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論
文

蚕
育
て
と
女
性

中
国
養
蚕
農
家
の
事
例
か
ら

倉
石

あ

つ
子

は
じ
め
に

二
〇
〇

一
年
六
月
二
十
二
日
、
中
国
浙
江
省
桐
郷
市
三
新
村
の
養

蚕
農
家
を
訪
問
す
べ
く
旅
立

っ
た
。
筆
者
は
兼
ね
て
か
ら
社
会
の

様
々
な
面
に
お
け
る
女
性

の
役
割
に
つ
い
て
民
俗
学
的
手
法
を
も

っ

て
考
察
を
重
ね
て
き
た
が
、
女
性
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
る
養
蚕
に
焦

点
を
当

て
て
日
本
と
中
国
の
女
性
の
役
割
を
比
較
し
て
み
た
い
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。

養
蚕

は
近
代
農
家
の
経
済
生
活
に
お
い
て
、
手

っ
取
り
早
く
現
金

収
入
を
得
る
生
産
手
段
と
し
て
日
本
各
地
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
現

代
に
至

っ
て
、
大
変
な
労
力
の
割
に
は
得
る
現
金
が
少
な
い

(繭
値

が
安

い
)
た
め
に
、
し
だ
い
に
養
蚕
は
衰
退
し
現
在
で
は
限
ら
れ
た

養
蚕
農
家
が
行
う
の
み
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
現
在
の
養
蚕
は
、
稚

蚕
飼
育

の
発
達
や
飼
料
の
変
化
、
機
械
化
な
ど
に
よ
っ
て

一
昔
前
の

養
蚕
法
と
は
か
な
り
異
な

っ
て
い
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
蚕
を
飼

う
の
は
女
性
の
仕
事
と
見
る
部
分
は
依
然
と
し
て
残

っ
て
い
る
。
特

に
女
性
役
割
を
強
調
し
て
象
徴
的
に
養
蚕
が
行

わ
れ
て
い
る
の
は
皇

室
で
あ
る
。
毎
年
の
よ
う
に
天
皇
が
稲
を
植
え
皇
后
が
蚕
に
桑
を
く

れ
る
姿
が
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
る
。
い
っ
た

い
こ
れ
は
何
を
意
味
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

か

つ
て
は
日
中
間
で
蚕
種
の
交
配
や
飼
育
方
法
の
研
究
情
報
の
交

換
が
行
わ
れ
た
と
い
う
が
、
互
い
に
ど
ん
な
影
響
を
う
け
あ

っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
文
献
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
も
飼
育
す
る
者
は

女
性
に
主
体
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
実
際
に
は
四
齢
か
ら
五
齢

の
蚕
は
か
な
り
の
桑
を
食
べ
、
そ
の
桑
を
準
備
す
る
の
は
女
性
だ
け

に
任
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
も
、
日
中
と
も
に
蚕
の

生
育
の
よ
し
悪
し
に
家
族
こ
ぞ

っ
て

=
暑
一
憂
す
る
ほ
ど
、
繭
の
で

き
は
生
活
を
左
右
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
情
報
に
よ
れ
ば
、
郷
鎮
企

業
に
よ
っ
て
か
な
り
工
業
化
が
進
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
中
国
浙
江
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省
呉
江
市
か
ら
杭
州
市
附
近
で
は
現
在
で
も
ま
だ
か
な
り
の
養
蚕
農

家
が
あ

る
と

い
う
。
そ
こ
で
調
査
地
を
杭
州
市
附
近
に
定
め
、
日
中

養
蚕
農
家
に
お
け
る
特
に
女
性
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
異
同
と

異
同
を
作
り
出
す
構
造
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
。-
本
稿
は
初
年
度
調

査
を
終
え
た
段
階
で
の
中
間
報
告
で
あ
る
。

、

浙
江
省
に
お
け
る
農
家
の
現
状

上
海
市
郊
外
か
ら
杭
州
市
に
向
か
う
高
速
道
路
沿

い
の
両
側
に
は

水
田
稲
作
を
中
心
と
す
る
農
村
風
景
が
展
開
す
る
が
、
ど
の
家
も
み

ん
な
き

れ
い
で
あ
る
。
ピ
ン
ク
や
水
色

(青
)
の
壁
が
多
い
。

一
戸

建
や
十

階
建
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
並
び
、
上
海
か
ら
浙
江
省
に
入

り
、
嘉

興
市
を
過
ぎ
る
と
水
田
に
代
わ

っ
て
桑
畑
が
増

ん
る
。
水
佃

が
桑
畑

に
替
わ
る
と
と
も
に
、

マ
ン
シ
ョ
ン
風
の
家
は
少
な
く
な

り
、

一
戸
建
て
の
家
が
増
え
て
く
る
。
ま
た
、
田
ん
ぼ
の
脇
に
わ
ら

ぶ
き
屋
根

の
小
屋
が
幾

つ
か
並
ぶ
情
景
も
見
か
け
ら
れ
る
。
ア
ヒ
ル

小
屋

で
あ
る
。
田
ん
ぼ
に
放
し
て
田
の
草
な
ど
を
採
ら
せ
る
と
同
時

に
、
行

く
末
は
食
用
に
す
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
、
赤
レ
ン
ガ

を
焼
く
た
め
の
工
場
、
野
菜
用
の
ビ

ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
群
れ
な
ど
が

目
に
付
く
。

浙
江
省
に
入

っ
て
か
ら
目
に
付
い
た
農
家
で
新
し
く
建
て
か
え
ら

れ
た
家
は
、
上
海
で
も
そ
う
だ

っ
た
よ
う
に
、
た
い
て
い
は
三
階
建

て
か
ら
四
階
建
て
で
、
屋
上
に
は
必
ず

「陽
射
」
と
呼
ぶ
明
り
取
り

の
役
割
を
果
た
す
装
置
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
下
は
ど
う
や
ら
吹
き

抜
け
の
よ
う
に
な

っ
て
い
て
、
家

の
中
に
日
が
射
し
込
む
よ
う
に
工

夫
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
杭
州
に
近
づ
く
に

つ
れ
て
周
囲
に
塀
を
巡

ら
せ
た
り
、
赤
色
の
門
を
付
け
た
り
し
た
家
も
目
に
付
く
よ
う
に
な

る
。
門
の
屋
根
は
い
か
に
も
中
国
ら
し
い
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
反

り
の
あ
る
勾
配
を
も

っ
て
い
る
。

農
家
は
お
金
が
あ
る
か
ら
家
を
建
て
直
し
た
り
改
築
し
た
り
す
る

家
が
多
く
、
そ
の
家
に
た
い
て
い
親
子
で
住
む
。
息
子
が
二
人
い
れ

ば

一
階
を
親
が
、
二
階
を
長
男
が
、
三
階
を
次
男
が
使
う
と
い
う
風

に
し
て
住
み
分
け
て
同
居
す
る
。

一
人

っ
子
政
策
の
時
代
に
も
農
家

で
は
二
人
と
か
三
人
と
か
生
む
人
が
多
か
っ
た
。
都
市
部
の
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
な
ど
は
た
く
さ
ん
生
ん
で
罰
金
を
払
え
と

い
わ
れ
、
「払
え

ま
せ
ん
」
と

い
っ
て
も
サ
ラ
リ
ー
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
か
ら
、
サ

ラ
リ
ー
か
ら
罰
金
を
ひ
い
て
し
ま
う

の
で
政
策
を
守
る
し
か
な
か

っ

た
。
し
か
し
、
農
家
は
実
際
に
は
お
金
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
の

に
、
決
ま

っ
た
サ
ラ
リ
ー
が
な
い
か
ら

「お
金
が
な
く
て
払
え
ま
せ

ん
」
と
い
っ
て
押
し
と
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
農
家
で
は
後

継
ぎ
は
男
の
子
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
意
識
が
現
在
で
も
強

く
残

っ
て
い
る
家
が
多
く
、
最
初
に
女

の
子
が
生
ま
れ
る
と
次
は
男

の
子
が
生
ま
れ
ま
す
よ
う
に

(あ
る
い
は
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い

と
期
待
し
て
)
と
願

っ
て
、
二
人
目
を
生
む
と
い
う
具
合
で
あ

っ
た

の
で

一
人
っ
子
の
家
は
都
市
部
に
比
較
し
て
少
な
い
。
ま
た
、
都
市

の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
財
産
が
あ
る
わ
け
で
も

な
い
の
で
、
後
継
ぎ
は
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广

男
の
子

に
こ
だ
わ
ら
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
だ

と

い
う
。

お
世
話
に
な

っ
た
の
は
浙
江
省
桐
郷
市
梧
桐
鎮
三
新
村

(桐
郷
市

の
人
口
は
三
十
万
人
か
ら
四
十
万
人
)
の
0
家
と
T
家
で
あ
る
。
T

家
の
妻
と
O
家
の
妻
は
姉
妹
で
、
近
く
の
村
の
K
姓
の
家
か
ら
嫁
に

き
た
。
桐
郷
市
は
菊
茶

の
原
料
と
な
る
杭
州
菊
の
栽
培
で
も
有
名
な

地
域
だ
が
、
農
家
の
現
金
収
入
を
支
え
て
い
た
の
は
な
ん
と
い
っ
て

も
養
蚕

に
よ
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い
た
。
O
家

・
T
家
と
も

に
そ
う
し
た
地
域
内
に
あ
る
平
均
的
な
農
家
で
あ
る
。

O
家

・
T
家
と
も
に
三
新
村
の
下
位
組
織
で
あ
る
O
班
と
T
班
に

所
属
し

て
い
る
。
O
班
は
三
十
四
家
族

・
T
班
は
三
十
六
家
族
を
抱

え
る
単
姓
班
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
水
田
耕
作
と
養
蚕
を
主
体
と
し
て

い
る
農
家
で
あ
る
が
、
現
在
は
二
十
代
か
ら
三
十
代
の
若
者
は
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
と
し
て
近
く

の
マ
チ
へ
勤
め
に
出
か
け
て
お
り
、
農
業
は

四
十
歳
代
半
ば
過
ぎ
か
ら
上
の
親
世
代
が
中
心
と
な

っ
て
行

っ
て
い

る
。
ほ
と
ん
ど
の
家

の
水
田
に
は
数
十
羽
の
ア
ヒ
ル
が
放
た
れ
て
お

り
、
こ
の
ア
ヒ
ル
が
田
の
草
を

つ
い
ば
む
こ
と
に
よ

っ
て
除
草
を
し

て
く
れ

て
い
る

(日
本
で
も
こ
の
農
法
を
採
り
入
れ
て
い
る
地
域
が

あ
る
)
。
そ
の
ほ
か
羊

・
鶏
な
ど
の
家
畜
も
飼

っ
て
い
る
。
家
の
周

囲
に
は
小
さ
な
畑
が
あ
り
、
日
常
使
用
す
る
チ
ン
ゲ
ン
サ
イ

・
チ
ョ

ウ
パ
イ

・
小
ね
ぎ

・
い
ん
げ
ん

・
き
ゅ
う
り

・
な
す

・
里
芋

・
大

豆

・
小
豆

・
も
ろ
こ
し
な
ど
の
野
菜
を
作

っ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の

種
類
は
家
に
よ

っ
て
多
少
の
相
違
が
あ
る
。

O
家
の
家
族
は
夫
と
妻

・
娘
二
人
で
、
長
女
は
近
く
の
烏
鎮

(町

並
み
保
存

・
景
観
保
存
指
定
地
域
)
で
中
国
人
観
光
客
の
ガ
イ
ド
を

し
て
い
る
。
下
の
娘
は
高
校
生
で
あ
る
。
下
の
娘
に
は
双
子
の
姉
妹

が
い
た
が
、

一
人
は
町

へ
養
子
に
出
し
現
在
は
余
り
行
き
来
を
し
て

い
な

い

(中
国
の
養
子
制
度
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な

い
)
。

O
家
も
十
年
ほ
ど
前
に
家
を
建
て
直
し
、
現
在
は
三
階
建

て
の
家

に
住
ん
で
い
る
。

一
階
は
台
所

・
食
事
室

・
作
業
場
及
び
道
具
置
き

場
や
家
畜
の
飼
育
場
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、

二
階
か
ら
上
が
居
室
に

な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
夫
婦
の
寝
室

・
娘

二
人
の
部
屋
の
あ
る
二

階
を
普
段
使

っ
て
い
る
の
み
で
、
三
階
に
あ

る
四
部
屋
は
空

い
て
い

る
。
本
当
は
マ
チ
の
人
に
貸
す

つ
も
り
だ

っ
た
の
だ
が
、
マ
チ
の
人

の
借
り
手
が
な
か
な
か
見

つ
か
ら
な
い
の
で
、
現
在
は
空
け
て
あ
る

の
だ
と
い
う
。
農
産
物
か
ら
の
収
益
金
と
と
も
に
、
都
市
近
郊
農
家

で
は
家
賃
収
入
に
よ
る
現
金
収
入
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

T
家
も
0
家
と
同
じ
位
の
規
模
の
家
だ
が
、
T
夫
婦
と
息
子
夫
婦

そ
の
子
供

の
五
人
家
族
で
あ
る
。
息
子
夫
婦
は
勤
め
に
出
て
お
り
、

孫
の
面
倒
を
見
な
が
ら
老
夫
婦

(と
い
っ
て
も
五
十
歳
代
)
が
農
業

及
び
養
蚕
を
し
て
い
る
。

二
、
都
市
民
の
語
る
養
蚕
観

杭
州
市

・
桐
郷
市
周
辺
の
農
家
で
は
現
在

で
も
養
蚕
を
盛
ん
に
行

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
の
市
民
や
大
都
市
生
活
者
の
養
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蚕
に
対
す
る
関
心
は
薄
い
。
蚕
を
見
た
こ
と
は
あ
る
が
触
る
の
は
嫌

だ
と
か
、
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
も

い
る
。
シ
ル
ク
は
い
い
が

蚕
は
嫌
と

い
う
人
も
い
て
、
そ
う
し
た
情
況
は
現
在
の
日
本
と
よ
く

似
て

い
る
。
上
海
な
ど
の
大
都
市
に
は
、
蚕
に
青
梗
菜

(ジ
ン
ギ
ン

サ
イ
)
・
栗

・
柏
の
葉
を
く
れ
て
育

て
る
の
で
、
繭
は
緑
色

の
も
の

で
あ
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
若
者
も
多

い
と
い
う
。
こ
れ
は
天
蚕
の

こ
と
を
指
し
て
お
り
、
実
際
に
養
蚕
を
行

っ
て
い
る
農
村
部
と
、
そ

れ
ら
を
ま

っ
た
く
知
ら
な

い
都
市
部
の
特
に
若
い
世
代
で
は
認
識
に

か
な
り
差
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
下
は
都
市
に
育

っ
た
R

(杭
州
市

男
性

・
三
十
代
半
ば
)
と

S

(上
海
市

女
性

・
三
十
代
半
ば
)
と
が
語
る
農
家
観
と
養
蚕
観

で
あ

る
。

杭
州
市
や
桐
郷
市
の
農
家

で
は
、
水
田
の
ほ
か
に
さ
と
う
き
び
や

野
菜

・
菊

(茶
の
原
料
)
を
作

っ
て
い
る
。
稲
に
は
晩
稲
と
早
稲
が

あ
り
、
晩
稲
は
粘
り
が
あ
り
美
味
い
の
だ
と

い
う
。
も
ち
米
も
晩
稲

に
あ
た
る
。
早
稲
は
量
は
た
く
さ
ん
と
れ
る
が
粘
り
気
が
な
く
ま
ず

い
。
水
田
は

一
年

に

一
回
し
か
金

に
な
ら
な
い
の
で
、
効
率
が
悪

い
。
杭
州
近
辺
は
、

一
度
収
穫
を
し
た
田
に
ま
た
別
の
作
物
を
作
る

二
毛
作
を
行

っ
て
お
り
、
こ
れ
を
双
抱

(
S
O
S
O
)
と
呼
ん
で
い

る
。
田
植
え
は
、
小
学
生
も
手
伝
う
。
田
植
え
の
時
期
は
六
月
下
旬

　ユ
　

か
ら
七
月
初
旬
ま
で
で
、
現
在
で
も
手
植
え
を
す
る
家
が
多
い

。

養
蚕
は
中
国
で
は
非
常
に
大
切
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
炉
ろ
い
う

な
文
学
作
品
に
も
出

て
く
る
。
例
え
ば
、
桐
郷
市
烏
鎮
出
身

の
作

家
、
沈

雁
氷

(
s
h
i

n

e
n
P
i

n

茅
盾
)
は

『春
蚕
』

の
中
で

一
九
三
〇
年
代
の
養
蚕
農
家

の
様
子
を
詳
細
に
描

い
て
い

る
。
ま
た
、
清
代
の
有
名
な
詩
人
李
清
照

(l
i

s
h
i

n

s
o
)

は

春
蚕
到
死
糸
方
尽

碚
矩
成
灰
泪
始
干

と
、
蚕

の
生
涯
を
賛
美
し
た
詩
を
残
し
て
い
る
。
自
分
を
い
と
わ
ず

病
気
に
な

っ
て
も
死
ぬ
ま
で
働
き

つ
づ
け
人

の
た
め
に
尽
く
す
こ
と

の
例
え
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
詩
で
、
何
も
自
分
の
欲
求
は
な
く

死
ぬ
ま
で
ひ
た
す
ら
働
く
蚕
の
よ
う
な
人
に
な
り
な
さ
い
と
、
学
校

で
は
小
学
生
や
中
学
生
に
こ
の
詩
を
折
に
ふ
れ
て
教
え
て
い
る
。

ま
た
、
夏
休
み
中
な
ど
に
は
愛
心

(人
を
愛
し
、
命
を
大
切
に
す

る
心
)
を
養
成
す
る
た
め
に
蚕
を
飼
わ
せ
て
粘
り
強
く
、
成
長
の
過

程
を
観
察
さ
せ
、
糞
を
取
る
な
ど
実
際
の
世
話
を
さ
せ
て
、
終
わ
り

ま
で

(繭
に
な
る
ま
で
)
育
て
て
、
達
成
感
を
も
た
せ
る
。
繭
か
ら

蛾
に
な
っ
て
卵
を
生
み
、
死
ぬ
の
を
見
る
と

せ
っ
か
く
飼

っ
て
い
た

蚕
が
最
後
に
は
死
ん
で
し
ま
う
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は
悲
し

い
気
持

ち
に
も
な
る
。

一
人
十
匹
く
ら
い
を
割
り
当

て
ら
れ
、
箱
に
入
れ
て

蓋
に
穴
を
あ
け
て
飼
う
。
朝
起
き
る
と
ま
ず
蚕

の
様
子
を
見
、
学
校

の
あ
る
間
は
父
母
に
桑
を
く
れ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
で
出
か
け

る
。
桑
は
学
校
附
近
に
も
あ
る
し
、
市
場
で
も
桑
の
葉
を
売

っ
て
い

る
。
少
し
た
く
さ
ん
買

っ
て
き
て
冷
蔵
庫
に
入
れ
て
お
き
、
く
れ
る

前
に
早
め
に
出
し
て
布
で
ふ
い
て
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
く
れ
る
。
R
も
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子
ど
も
の
頃
こ
う
し
て
蚕
を
飼

っ
た
の
だ
と
い
う
。
繭
は
記
念
に
と

っ
て
お
い
た
り
、
糸
を
引

っ
張
り
出
し
て
み
た
り
す
る
。

蚕

は
勤
勉
、
粘
り
、
動
物
を
愛
す
る
心
を
養
う
と

い
っ
た
こ
と
に

非
常

に
適
し
て
い
る
。
杭
州
市

・
桐
郷
市
を
は
じ
め
、
浙
江
省
内

で

は
多
く
の
学
校
で
子
ど
も
に
蚕
を
飼
わ
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
解
放
前

は
こ
の
辺
で
は
遺
体
を
全
て
シ
ル
ク
の
寿
衣
に
包
ん
で
土
葬
に
し
た

の
で
、
現
在
で
も
シ
ル
ク
に
包
ま
れ
た
骨
だ
け
が
土
の
中
に
残

っ
て

い
る
。
日
常
的
に
絹
の
衣
服
を
使
用
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が

(ベ
ッ
ド
カ
バ
ー
は
自
家
用
の
真
綿
で
作

っ
て
い
る
が
)
、
人
生
の
最

後
の
と
き
く
ら
い
は
贅
沢
を
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
都
市
民
で
あ

っ
て
も
三
十
代
半
ば
以
上
の
人
々

に
は
養
蚕

の
ほ
ぼ
正
し

い
認
識
は
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
養
蚕
を

一
年
に
何
回
行
う
の
か
な
ど
、
細
部
に
わ
た
る
認
識
は

薄
く
、
R

・
S
両
氏
と
も

一
年
に

一
度
だ
け
し
か
飼
う
こ
と
が
で
き

な
い
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
養
蚕
に
関
わ
る
仕
事
の
細
部

に
わ

た
る
知
識
は
ほ
と
ん
ど
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
S
さ
ん
は

祖
父
の
家
が
桐
郷
市
の
近
く
の
村
に
あ
り
、
や
は
り
蚕
を
飼

っ
て
い

た
と

い
う
が
、
「匂

い
が
あ

っ
た
」
「糞
が
き
た
な

い
」
「蚕
に
触

っ

た
ら
冷

た
く
て
気
持
ち
悪
か

っ
た
」
な
ど
の
感
想
を
持

っ
て
い
る
。

彼
女
は
実
際
の
生
活
の
中
で
絹
は
皮
膚
の
た
め
に
も
よ
く
、
下
着
や

寝
巻
き
な
ど
に
使
用
し
て
い
る
が
、
布
地
に
な
る
ま
で
の
工
程
に
は

ほ
と
ん
ど
無
関
心
で
あ
る
。

こ
う

し
た
状
況
は
日
本
と
ま

っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
生
産
者
と
絹

を
消
費
す
る
も
の
と
の
問
に
は
養
蚕
と
い
う
仕
事
の
大
変
さ
に
思
い

を
寄
せ
る
よ
う
な
装
置
は
な
い
。
む
し
ろ
、
蛾
が
産
ん
だ
卵
か
ら
孵

っ
た
蚕
が
吐
き
出
し
た
糸
か
ら
作
ら
れ
た
も

の
、
と
い
う
実
際
の
過

程
は
美
し
い
絹
地
か
ら
は
イ
メ
ー
ジ
で
き
な

い
よ
う
に
な

っ
て
い
る

と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。

三
、
0
家
と
T
家
の
養
蚕

蚕
は

一
年
間
に
五
回
飼
う
。
春

゜
夏

・
秋

・
晩
秋

・
冬

の
五
回

で
あ
る
。
昔
か
ら
桐
郷
市
の
梧
桐

・
石
門

・
烏
鎮
は
良
質
の
蚕
種
が

生
産
さ
れ
る
地
域
で
あ

っ
た
。
そ
の
背
景
に
良
質
の
桑
を
有
す
る
広

大
な
桑
園
地
帯
を
控
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
九
O
年
に
は
梧

桐
鎮
に
大
型
の
催
青
楼

(卵
を
孵
化
す
る
場
所
、
日
本
の
稚
蚕
飼
育

所
に
あ
た
る
)
が
造
ら
れ
、

一
回
に
三
十
万
張
り
の
蚕
種
を
催
青
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
あ
る
程
度
の
大
き
さ

に
育
て
た
蚕
を
各
養
蚕
農
家
に
配
布
す
る
。

し
か
し
、
0
家
は
現
在
で
も
催
青
か
ら
自
家
で
行

っ
て
お
り
、

一

回
目
の
春
蚕
は
五
月

一
日
に
掃
き
立
て
ら
れ
た
。
実
は
養
蚕
に
お
い

て

一
番
大
切
な
の
は
こ
の
催
青
の
と
き
と
、
上
簇
さ
せ
る
タ
イ
ミ
ン

グ
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
催
青
の
折
に
は
女
性
達
の
み
が
関
わ

り
、
我
が
子
を
生
み
出
す
の
と
同
じ
よ
う
な
手

の
か
け
方
を
し
た
。

養
蚕
と

い
う
作
業
の
中
に
お
け
る
女
性
性
が
最
も
求
め
ら
れ
る
と
き

で
あ
り
、
最
も
象
徴
的
に
現
れ
る
と
き
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
点
に
つ
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い
て
は
後
に
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
お
お
よ
そ
の
催
青
の
手
順
を
見
て

お
き

た
い
。

孵
化
し
た
ば
か
り
の
蚕
を
董
と

い
い
、
小
區

(福
島
市
な
ど
で

言
う

ワ
ラ
ダ
。
以
下
ワ
ラ
ダ
と
記
述
す
る
)
に
移
し
た
り
す
る
と
き

に
は
、

ア
ヒ
ル
の
羽
を
使

っ
た
り
、
竹
の
箸
の
先
を
細
く
削

っ
た
箸

で
は
さ
ん
だ
り
す
る
が
、
蚕
を
傷

つ
け
な

い
よ
う
に
注
意
す
る
。
ま

た
、
孵
化
し
た
ば
か
り
の
蚕
は
病
気
に
も
な
り
や
す
い
の
で
、
様
々

な
道
具

(箸

・
羽
根

・
桑
切
り
包
丁

・
桑
入
れ

・
ワ
ラ
ダ

・
給
桑
台

な
ど
な
ど
)
と
催
青
に
使
う
部
屋
を
、
春
蚕
が
出
る
前
に
消
毒
す

る
。蚕

の
卵
を
孵
化
さ
せ
る
時
に
は
、
ワ
ラ
ダ
の
上
に
白
い
紙

(デ
パ

ー
ト
な
ど
で
ハ
ン
ド
バ
ッ
ク
を
包
む
よ
う
な
や
わ
ら
か
な
紙
)
を
敷

き
、

そ
の
上
に
更
に
赤

い
紙
を
敷

い
て
そ
の
上
に
種
を
羽
根
で
そ

っ

と
散
ら
す
。
こ
の
と
き
、
卵
が
重
な
ら
な

い
よ
う
に
注
意
し
て
羽
根

で
広
げ

る
。
そ
の
上
に
綿

の
紙
を
か
け
て
お
く
。
孵
化
に
必
要
な
温

度
は
華
氏
八
十
二
度
な
の
で
、
寒

い
と
き
に
は
蜂
萵
煤

(練
炭
)
を

使

っ
て
室
内
を
暖
め
る
。
練
炭
か
ら
煙
が
出
る
と
蚕
が
死
ん
で
し
ま

う
の
で
、
練
炭
を
入
れ
る
コ
ン
ロ

(ス
ト
ー
ブ
)
に
煙
突
を
つ
け
て

煙
を
室
外
に
出
す
よ
う
に
し
て
い
る
。
季
節
に
よ

っ
て
、
あ
る
い
は

陽
気

に
よ

っ
て
は
、
練
炭
を
使
わ
ず
に
お
湯
を
使

っ
て
暖
め
る
。
小

さ
な
籠

の
上
に
紙
を
敷
い
て
そ
の
上
に
卵
を
掃
き
立
て
、
給
桑
台

の

上
に
載
せ
る
。
そ
の
台

の
下
に
籠
と
同
じ
く
ら

い
の
大
き
さ
の
盥
の

中
に
熱

い
お
湯
を
入
れ
て
置
き
、
二
～
三
時
間
お
き
に
お
湯
を
と
り

か
え
る
。
こ
う
し
て
い
る
と
二
日

(四
十
八
時
間
)
ほ
ど
で
卵
が
孵

化
す
る
。
卵
を
孵
化
さ
せ
る
部
屋
を
蚕
房
と

い
う
。
T
家
の
蚕
房
は

四
畳
く
ら

い
の
広
さ
で
あ
る
。

T

・
O
姉
妹
の
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
の
こ
ろ
は
、
蚕
を
孵
化
さ
せ
る

の
に
女
性
た
ち
が
自
分
の
膚
の
熱
で
孵
化
さ
せ
た
と
い
う
話
を
聞

い

た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

こ
う
し
て
孵
化
さ
せ
た
春
蚕
は
四
回
の
脱
皮
を
繰
り
返
し
た
後
、

一
ヶ
月
ち
ょ
っ
と
で
上
簇
す
る
。
春
蚕
が
出

て
い
る
と
き
は
、
田
畑

の
様
々
な
仕
事
と
重
な

っ
て
非
常
に
忙
し
い
が
、
多
く
の
家
で
は
春

蚕
を

一
番
た
く
さ
ん
飼

っ
て
い
る
。
最
後
の
冬
蚕
は
十

一
月
い
っ
ぱ

い
か
か
る
。
桑
の
葉
も
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
、
上
の
芽
だ
け
を
摘

ん
で
き
て
く
れ
る
。
ま
た
、
寒
く
な

っ
て
温
度
が
低
く
な
る
の
で
、

部
屋
の
中
を
蒸
気
で
温
め
る
。
夏
蚕
の
と
き

に
は
暑
い
が
、
暑
す
ぎ

て
も
蚕
が
駄
目
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
暑
す
ぎ
る

夏
蚕
が

一
番
よ
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
飼
う
量
も
少
な
く
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

現
在
は

一
日
に
三
回
か
ら
五
回
桑
を
く
れ

る
。
桑
を
と
り
に
行
く

の
は
夫
で
、
籠
と
天
秤
棒
を
も

っ
て
畑
に
行
き
、
桑
を
摘
ん
で
く

る
。
桑
は
上
か
ら
三
番
目
～
五
番
目
く
ら
い
の
と
こ
ろ
を
、
指
先
で

つ
ま
ん
で
ひ
ね
る
よ
う
に
し
て
摘
み
取

っ
て
く
る
。
摘
み
取

っ
て
き

た
桑
は
家
の
中
の
竹
を
編
ん
だ
囲
い
の
中
に
入
れ
、
乾
燥
し
な
い
よ

う
に
布
を
か
け
て
お
く
。

時
間
が
来
る
と
給
桑
を
す
る
が
、
大
き
な
桑
の
葉
を
ひ
と
な
ら
べ
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す
る
だ

け
で
あ
る
。
(日
本
で
は
桑
を
た
く
さ
ん
く
れ
な

い
と
、
ヒ

キ
ル
ま

で
に
時
間
ば
か
り
か
か
り
、
い
い
繭
が
出
来
な
い
と
い
う
。

一
枚
の
籠
に
蚕
を
多
く
入
れ
る
の
を
厚
飼

い
と
い
い
、
桑
を
く
れ
る

時
間
を
省
く
た
め
に
少
し
厚
く
飼
う
事
も
あ
る
。
し
か
し
指
導
員
な

ど
は

「も
う
少
し
薄
く
す
る
よ
う
に
」
と
指
導
し
て
い
く
)。
給
桑

の
量
が
少
な
い
た
め
か
、
種
類
の
た
め
か
日
本
の
蚕
に
比
較
し
て
蚕

が
小
さ

い
。
蚕
の
種
類
に
つ
い
て
は
今
後
確
認
し
て
い
く
。
蚕
糞
を

取
り
替
え
る
と
き
に
は
蚕
の
上
に
網
を
置
き
、
そ
の
上
に
桑
を
く
れ

る
。
そ
う
す
る
と
蚕
は
桑
を
食
べ
る
た
め
に
網
の
上
に
登

っ
て
く
る

の
で
、
網
を
持
ち
上
げ
て
別
の
ワ
ラ
ダ
に
移
し
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ

に
あ
る
蚕

の
糞
や
茎

(葉
脈
)
だ
け
に
な

っ
た
桑
な
ど
を
捨
て
る
。

こ
う
す

る
と
、
ワ
ラ
ダ
は
綺
麗
に
な
る
。
蚕
網
は
昔
は
麻
製
の
も
の

を
使

っ
て
い
た
が
、
現
在
は
ビ
ニ
ー
ル
製
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。

春
蚕

の
場
合
、
掃
き
た
て
か
ら
ほ
ぼ

一
ヶ
月
で
上
簇
す
る
。
昔
は

日
本

で
も
使

っ
て
い
る
よ
う
な
藁
製
の
マ
ブ
シ
を
使

っ
て
い
た
が
、

現
在
は
竹
の
棒
に
ボ
ー
ル
紙
の
細
か
い
枠
が
幾

つ
も

つ
い
た
格
子
条

の
方
格
子
を
使

っ
て
い
る
。
ヒ
キ
た
蚕
を
別
に
し
て
方
格
子
を
吊
る

し
て
お
く
と
、
蚕
が
そ
れ
ぞ
れ
枠
の
中
に
入

っ
て
繭
を
作
る
。

蘇
州

の
博
物
館
で
は
方
格
子
を
使
わ
ず
に
直
接
真
綿
を
作
る
実
験

を
し
て

い
た
。
ヒ
キ
た
蚕
を
う
ち
わ
の
上
に
載
せ
て
お
く
と
、
蚕
は

そ
れ
ぞ
れ
に

一
定
方
向
に
回

っ
て
糸
を
吐
き
続
け
、
糸
を
出
し
終
わ

る
と
蛹

に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
蛹
を
払

い
落
と
せ
ば
、
真
綿
状
の

物
が
出
来
あ
が
っ
て
い
る
。
実
験
の
目
的
と
し
て
は
、
真
綿
に
す
る

過
程
を

一
つ
省
こ
う
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

蚕
を
飼
い
終
え
る
と
使

っ
た
道
具
を
綺
麗

に
洗
い
、
消
毒
を
し
て

よ
く
乾
か
し
、
も
う

一
度
消
毒
を
し
て
翌
年
ま
で
し
ま

っ
て
お
く
。

0

・
T
両
氏
と
も
に
、
掃
き
立
て
の
前
に
隣
接
市
の
含
山
に
祭
ら

れ
て
い
る
蚕
花
神
に
参
詣
す
る
。
蚕
花
神
は
含
山
頂
上
に
あ
る
含
山

寺
の
中
に
祭
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
神
の
祭
日
は
清
明
の
前
後

(四

月
五
日
頃
)
で
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
T

・
0
姉
妹
は
家
族
と
と
も

に
含
山
の
蚕
花
神

へ
お
参
り
に
行
く
。
蚕
が
あ
た

っ
て
い
い
繭
が
取

れ
る
よ
う
に
お
参
り
す
る
の
だ
と

い
い
、
線
香
と
ロ
ー
ソ
ク
を
も

っ

て
い
っ
て
供
え
る
。
路
線
バ
ス
を
利
用
し
て
、
往
復
三
時
間
く
ら
い

か
か
る
。
蚕
花
神
が
祭
ら
れ
て
い
る
寺
の
あ

る
山
自
体
を
含
山
寺
と

い
っ
て
お
り
、
参
道
に
は
土
産
物
屋
や
娯
楽
施
設
な
ど
も
あ
り
清
明

前
後
に
は
た
く
さ
ん
の
参
詣
人
で
賑
わ
う
と

い
う
。
境
内
に
は
大
き

な
蚕
と
繭
を
型
ど

っ
た
展
示
室
も
設
置
さ
れ
て
お
り
、
養
蚕
の
行
程

が
分
か
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
祭
り
の
こ
ろ
に
は
開
館
し
て
い

る
。
蚕
花
神
の
姿
を
配
し
た
バ
ッ
チ
な
ど
を
売

っ
て
い
る
が
お
札
な

ど
は
な
く
、
と
も
か
く
お
参
り
し
て
蚕
の
豊
作
を
祈

っ
て
帰
る
の
だ

と
い
う
。
事
実
、
T
家
に
は
財
神
が
到
来
す

る
よ
う
に
と
い
う
お
札

は
貼

っ
て
あ

っ
た
が
、
蚕
花
神
の
お
札
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

繭
は
現
在
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

一
〇
O
O
元
く
ら

い
で
売
れ
る
。

一

〇
〇
〇
元
と

い
う
値
段
に
農
家
は
繭
が
高
く
売
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

と
喜
ん
で
い
る
。
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四
、
催
青
に
お
け
る
女
性
の
役
割

現
在

の
催
青

の
様
子
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
蚕
の
種
は
枠
に

産
み

つ
け
た
種
が
茶
封
筒
に
入

っ
て
い
て
、
蚕
種
問
屋
か
ら

一
袋
三

十
三
元

で
買

っ
て
く
る
。
重
さ
で
は
な
く
何
袋
と
い
っ
て
封
筒

の
数

で
冒
ハ
っ
て
く
る
。

種
を

ワ
ラ
ダ
の
上
の
紙
の
上
に
羽
根
で
払

い
落
と
す
よ
う

に
し
、

暖
か
く
し
て
お
く
と
、
寒

い
時
期
で
二
十
四
時
間
、
暑
い
時
期
な
ら

十
数
時
間
で
孵
化
す
る
。
こ
の
時
の
温
度
調
節
に
は
非
常
に
こ
ま
や

か
な
気
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
と
き
に
暑

く
し
過
ぎ
た
り
寒
す
ぎ
た
り
す
る
と
、
二
眠
と
か
三
眠
ま
で
育

っ
た

蚕
が
病
気
に
な

っ
た
り
し
て
全
滅
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
春
蚕
と
冬
蚕
の
温
度
管
理
は
大
変
で
、
ワ
ラ
ダ
を
二
重
に
し

て
問
に
布
団
を
敷
き
、
更
に
上
に
毛
布
を
か
け
た
り
し
て
い
る
。
し

か
し
た
だ
暖
か
く
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
温
度
が
暑

過
ぎ
る
と
蚕
は
黒
く
な

っ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど

も
を
育

て
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
目
を
離
さ
ず
に
飼
育
を
し
な
い
と

い
け
な

い
。

孵
化

し
た
蚕
に
は
桑
の
葉
を
細
か
く
切

っ
て
く
れ
る
。
蚕
が
小
さ

な
う
ち
は
病
気
に
か
か
り
や
す
い
の
で
、
「防
病

一
号
」
と
い
う
粉

の
消
毒
薬
を
紙
と
蚕
に
振
り
か
け
て
病
気
を
予
防
す
る
。
蚕
が
三
セ

ン
チ
く
ら
い
に
な

っ
た
ら
、
桑
の
葉
は
切
ら
ず
に
葉
の
ま
ま
与
え
る

が
、
こ
の
位

の
大
き
さ
に
な
れ
ば
ま
ず
は
安

心
と
い
っ
て
も
よ
い
。

現
在
、
蚕
の
品
種

の
改
良
に
よ

っ
て
病
気
に
な
る
心
配
は
ほ
と
ん
ど

な
く
な

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
女
性
達
は
蚕
の
具
合
を
見
る
こ
と
を
怠

ら
な
い
。
桑
を
採

っ
て
く
る
の
は
男
の
仕
事
だ
が
、
蚕
に
桑
を
く
れ

育
て
る
の
は
女

の
仕
事
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
男
が
勤
め
に
出
て
い

る
の
で
、
女
が
桑
を
採
り
に
行
く
家
も
あ
る
。

そ
れ
で
も
昔
よ
り
は
桑
を
く
れ
る
回
数
も
減

っ
た
し
蚕
も
丈
夫
に

な

っ
た
の
で
ず
い
ぶ
ん
楽
に
な

っ
た
と
言
う
。
ま
た
、
0
家
も
T
家

も
自
家
で
催
青
を
行

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
催
青
場
に
頼
め
ば
も

つ

と
手
を
か
け
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
な
る
と
言
う
。

現
在
は
こ
う
し
て
催
青
も
ず

い
ぶ
ん
楽
に
な

っ
た
が
、
か
つ
て
は

女
性
た
ち
が
自
分
の
懐
や
背
中
に
蚕
種
を
抱
え
て
再
生
さ
せ
た
も
の

と

い
う
。
既
に
T

・
O
氏
の
祖
母
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
伝
承
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
い
く

つ
か
の
文
献
か
ら
そ
の
方
法
を

見
て
お
き
た
い
。

『桐
郷
県
史
』
に
よ
れ
ば
、
明
代
に
は

「
干
谷
雨
前
后
取
蚕
連
包

　　
　

而
枦
之
、
以
衣
裳
覆
之
、
置
腹
背
以
暖
之
、
候
蚊
全
生
。
」
と

い

う
よ
う
な
催
青
の
仕
方
が
行
わ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
穀
雨

(四
月

二
十
日
頃
)
が
近
づ
く
と
女
性
が
蚕
種
を
抱

い
て
自
分
の
体
温
で
暖

め
て
催
青
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
明
代
以
降
、

一
九

三
〇
年
代
ま
で
続
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
茅
盾
の

『春
蚕
』
に
は

そ
の
様
子
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
少

々
長

い
が
そ
の
部
分
を
引

用
し
て
み
よ
う
。
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「人

々
は
大
き
な
希
望
と
、
同
時
に
大
き
な
恐
れ
を
抱
い
て
、
春

蚕
と
の

「大
戦
争
」

の
準
備
を
し
た
。
穀
雨
節
が
近
づ
い
た
。
村
の

二

・
三
十
軒
の
家

の
蚕
種
が
段
々
緑
色
に
な

っ
て
き
た
。
女
た
ち
は

脱
穀
場

で
出
会

っ
た
り
す
る
と
、
慌
し
く
、
気
を
も
み
な
が
ら
も
楽

し
げ
に
話
し
合

っ
た
。
「六
宝
の
家
じ
ゃ
、
も
う
す
ぐ

『窩
種
』
す

る
ら
し

い
よ
」
「荷
花
は
も
う
明
日
抱
く

っ
て
言

っ
て
た
よ
。
こ
ん

な
に
早
く
ね
え
」
「黄

道
士
様
に
占

っ
て
も
ら

っ
た
ら
、
今
年
は

桑
の
葉
は
値
が
四
元
ま
で
上
が
る
と
さ
」
四
大
娘
は
我
が
家
の
蚕
種

を
見
た
。
ま
ず

い
わ
。
び

っ
し
り
と
植
わ

っ
た
黒
胡
麻
の
よ
う
な

点
々
は
ま
だ
真

っ
黒
で
、
ち

っ
と
も
緑
に
な
ら
な
い
。
夫
の
阿
四
が

明
る
い
と
こ
ろ
に
持
ち
出
し
て
仔
細
に
調
べ
た
が
、
や
は
り
緑
の
影

す
ら
見
え
な

い
。
「お
前
、
い
い
か
ら
抱
ち
ま

い
な
。
こ
の
余
杭
品

種
と
い
の
は
育
ち
が
遅

い
の
か
も
し
れ
な
い
」
阿
四
は
女
房
の
様
子

を
見
て
、
自
分
の
不
安
を
押
し
隠
し
て
慰
め
た
。
四
大
娘
は
口
を
尖

ら
せ
て
答
え
な
か

っ
た
。
通
宝
じ
い
さ
ん
は
ひ
か
ら
び
た
顔
を
し
か

め
て
ひ
と
こ
と
も
し
ゃ
べ
ら
な
か

っ
た
が
、
心
の
中
で
は
や
は
り
う

ま
く
な

い
と
思

っ
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
翌
日
に
な

っ
て
四
大
娘
が

注
意
深
く
蚕
種
を
調
べ
る
と
、
や

っ
た
!
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
緑
色
に
変

わ
っ
て

い
る
。
そ
れ
も

つ
や
つ
や
と
鮮
や
か
な
色
だ
。
四
大
娘
は
す

ぐ
夫
に
、
通
宝
じ
い
さ
ん
い
、
阿
多
に
、
そ
し
て
息
子
の
小
宝
に
も

伝
え
た
。
そ
し
て
即
座
に
三
枚
の
蚕
種
を
胸
元
に
抱
い
て
、
赤
ん
坊

に
乳
を

や
る
よ
う
に
じ

っ
と
座

っ
た
。
夜
も
蚕
種
を
抱
い
た
ま
ま
布

団
に
入
り
、
阿
四
は
阿
多

の
寝
床
に
追

い
や
ら
れ
た
。
布
に
び

つ
し

り
と
生
え
た
蚕

の
卵
は
膚

に
触
れ
る
と
と

て
も
く
す
ぐ

っ
た
か

っ

　ヨ
　

た
。
1
以
下
略
1

こ
う
し
て
女
性
に
抱
か
れ
た
蚕
種
は
三
日
か
ら
四
日
で
孵
化
し
、

掃
き
立
て
ら
れ
る
。
掃
き
立
て
を
収
蚕
と
い
い
、
収
蚕
を
す
る
と
き

に
も
お
ご
そ
か
な
儀
礼
が
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

(儀
礼
に
つ

い
て
は
未
調
査
な
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
)
。
ま
さ
に
催
青

は
女
性
が
子
供
を
生
み
出
す
と
き
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
重
要
な
期

間
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
女
性
の
方
も

こ
の
時
期
を
最
重
要
期
間
と
し
て
意
識
し
、
抱
き
は
じ
め
る
期
間
を

何
時
と
す
る
か
女
性
同
士
で
情
報
を
交
換
し
合

い
注
意
深
く
蚕
種
を

観
察
し
て
決
め
て
い
た
。
た
だ
し
、
収
蚕

の
日
は
穀
雨
の
日
を
避
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
、
穀
雨
の
前
日
ま
で

に
収
蚕
す
る
の
が
い
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
収
蚕
の
三
日
前
に

蚕
室
に
泥
を
塗

っ
た
に
ん
に
く
を
置
い
て
、
収
蚕
の
日
に
そ
の
に
ん

に
く
が
ど
の
く
ら
い
芽
を
出
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
繭
の
出
来
不

出
来
を
占
う
習
俗
が
あ

っ
た
。
い
い
繭
が
で
き
る
か
否
か
は

一
家
の

浮
沈
に
関
わ
り
、
稲
の
売
上
金

で
は
足
り
な

い
現
金
収
入
を
繭
の
売

上
金
で
補
わ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
が
、
そ
の
出
来
不
出
来
を
決
め
る

重
要
な
孵
化
の
瞬
間
は
女
性
た
ち
の
蚕
種
に
対
す
る
観
察
力
と
経
験

に
よ
っ
て
い
た
と

い
え
る
。

こ
う
し
た
方
法
は
、
日
本
で
は
調
査
報
告
上
は
既
に
聞
く
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
、
『蚕
飼
養
法
記
』

(陸
奥
)
に
は
、
「1
前
略

-
桑
葉
、
む
し
に
先
達
て
し
げ
り
た
ら

ハ
、
た
ね
紙
を
あ
た
た
む

へ
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し
。

然

れ

と

も

、

火

な

ど

に

あ

て
、

あ

ぶ

る

こ
と

あ

る

べ
か

ら

す

。

若

、

沢

山

に
た

ね

あ

ら

ハ
、

戸

棚

な

ど

の
内

へ
火

鉢

に

火

を

埋

ミ
、

ほ

つ
こ
り

と

し

て
、

ど

こ

と

も

な

く

戸
棚

の
内

あ

た

た

か

成

や
う

に

し

て
、

た

ね

紙

ハ
、

風

呂

敷

な

ど

に

、

ひ
と

へ
、

ふ
た

へ
ほ

ど
も

包

入
置

、

た

び

た

び

戸

棚

の
内

の
か
げ

ん
を

見

る

へ
し

。
rほ

め

く

ほ

ど

に

ハ
わ

う
し

。

又

、

す

こ

し

は

か

り

の

た
ね

紙

な

ら

ハ
、

背

に

い
れ

て
あ

た
た

む

へ
し

。

人

身

に

て
あ

た

た

め

る

ハ
殊

外

よ

し

。

然

れ

と

も

腹

の
か

た

へ
入

置

侍

れ

は

、

毎

日

の
物

ご

と

に

さ

ハ
り

と

成

て
、

紙

へ

つ
よ
く

其

身

あ

た

り

て
し

ハ
よ

せ

、

わ

ろ
き

ゆ

へ
に
、

せ

な

か

　　
　

へ
入
る
を
吉
と
す
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
催
青
に
は
人
肌
の
温

度
が
適

し
て
お
り
、
少
し
の
蚕
種
な
ら
人
肌
で
孵
化
さ
せ
る
の
を
良

し
と
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は

「女
性
」
の

仕
事
と

さ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明

で
あ
る
。
し
か
し

『蚕
飼
養
法

記
』
の
最
初
の
記
述
に
、
千
早
振
神
代
の
昔
、
天
照
大
神
が
機
織
り

物
を
始

め
ら
れ
て
以
来

の
女
性

の
仕
事
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、

一
つ
の
糸
口
か
ら

一
本
の
糸
が
長
く
長
く
出
て
く
る
の
と
同
じ

よ
う
に
、
こ
れ
は
古
く
か
ら
女
性
の
手
仕
事
と
し
て
今
に
伝
え
ら
れ

又
こ
れ
か
ら
も
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
と
規

　ら
　

定
し
て

い
る
の
で
あ
る

。
そ
う
し
た
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
蚕
種
を

背
に
入
れ
て
孵
化
さ
せ
る
の
も
当
然
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
記
述
の
奥
に
は
欽
明
天
皇
の
時
代
に
、
く
れ
は
と
り

・

あ
や
は
と
り
と
い
う
二
人
の
織
姫
が
異
国
か
ら
渡

っ
て
来
て
天
皇
の

姫
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
に
女
の
手
仕
事
で
あ
る
養
蚕
や
織
物
の
技
術
を

授
け
た
と
い
う
伝
承
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
日
本
各
地
に

伝
わ
る
養
蚕
の
起
源
説
話
と
も

い
え
る
伝
承

に
つ
い
て
は
稿
を
改
め

た
い
。

と
も
か
く
、
養
蚕
に
関
わ
る
女
性
の
役
割

に
つ
い
て
は
早
く
か
ら

注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
女
性

の
象
徴
性
に
つ
い
て

「
こ
ば
育
て
」
と

「子
育
て
」
と

い
う
言
葉
の
う
え
で
の
共
通
性

に
求
め
ら
れ
る
こ
と

が
多
か

っ
た
。
し
か
し
、
特
に
催
青
と
い
う

過
程
を
通
し
て
み
る

と
、
実
態
と
し
て
も
女
性
と
蚕
と
の
関
わ
り
方
そ
の
も
の
の
中
に
お

い
て
女
性
役
割
の
重
要
性
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
と
も
日

中
の
資
料
収
集
に
努
め
、
比
較
研
究
を
深
め
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

本
稿
の
調
査
は
跡
見
学
園
女
子
大
学
特
別
研
究
助
成
費

(美
学
美

術
史
学
科

池
上
貞
子
教
授
と
の
共
同
研
究

「女
性
と
モ
ノ
」
)
に

よ

っ
て
行

っ
た
調
査
に
よ

っ
て
得
た
資
料

の
中
間
報
告
で
あ
る
。
関

係
者
各
位
に
記
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

註(1
)
田
植

え
は
観
察

に
よ
れ
ば
以
下

の
よ
う

に
行

っ
て

い
る
。

多

く

の
家
は
手
植
え

で
あ
る
。
苗
代
は
日
本
よ
り
少
し
巾
が
広

い
か

と
思
わ
れ
る
短
冊
式

の
苗
床

で
稲
苗
が
育

て
ら
れ

て
い
る
。
雨

の
日
は

こ
う
も
り
傘
な
ど
を
棒

に
つ
け

て
雨
を
し

の
ぎ
な
が
ら
、
苗
を
手

で
と

る
。
苗
と
り
は
多

く
は
女
性

の
仕
事

の
よ
う
で
あ
る
。

採

っ
た
苗
は
た
ん
ぼ

の
中

の
あ
ち

こ
ち

の
植
え
易

い
と

こ
ろ
に
ば
ら
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撒

か
れ
て

い
る
。
お
よ
そ

一
反
歩

く
ら

い
の
広
さ

の
田
ん
ぼ
に
、

一
人

か

ら
三
人
く
ら

い
の
人
数

で
手
植
え

を
し
て

い
る
。
筋
を

つ
け
て

い
る

の
か
ど
う

か
は
分
か
ら
な

い
が
、

一
人
が
三
本
く
ら

い
の
畝
を
担
当
し

て
後

ず
さ
り

で
植
え

て

い
る
。
片
手

で
苗
束
か

ら
数

本

の
苗
を

分
け
、

も
う

一
方

の
手

で
そ
の
苗

を
瞬
時

に
植
え

る
リ
ズ

ム
は
日
本
と
変
わ
ら

な

い
。
植
え
手

は
男
性
も

い
る
が
、
女
性
が
多

い
。

な

お
、
炊
事

な
ど

は
プ

ロ
パ
ン
ガ
ス
も
使

用
す

る
が
、
ご
飯

な
ど
は

竈
を

利
用
す

る
。

焚
き
物

は
家

の
周

囲
に
あ

る
草

や
桑

の
葉

・
桑
棒

な
ど
何
で
も
使
え

る
も

の
は
使

っ
て

い
る
様

子
。
焚
き
付

け
は
藁
を
使

用
。

一
掴

み
く
ら

い
を
く

る
く

る
と
捩
り
、
更

に
そ
れ
を
輪
注
連

の
よ
う

に
丸

め
て
、
株

と
穂
先
を
手
前

に
も

っ
て
き

て
株

・
穂

・
株

・
穂
と

い
う

順
に
交

互
に

折

っ
て
、

そ
れ
を
火
箸

に
は
さ
ん
で
火
を

つ
け
、
竈

の
奥

深
く

に
入
れ

る
。
藁
を

二
回
か
ら

三
回

、
く

べ
て
燃
え
盛

っ
て

い
る
と

こ
ろ
に
桑
棒

を

ひ
ざ

に
当

て
て
適
当
な
長

さ
に
折

っ
て
く

べ
る
。
桑
棒

な
ど

は
家

の

前
な
ど

に
立

て
か
け

て
お
く
。
桑

の
株
も
掘
り
出

し
て
焚
き
物

と
し
て

い
る
が
、
炊
飯

・
蒸

し
物

に
は
使
わ
な

か

っ
た
の
で
火
力
を
要
す

る
と

き

に
は
株
を
使
う
も

の
と
思
わ

れ
る
。
桑
棒

・
藁
な

ど
は
自
家

で
ま

か

な
う
。

(
2
)
桐

郷
県

《
桐
郷

県
志
》
編
纂
委

員
会

編

『桐
郷
県
志

』

一
九
九
六
年

十

一
月
、

四
二
八

～
四
六

二
頁
、

「第
十
編

蚕
桑
刺
繍
」
。

(
3
)
茅

盾

『藻
を
刈

る
男
』
宮
尾
正
樹

・
白
水
紀
子

・
伊

藤
徳
也
訳
、

J

I
C
C
出
版
局
、

一
九
九

一
年
。

(4
)
佐
藤
常
雄
他
編

「蚕
飼
養
法

記
」

『
日
本

農
書
全
集

』
四
七
、
農
山
村

文
化
協
会

、

一
九
九
七
年
。

(
5
)

註

(
4
)

に
同
じ
。

参

考

文

献

費
孝
通

『中

国
農
村

の
細
密
画
』
小
島
晋
治
訳

研
文
出

版

一
九
八

五
年

費
孝
通

『江
南
農
村

の
工
業
化
』
大

里
浩
秋

、
並
木
頼
寿

訳

研
文
出

版

一
九

八
八
年

福
島
県
立
博
物
館
編

『
天
の
絹
糸
ー

ヒ
ト
と
虫

の
民
俗
誌
ー

』

一
九
九

八
年

長
野
県
立
博
物
館
編

『蚕
糸
業

に
み
る
近
代

の
長
野
盆
地
』

一
九
九

〇

年

(く

ら

い
し

あ

つ
こ

・
民
俗
学
)
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