
連

載

う
ら

み

裏
見
の
西
洋
女
性
史

・
覚
え
書

(
二
)

大
江

一
道

(四
)

中
世
都
市
の
女
性

西
洋

の

「
中
世
」
と
は

い
つ
か
ら
始

ま

っ
て
い

つ
ま
で
続
く

の
か
と

い
う

こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
厄
介

な
問
題

で
あ

る
が

、
こ
こ
で
は

一
応

ゲ
ル

マ
ン
ー

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

が

形
成

さ
れ

て
か
ら
、

一
五

・
一
六
世
紀

あ

た
り

ま
で
と
お

さ
え
て
お
こ
う
。
下
限

は
ル
ネ

サ

ン
ス
や
宗
教
改
革

の
時
代

で

「
近
世
」

と

い
う
呼
称
も
あ

て
ら
れ

る
が
、
民
衆

の
意
識

レ
ヴ

ェ
ル
に
お

い
て
も
、
国
家

.
社
会

の
シ
ス
テ
ム
に
お

い
て
も
、
ま
だ
強

く
中

世
を
引

き
ず

っ
て
い
た
時

代

で
あ

っ
た
。

も
ち

ろ
ん
、

こ
の
間

一
千
年

の
間
社
会
が
動

か
ず

に
同

じ
形

で
あ

っ
た
な

ど
と

い
う

こ
と
は
と
う
て

い
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
あ

る
が
、

キ
リ
ス
ト
教

会
が

つ
く
り
だ
し
た
女
性

に

つ
い
て
の
見
方
、
考
え
方
や
、
社
会

の
な
か

で

の
女
性

の
地
位
と
い
う
こ
と

で
い
う
と
、
基
本
的

に
は
あ
ま
り
変

っ
て

い
な

い
と

い

っ
て
よ
さ
そ
う

で
あ

る
。

で
は
、
ど

こ
の
ど

の
よ
う
な
女
性

に
つ
い
て
見
る
か
で
あ
る
が
、

王
侯
貴

族

の
妃

や
貴
婦
人

た
ち

は
少
数

の
支
配
階
級

の
な
か

の
女
性

で
あ

り
、
無
視

し

て
い
い
わ
け

で
は
な

い
が
、
こ
こ
で
は
割
愛

し
、
中
世
西
欧
社
会
と
文
化

に
お

い
て

一
つ
の

ユ
ニ
ー
ク
な
地
位

を
し
め
る
都
市

で
の
女
性

の
生
き
た
姿

と
心
を

の
ぞ

い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

よ
く
知

ら
れ

る
と
お
り
、
中
世
都
市

は
、
少
数

の
古
代

ロ
ー
マ
帝
国
か
ら

継
続

し
た
都
市

を
別

に
す

る
と
、

一
一
、

一
二
世
紀

ご
ろ
、
日
本
の
平
安
時

代

の
中
ご

ろ
か
ら
、
商
業
と
手
工
業
が

い
と
な
ま
れ
る
集
落

と
し
て
各

地
に

群
生
す

る
よ
う

に
な

っ
た
。
多

く
は
、
領

域
も
人
口
数
も

至

っ
て
小
さ

な
も

の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
こ

の
都

市
の
特
徴

と
し
て
注
目

し
た
い
こ
と
が

二
つ

あ
る
。

一
つ
は
、
都

市
を
中

心
に
し
て
貨
幣
経
済
が

し
だ

い
に
網

の
目

の
よ
う
に

広

が

っ
て
い
く

と
、
そ
れ
ま

で
は
人
間
と
人
間

の
関
係
が
土
地
と
か

モ
ノ
を

仲
立

ち
に
し
て
結
ば
れ

て
い
た
も

の
が
、
貨

幣
を
仲
立
ち
に
し
て
な
り
た

つ

よ
う

に
な

っ
て
い
く
、
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
金

が
金

を
生
み
、

ふ
や
す
と

い
う

こ
と

は
良
く
な

い
と
キ
リ

ス
ト
教
会

は
教

え
て
、
そ

う
い
う
き

た
な

い

(
1

)

こ
と
を
す
る

の
は

ユ
ダ

ヤ
人
だ
と
き
め

つ
け

た
わ
け

で
あ

る
が
、
実
際

に
は

キ
リ

ス
ト
教
徒

の
間
に
も
金
で
利
潤

を
ふ
や
す
人
間
が

で
て
く
る
。
そ
れ
な

し
に
は
商
業
は
な
り
た
た
な
か

っ
た
か
ら
だ
。

こ
う

い
う
人
間
関
係
が
は
じ

ま
る
と
女
性
は
ど
う
い
う
立
場

に
お
か
れ
る

か
、
と

い
う
問
題
が
当
然
考

え

一65一



ら
れ

て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
男
性
中

心
の
歴
史

で
は
、

こ

の
こ
と
が
あ
ま
り

か
え
り
み
ら
れ
る

こ
と
が
な
か

っ
た
。

も

う

一
つ
は
、
多
く

の
都
市
が
自
由
な
空
間
に
な

っ
た
と
考

え
ら
れ

て
き

た
こ
と

に

つ
い
て
で
あ

る
。
ド

イ
ツ
に

「
都
市

の
空
気
は
自

由
に
す

る
」
と

い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ

る
の
は
有
名

で
あ
り
、
皇
帝
あ
る

い
は
領

主
か
ら
自
治

権

を
獲
得

し
た
都
市

は
、
立
法
や
行
政
を
市
民

の
手
で
す
す
め
、
農

村
で
自

由

の
な

い
農
奴
が
逃
げ

こ
ん
で
き

て
、

一
年
と

一
日
無
事
暮
せ
た
ら
も
は
や

領
主
は
手
が

だ
せ
な
い
と
い
う
慣
習
を

い

っ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ

で

の
問
題
は
、
そ
の
都
市

に
住

む
人
間

(
住
民
)

の
だ
れ
も
が
同
じ
権
利
を

認
め
ら
れ
て

い
た

の
か
、
女
性

は
男
性
と
同
等

で
あ

っ
た
か
、
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

以
上

の
二
点
を
考
え
る
う
え
で

の
基
礎
資
料

の

一
つ
は
、
中
世
都
市

の
男

性
と
女
性

の
比
率
は
ど
う
な

っ
て

い
た
か
、
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

こ
れ

に
つ
い
て
は
、

か
な
り
信
頼

で
き
る
人
口
調
査

の
あ

る
ド
イ
ッ
の
場
合
を
、

経
済
学
者

力
i
ル

・
ビ

ュ
ッ
ヒ
ャ
ー
が
調
べ
た
数
字
が

よ
く
利
用
さ
れ

る
の

だ
が
、

ビ

ュ
ッ
ヒ
ャ
ー
は

次

の
よ
う
な

数
字

を
示
し
て
い
る
。

成
人
男
子

一
〇
O
O
人

に
つ
き
、
女
性
は
、

フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト

(
二
二
八
三
年
)

で
は

=

○
○
人
、
ニ

ル
ン
ベ
ル
ク

(
西

四
九
年
)
で
謹

三

〇
七
人
、
パ

ー
ゼ

ル

(
一
四

五
四
年
)

で
は

一
二
四
六
人
に
な
る
と

い
う
。

一
四
、

一
五

世
紀

の
ド
イ
ッ
の
三
都
市

に
す
ぎ

な
い
が
、

い
ず

こ
も
女
性

の
ほ
う
が
多

い

こ
と
が

わ
か
る
。
考
え
ら
れ

る
そ

の
理
由
を
み
れ
ば
、

こ
の
事
情

は
ド
イ

ツ

の
他

の
都

市
も
、

フ
ラ

ン
ス
や

イ
ギ

リ
ス
な
ど

の
他

の
国

々
の
都

市
も
、
ほ

ぼ

こ
れ
に
似

た
も
の
と
思

っ
て
さ

し

つ
か
、兄
な

い
。

男
子
が
少
な

い
理

由
は
、

た
え
ま
の
な
い
騒
乱
、
戦
争
、
疫
病
、
そ
れ
に

商
売
旅
行
な
ど
で

の
死
亡
が
女
性

の
死
亡
を
上
ま
わ

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

女
性
が
多

か

っ
た
と
な
る
と
彼
女
た
ち
は
ど
う
な

っ
た
か
。
未
亡
人
、
独
身

女
性

は
独
身
主
義

の
修
道
士
や
司
教
た
ち

の
存
在

に
よ

っ
て
、

さ
ら

に
そ

の

数
が

ふ
え

る
こ
と

に
な

る
。
結
婚
を
望
ん

で
も
す
べ
て
の
女
性
が
望

み
を

は

た
す
と

い
う

こ
と

は
、
と
う

て
い
あ
り
え
な
か

っ
た
。

そ
う
な
れ
ば
仕
事

を

み

つ
け
て
生
き

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

で
は
、
何
を
し
て
貨
幣
経
済

の
中

心
と
な
る
都
市
社
会

の
な
か
で
金
を
え

て
生
き
て

い
た

の
か
。

こ
れ
が

問
題

に
な
ろ
う
。

ア
イ
リ
ー

ン
・
パ
ウ
ア
女
史

の
研
究

に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ

ス
の
例

で
あ
る
が
、

未
婚

婦
人

の
主
要

な
仕
事
が
女
中
奉
公
、
小
売
商
人
、
各
種

の
賃
労
働

で
、

未
亡
人

の
場
合
は
夫

の
仕
事

を
う
け

つ
い
で
、
船
を
使

っ
て
の
交
易
や
、
な

か

に
は
国
王
と

の
取
引

を
行

な
う
人

も
い
た
と

い
う
。
夫

に
か
わ

っ
て
中
世

イ
ギ
リ

ス
の
特
産

物
で
あ
る
羊
毛

の
商
人

に
な
る
女
性
も
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、

手

工
業
者

の
家
な
ら
夫
と
と
も
に
家
業

を
行

な
う
し
、
あ

る
い
は
夫
と
別

の

仕
事
を
も

つ
も

の
も

い
た
と

い
う
。

「
中
世
産
業

は
女
性

に
も
門
戸
を
開

い
て

い
た
し
、
彼
女

た
ち
は
、
そ

の

中

で
決

し
て
さ
さ

い
と

は
い
え
な

い
え
な

い
役
割

を
演
じ
て
い
た
。
女

の
姿

の
み
ら
れ
な

い
職
業
な
ど

ほ
と

ん
ど
な

か

っ
た
。
肉
屋
、

ロ
ウ
ソ
ク
屋
、
金

物
屋
、
網
製
造
業
、
靴
屋
、
手
袋
屋
、
帯
屋
、
小
間
物
商
、
財
布
製
造
業
、

帽
子
製
造
業
、
皮
革
商
、
製
本
屋
、
金

メ

ッ
キ
屋
、
ペ

ン
キ
屋
、
絹
織
物
業

お
よ
び
刺
し
ゅ
う
業
、
香
辛
料
商
、
繋

鏖

よ
び
論

工
な
ど
が
、
他
に

も
多
く

の
職
業

に
混
ざ

っ
て
彼
女

た
ち
の
仕
事

で
あ

っ
た
。
」

一
方

で
は
、
都
市

に
定
住

し
て
働
く

こ
と

の
で
き
な

い
女
性
た
ち
が

い
た
。

こ
の
人
び
と
は
、
放
浪
す

る
芸
人
と

な

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
都
市
に
市
が
た

ち
、
王
族
や
教
会
関

係

の
種

女
の
行
事
が

ひ
ら

か
れ
る
と
き
な
ど
、
芸
人
や

道
化
師

の
み
せ
も

の
が
寄

り
集

ま

っ
た
人
び
と

に
娯
楽
を
提
供
す
る
。

こ
こ

..



に
は
踊

り
子
や
楽
師

な
ど
女
性
が

か
な
ら
ず

い
た
も

の
で
あ
る
・

こ
の
こ
と

は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
越
え

て
日
本
も

ふ
く

め
世
界

に
普
遍
的
な
大
衆
芸
能

に

お
け
る
女
性

の
地
位

・
役
割
と

い
う
大
き
な
問
題

に
つ
な
が

っ
て

い
く

だ
ろ

う
。こ

の
遊
行
す

る
女
性

の
な

か
に
、

ル
ー
ツ
の
ふ
る

い
〈
職
業
婦

人
〉
と

し

て
の
娼
婦
が

い
た
。

=

八
九
年

に
行
な
わ
れ
た
第

三
回
十
字
軍

の
さ

い
、

フ
ラ

ン
ス
軍

の
な

か
に
は
少
な
く
と
も

一
五
〇
〇

人
の
女
性
が

つ
き
従

っ
た

と

い
う
が
、
大
部
分

は
娼
婦
と
お
も
わ
れ
る
。
軍
隊
と
娼
婦

は

つ
き
も

の
で
、

こ
れ

は
中
世
だ
け

の
現
象

で
は
な

い
が
、
中
世

に
特
微

的
な
こ
と

は
、
多

く

の
都
市

で
、
市
が
管
理
し
収
入
源

の

一
つ
に
す
る
目
的
で
い
と
な
む
娼
婦
宿

を
も

っ
た
こ
と

で
あ
る
。
司
教
や
貴

族
も
、
自
分

の
財
産
と

し
て
こ
の
娼
婦

宿
を
も

っ
て
い
た
も

の
が

い
た
よ
う
で
あ

る
が

、
実
際

の
運
営

は
女
主
人
が

す

る
わ
け

で
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

で
は
娼
婦

も
市
民
権

を
も

っ
て
い
た
ほ
ど

で
あ
る
。
市
内

に
ふ

つ
う

二
、

(亀

軒

あ
る
娼
婦
宿

に
、
平
均

蓋

人

の
鋸

が
働
ら

い
て
い
た
と

い
わ
れ
る
。

男
性
よ
り
女
性
が
多

く
、
戦
乱

・
疫
病

の
流
行

な
ど

で
社
会
不
安
が

つ
づ

く
中
世
時
代
に
、
生
産

の
仕
事

に

つ
け
な
か

っ
た
女
性

た
ち
の
生
き
る
手
段

と
し
て

こ
の
道
が
え
ら
ば

れ
た
の
で
あ

る
が
、
中
世
都
市

に
お
け
る
娼
婦

へ

の
他
者

の
ま
な
ざ
し
は
、
後
世

に
く

ら
べ
意
外

な
ほ
ど

に
あ

た
た

か

っ
た

こ

と
を
、
阿
部

謹
也
氏
は
指
摘

し
て
い
る
。
そ
し

て
、
娼
婦
宿

の
経
営
や
娼
婦

と

の
交
渉
が
禁

止
さ
れ

だ
す

一
五
世
紀
末

か
ら

一
六
世
紀
以
後
に
、
娼
婦

の

地
位
の
悪
化

と
か
不
満

の
と
ば

っ
ち
り
が

ユ
ダ

ヤ
人

の
追
放
、
虐

殺

へ
の
流

行
へ
と
っ
蒜

っ
て
い
く
ら
し
い
、
と
い
董

大
な
関
連
に
も
阿
誕

管

を
向

け
て
い
る
。

以
上

は
女
性

の
職
業

に

つ
い
て
で
あ

っ
た
が
、
中
世

の
自
治
都

市

(自
由

都
市
)

で
の
女
性

の
地
位
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
、
と

い
う

こ
と

に
、

か
ん
た

ん
に
ふ
れ

て
お

こ
う
。

ま
ず

中
世

の

「
市
民
」

と
は
、

「
市
民
権
」
を
も

つ
も

の
の
こ
と

で
あ

っ

て
、
そ

の
条

件
と
は
、

一
定

の
財
産
、
主
と

し
て
屋
敷
を
も

つ
自
由
人

で
な

け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
。
都
市

の
城
壁

の
内
側

に
住

ん
で
い
る
人
が
す
べ
て

市
民
で
あ

っ
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
貧
し

い
下
層
民

は
、
都

市
内

に
住

ん
で
い
て
も
、

一
人
前

の
市
民
と
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。

都

市
を
動

か
す

市
参
事
会
員
と

か
市
長

は
、
血
統

の
よ

い
門
閥
貴

族
か
豊
か

な
財
産

を
も

つ
商
人

で
あ

る
の
が

ふ
つ
う
だ

っ
た
。
手
工
業
者
は
、
は
じ
め

は
一L容
易

に
市
参
山畢
ム
本
メ

ン
。バ
ー
に
加
わ
ヤれ
な

か

っ
た
。
ド
イ

ツ
に
起

っ
た
虚
尓

教
改
革

の
運
動

は
、
じ

つ
は
、

こ
う

い
う
都
市

の
閉
鎖

性
を
う
ち
や
ぶ
る
都

市
改
革
運
動
と

い
う
性
質
を
も

っ
て
い
た

の
で
麓

・

で
は
、

そ

の
市
民
権

の

あ
た
え
ら
れ
な

い
、
「
市
民
」

で
な
い
下
層
民

の

割
合

は
ど
れ
ぐ
ら

い
だ

っ
た
か
と

い
う
と
、

=

ご
八
〇
年

の
北

ド
イ
ツ
の
リ

ュ
ベ

ッ
ク
で
は
、
都
市
人

口
の
四

ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
南

ド
イ
ツ
の
ア
ウ
グ

ス

ブ

ル
ク
で
は
、
住
民

の
三
分

の
二
も
占
め
て

い
た
と
い
う
。

こ
れ

は
か
な
り

多

い
ほ
う

の
数
字

で
あ
る
が
、

一
般
に
は
、
人
口
の
二
割
強
が

こ
の
市
民
権

の
な
い
下
層
民

で
占

め
ら
れ
て

い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

下
層
民
と

は
ど
ん
な
人
び
と
か
ら
な
る
の
か
、
と

い
う
と
、
手

工
業
者

で

は
親
方

は
市
属
権
を
も

っ
て

い
る
が
、
そ
の
下

の
職
人

・徒
弟

・
日
や
と

い
労

務
者
は
非
市
民

で
あ
る
。
親
方

の
娘

と
結
婚

で
き
れ
ば
市
民
権

は
手
に
入
る
。

ま
た
、

「
親
方

の
後
家

さ
ん
の
手

を
と
れ
ば
仕
事
場
も
手

に
入
る
」
と

い
う

言
葉

が
あ

っ
て
、
金

を
払

わ
ず

に
市
民
権
を
手

に
入
れ
る
近
道
が
親
方

の
未

亡
人
と

一
緒

に
な
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

徒
弟

の
下
に
は
下
男

と
か
女
中
と

い
わ
れ
る
雑
労
働
を
す
る
人
び
と
が

い
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た
わ
け

で
あ

る
が
、
そ
れ
よ
り
も

い
や
し

い
と
さ
れ
た
人
び

と
が
賤
民

(
名

誉

を
も
た
な
い
も

の

暮

①
島
。
げ
)

で
、
刑
吏
、
墓
掘

り
人

(
映
画

『
ア

マ
デ

ィ
ウ

ス
』

に
も

で
て
く

る
)
、
皮
剥
人
、
牢
守
、
湯
屋

の
主
人
、
遍
歴
芸
人
、

司
祭

の
子
、
私
生
児

な
ど

で
、
産
ま
れ
と
職
業

の
ゆ
え
に
、
市
民

生
活

の
な

か
で
差
別

と
排
除

を
い
ろ
い
ろ
な
面

で
受
け

て
い
た
。
祭
り

の
踊
り
に
は
加

わ
れ
な

い
し
、
着

た
り
身

に

つ
け

た
り
す

る
も

の
を
制
限
さ
れ
る
な
ど
そ

の

一
例

で
あ

っ
た
。
ま
た
、
賤
民

は
も
ち
ろ
ん
下
層
民

は
市

の
病
院

に
入
れ
な

い
と

い
う
き
ま
り
を
も

つ
都

市
も
あ

っ
た
。

こ
う

し
て
み
る
と
、

「都

市

の
空
気

は
自
由

に
す

る
」
と

い

っ
て
も
、
都

市

に
流
れ
込
む
よ
う
な
人
び
と
は
下
層
民

で
あ

る
か
ら
、
ま

た
別

の
不
自
由

に
縛
ら
れ
る

こ
と

に
な
る
わ
け

で
、
自

由
と
は
、

ま
さ
に
市
民
権
を
も

っ
た
、

都
市

の
特
権
的
住
民

に
と

っ
て

の
自
由
に
す
ぎ

な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

こ
う

い
う
中
世
都
市

の
し
く
み

の
中
で
、
女
性
の
地
位

は
、
当
然

な
が

ら

ひ
ど

い
も
の
で
あ

っ
た
。
下
層
民
や
賤
民

の
娘
と
し
て
生
ま
れ
て
き
て
し
ま

っ
た
以
上
ほ
と
ん
ど
生
涯
社
会
的

に
上
昇

の
道

は
と
ざ
さ
れ

て
い
た
し
、
夫

に
死
な
れ
た
未

亡
人
と

か
、
未
婚

の
母
と

な

っ
た
女
た
ち

は
、
子
ど
も
を
か

か
え
て
明
目
は
ど
う
や

っ
て
生
き

よ
う
か
と
、
毎

日
が
涙

の
谷
を
歩
き
、
そ

し

て
歩
き
疲
れ
る
あ
り
さ
ま
だ

っ
た
に
ち
が

い
な
い
。

女
た
ち
が

つ
か
な
か

っ
た
職

業
は
な

い
、
と

ア
イ
リ
ー
ン

.
パ
ウ
ア
は
い

っ
た
が
、

こ
れ
も
、
男

た
ち
か
ら
疾

妬
さ
れ
て
、
職

に

つ
か
せ
ま

い
と

い
う

ギ

ル
ド

の
規
則
を
定

め
た
り
、
同
じ
仕
事

を
し
て

い
て
も
女
性

の
賃
金

の
ほ

う

を
低
く

し
た
り
す

る
と

か
、
さ
ま
ざ
ま

の
妨
害
が

加
・兄
ら
れ
た
。

イ
リ
イ

チ
は
・

一
四
世
紀

の
ケ
ル
ン
に
あ

っ
た
絹

の
紡

績
、
織
布

ギ

ル
ド
は
も

っ
ぱ

ら
女
だ
け
か
ら
成

ぞ

盛

と
い
う
事
例
籍

介
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ

例
外

と
み
な
す

べ
き
だ

ろ
う
。
以
上

の
よ
う
な
状
況
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、

ア
イ
リ
ー
ン

・
パ
ウ

ア
が
中

世
イ
ギ
リ

ス
の
働

ら
く
女
性

た
ち
の
姿

を
明
ら

か
に
し
た
書
物
を
読

む
と
、
彼
女
た
ち
は
じ

つ
に
け
な
げ

に
、

し
ぶ

と
く
生
き

た
こ
と

よ
、
と
感
動

せ
ず

に
は
い
ら
れ
な

い
。

(五
)

魔
女
と
魔
女
狩
り

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
こ

っ
た
女
性

の
苦
難

の
出
来
事

で
最

た
る
も

の
は
、
あ

の
魔

女
狩
り

で
あ
ろ
う
。

こ
の
恐

ろ
し
い
、
悲
惨

な
魔
女
狩
り

は
、
中
世
そ

の
も

の
と

い
う
よ
り
、
宗
教
改
革
が
広
が

っ
た

一
六
世
紀

か
ら

一
七
世
紀

に

発
生
し
た
現
象

で
あ

っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
、
ま
ず
注
意

を
は
ら
う
必
要
が

あ
る
。

こ
の
こ
と

の
な
か
に
、
な
ぜ
起

っ
た
か
と

い
う
発
生

の
基
本
原
因
が

隠
れ

て
い
る
。

次

に
、
魔
女
狩
り
が
発
生
し
た
中
心
地
は
、
ド
イ

ツ
、
北

フ
ラ

ソ
ス
、

イ

ギ
リ

ス

(
こ
れ

は
イ
ン
グ

ラ
ソ
ド
と

ス

コ
ッ
ト

ラ
ソ
ド
で
、

ア
イ

ル
ラ

ソ
ド

に
は
起

っ
て
い
な
い
)
、

そ
れ

に
ア
メ
リ
カ
で
、

カ
ト
リ

ッ
ク
教
会

の
教
義

や
儀

礼
に
反
対

す
る
異
端
を

し
め

つ
け

た
南

フ
ラ
ン
ス
や

ス
ペ
イ

ソ
で
は
な

か

っ
た
、
と

い
う
こ
と
も
注
意

さ
れ

よ
う
。

そ

こ
で
い

っ
た

い
魔

女
と
は
何

か
。
そ
れ

は
、
神

の
敵

で
あ
る
悪
魔
と
交

わ
り
、
身
も
心
も
悪
魔

に
棒
げ

た
も
の
、
と

い
う

こ
と

で
、
猫
や
犬
、

ヒ
キ

ガ

エ
ル
、
ね
ず
み
な
ど
に
化

け
て
悪
魔

の
集
会

(
サ
バ

ト
)

に
い
き
、
嵐
を

起

こ
し
た
り
、
突
然

の
病
気

(
例
え
ば
ギ

ッ
ク
リ
腰

な
ど
も
そ

の

一
つ
)

に

か
か
ら

せ
た
り
、
作
物
を
不
作

に
し
た
り
…
、
よ
う
す

る
に
す

べ
て
の
悪

い

こ
と
を
す

る
女
、
な

か
に
は
赤

ん
坊
を
煮

て
食

べ
る
こ
と
も
す
る
女
だ
、
と

い
う
の
だ
。

で
は
、
だ
れ
が
魔
女
と
訴
え
ら
れ

た
か
と

い
う
と
、

こ
れ
は
圧
倒
的

に
女

性
で
あ

る
が
、
共
犯
と

い
う
形

で
ど

ん
な
地
域

で
も
男
性
が
若
干
混
じ

っ
て
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告訴 された魔女 の性別(浜 林 ・井上 『魔女狩 り』204頁 よ り引用)

地 名1期 剛 女 性(%)i男 性(%)

バーゼ ル司教区 1571-1670 181(95) 　 (5)

フ ラ ン シ ュ コ ン テ 1599-1660 153(76) 49(24)
フ ライ ブノレク 1607-1683 1　　 (s4) 5s　 　6>

ジ ュネ ー ヴ 1537-1662 　4　 (7s) 74(24)
(1571欠 如)

モ ン トベ リ ア ー ノレ 1655-1660 62(86) 10(14)
ヌシ ャテ ル 1568-1675 259(81) 5　 　19)

ボ ー 1539-1670 62(58) 45　 42>

ヵステ ィリア(宗教裁判所) 1540-1685 　24　 71> 1　2　 2　〉

エ セ ッ クス 1560-1675 267(92) 23(8)

ナ ム ー ル 1509-1646 337(92) 2　 　　)

ノ ー ル 1542-1679 211(81) 49(19)

オ ス トロボ トニ ア(フ ィソ ラ ン ド) 1665-1684 119(7　 ) 　　 　22)

ザ ー ル ラ ソ ト 1575-1632 316(72) 12　 　2　〉

ゾー ロ トゥル ン(ス イ ス) 1541-1720 111(82) 26(18)

西南 ドイ ツ 1562-1684 1050(82) 238(18)
ベネチア(宗教裁判所) 1552-1722 430(78) 119(22)

い
た
。
女
性

の
年
齢
は
平
均

六
〇
歳
前
後
、
未
亡
人
や
独
身
者

な
ど

ひ
と
り

暮

し

の
老
婆
が

圧
倒

的
に
多
く
、
貧

し
い
下
層

の
民
衆

で
あ

っ
た

こ
と
を
研

究
者
は
指
摘

し
て

い
る
。

フ
ラ
ソ
ス
の
ミ
シ

ュ
レ
は
、

こ
の
老
婆
が
、

呪

術

も
混

じ
え
た
民
間
療
法

で
病
気
を
な

お
す
、
村

の
医
療
者

で
あ

っ
た
と

い

(8
)

う
推

測
を
強
調

し
て
い
る
が
、
近
年

の
研
究

の
結
論
は
、
村
な
い
し
地
域

の

嫌

わ
れ
者

で
、
彼
女

の
ほ
う
が
全
体
ま
た
は
特
定

の
個

人
に
恨

み
を
も

っ
て

い
た
よ
う
な
場
合
、
あ

る
災
難
が
発
生

し
た
と
き
、
そ

の
原
因
が
彼
女

の
せ

い
だ
と
い
う
こ
と
で
魔
女

に
仕
立

て
あ
げ
ら
れ
る
、
と

い
う
場
合
が
多
か

っ

(9
)

た
、
と

す
る
。

し
た
が

っ
て
、
犯
罪

は
ほ
ん
と
う

に
あ

っ
た

の
か
と

い
う
問
題

に

つ
い
て

は
、
魔
女

と
は
状
況

の
産
物

で
あ

る
の
だ
か
ら
、
悪
魔
と
寝

た
の
、

サ
バ

ト

に
集

ま

っ
た

の
、

ヒ
キ
ガ

エ
ル
に
化
け

た
の
と

い
う
よ
う
な

「事

実
」
は
荒

唐
無
稽

な
作
り
話

で
あ
る
。

で
は
あ
る
が
、

マ
ク

フ

ァ
ー

レ
ン
が
分
析

し
た

よ
う

に
、
魔
女
裁
判

で
審
問
さ
れ
た
な
か
に
、
魔

女
と
さ
れ

た
女
性
が
、
集

団
的
あ

る
い
は
個
人
的

い
じ
め

に
対
す
る
恨

み
が
あ

り
、
そ
れ

を
ほ
じ
く
ら

れ

て
、
し

た
こ
と
も
な

い
犯
罪
を
し
た
よ
う
に
自
白

さ
せ
ら
れ

て
殺
さ
れ
る

ヶ
ー
ス
が
大
部
分
だ

っ
た

の
だ
、
と
お
も
わ
れ

る
。
魔
女
を
告
訴
す
る
者
が

ど

こ
か
で

「
心

の
痛
み
」
を
感
じ
て

い
た
か
ら
こ
そ

、
魔
女

を
な
く
す

た
め

に
は
慈
善
を
惜
し
む
な
、
と
説

か
れ
て
い
た
で
は
な
い
か
、
と

い
う
浜
林
正

夫
氏

の
指
摘
は
重
要

で
あ
ろ
う
。

魔

女
狩
り
が
な
ぜ

一
六
、

一
七
世
紀

に
荒
れ
狂

っ
た
の
か
。

こ
れ
に

つ
い

て
も
決
定
的
な
答
が

だ
さ
れ

て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、

こ
の
二
世
紀
が
、

中
世

か
ら
近
代

へ
の
転

回
の
渦
が

は
げ

し
く
巻
き
だ
し

て
い
る
時
期
だ

っ
た

こ
と
に
多
く

の
原
因

を
求

め
る
こ
と
が

で
き
る
だ

ろ
う
。

魔
女
狩

り
は
、
都
市
と
村

で
は
村

の
ほ
う
が
よ
り
多
く
起

っ
た
よ
う
で
あ

.・



る
。

こ
れ

は
、
貨
幣
経
済
が
ま
す
ま
す
浸
透
し
て

い
く

の
と
並
行

し
て
、
古

い
伝
統

と
呪
術

の
世
界
が
都
市

の
キ
リ

ス
ト
教
文
化

の
波
に
洗

わ
れ
て
文
化

摩
擦

を
起

こ
す

な
か
で
発
生

し
た
場
合
が
多

い
た
め

で
あ
る
。
村

全
体
で
貧

し

い
老
婆

な
ど
を
も
面
倒

み
て
き

た
も

の
が
、
農
業
や
村

の
秩
序

の
あ
り
方

西南 ドイツの大規模 な魔女 狩 りで処刑 され たものの男女比

(浜林 ・井上前掲 書302頁 よ り引用)

場 所 と 時 期i女i男 隆 齪

ウ ィーゼ ソ シ ュ タイ ク1562-63,1583 　　 100　

ロ ー テ ン ブル ク1578-1609 147 3 98

ロー トワイ ル1561-1600 36 6 86

オ ー ベ ル マ ル ヒタ ル1586-96 50 12 81

エ ル ヴ ァ ソ ゲ9ソ1611-18 220 63 78

シ ュ ペ ー・ビ ッ シ ュ ・グ ミ ュ ン ト1613-17 39 4 91

オ ノレテ ナ ウ1627-30 67 7 91

オ ー ベ ル キ ル ヒ1631-32 119 47 72

ウ ェル トハ イ ム1616-44 35 2 95

/ミー デ ソ ・パ ーデ ソ1627-31 71 32 69
"

オ フ ェ ソ フル ク1627-29 49 12 　　

メル ゲ ン トハ イ ム1628-31 102 24 81

エ ス リソ ゲ ン1662-65 15 22 41

ロイ トリン ゲ ソ1665-66 11 3 79

カ ル ブ1683-84 1 1 50

計i・,・5・1238182

が
貨
幣
経
済

の
発
展
と
も

か
ら

ん
で
変
化
し
だ
し
、
そ
う

い
う
貧
民
を
厄
介

ぽ

ら
い
す

る
よ
う

に
な

っ
た
。

こ
れ
が
キ
リ

ス
ト
教

の
側

の
動

き
と
結

び

つ

い
て
、
民
衆

を
ま
き

こ
ん
で
の
、
哀
れ
な
女
性

に
向
け
て

の
む
ご

い
迫
害

運

動

を
大
量
に
発

生
さ
せ
た
、

と
み
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

キ
リ

ス
ト
教

の
側

の
動

き
と
は
、
周
知

の
通
り

こ
の
二
世
紀
間
、

カ
ト
リ

ッ
ク
と
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
血
み
ど
ろ
の
争

い
が

つ
づ

い
た
時
代

で
あ
る
。

そ

の
双
方
と
も
が
、
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
プ

ロ
テ

ス
タ
ソ
ト
の
ほ
う
が
魔

女
狩
り
が
盛

ん
で
あ

っ
た

こ
と

は
今
日
確
認

さ
れ
て

い
る
。

一
般

に
、
緊
張

状
態
が
長
び
く
と
集
団

パ

ニ
ッ
ク
を
お

こ
し
や
す

い
わ
け
だ
が
、
プ

ロ
テ
ス

タ

ソ
ト
の
ほ
う

は
挑
戦
者

で
あ
り
、
出
発
時
に
お

い
て
は
少
数
者

で
あ

る
か

ら
、
結
束

を
固

め
る
た
め
に
排
除

の
原
理
が
よ
り

つ
よ
く
働
く

。
そ
の
う

え
、

プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト
は
人
間
が
超
能
力
を
も

つ
な
ど
と

い
う

こ
と
は
神

へ
の
背

信
だ
と
し
て
、
魔
術

や
呪
術

を
ま

っ
た
く
認

め
な

い
の
だ
か
ら
、

い
わ
ゆ
る

魔

女
を
徹
底

的
に
や

っ
つ
け

う
と
い
う
姿
勢
を
と

る
こ
と

に
な

っ
た
。

つ
い

で
な
が
ら
、
悪
魔

メ
フ
ィ
ス
ト

フ

ェ
レ
ス
と
契
約
を
交
わ
し
、

二
四
年
間
好

き
放
題

の
こ
と
を
や

っ
た
魔
術
師

フ

ァ
ウ

ス
ト
博
士
が
、
契
約

の
日
が
終

っ

た
瞬
間
、
眼
球
と
歯
を
部
屋
に
残

こ
し
、

脳
味
噌

は
壁

に
は
り

つ
き
身
体

は

外

の
堆
肥

の
中

に
突

っ
こ
ん
で
せ

い
惨

な
死
を
と
げ

る
、
と

い
う

か
の

『
フ

ァ
ウ
ス
ト
博
士

の
物
語
』
は
、

一
五
八
七
年

、

フ
ラ

ン
ク

フ
ル
ト
の
プ

ロ
テ

ス
タ
ン
ト
出
版
業
者

シ

ュ
ピ

ー
ス
が
創
作

し
た
物
語

で
あ

っ
た
こ
と
を
想
起

し
た
い
。

カ
ト
リ

ッ
ク
は
、
教
会
自
体
が

一
種

の
魔
術
的
行
為

を
救
済

の
手
続
と
し

て
行
な
う
わ
け

で
、

こ
れ
は
良

い
魔
術
、

す
な
わ
ち

「
白

い
魔
術
」
と
さ
れ
、

こ
れ

か
ら

ハ
ミ
出
し
て
素

人
が
超
能
力

を
行
使

し
た
り
す
れ
ば
教
会

へ
の
反

逆
者
と
し

て
処
罰
す
る
と

い
う
態
度

を
と

る
。
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こ
う

い
う
対
抗
関
係
と
内
部
純
化

の
過

程
で
、
も

っ
と
も

よ
わ

い
人
間
が

犠
牲

(
い
け
に
え
)
に
な

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
ほ
か
、

一
七
世
紀

と
い
う
の
は

「危
機

の
世
紀
」
と
も

い
わ
れ
る
ぐ

ら

い
で
、
経

済
は
停
滞

し
、
気
候

は
寒
く
、

ペ
ス
ト
や
悪
疫
が
流
行
し
、
政

治
的
動

乱
が

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中

で

つ
づ
く
と

い
う
時
代

で
あ

っ
た
。
不
安
に
お

の
の
く
人

び
と
が
、
災
難
を
避
け
る

に
は
、
そ

の
種
と
な
り
そ
う
な
も
の
を

予
防
的

に
摘
発

し
て
お

こ
う
と

い
う
空
気
も
濃

く
な

っ
て
、

一
種
の
集
団
的

狂
気
が
発
生

し
、

狩
り

(げ
§

§

σq
)

に
ま
で
拡
大

し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

次

の

一
八
世
紀

は
、

経
済
、

気
象
状
況

、

思
想

な
ど

多
く

の
領
域

で

一
七

世
紀

の
暗
さ
か
ら
逃

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
啓
蒙
主
義

の
時
代
と

い
わ
れ
、

「
光
明

の
世
紀
」

と
名
づ

け
ら
れ

る
ゆ

え
ん
で
あ

る
。

よ
う
や
く
冷
静
さ
を

と
り
も
ど
し
た
人
び
と
の
力
が
作
用

し
て
、
魔
女
狩
り

は
散
発
的
に
み
ら
れ

る
程
度

に
な
り
、

や
が

て
消
滅

し
て
い
く
。

し
か
し
、
そ
れ

で
女
性

の
地
位
が
向
上
し
た
り
生
活
に
ゆ
と
り
で
で
き

た

り
し
た
の
は
ご
く

一
部

の
も

の
だ
け

で
、
む
し
ろ
、
社
会

の
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
的

発
展
が
す
す
む
と
、
未
婚

の
母
が
か
え

っ
て
ふ
え
、
放
浪

す
る
婦
女
子
も
多

く
な
り
、
捨
子
や
里
子
に
だ
さ
れ
る
子
ど
も
が
増

大
す

る
と

い
う
、
世

の
中

に
明
る
さ
が
ま
す

の
と
は
逆
に
暗
部
が
大
ぎ
く

な

っ
て
い

っ
た
。

こ
の
よ
う

な
状
況
を
う
ち
や
ぶ
る
べ
く
、
女

た
ち
も
大

い
に
活
躍

し
た

の
が

フ
ラ
ン
ス

革

命
を
先

頭
と
す

る

一
八
世
紀
末

か
ら

一
九
世
紀
中
ご

ろ
ま

で
の
市
民
革
命

で
あ

っ
た
。
が
、

は
た
し
て
市
民
革
命

は
女
性
を
解
放
し
た

の
だ
ろ
う
か
。

答

は
、
残
念

な
が
ら
否

で
あ

っ
た
。

註

(
1
)

こ
の
非
難

は
徐

々
に
高
ま
り

一
一
七
五
年

ロ
ー

マ
で
開

か
れ

た
第

三

回
ラ
テ
ラ

ン
公
会
議

で

絶
頂

に
達
し

た
。

(
シ
ー
セ
ル

・
ロ
ス
、

長
谷

川
真

・
安
積
鋭

二
訳

『
ユ
ダ

ヤ
人

の
歴
史
』
、

み
す
ず

書
房
、

一
九

六

六
年
、

一
三
九
～

一
四

二
頁
参
照
)

(
2
)

困
』

9

冨
5

U
δ

写

碧
①
昌
h蛬
αq
①
ぎ

ζ
同§

芭

§

℃
↓
口
玄
お

①
尸

H
り
μ
ρ

℃
℃
°
α
～
8

(
3
)

前
掲
、

ア
イ
リ
ー

ン

・
パ
ウ
ア
、
中
森
義
宗

・
阿
部
素
子
共
訳

『
中

世

の
女
た
ち
』
思
索
社

、

一
九

七
七
年
、
九

一
頁
。

(
4
)

阿
部
謹
也

『
中
世

の
窓

か
ら
』
朝

日
新
聞
社
、

一
九
八

一
年
、

二
三

一
～

二
三
二
頁
。

(
5
)

同
右
、

三
七

六
～

二
七
七
頁
。

(
6
)

中
村
賢

二
郎

・
倉
塚
平
編

『
宗
教
改
革

と
都

市
』

刀
水
書
房
、

一
九

八

三
年
、
「
序
説
」
な
ら
び
に
諸

論
稿
参

照
。

(
7
)

1

・
イ

リ

イ

チ
、

玉

野
井

芳
郎

訳

『
ジ

ェ
ン
ダ

ー
ー

女

と

男

の
世

界
』
岩
波
書
房
、

一
九
八
四
年
、

二
〇

三
頁
。

(
8
)

ミ
シ

ュ
レ
、
篠

田
浩

一
郎
訳

『
魔
女

上
』
現
代
思
潮
社
、

一
九
六

七
年
、

一
四
六
頁
～

一
亠ハ
四

一
一貝
。

(
9
)

浜
林

正
夫

・
井
上

正
美

『
魔
女
狩
り
』
教
育
社
歴
史
新
書
、

一
九
八

三
年
、

一
九

七
頁
。

(お

お
え

か
ず
み
ち

・
専
任

・
西
洋
文
化
史
)
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