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き
ず
、
客
人
を
ま
と
も
に
客
間
に
通
す
こ
と
さ
え
で
き
な
い
移
民
女
性
で

あ
る
。
つ
い
に
主
人
公
で
あ
る
「
わ
た
し
」
は
、
同
様
の
境
遇
に
い
る
は

ず
の
女
性
読
者
た
ち
を
巻
き
込
ん
で
「
わ
た
し
た
ち
主
婦
」
と
い
う
立
場

に
立
ち
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
呈
す
る
に
い
た
る
。「
わ
た
し
た
ち
主
婦

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
し
ら
。
奴
隷
の
召
使
い
で
も
呼
べ
ば
よ
い
と
い

う
の
、
そ
れ
と
も
、
家
庭
を
諦
め
ろ
と
い
う
の
〔
…
…
〕、
夫
の
も
と
か

ら
自
立
し
て
、
テ
ン
ト
住
ま
い
で
も
始
め
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
し
ら
」（1
）。

　

じ
じ
つ
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
女
性
雑
誌
や
家
庭
小
説
に
は
、
ス
ト
ウ

の
描
く
よ
う
な
家
事
使
用
人
と
悩
め
る
「
女ミ
ス
ト
レ
ス

主
人
」
の
物
語
が
散
見
さ
れ

る
。
使
用
人
た
ち
は
知
性
や
作
法
や
常
識
に
欠
け
、
大
抵
の
場
合
、「
ブ

は
じ
め
に

　

料
理
下
手
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
料
理
婦
、
ベ
ッ
ド
メ
イ
キ
ン
グ
が

で
き
な
い
小
間
使
い
の
オ
ラ
ン
ダ
人
少
女
。
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ

ー
・
ス
ト
ウ
は
、
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
女
性
雑
誌
『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

レ
デ
ィ
ー
ズ
・
ブ
ッ
ク
』
に
寄
稿
し
た
「
あ
る
主
婦
の
試
練
」（
一
八
三

九
）
と
い
う
物
語
に
お
い
て
、
彼
女
た
ち
が
引
き
起
こ
す
幾
多
の
「
小
事

件
」
に
嘆
く
ア
メ
リ
カ
人
主
婦
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
中
流

階
級
家
庭
に
雇
わ
れ
た
家
事
使
用
人
で
あ
る
が
、
ブ
リ
キ
の
ロ
ー
ス
タ
ー

や
戸
口
の
呼
び
鈴
を
知
ら
ず
、
ア
イ
ロ
ン
が
け
も
食
器
洗
い
も
ろ
く
に
で

論
説分

断
さ
れ
た
家
庭
の
な
か
の
「
良
妻
」

セ
ア
ラ
・
ヘ
イ
ル
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
小
説
に
領
域
論
的
矛
盾
を
読
む
試
み

増
田
久
美
子
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に
付
随
す
る
問
題
で
あ
る
。
メ
ア
リ
・
ケ
イ
ン
が
議
論
す
る
よ
う
に
、
彼

女
ら
は
「
女
主
人
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
共
和
制
理
念
に

抵
触
し
、
同
時
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
「
真

ウ
ー
マ
ン
フ
ッ
ド

･

ト
ゥ
ル
ーの
女
性
性
」
か
ら
逸
脱

す
る
不
安
を
も
抱
え
込
ん
だ
と
す
る
な
ら
ば（

4
）、
こ
れ
ら
の
物
語
や
小
説

は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
不
安
を
解
消
し
、
自
己
形
成
の
可
能
性
を
提
示

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
ま
さ
に
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
が
「
男

女
の
領
域
分
離
主
義
」
を
教
化
し
よ
う
と
、
女
性
こ
そ
が
家
庭
の
守
り
手

で
あ
り
主
権
者
で
あ
る
と
い
う
「
教
訓
」
に
つ
い
て
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
、

テ
ク
ス
ト
は
そ
の
意
図
に
反
し
て
、
男
性
と
家
庭
の
強
固
な
癒
着
を
開
示

し
て
し
ま
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
に
「
女
性
の
領
域
」
を
め

ぐ
っ
て
矛
盾
し
あ
う
二
点
が
結
節
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
ス
ト
ウ
と
同

時
代
作
家
で
あ
っ
た
セ
ア
ラ
・
ヘ
イ
ル
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
小
説
『
家

庭
管
理
の
物
語
』（
一
八
四
五
）
を
取
り
上
げ
る（

5
）。
彼
女
は
『
ゴ
ー
デ

ィ
ー
ズ
・
レ
デ
ィ
ー
ズ
・
ブ
ッ
ク
』
誌
の
編
集
者
で
あ
り
、
初
期
共
和
制

の
啓
蒙
的
理
念
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
道
徳
観
に
立
脚
し
た
家
庭

理
論
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
著
作
に
お
い
て
「
男
女
の
領
域
分
離

主
義
」
を
唱
導
し
、
白
人
中
流
階
級
の
「
感
傷
的
な
」
女
性
文
化
の
形
成

を
促
進
さ
せ
た
保
守
派
と
し
て
、
ま
た
、「
女
性
が
政
治
領
域
か
ら
撤
退

す
る
こ
と
」
を
企
て
た
反
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
、
長
ら
く
認
識
さ
れ
て

き
た（

6
）。
こ
こ
で
は
典
型
的
な
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
と
し
て
読
ま
れ

て
き
た
ヘ
イ
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
、
領
域
論
の
矛
盾
に
焦
点
を
合
わ

リ
ジ
ッ
ト
」
や
「
ノ
ー
ラ
」
と
い
う
名
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
移
民
と
し
て

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た（

2
）。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
、
中
流
階
級

家
庭
の
若
い
主
婦
た
ち
を
読
者
と
し
て
想
定
し
た
家
庭
管
理
読
本
で
も
あ

っ
た
。
ブ
レ
イ
ン
・
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
は
と
く
に
「
有
能
で
忠
誠
心
に
富
む

使
用
人
を
確
保
し
、
訓
練
し
、
管
理
す
る
」
こ
と
の
重
要
性
が
教
示
さ
れ

て
い
る
作
品
群
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
を
「
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
」
と

称
し
て
そ
の
社
会
的
役
割
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
物
語
は
ど
ん
な

に
家
庭
管
理
が
不
得
手
な
新
米
主
婦
で
あ
ろ
う
と
、
正
し
く
使
用
人
を
管

理
す
れ
ば
「
慈
悲
深
く
、
家
族
愛
の
あ
ふ
れ
る
」
家
庭
を
築
く
こ
と
が
で

き
る
と
読
者
に
諭
し
、
そ
し
て
そ
の
教
え
に
は
、「
男
性
的
価
値
観
の
支

配
す
る
冷
酷
な
市
場
」
と
対
置
さ
れ
る
女
性
た
ち
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
家

庭
」
こ
そ
、
激
変
す
る
外
部
社
会
に
対
す
る
緩
和
剤
と
し
て
機
能
し
う
る

こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
た（

3
）。

　

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
物
語
群
の
な

か
に
、
家
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ

庭
性
と
社
会
を
つ
な
ぐ
積
極
的
な
意
義
を
見
い
だ
す
も
の
と

し
て
注
視
に
値
す
る
。
し
か
し
、
家
庭
管
理
と
い
う
概
念
お
よ
び
そ
の
実

践
に
内
包
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
根
本
的
問
題
点
が
追
究
さ
れ
て
お

ら
ず
、
さ
ら
に
は
物
語
の
「
教
訓
」
と
テ
ク
ス
ト
上
の
「
女
性
の
領
域
」

の
関
係
性
が
単
純
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
以
下
の
ふ
た
つ
の

論
点
を
付
加
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
北

部
の
白
人
中
流
階
級
女
性
が
、
家
事
使
用
人
の
「
女
主
人
」
と
な
る
さ
い
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が
あ
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
明
白
な
役
割
を
持

つ
。
家
事
の
苦
手
な
若
妻
と
彼
女
を
悩
ま
す
家
事
使
用
人
た
ち
、「
賢
明

な
る
助
言
者
」
で
あ
り
「
作
者
の
代
弁
者
」
で
も
あ
る
夫
、
そ
し
て
、
若

妻
に
家
事
を
指
南
す
る
年
配
の
女
性
で
あ
る（

8
）。
ま
ず
は
ヘ
イ
ル
の
小
説

プ
ロ
ッ
ト
を
追
い
、
次
に
当
時
の
家
事
奉
公
に
か
ん
す
る
社
会
背
景
を
概

観
し
た
い
。

『
家
庭
管
理
の
物
語
』
の
主
人
公
メ
ア
リ
・
ハ
ー
リ
ー
は
、
北
部
の
都
市

部
に
暮
ら
す
白
人
中
流
家
庭
の
主
婦
で
あ
る
。
彼
女
に
は
家
庭
管
理
の
能

力
が
な
く
、
結
婚
後
の
「
家
事
の
義
務
」
を
す
っ
か
り
使
用
人
た
ち
に
丸

投
げ
し
、
し
か
も
使
用
人
た
ち
の
雇
用
と
解
雇
を
平
然
と
繰
り
返
し
て
い

た
。
家
事
使
用
人
た
ち
の
不
誠
実
や
無
能
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
メ
ア

リ
は
家
事
と
い
う
「
骨
折
り
仕
事
」（96, 110 

）
を
避
け
続
け
、「
流
行
」

と
社
交
に
明
け
暮
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
し
だ
い
に
一
家
の
秩
序
や
平
穏

が
搔
き
乱
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
憂
慮
し
た
夫
の
ウ
ィ
リ
ア

ム
は
妻
に
説
教
を
す
る
。「
健
康
な
既
婚
女
性
で
あ
れ
ば
皆
、
自
身
の
家

庭
を
守
る
べ
き
だ
。
家
庭
と
は
神
聖
な
仕
事
場
で
あ
っ
て
、
女
性
に
は
そ

の
場
か
ら
退
く
権
利
な
ど
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
い
わ
ば
結
婚
の
誓
約

な
の
だ

―
そ
れ
は
女
性
と
い
う
人
格
に
尊
厳
を
賦
与
す
る
も
の
な
の

だ
」（39 
）。
こ
の
よ
う
な
夫
の
「
教
訓
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妻
の
家

事
嫌
悪
や
流
行
熱
、
そ
し
て
使
用
人
た
ち
の
放
埒
ぶ
り
は
悪
化
し
、
一
家

は
破
産
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
し
ま
う
。
低
落
し
た
家
庭
生
活
を
「
改
革

せ
て
み
た
い
。
ヘ
イ
ル
は
読
者
に
「
女
主
人
」
と
し
て
の
模
範
的
自
己
像

を
提
示
し
、
女
性
に
自
身
の
領
域
で
あ
る
家
庭
を
守
護
せ
よ
と
説
く
一
方
、

彼
女
の
テ
ク
ス
ト
は
「
男
女
の
領
域
分
離
主
義
」
が
隠
匿
し
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ

―
つ
ま
り
、
家
庭
は
主
婦
た
ち

の
領
分
で
あ
る
と
規
定
し
な
が
ら
、
そ
の
領
域
に
執
着
し
て
い
た
の
は
妻

で
は
な
く
夫
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
。
は
た
し
て
、
こ
れ
が
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
何
な
の
か
。

　

ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
研
究
に
お
け
る
「
真
の
女
性
性
」
や
「
男
女
の
領

域
分
離
主
義
」
等
の
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
こ
と
に
一
九
九
〇
年
代

以
降
、
そ
の
多
様
な
文
化
的
・
政
治
的
意
義
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
綿
密
な

検
証
を
通
し
て
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
再
解
釈
お
よ
び
修
正
が
試
み

ら
れ
て
き
た（

7
）。
そ
の
よ
う
な
研
究
潮
流
に
お
い
て
、
本
稿
は
上
述
の
問

題
点
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、「
男
女
の
領
域
分
離
主
義
」
へ
の
信
奉
が

焙
り
出
し
て
し
ま
う
性
差
と
公
私
空
間
の
関
係
性
を
、
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン

グ
物
語
に
埋
め
込
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
上
の
争
点
と
し
て
読
み
解
く
も
の
と

す
る
。

1
　
危
機
に
立
つ
「
女
主
人
」 

　
　
　
　

―
　

ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
家
事
奉
公
事
情

　

ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
に
は
一
定
の
プ
ロ
ッ
ト



247　　分断された家庭のなかの「良妻」

の
逸
脱
を
示
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
他
者
を
自
邸
に

雇
い
入
れ
る
こ
と
は
、
家
庭
空
間
を
市
場
空
間
か
ら
経
済
的
に
分
離
さ
せ

よ
う
と
す
る
「
男
女
の
領
域
分
離
主
義
」
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
神
聖
な

家
庭
の
内
部
に
市
場
性
を
侵
入
さ
せ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
禁
忌
を
意
味

し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
女
性
が
雇
用
者
と
な
っ
て
被
雇
用
者
の
「
上ボ

ス役
」

と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
は
、「
女
性
ら
し
か
ら
ぬ
」
行
為
だ
と
さ
れ
た（

11
）。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
や
領
域

論
に
通
底
す
る
共
和
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
側
面
か
ら
み
て
も
、
共
和

国
ア
メ
リ
カ
の
女
性
た
ち
が
自
ら
「
女
主
人
」
と
な
っ
て
使
用
人
階
級
の

形
成
に
加
担
す
る
こ
と
は
、
理
念
上
、
容
認
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
家
事
労
働
に
対
す
る
金
銭
的
報
酬
を
期
待
さ
れ
な
い
主
婦
に
と

っ
て
、
家
事
を
請
け
負
う
他
者
に
賃
金
を
支
払
う
こ
と
は
、「
不
名
誉
」

を
受
け
る
こ
と
に
等
し
か
っ
た
の
で
あ
る（

12
）。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
都
市

部
の
白
人
家
庭
が
中
流
階
級
の
家
庭
生
活
を
維
持
す
る
に
は
、
家
事
使
用

人
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
北
部

中
流
階
級
の
白
人
女
性
と
し
て
の
自
己
像
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
う
え
で
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
不
安
と
共
和
制
理
念
へ
の
背
徳
感
を

抱
え
る
と
い
う
二
重
の
危
機
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。

「
市
場
革
命
」
以
前
、
と
く
に
一
八
世
紀
後
期
か
ら
一
九
世
紀
初
期
に
お

け
る
家
事
奉
公
の
現
場
で
は
、「
家
事
手
伝
い
」（helps

）
と
い
う
奉
公

の
慣
習
が
あ
っ
た
。
若
い
白
人
女
性
が
自
分
以
外
の
家
庭
の
主
婦
の
も
と

す
る
」
た
め
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
叔
母
の
ル
ー
ス
を
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
田
舎
か
ら
呼
び
寄
せ
、
妻
に
家
事
教
育
を
施
す
よ
う
頼
み
込
む
。
ル
ー

ス
叔
母
の
寛
大
な
指
導
の
も
と
、
徐
々
に
メ
ア
リ
は
家
庭
を
管
理
す
る
主

婦
と
し
て
の
役
目
に
覚
醒
し
、
い
か
に
自
分
が
流
行
に
囚
わ
れ
た
「
奴

隷
」
で
あ
っ
た
か
を
反
省
す
る
（141 

）。
も
は
や
彼
女
は
か
つ
て
の
軽

薄
な
若
妻
で
は
な
く
、「
精
神
的
か
つ
道
徳
的
な
優
雅
さ
」（139 

）
を
湛

え
た
「
よ
き
家
庭
の
主
婦
」（9
）へ
と
変
貌
す
る
。
そ
し
て
、
ハ
ー
リ
ー
家

の
家
庭
の
幸
福
が
予
見
さ
れ
て
、
物
語
は
終
幕
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
展
開
に
お
い
て
読
者
が
目
に
す
る
の
は
、
妻
の
家
事
へ
の

無
関
心
に
つ
け
込
む
「
無
教
養
で
粗
野
で
図
々
し
く
、
と
き
に
詐
欺
的
」

な
使
用
人
た
ち
の
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
妻
が
雇
用
者
と
し
て
の
責
務

を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
女
主
人
」
と
し
て
文
化
的
・
社
会
的
に

優
越
し
た
地
位
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
で
非
難
の

的
と
な
る
の
は
、
む
し
ろ
女
性
主
人
公
の
愚
行
で
あ
る（

10
）。
家
庭
管
理
が

で
き
ず
に
諸
々
の
「
流
行
」
に
執
心
す
る
妻
の
愚
か
さ
は
、
も
ち
ろ
ん
、

当
時
の
「
真
の
女
性
性
」
を
礼
讃
す
る
中
流
階
級
的
な
価
値
観
と
は
相
容

れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
に
お
い
て
白
人
主
婦
が
家
事
使
用
人
を
雇
用
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
彼
女
た
ち
が
恐
れ
た
の
は
「
愚
か
な
妻
」
と
い
う
不
面
目

に
陥
る
こ
と
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
ら
に
と
っ
て
、「
女
主
人
と

使
用
人
」
と
い
う
雇
用
関
係
じ
た
い
が
、
ま
さ
に
「
真
の
女
性
性
」
か
ら
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に
生
き
る
白
人
女
性
た
ち
は
、
家
庭
空
間
に
侵
入
す
る
「
異
質
な
も
の
」

を
排
除
し
な
が
ら
、
自
身
の
領
域
を
保
護
・
管
理
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
一
方
、
そ
の
領
域
内
に
家
事
使
用
人
と
い
う
他
者
を
雇
い
入
れ
て
監
督

し
た
。
や
が
て
、
そ
の
よ
う
な
雇
用
の
実
践
は
彼
女
ら
の

「
女

ビ
ジ
ネ
ス

･

ウ
ー
マ
ン
ズ
性
の
務
め
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る（

16
）。

2
　
白
人
中
流
階
級
家
庭
の
「
良
妻
」
を
つ
く
る

　

こ
の
よ
う
な
家
事
奉
公
事
情
を
背
景
と
し
、
北
部
の
白
人
女
性
た
ち
は

「
女
性
ら
し
さ
」
や
共
和
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
背
く
こ
と
な
く
、
い
か
に

し
て
家
事
使
用
人
の
上
に
立
つ
「
女
主
人
」
と
し
て
の
立
場
を
正
当
化
し

え
た
の
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
民
主
主
義
を
標
榜
す
る
共
和
国
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
は
、
奉
公
と
い
う
概
念
と
そ
れ
に
と
も
な
う
階
級
差
の
問
題
や
、

賃
金
労
働
と
そ
れ
が
示
唆
し
て
し
ま
う
依
存
性
や
隷
属
性
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
社
会
が
抱
え
る
矛
盾
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
超
克
す

る
論
拠
と
な
っ
た
の
も
、
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
社
会
が
掲
げ
る
平
等
と
階
級

の
流
動
性
と
い
う
力
点
だ
っ
た
。

　

ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
家
庭
理
論
に
つ
い
て
著
述
す
る
論
者
や
作
家
た
ち

の
な
か
で
、
た
と
え
ば
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
は
『
家
政
論
』

（
一
八
四
一
）
に
お
い
て
、「
こ
の
国
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
幼
い
頃
よ
り

隷
属
を
〔
…
…
〕
不
名
誉
や
堕
落
の
最
た
る
も
の
と
し
て
嫌
悪
す
る
よ
う

で
家
事
労
働
の
補
助
的
役
割
を
つ
と
め
、
そ
の
対
価
と
し
て
家
事
全
般
に

か
か
わ
る
知
識
を
教
授
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
慣
習
は
労
働
市
場
の

出
現
と
と
も
に
衰
退
し
、
代
わ
り
に
女
性
労
働
者
が
賃
金
で
雇
用
さ
れ
る

あ
り
方
が
主
流
と
な
っ
て
、「
家
事
使
用
人
」（dom

estics

）
が
登
場
す

る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
白
人
男
性
が
「
雇
わ
れ
者
」
で
あ
る
こ
と
の
依

存
的
・
隷
属
的
性
格
を
「
自
由
労
働
」
と
い
う
言
説
に
よ
っ
て
否
定
で
き

た
の
に
対
し（

13
）、
家
事
使
用
人
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
賃
金
に
依
存
し
雇

用
者
に
隷
属
す
る
が
ゆ
え
に
、
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
白
人
女
性
に
と
っ
て

―
ケ
イ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

―
「
下
品
で
卑
俗
で
、
不
適
切
」
な

職
業
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る（

14
）。
そ
こ
で
、
そ
の
労
働
市
場
の
穴
を

埋
め
た
の
が
移
民
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
単
身
渡
米
し
た
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
人
女
性
は
、
雇
用
先
ば
か
り
か
当
座
の
住
居
も
必
要
で
あ
っ
た

た
め
、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
人
女
性
が
嫌
忌
し
た
「
家
事
使
用

人
」
は
好
適
の
職
業
と
い
え
た
。
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
に
は
、
北
部
の
都

市
部
に
お
け
る
家
事
奉
公
は
多
く
の
若
い
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
女
性
が
担
う

こ
と
に
な
っ
た（

15
）。

　

こ
う
し
て
家
事
奉
公
は
女
性
が
従
事
す
る
労
働
に
お
い
て
も
っ
と
も
あ

り
ふ
れ
た
職
業
形
態
と
な
り
、
白
人
中
流
階
級
家
庭
の
主
婦
と
労
働
者
階

級
の
移
民
女
性
は
、「
女
主
人
」
と
「
家
事
使
用
人
」
と
い
う
雇
用
関
係

を
通
じ
、
家
庭
と
い
う
場
に
お
い
て
階
級
的
に
も
民
族
的
に
も
異
質
な
女

性
ど
う
し
の
体
験
を
ぶ
つ
け
合
っ
た
の
で
あ
る
。「
家
庭
礼
讃
」
の
時
代
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テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
冷
や
や
か
な
」
契
約
上
の
関
係
は
、
感
傷
的
・
母

親
的
愛
情
に
よ
る
「
家
族
の
よ
う
な
温
も
り
の
あ
る
」
母
子
的
関
係
に
よ

っ
て
上
書
き
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た（

20
）。
バ
ー
バ
ラ
・
ラ
イ
ア
ン
が
「
隷

属
の
感
傷
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
使
用
人
が
そ
の
よ
う
な
女

主
人
の
庇
護
に
あ
る
場
合
、
そ
の
隷
属
性
は
不
可
視
化
さ
れ（

21
）、
小
説
の

女
主
人
は
使
用
人
に
対
し
て
慈
悲
深
く
寛
容
に
接
す
る
こ
と
で
、「
共
和

主
義
ら
し
か
ら
ぬ
」
か
つ
「
女
性
ら
し
か
ら
ぬ
」
雇
用
者
と
な
る
こ
と
を

回
避
し
、
む
し
ろ
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
感
傷
的
・
博
愛
的
な
母
親
と
し

て
存
在
し
え
た
の
で
あ
る（

22
）。

　

は
た
し
て
、
セ
ア
ラ
・
ヘ
イ
ル
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
小
説
に
も
、
こ

の
よ
う
な
白
人
中
流
階
級
の
女
性
た
ち
の
正
当
化
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。『
家
庭
管
理
の
物
語
』
は
読
者
で
あ
る
白
人
女
性
た
ち

に
対
し
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
の
伝
統
的
な
家
庭
性
と
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
時
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
価
値
観
が
折
衷
し
た
、
い
わ
ば
近モ

ダ

ン
代
的
な
良

妻
に
な
り
う
る
こ
と
を
教
え
諭
す
物
語
で
あ
る（

23
）。

　

ヘ
イ
ル
の
小
説
が
意
図
す
る
目
的
は
明
快
で
あ
る
。
夫
に
よ
る
教
訓
が

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
流
階
級
家
庭
の
主
婦
は
家
事
や
使
用
人
管
理
と

い
っ
た
家
庭
の
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
く
ば
、「
よ

き
家
庭
の
主
婦
」
と
い
う
名
誉
あ
る
称
号
が
剝
奪
さ
れ
る
恐
怖
が
語
ら
れ

て
い
る
。
メ
ア
リ
・
ハ
ー
リ
ー
の
主
婦
の
座
を
脅
か
し
た
の
は
、
ホ
プ
キ

ン
ス
夫
人
で
あ
る
。
ハ
ー
リ
ー
家
に
出
入
り
す
る
数
多
く
の
使
用
人
の
う

に
教
育
さ
れ
て
」
い
る
た
め
、「
使
用
人
と
い
う
用
語
と
そ
の
職
分
が
、

多
く
の
人
の
考
え
で
は
、
ほ
ぼ
奴
隷
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と

指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
改
め
よ
う
と
「
あ
ら
ゆ
る
階
級

に
お
い
て
労
働
に
貴
賤
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
説
い
て
い
る（

17
）。
こ
れ
は
、

「
君
主
制
国
家
や
貴
族
的
社
会
」
で
は
「
す
べ
て
の
地
位
や
階
級
が
所
与

の
も
の
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
る
」（16 

）
の
に
対
し
て
、
階
級
差
別
を

否
定
す
る
ア
メ
リ
カ
社
会
の
民
主
性
を
謳
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ビ
ー

チ
ャ
ー
は
「
す
べ
て
の
物
事
が
動
き
回
っ
て
変
化
し
て
い
ま
す
。
貧
し
き

者
が
裕
福
に
な
り
、
富
め
る
者
が
貧
困
に
沈
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
労
働

者
の
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
才
と
進
取
の
気
性
に
よ
っ
て
、
知
性
や
富
や
身

分
に
お
い
て
高
潔
な
人
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」（16︲17

）
と
述
べ
、

労
働
者
階
級
か
ら
中
流
階
級
へ
の
上
昇
の
可
能
性
を
是
認
す
る
。
こ
の
よ

う
な
階
級
間
移
動
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
議
論
し
た
の
は
、
セ
ア

ラ
・
ヘ
イ
ル
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
家
事
使
用
人
の
階
級
的
向
上
を
積
極
的

に
呼
び
か
け
て
い
る（

18
）。

　

ま
た
、「
平
等
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
家
庭
内
労
使
関
係
の
不
平
等
や

階
級
差
別
を
法
的
「
契
約
」
に
よ
っ
て
解
消
で
き
る
と
捉
え
た
の
は
、
キ

ャ
サ
リ
ン
・
マ
リ
ア
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
や
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・

ス
ト
ウ
の
よ
う
な
女
性
作
家
た
ち
で
あ
っ
た（

19
）。
た
し
か
に
、
労
働
契
約

は
雇
用
者
と
被
雇
用
者
の
双
方
に
と
っ
て
法
的
な
主
体
性
を
保
証
す
る
が
、

そ
れ
は
「
感
情
も
人
間
味
も
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
女
た
ち
の
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へ
の
侵
害
を
ほ
の
め
か
し
も
す
る
。
ホ
プ
キ
ン
ス
と
い
う
人
物
は
、
一
家

の
主
婦
が
自
ら
の
義
務
を
怠
っ
た
場
合
、
自
身
が
治
定
す
べ
き
「
家
庭
の

帝
国
」
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
の
恐
怖
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
家
事
の
技
術
や
使
用
人
の
監
督
術
を
心
得
な
い
主
婦
は
、
ど
う

す
れ
ば
よ
い
の
か
。
ヘ
イ
ル
は
、
メ
ア
リ
の
よ
う
な
ま
っ
た
く
思
慮
に
欠

け
る
愚
か
な
妻
で
さ
え
も
理
想
的
な
良
妻
に
な
り
う
る
よ
う
な
、
ひ
と
つ

の
自
己
形
成
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
伝
統
的
な
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的

思
想
、
す
な
わ
ち
、
初
期
共
和
制
の
田
園
的
・
道
徳
的
価
値
観
を
そ
な
え

た
年
配
の
女
性
が
、
型
通
り
の
プ
ロ
ッ
ト
に
沿
っ
て
新
米
主
婦
を
導
く
た

め
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
ル
ー
ス
叔
母
は
ハ
ー
リ
ー
家
を
刷
新
す
る
に

あ
た
っ
て
、
家
庭
の
無
秩
序
の
原
因
が
メ
ア
リ
の
家
庭
管
理
へ
の
基
本
的

な
誤
解
に
あ
る
こ
と
を
即
座
に
見
抜
く
。
メ
ア
リ
は
「
レ
デ
ィ
と
も
な
れ

ば
、
頻
繁
に
外
出
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
友
人
を
迎
え
入
れ
る
の

に
着
飾
る
こ
と
も
必
要
で
す
」
と
主
張
し
、
家
事
労
働
を
請
け
負
う
使
用

人
の
必
要
性
を
訴
え
、「
あ
く
せ
く
し
た
骨
折
り
仕
事
を
さ
せ
な
い
で
く

だ
さ
い
」
と
叔
母
に
嘆
願
す
る
（110︲111

）。
す
る
と
、
慧
眼
の
叔
母
は

「
あ
な
た
は
家
庭
管
理
と
労
働
を
混
同
し
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
違
い
ま

す
」（111 
）
と
指
摘
す
る
。
叔
母
の
言
葉
通
り
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
中

流
階
級
社
会
に
お
い
て
「
レ
デ
ィ
」
に
な
る
こ
と
と
は
、
実
際
に
種
々
の

家
事
を
こ
な
す
こ
と
で
は
な
か
っ
た（

24
）。
ル
ー
ス
叔
母
の
家
庭
管
理
と
は
、

ま
さ
し
く
使
用
人
の
管
理
と
育
成
を
指
す
。
彼
女
は
何
名
も
い
た
無
用
な

ち
も
っ
と
も
特
異
な
人
物
で
、
メ
ア
リ
は
彼
女
に
つ
い
て
「
容
貌
は
き
わ

め
て
男
の
よ
う
だ
っ
た
。
家
庭
の
管
理
は
さ
て
お
き
、
船
の
操
縦
が
適
任

か
と
み
え
た
」（45 

）
と
の
印
象
を
受
け
る
。「
ぎ
ら
ぎ
ら
輝
く
指
輪
」

（46 

）
を
ち
ら
つ
か
せ
、
贅
沢
な
所
持
品
か
ら
し
て
使
用
人
の
風
貌
を
呈

さ
な
い
こ
の
人
物
は
、
じ
つ
は
高
給
取
り
の
家
政
婦
で
あ
り
、
ハ
ー
リ
ー

家
に
経
済
的
破
滅
を
も
た
ら
す
悪
徳
の
者
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
家
政
婦
と

し
て
の
仕
事
は
「
食
卓
の
段
取
り
を
み
て
、
食
材
の
質
と
量
に
つ
い
て
指

示
す
る
」（47 

）
の
み
で
あ
る
が
、
社
交
に
気
を
取
ら
れ
て
使
用
人
た
ち

の
状
況
を
把
握
で
き
な
い
メ
ア
リ
は
、
す
っ
か
り
ホ
プ
キ
ン
ス
に
家
庭
の

支
配
権
を
ゆ
だ
ね
て
し
ま
う
の
だ
。

女
主
人

0

0

0

ホ
プ
キ
ン
ス
の
居
場
所
は
客
間
で
あ
り
、
ド
ー
カ
ス
〔
使
用
人

の
少
女
〕
は
彼
女
の
指
図
さ
れ
た
通
り
に
動
い
た
。
じ
じ
つ
、
ハ
ー
リ

ー
夫
人
は
家
庭
管
理
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
（48 

）〔
傍
点
引
用

者
〕。

客
間
は
一
家
の
主
婦
が
自
身
の
家
庭
的
権
利
を
行
使
す
る
場
と
し
て
、
女

性
に
と
っ
て
重
要
な
領
域
で
あ
る
が
、
ホ
プ
キ
ン
ス
に
そ
の
場
を
奪
わ
れ

て
し
ま
う
。
彼
女
の
女
性
ら
し
か
ら
ぬ
容
姿
と
使
用
人
ら
し
か
ら
ぬ
奢
侈

な
装
い
は
、「
真
の
女
性
性
」
と
い
う
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
ジ
ェ
ン

ダ
ー
観
と
「
簡シ
ン
プ
リ
シ
テ
ィ

素
さ
」
を
美
徳
の
ひ
と
つ
と
し
て
奉
ず
る
共
和
制
思
想
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主
婦
像
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
道
徳
的
優
越
感
（「
簡
素
」
で
あ
り

「
濫
費
」
が
な
い
こ
と
）
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
顕
示
欲
（「
優
雅
」
で
し
か
も

「
気
前
が
よ
い
」
こ
と
）
の
両
方
を
享
受
で
き
る
こ
と
が
、
家
庭
管
理
に

お
け
る
最
大
の
ア
ピ
ー
ル
だ
と
い
う（

25
）。
で
は
さ
ら
に
、
そ
の
「
簡
素

さ
」
が
と
り
わ
け
共
和
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
、
そ
こ
へ
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
価
値
観
が

混
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
眼
し
て
み
た
い
。
共

シ
ン
プ
リ
シ
テ
ィ

･

リ
パ
ブ
リ
カ
ン

和
主
義
的
簡
素
さ
は
、

い
わ
ば
「
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
遺
産
」
と
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な

流
行
と
消
費
に
抗
し
て
並
記
さ
れ
る
と
き
、
郷
愁
的
に
こ
と
ほ
が
れ
る
価

値
観
で
あ
る（

26
）。
ヘ
イ
ル
自
身
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
生
ま
れ
の
カ
ル

ヴ
ァ
ン
主
義
者
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
的
理
念
は
平
等
な
道
徳
律
を
旨
と
す

る
共
和
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た（

27
）。
た
と
え
ば
、

自
己
顕
示
的
な
浪
費
に
は
し
る
「
流
行
狂
信
者
」（112 

）
の
メ
ア
リ
が
批

判
さ
れ
る
さ
い
、
ヘ
イ
ル
が
称
揚
す
る
「
簡
素
さ
」
は
、
ル
ー
ス
叔
母
の

「
質
素
で
飾
ら
な
い
」
家
庭
性
（132 

）
に
見
い
だ
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ

が
田
園
的
過
去
と
初
期
共
和
制
の
伝
統
に
根
ざ
し
て
い
る
点
に
読
者
は
気

づ
か
さ
れ
る
。
メ
ア
リ
の
浪
費
癖
を
諫
め
る
た
め
、
ル
ー
ス
叔
母
は
共
和

国
市
民
と
し
て
の
立
場
か
ら
蓄
財
の
責
務
に
つ
い
て
説
く
。「
わ
た
し
た

ち
に
は
富
を
築
く
こ
と
に
つ
い
て
も
責
任
が
あ
り
ま
す
。
誰
も
が
他
者
へ

の
善
行
の
た
め
に
備
え
て
お
く
べ
き
で
す
し
、
将
来
の
た
め
に
も
確
保
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
」（107 

）。
そ
し
て
叔
母
は
、
メ
ア
リ
と
同

家
事
使
用
人
た
ち
を
一
掃
し
て
最
小
限
に
と
ど
め
、「
屋
根
裏
か
ら
地
下

室
ま
で
徹
底
的
に
清
潔
に
」
し
、
ま
た
、
質
素
だ
が
「
風
味
の
よ
い
」
食

事
を
夫
妻
に
給
仕
す
る
（115︲117 

）。
あ
く
ま
で
も
穏
や
か
に
進
め
ら

れ
た
こ
の
家
庭
改
革
は
、
少
数
の
「
優
秀
な
使
用
人
」
な
し
に
は
果
た
さ

れ
な
い
。
叔
母
は
メ
ア
リ
に
「
ま
ず
あ
の
娘
〔
ド
ー
カ
ス
〕
に
指
示
を
与

え
る
こ
と
を
学
べ
ば
、
彼
女
は
あ
な
た
に
と
っ
て
優
秀
な
使
用
人

0

0

0

0

0

0

に
な
り

ま
す
よ
」
と
教
示
す
る
（118 
）〔
傍
点
引
用
者
〕。
や
が
て
メ
ア
リ
は
社

交
界
と
の
つ
な
が
り
を
断
っ
て
熱
心
に
聖
書
を
読
む
よ
う
に
な
り
、
息
子

を
乳
母
に
任
せ
ず
に
自
分
で
世
話
を
し
始
め
る
。
ふ
た
り
の
忠
実
な
使
用

人
の
み
が
メ
ア
リ
の
家
事
を
手
伝
う
こ
と
に
な
り
、
メ
ア
リ
は
い
ま
や

「
よ
き
家
庭
の
主
婦
」
と
し
て
自
己
改
革
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

ハ
ー
リ
ー
夫
人
は
優
雅
に
し
て
簡
素
（elegant sim

plicity
）
な
衣
装

を
身
に
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
は
、
流
行
好
き
な
彼
女
の
友
人
た
ち
で
さ

え
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
夫
妻
は
雰
囲
気
の
よ
い
小
さ
な
パ
ー
テ

ィ
ー
を
開
く
こ
と
で
評
判
に
な
り
、
そ
こ
に
は
無
駄
な
濫
費
の
な
い
気

前
の
よ
さ
（liberality w

ithout useless profusion

）
が
漂
っ
て
い

た
（139 

）。

ダ
ッ
デ
ン
は
「
優
雅
に
し
て
簡
素
」
と
「
無
駄
な
濫
費
の
な
い
気
前
の
よ

さ
」
と
い
う
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
に
注
目
し
、
こ
こ
に
ヘ
イ
ル
の
理
想
的
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ン
テ
ベ
ラ
ム
期
北
部
に
お
け
る
白
人
中
流
階
級
の
女
性
に
模
範
的
な
自
己

形
成
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
男
女
の
領
域
分
離
主
義
」

を
称
揚
す
る
典
型
例
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
よ
う
な

明
快
な
領
域
論
を
展
開
し
つ
つ
も
、
ハ
ー
リ
ー
夫
妻
の
「
使
用
人
問
題
」

を
め
ぐ
る
家
庭
内
不
和
に
視
点
を
ず
ら
し
て
み
る
と
、
一
九
世
紀
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
的
行
動
規
範
の
矛
盾
を
新
た
な
問
題
点
と
し
て
浮
上
さ
せ
て
し
ま

う
。
ハ
ー
リ
ー
家
の
私
的
空
間
、
す
な
わ
ち
、
家
庭
と
い
う
「
女
性
の
領

域
」
に
執
着
す
る
夫
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
姿
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
白
人

男
性
の
こ
の
よ
う
な
身
振
り
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
通
常
、

ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
で
は
夫
が
「
領
域
」
を
正
当
化
す
る
役
割
を
演

じ
、
妻
が
そ
の
教
訓
的
主
張
に
従
う
と
い
う
構
図
が
配
置
さ
れ
る
が
、
グ

ラ
ン
ヴ
ィ
ル
・
ガ
ン
タ
ー
が
ヘ
イ
ル
の
作
品
分
析
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
、
領
域
論
に
か
か
わ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
上
の
戦
略
的
読
み
に
よ
っ
て
彼
女

の
テ
ク
ス
ト
を
検
証
し
て
み
る
と
、
そ
の
基
底
に
は
「
女
性
の
領
域
」
の

パ
ラ
ド
ク
ス
と
い
う
べ
き
提
示
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い（

29
）。

「
男
女
の
領
域
分
離
主
義
」
は
、
女
性
な
い
し
妻
の
本
来
の
場
が
家
庭
と

い
う
私
的
空
間
に
あ
る
と
規
定
す
る
。
家
庭
と
は
、
女
性
特
有
の
道
徳
的

優
越
性
が
、
夫
に
法
的
に
従
属
す
る
と
い
う
現
実
と
う
ま
く
調
和
し
て
い

る
場
で
あ
る
た
め
、
家
事
に
愚
昧
な
メ
ア
リ
が
示
し
た
夫
の
説
教
へ
の
不

服
従
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
家
庭
的
無
秩
序
を
引
き
起
こ
す
。
だ
が

同
時
に
、
ヘ
イ
ル
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
小
説
は
夫
の
家
庭
の
領
域
へ
の

様
に
浪
費
癖
の
あ
っ
た
隣
人
女
性
が
「
卑
賤
に
陥
っ
た
」
と
い
う
悲
劇
的

結
末
を
事
例
と
し
て
、「
簡
素
」
と
「
浪
費
」
を
対
比
さ
せ
る
（107︲

108

）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
イ
ル
は
初
期
共
和
制
の
啓
蒙
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
自
身
の
中
核
的
思
想
と
し
な
が
ら
も
、
柔
軟
に
時
代
思
潮
を
汲
み
取
る

こ
と
の
で
き
る
女
性
で
あ
っ
た
。
パ
ト
リ
シ
ア
・
オ
ッ
カ
ー
が
分
析
し
て

い
る
よ
う
に
、『
レ
デ
ィ
ー
ズ
・
マ
ガ
ジ
ン
』
誌
の
編
集
者
時
代
に
は
、

彼
女
の
思
想
的
変
遷
と
し
て
す
で
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
価
値
観
へ

の
移
行
が
検
証
さ
れ
て
い
る（

28
）。
初
期
共
和
制
の
伝
統
的
価
値
観
に
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
接
ぎ
木
し
て
、
融
和
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
巧
み
に

作
り
出
す
こ
と
が
ヘ
イ
ル
の
特
徴
だ
と
す
れ
ば
、
最
終
的
に
小
説
が
提
示

し
た
「
女
主
人
」
像
と
は
、「
共
和
国
の
母
」
と
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代

の
レ
デ
ィ
」
が
融
合
し
た
白
人
中
流
階
級
の
理
想
的
ア
メ
リ
カ
人
女
性
像

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
伝
統
」
と
「
当
世
」
の
ふ
た
つ
の
時
代
的
・

思
想
的
交
差
を
「
近
代
的
」
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
ヘ
イ

ル
の
眺
望
す
る
家
庭
性
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
女
性
の
領
域
」
の
中
心
に

近
代
的
な
「
よ
き
家
庭
の
主
婦
」
の
姿
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

3
　
家
庭
空
間
を
分
断
す
る

　

こ
の
よ
う
に
、
セ
ア
ラ
・
ヘ
イ
ル
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
小
説
は
、
ア
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家
庭
の
経
済
的
・
道
徳
的
危
難
を
救
う
と
い
う
彼
の
信
念
を
示
し
て
い
る

の
だ
ろ
う（

30
）。
だ
が
、
妻
の
激
し
い
反
論
に
よ
り
、
優
秀
な
使
用
人
は
解

雇
さ
れ
て
し
ま
う
。
メ
ア
リ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ナ
ン
シ
ー
が
解
雇
に
値

す
る
の
は
、
彼
女
に
は
「
金
曜
の
夕
べ
」
に
行
わ
れ
る
講
演
会
に
通
い
、

と
き
お
り
母
親
を
見
舞
う
と
い
っ
た
「
あ
り
あ
ま
る
特
権

0

0

」（8 

）
が
与
え

ら
れ
、
ま
た
、「
高
い
賃
金
」（10 

）
が
支
払
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
〔
傍
点

原
文
〕。
し
か
し
実
際
に
は
ナ
ン
シ
ー
の
賃
金
は
高
い
わ
け
で
は
な
く
、

母
親
の
訪
問
も
年
に
二
週
間
の
み
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
メ
ア
リ

の
利
己
性
は
多
分
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

ハ
ー
リ
ー
家
の
使
用
人
問
題
は
さ
ら
に
続
く
。
悪
徳
家
政
婦
の
ホ
プ
キ

ン
ス
夫
人
が
や
っ
て
く
る
以
前
に
、
ブ
リ
ジ
ッ
ト
と
い
う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

人
料
理
婦
を
雇
う
体
験
が
語
ら
れ
る
。
ブ
リ
ジ
ッ
ト
は
「
数
珠
玉
を
数
え

な
が
ら
自
分
の
罪
業
を
告
白
し
、〔
…
…
〕
ミ
サ
に
は
い
つ
も
出
席
し
て
、

徹
夜
の
集
会
に
招
待
さ
れ
た
と
き
に
は
か
な
ら
ず
顔
を
出
し
た
」（29 

）

と
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
、
典
型
的
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
使
用
人
と

し
て
登
場
す
る
。
多
く
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
と
同
様
、
彼
女
の
粗

雑
な
作
法
と
調
理
下
手
、
飲
酒
癖
、
ハ
ー
リ
ー
家
で
催
さ
れ
る
同
郷
人
と

の
「
ち
ょ
っ
と
し
た
飲
み
騒
ぎ
」（35 

）
と
い
っ
た
失
態
の
数
々
が
コ
ミ

カ
ル
に
描
き
出
さ
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
文
化
的
背
景
を
「
野
蛮
」
と
み

な
す
具
体
例
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ブ
リ
ジ
ッ
ト
が
台
所
で
「
恐
ろ
し

い
破
壊
行
為
」
に
お
よ
ぶ
ほ
ど
の
泥
酔
状
態
で
発
見
さ
れ
た
と
き
に
は
、

深
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
も
表
出
さ
せ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
は
自
分
の
領
分
が
公
的
・
経
済
領
域
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
メ
ア
リ
が
ナ
ン
シ
ー
と
い
う
優
秀
で
誠
実
な
家
事
使
用
人
へ

の
不
満
を
不
当
に
も
ま
く
し
た
て
始
め
る
と
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
し
た

く
な
っ
た
夫
は
「
君
の
や
り
た
い
よ
う
に
や
り
た
ま
え
。
僕
の
居
場
所
は

店
で
、
家
庭
は
君
の
領
分
な
の
だ
か
ら
」
と
言
い
残
し
て
、
家
庭
の
外
部

に
あ
る
自
分
の
店
へ
と
向
か
う
（10 
）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
面
に
先
立

っ
て
、
メ
ア
リ
が
ナ
ン
シ
ー
を
解
雇
し
た
い
と
夫
に
迫
っ
た
と
き
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
は
熱
心
に
諫
止
す
る
。

正
直
で
忠
実
な
事
務
員
を
雇
っ
た
と
き
、
僕
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
気
に

喰
わ
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
目
を
つ
む
っ
て
お
く
だ
ろ
う
。
そ
の
人

物
の
す
ぐ
れ
た
点
の
ほ
う
が
勝
る
と
、
し
っ
か
り
判
断
で
き
れ
ば
。

〔
…
…
〕
ナ
ン
シ
ー
の
件
に
つ
い
て
も
、
同
じ
基
準
を
適
用
し
た
ほ
う

が
い
い
。
も
し
本
当
に
手
に
負
え
な
い
ほ
ど
厚
か
ま
し
い
の
で
あ
れ
ば
、

彼
女
を
解
雇
し
よ
う
。
で
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ぜ
ひ
と
も
彼
女
に

は
留
ま
っ
て
も
ら
い
た
い
（9 

）。

ウ
ィ
リ
ア
ム
は
「
市
場
的
効
率
性
」
の
論
理
を
家
庭
管
理
の
判
断
基
準
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妻
の
領
分
で
あ
る
家
事
使
用
人
の
解
雇
問
題
に
関

与
す
る
。
夫
の
家
庭
へ
の
介
入
は
、
お
そ
ら
く
、
妻
の
効
率
的
管
理
力
が
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で
は
な
ぜ
男
性
的
価
値
観
が
優
勢
な
の
か
。
そ
れ
を
確
認
す
る
に
は
ミ
レ

ッ
ト
・
シ
ャ
ミ
ア
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
家
庭
内
分
離
」（32
）と
い
う

視
座
を
導
入
し
て
み
た
い
。

「
男
女
の
領
域
分
離
主
義
」
は
「
家
庭
的
、
私
的
、
女
性
的
な
も
の
」
と

「
市
場
経
済
的
、
公
的
、
男
性
的
な
も
の
」
が
そ
れ
ぞ
れ
対
立
し
あ
う
領

域
と
し
て
社
会
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
に
分
断
す
る
が
、
こ
れ
に
加
え
シ
ャ
ミ

ア
が
根
拠
と
す
る
の
は
、
家
庭
空
間
内
を
妻
の
領
域
で
あ
る
「
客
間
」

（「
親
密
性
、
社
交
性
、
顕
示
」
を
表
す
女
性
的
空
間
）
と
夫
の
領
域
で
あ

る
「
書
斎
」（「
隠
遁
、
孤
立
、
知
的
な
嗜
好
」
を
表
す
男
性
的
空
間
）
に

重
層
的
に
区
分
す
る
思
考
法
で
あ
る
。
シ
ャ
ミ
ア
は
近
代
の
「
私プ
ラ
イ
バ
シ
ー

秘
性
礼

讃
」
を
基
軸
に
、
私
的
領
域
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア

階
級
化
」
さ
れ
た
の
か
を
精
査
す
る
。
そ
れ
は
、「
男
女
の
領
域
分
離
主

義
」
な
い
し
「
家
庭
性
」
と
は
別
な
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
個
人
主
義
」
と
い

う
準
拠
枠
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
あ
り
、「
個
人
」
は
そ
の
自

己
の
あ
り
方
を
家
庭
と
い
う
場
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
た
と
解
説
す
る
も
の

で
あ
る
。
す
る
と
、「
家
庭
性
」
が
近
代
的
主
体
を
形
成
す
る
と
い
う
見

解
と
同
様
の
よ
う
だ
が
、
こ
の
点
で
注
意
す
べ
き
は
、「
家
庭
性
」
が

「
親
密
性
」
に
基
礎
を
置
く
の
に
対
し
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
個
人
主
義
」
に
お

い
て
は
、「
所
有
」
と
い
う
概
念
に
も
と
づ
い
て
男
性
的

0

0

0

主
体
が
形
成
さ

れ（
33
）、
し
か
も
、
そ
の
「
彼
」
は
（
自
己
）
所
有
を
脅
か
す
い
か
な
る
も

の
に
対
し
て
も
、
確
固
た
る
自
由
（
な
い
し
放
任
）
を
求
め
た
と
い
う
こ

ウ
ィ
リ
ア
ム
は
彼
女
を
警
察
へ
突
き
出
し
、
さ
ら
に
は
「
六
か
月
間
の
矯

正
院
」
送
り
に
処
す
の
で
あ
っ
た
（43 

）。
主
人
の
仮
借
の
な
い
態
度
は
、

ホ
プ
キ
ン
ス
夫
人
に
も
向
け
ら
れ
る
。
彼
女
の
異
常
な
家
計
濫
費
や
、
書

斎
の
机
か
ら
金
銭
を
く
す
ね
る
と
い
っ
た
盗
癖
が
露
呈
す
る
と
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
は
「
な
ん
の
前
置
き
も
弁
明
の
余
地
も
な
く
、
ま
っ
た
く
実
務
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

（in true business style
）」
そ
の
家
政
婦
を
解
雇
す
る
（82 

）〔
傍
点

引
用
者
〕。

　

夫
に
よ
っ
て
家
庭
空
間
に
持
ち
込
ま
れ
る
実
務
的
態
度
は
、
す
ぐ
れ
て

市
場
的
な
価
値
を
と
も
な
う
。
使
用
人
を
雇
用
す
る
、
指
導
す
る
、
解
雇

す
る
等
の
家
庭
内
管
理
活
動
は
、
家
庭
と
は
対
立
的
に
置
か
れ
た
領
域
、

す
な
わ
ち
、
市
場
経
済
と
い
う
男
性
的
領
域
に
お
け
る
活
動
を
模
倣
す
る

も
の
と
し
て
通
常
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が（

31
）、
で
は
ヘ
イ
ル
の
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
は
、
夫
の
家
庭
内
に
お
け
る
市
場
的
価
値
は
何
を
意
味
す
る
の

か
。
あ
き
ら
か
に
ハ
ー
リ
ー
家
で
は
、
妻
で
は
な
く
夫
が

―
ウ
ィ
リ
ア

ム
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば

―
「
家
政
婦
の
詐
欺
行
為
、
料
理
婦
の
二
枚

舌
」（102 

）
か
ら
家
庭
と
い
う
聖
域
を
救
済
す
る
の
だ
が
、
そ
の
さ
い
に

行
使
さ
れ
て
い
る
の
が
夫
の
実
務
家
的
手
段
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ね
に
夫

に
不
服
従
で
あ
り
、
ホ
プ
キ
ン
ス
の
解
雇
に
つ
い
て
で
さ
え
不
同
意
で
あ

っ
た
妻
を
も
圧
倒
す
る
力
を
も
ち
、
い
う
な
れ
ば
、
家
庭
内
係
争
に
判
決

を
く
だ
す
父
権
的
権
威
と
し
て
機
能
す
る
。
女
性
の
感
化
力
な
い
し
妻
の

家
庭
的
権
能
が
卓
越
す
る
と
さ
れ
る
家
庭
空
間
に
お
い
て
、
ハ
ー
リ
ー
家
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裏
面
で
は
、
夫
の
「
隠
遁
や
孤
立
」
を
可
能
に
し
、（
リ
ベ
ラ
ル
な
個
人

主
義
と
し
て
の
）
男
性
的
私
秘
性
が
妻
の
家
庭
内
権
威
を
凌
駕
す
る
こ
と

を
隠
蔽
し
て
い
た
と
い
え
る（

35
）。

　

ハ
ー
リ
ー
家
に
つ
い
て
、
こ
こ
か
ら
ふ
た
つ
の
事
実
が
推
察
さ
れ
よ
う
。

ひ
と
つ
は
、
夫
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
は
家
庭
に
お
け
る
自
分
の
私
秘
性
を
確
保

し
た
い
と
い
う
欲
望
が
あ
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
を
達
成
す
る

た
め
に
、
家
庭
内
不
和
を
調
停
し
て
「
統
一
と
調
和
」
を
は
か
る
必
要
性

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
親
密
性
、
社
交
性
、
誇
示
」
を
表
現
す

べ
き
ハ
ー
リ
ー
家
の
客
間
は
、「
冷
た
く
陰
気
な
」（114 

）
空
間
と
な
っ

て
お
り
、
妻
の
「
客
間
」
と
夫
の
「
書
斎
」
の
平
等
な
対
称
性
に
よ
る
家

庭
内
の
統
一
と
調
和
は
成
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
客
間
の
機
能
が
果
た
さ
れ

て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
家
庭
管
理
の
無
能
な
妻
に
効
率
的
管
理
力
を

伝
授
す
る
た
め
、
男
性
的
な
市
場
的
価
値
が
夫
に
よ
っ
て
家
庭
内
に
持
ち

込
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
家
事
使
用
人
た
ち
の
雇
用
と

解
雇
が
繰
り
返
さ
れ
る
ご
と
に
、
夫
が
「
使
用
人
を
頻
繁
に
変
え
る
と
、

僕
た
ち
は
気
む
ず
か
し
い
人
間
だ
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
」（9 

）
と
懸
念
す

る
の
は
、「
評
判
の
失
墜
〔
…
…
〕
そ
し
て
、
快
適
な
暮
ら
し
の
喪
失
」

（38 
）
と
い
う
不
安
に
由
来
す
る
も
の
と
わ
か
る
。
も
し
「
評
判
」
と
家

庭
の
「
快
適
さ
」
が
夫
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
二
要
素
だ
と
す
れ
ば
、

彼
は
や
は
り
世
間
体
を
維
持
し
な
が
ら
中
流
階
級
文
化
に
生
き
る
白
人
男

性
で
あ
り
、
ま
た
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
と
し
て
家
庭
内
の
「
快
適
さ
」、

と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
資
産
家
と
し
て
（
外
部
社
会
の
）
市
場
に
お
け

る
「
経
済
的
自
由
」
を
享
受
し
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
は
、
自
身
の
内

的
領
域
と
し
て
の
家
庭
の
な
か
に
も
個
人
的
な
自
由
志
向
を
生
じ
さ
せ
た
。

つ
ま
り
、
個
人
主
義
を
確
立
さ
せ
る
家
庭
内
の
「
個
人
的
自
由
」
と
は
、

一
家
の
法
的
所
有
者
か
つ
主
人
で
あ
る
中
流
階
級
の
白
人
男
性
の
み
が
専

有
で
き
た
の
で
あ
る（

34
）。
で
は
、
男
性
な
い
し
夫
は
、
い
か
に
し
て
家
庭

内
に
私
秘
性
を
獲
得
し
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

シ
ャ
ミ
ア
は
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
北
部
に
お
け
る
中
流
階
級
家
庭
の
一

般
的
な
個
人
住
宅
に
も
注
目
す
る
。
そ
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
建
築

の
平
面
図
を
眺
め
て
み
る
と
、
家
庭
空
間
内
に
「
統
一
と
調
和
」
を
も
た

ら
そ
う
と
、「
客
間
」
と
「
書
斎
」
が
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
配
置
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
の
外
見
上
の
男
女
両
領
域
の
平
等
性
は
、
じ
つ
は
家
父
長

的
支
配
力
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、

女
性
の
領
域
で
あ
る
「
客
間
」
の
機
能
が
充
実
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、

「
客
間
」
が
他
者
と
の
親
密
性
を
高
め
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
顕
示
欲
を
示
し

う
る
社
交
の
場
で
あ
る
こ
と
は
、
妻
が
つ
ね
に
誰
か
ら
も
「
可
視
」
の
状

態
に
あ
る
た
め
に
、
女
性
の
私
的
空
間
の
消
失
を
意
味
し
、
同
時
に
夫
の

私
秘
性
が
確
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
客
間
」
と
「
書

斎
」
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
的
統
一
と
調
和
と
は
、
妻
の
領
域
で
あ
る
「
客

間
」
の
充
実
に
よ
っ
て
中
流
階
級
家
庭
と
し
て
の
役
割
（「
世
間
体
」「
上

品
さ
」「
快
適
さ
」
等
々
）
が
果
た
さ
れ
て
い
る
と
見
せ
か
け
な
が
ら
、
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能
す
る
よ
う
に
、
的
確
に
家
庭
を
管
理
で
き
る
良
妻
と
し
て
躾
け
ら
れ
る

必
要
が
あ
る

―
け
っ
し
て
夫
の
領
域
で
読
書
行
為
を
す
る
よ
う
な
女
性

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
た
め
に
。
メ
ア
リ
が
ル
ー
ス
叔
母
の
も
と
で
着
実

に
「
良
妻
」
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
と
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
こ

れ
か
ら
到
来
す
る
で
あ
ろ
う
「
家
庭
の
幸
福
な
日
々
」（135 

）
を
予
見
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
は
や
家
庭
に
お
け
る
自
己
の
私
秘
性
を
脅
か
す
妻

に
慄
く
こ
と
は
な
い
と
い
う
安
堵
感
を
露
わ
に
す
る
。
そ
こ
で
、
ハ
ウ
ス

キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
に
お
け
る
夫
の
教
訓
的
主
張
と
は
何
か
を
再
考
し
て
み

る
と
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
家
庭
内
分
離
」
が
解
き
明
か
す
の
は
、

そ
れ
が
け
っ
し
て
妻
の
家
庭
内
主
権
の
掌
握
と
道
徳
的
優
越
性
を
謳
っ
た

単
純
な
原
理
な
ど
で
は
な
く
、
男
性
に
よ
る
家
庭
支
配
を
正
当
化
す
る
た

め
の
道
徳
的
な
矯
飾
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
よ
き
家
庭
の
主
婦
」
に

な
る
こ
と
と
は
、
女
性
が
外
部
社
会
で
の
政
治
的
な
「
権
利
」
や
法
的
な

「
自
由
」
を
も
た
な
い
の
と
同
様
に
、「
家
庭
の
帝
国
」
に
お
い
て
も
結
局

は
そ
の
主
権
を
夫
に
譲
渡
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し

て
メ
ア
リ
は
、
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
の
教
訓
な
い
し
夫
が
企
図
し
た

理
想
の
「
よ
き
家
庭
の
主
婦
」
へ
と
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

ヘ
イ
ル
は
性
差
を
強
調
す
る
「
男
女
の
領
域
分
離
主
義
」
を
声
高
に
掲

げ
、
そ
し
て
小
説
に
お
い
て
は
「
よ
き
家
庭
の
主
婦
」
の
模
範
例
を
提
示

し
な
が
ら
も
、
彼
女
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
規
定
す
る
内

実
を
暴
い
て
し
ま
う
。
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
の
領
域
論
的
教
訓
だ
と

す
な
わ
ち
、
個
人
的
自
由
を
享
受
す
る
人
物
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
ウ
ィ
リ

ア
ム
は
「
自
分
の
家
庭
を
快
適
か
つ
裕
福
に
す
る
た
め
に
、
家
政
婦
は
ホ

プ
キ
ン
ス
夫
人
と
は
異
な
る
資
質
を
あ
わ
せ
持
つ
べ
き
と
い
う
結
論
に
達

し
」（81 

）、
妻
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
彼
女
を
解
雇
す
る
。
ア
ン
テ
ベ

ラ
ム
期
の
快
適
な
中
流
階
級
家
庭
と
は
主
婦
と
使
用
人
た
ち
の
労
力
に
よ

り
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が（

36
）、
ま
さ
に
そ
の
快
適
さ
を
要
求
し
た

の
は
、
自
身
の
私
的
領
域
を
保
証
し
よ
う
と
し
た
夫
た
ち
で
あ
っ
た
。
と

す
れ
ば
、
家
庭
管
理
が
で
き
な
い
妻
は
、
夫
に
と
っ
て
自
己
の
私
秘
性
を

脅
か
す
存
在
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
と
っ
て
、
メ
ア
リ
こ
そ
が

（
悪
質
な
使
用
人
た
ち
よ
り
も
）
自
分
の
個
人
的
自
由
を
奪
い
う
る
本
当

の
脅
威
で
あ
る
と
い
え
ま
い
か
。

　

メ
ア
リ
が
夫
の
私
的
な
「
読
書
室
」（
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
書
斎
と
し
て
過

ご
す
場
）
に
侵
入
し
て
い
る
事
実
を
暗
示
さ
せ
る
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
夫
が
妻
を
脅
威
と
し
て
み
な
す
証
左
に
な
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
が

ル
ー
ス
叔
母
に
聖
書
を
読
む
習
慣
が
な
い
こ
と
を
打
ち
明
け
た
さ
い
、
彼

は
「
妻
に
意
味
あ
り
げ
な
視
線
」
を
や
っ
て
、「
メ
ア
リ
は
日
曜
日
に
な

る
と
新
聞
を
読
む
ん
で
す
よ
」（126︲127

）
と
発
言
す
る
場
面
が
あ
る
。

彼
の
「
意
味
あ
り
げ
な
視
線
」
と
は
、
妻
は
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は

な
い
と
の
非
難
と
い
う
よ
り
も
、
妻
は
夫
の
私
的
な
書
斎
で
新
聞
を
読
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

習
慣
が
あ
る

0

0

0

0

0

こ
と
に
つ
い
て
の
告
訴
と
し
て
読
み
え
よ
う
。
夫
の
書
斎
に

侵
犯
し
そ
の
私
秘
性
を
蚕
食
す
る
よ
う
な
妻
は
、「
客
間
」
が
正
し
く
機
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ふ
う
に

―
彼
に
投
げ
つ
け
る
。
多
く
の
家
事
労
働
研
究
で
例
証
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
主
婦
た
ち
は
つ
ね
に
「
疲
弊
し
て
」

お
り
、
彼
女
た
ち
が
口
に
す
る
「
奴
隷
」
と
い
う
表
現
は
家
事
労
働
に
よ

る
身
体
的
苦
痛
を
示
す
ば
か
り
か
、
奴
隷
労
働
と
の
類
似
関
係
を
通
し
て
、

家
事
労
働
そ
の
も
の
が
女
性
の
依
存
性
や
不
自
由
を
意
味
し
て
い
た（

37
）。

す
る
と
、
メ
ア
リ
の
軽
薄
な
悪
妻
ぶ
り
を
呈
し
て
い
た
発
言
の
数
々
は
、

あ
ら
た
な
意
味
を
付
随
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ま
一
度
、
優
秀
な
使
用

人
の
ナ
ン
シ
ー
を
解
雇
し
た
い
と
す
る
メ
ア
リ
の
理
由
に
、
耳
を
傾
け
て

み
た
い
。

ナ
ン
シ
ー
に
あ
ら
ゆ
る
特
権
を
与
え
て
し
ま
っ
て
は
、
わ
た
し
は
心
穏

や
か
で
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
家
庭
に
入
っ
て
か
ら
、
あ
な
た
と
あ
の

使
用
人
と
の
あ
い
だ
に
挟
ま
れ
て
、
わ
た
し
は
ず
っ
と
惨
め
で
し
た

（40 

）。

メ
ア
リ
の
不
満
は
た
ん
に
彼
女
の
利
己
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
テ
ク
ス

ト
に
三
度
現
れ
る
「
特
権
」
と
い
う
言
葉
は
、
彼
女
が
ナ
ン
シ
ー
に
つ
い

て
語
る
さ
い
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
（
使
用
人
が
保
持
す
る
）
講
演
会
へ

の
参
加
の
自
由
や
自
由
労
働
に
よ
る
賃
金
の
獲
得
な
ど
、
中
流
階
級
家
庭

の
主
婦
が
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
種
々
の
「
自
由
」
を
指
す
。
キ
ャ

ロ
ル
・
ラ
ッ
サ
ー
が
論
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
使
用
人
が
自
由
労
働
市
場

み
な
さ
れ
て
き
た
「
夫
の
説
教
」
と
は
、
家
庭
空
間
に
お
け
る
夫
の
私
的

領
域
を
確
保
し
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
の
修
辞
的
な
便
宜
と
し
て
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
家
父
長
と
し
て
の
権
威
を
再
主
張
す
る
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

お
わ
り
に
　

―
　

領
域
論
の
さ
ら
な
る
可
能
性
へ

　

ヘ
イ
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
夫
の
「
女
性
の
領
域
」
へ
の
執
着
を
露
呈
さ
せ

る
が
、
そ
れ
は
メ
ア
リ
に
と
っ
て
は
「
よ
き
家
庭
の
主
婦
」
の
名
の
も
と

に
、
家
庭
内
主
権
を
断
念
す
る
と
い
う
代
償
が
と
も
な
わ
れ
る
こ
と
で
も

あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
い
ま
一
度
確
認
す
べ
き
は
、
夫
へ
の
不
服

従
が
じ
つ
は
「
自
由
」
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
切
り
開
か
れ
て
い
く
可
能
性

に
つ
い
て
で
あ
る
。
改
心
し
た
メ
ア
リ
が
書
簡
を
通
じ
て
、
以
前
の
流
行

熱
か
ら
の
解
放
感
に
つ
い
て
「
わ
た
し
は
流
行
の
最
悪
な
奴
隷
で
し
た
。

い
ま
は
そ
の
忌
々
し
く
無
情
な
習
慣
か
ら
の
解
放
に
、
誇
り
を
感
じ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
」（135 

）
と
打
ち
明
け
る
と
き
、
ヘ
イ
ル
の
テ
ク
ス

ト
は
さ
ら
に
「
奴
隷
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
両
義
性
を
表
面

化
さ
せ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
頻
出
す
る
「
奴
隷
」
と
い
う
言
葉
は
別
の
文
脈

で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
夫
が
妻
に
家
事
の
重
要
性
を
説

こ
う
と
夫
婦
の
口
論
が
始
ま
る
と
、
彼
女
は
ま
さ
に
「
奴
隷
」
と
い
う
言

葉
を

―
「
あ
な
た
は
妻
を
奴
隷
に
さ
せ
た
い
わ
け
ね
」（82 

）
と
い
う
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係
性
に
つ
い
て
の
事
実
、
お
よ
び
、
自
由
へ
の
渇
望
を
公
然
と
言
わ
し
め

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
夫
を
当
惑
さ
せ
た
メ
ア
リ
の
家
事
へ
の
無
関
心
と
は
、

良
妻
と
な
れ
ば
完
全
に
自
由
を
放
棄
す
る
と
認
識
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
身

振
り
な
の
だ
。「
愚
か
な
妻
」
な
い
し
悪
妻
で
あ
る
こ
と
は
不
幸
で
あ
り
、

ま
た
、
良
妻
と
な
っ
て
も
自
由
を
断
念
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
自
由
の
放
棄
と
は
、
逆
説
的
に
も
「
自
由
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の

真
摯
な
議
論
の
契
機
に
も
な
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
テ

ク
ス
ト
が
そ
の
表
面
上
の
教
本
的
提
示
と
は
異
な
る
方
向
に
む
か
う
本
意

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ヘ
イ
ル
は
、
当
時
の
女
性
読
者
に
し
か
読
み
取

る
こ
と
の
で
き
な
い
「
自
由
で
あ
る
こ
と
」
の
意
味
を
そ
こ
に
潜
ま
せ
、

そ
れ
を
問
い
質
し
て
い
く
可
能
性
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

を
通
し
て
自
立
と
主
体
性
を
確
立
し
て
い
く
の
に
対
し
、
女
主
人
た
ち
は
、

そ
の
よ
う
な
市
場
と
使
用
人
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
自
身
の
権
威
失
墜
に

直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る（

38
）。
メ
ア
リ
の
不
満
と
は
、
法
的
に
自
立
す
る

「
夫
」
と
自
由
労
働
者
で
あ
る
「
使
用
人
」
と
の
狭
間
か
ら
生
じ
る
も
の

で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
、
結
婚
と
い
う
制
度
下
に
お
け
る
妻
の
法
的
不
自

由
（
依
存
）
や
、
奴
隷
労
働
に
な
ぞ
ら
え
る
妻
の
家
事
労
働
と
い
う
義
務
、

そ
し
て
、
そ
れ
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
「
惨
め
さ
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
最
終
章
で
は
、
メ
ア
リ
は
ル
ー
ス
叔
母
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か

で
自
分
の
結
婚
生
活

―
夫
と
使
用
人
と
の
暮
ら
し

―
を
振
り
返
り
、

「
こ
の
よ
う
な
生
活
を
送
り
、
わ
た
し
は
不
安
で
、
不
幸
な
人
間
で
し
た
」

（141 

）
と
率
直
に
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
妻
と
「
女
性
の
領
域
」
の
関

（
1
）H

arriet Beecher Stow
e, 

“Trials of a H
ousekeeper,

” G
odeyʼs 

Ladyʼs Book 18 

（Jan. 1839

）: 6.

（
2
）H

asia R. D
iner, E

rinʼs D
aughters in A

m
erica: Irish Im

m
igrant 

W
om

en in the N
ineteenth-Century 

（Baltim
ore: T

he Johns 
H

opkins U
P, 1983

）, xiii.

『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
次
の

よ
う
な
物
語
の
タ
イ
ト
ル
に
注
目
さ
れ
た
い
。V

irginia 
D

e 
Forest, 

“Biddyʼs Blunders,

” Godeyʼs Ladyʼs Book 50 

（A
pr. 1855

）: 329︲
330; K

ate H
arrington, 

“Irish Blunders,

” G
odeyʼs Ladyʼs Book 

51 
（Sep. 1855

）: 247︲248.

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
女
性
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
化
の
背
景
に
は
、
中
流
階
級
家
庭
の
主
婦
た
ち
を
煩
わ
せ
た
「
使
用
人

問
題
」
が
あ
っ
た
。
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
「
使
用
人
問
題
」
に
つ
い
て
以

下
を
参
照
の
こ
と
。Faye E. D

udden, Serving W
om

en: H
ouse-

註
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hold Service in N
ineteenth-Century A

m
erica 

（M
iddletow

n: 
W

esleyan U
P, 1983

）, 44︲71.

（
3
）
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
衝
撃
を
与
え
た

「
厄
介
な
威
力
」
と
し
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
都
市
化
、
移
民
、
商
い
」

を
掲
げ
て
お
り
、
物
語
の
女
性
主
人
公
た
ち
が
「
管
理
の
行
き
届
い
た
中

流
階
級
家
庭
」
と
い
う
「
上
品
な
る
媒
体
」
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
脅
威

を
「
緩
和
」
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。Blaine 

M
cK

inley, 

“Troublesom
e Com

forts: T
he H

ousekeeper-Servant Relation-
ship in A

ntebellum
 D

idactic Fiction,

” Journal of A
m

erican 
Culture 5.2 

（1982

）: 36, 43.
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
帝
国
と

し
て
領
土
拡
大
や
国
家
形
成
を
邁
進
さ
せ
て
い
く
時
代
に
、
本
論
文
で
取

り
上
げ
る
物
語
が
産
出
さ
れ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
エ
イ
ミ
ー
・
カ
プ
ラ

ン
が
議
論
し
て
い
る
よ
う
に
、「
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
」
と
い
う
言
説
を

め
ぐ
っ
て
、
帝
国
主
義
的
な
社
会
の
流
動
性
と
家
庭
の
形
成
と
の
あ
い
だ

に
見
ら
れ
る
密
接
な
共
謀
性
を
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
物
語
か
ら
読
み
と
る

こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
当
時
の
人
気
作
家
Ｔ
・
Ｓ
・

ア
ー
サ
ー
や
後
述
す
る
セ
ア
ラ
・
ヘ
イ
ル
ら
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
小
説

に
は
、
泥
酔
事
件
を
引
き
起
こ
し
て
白
人
中
流
階
級
家
庭
か
ら
解
雇
さ
れ

る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
使
用
人
女
性
が
登
場
す
る
。
彼
女
た
ち
の
ア

イ
リ
ッ
シ
ュ
性
は
、「
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
」
を
介
し
て
ア
メ
リ
カ
の
国

家
建
設
と
パ
ラ
レ
ル
に
表
象
さ
れ
る
中
流
階
級
文
化
に
は
汲
み
入
れ
ら
れ

ず
、
い
わ
ば
「
異
質
な
も
の
」
と
し
て
の
排
除
の
構
図
が
見
ら
れ
る
と
い

え
る
。A

m
y K

aplan, T
he A

narchy of E
m

pire in the M
aking of 

U
. S. Culture 

（Cam
bridge: H

arvard U
P, 2002

）, 24︲26; T
. S. 

A
rthur, T

ired of H
ousekeeping 

（N
ew

 Y
ork: D

. A
ppleton &

 
Co., 1842

）, 67︲71.

（
4
）M

ary Cathryn Cain, 

“Race, Republicanism
, and D

om
estic Ser-

vice in the A
ntebellum

 U
nited States,

” Left H
istory 12.2 

（2007

）: 64︲65. 

（
5
）Sarah Josepha H

ale, K
eeping H

ouse and H
ouse K

eeping: A
 

Story of D
om

estic Life 

（N
ew

 Y
ork: H

arper &
 Brothers, 1845

）. 

以
下
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
頁
数
は
こ
の
版
に
も
と
づ
く
。

（
6
）
イ
ザ
ベ
ル
・
エ
ン
ト
リ
キ
ン
や
ル
ー
ス
・
フ
ィ
ン
リ
ー
ら
ヘ
イ
ル
の
伝
記

作
家
た
ち
は
、「
感
傷
性
」
を
強
調
す
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
女

性
文
化
を
拡
大
さ
せ
た
人
物
と
し
て
、
ヘ
イ
ル
を
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、

女
性
編
集
者
と
し
て
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
モ
ッ
ト
に

よ
る
と
、『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』
誌
に
は
政
治
的
話
題
を
掲
載
し
な
い
と
す

る
出
版
者
ル
イ
ス
・
ゴ
ー
デ
ィ
の
方
針
に
、
ヘ
イ
ル
は
従
順
で
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
ヘ
イ
ル
が
反
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
と
さ
れ
て
き
た
最
大
の
要

因
は
、
彼
女
が
女
性
の
権
利
拡
大
運
動
に
対
し
て
否
定
的
な
姿
勢
を
示
し

た
か
ら
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
立
場
か
ら
の
批
判
は

ゴ
セ
ッ
ト
と
バ
ー
ズ
を
参
照
さ
れ
た
い
。Isabelle 

W
ebb 

Entrikin, 
Sarah Josepha H

ale and G
odeyʼs Ladyʼs Book 

（Philadelphia: 
Lancaster Press, 1946

）; Luce E. Finley, T
he Lady of G

odeyʼs: 
Sarah Josepha H

ale 

（Philadelphia: Lippincott, 1931

）; Frank 
Luther M

ott, A
 H

istory of A
m

erican M
agazines: 1741︲1850, 

V
olum

e 1 

（Cam
bridge: H

arvard U
P, 1938; Fourth Printing, 

1966

）, 580︲594; Suzanne Gossett and Barbara A
nn Bardes, 

“Wom
en and Political Pow

er in the Republic: T
w

o Early 
A

m
erican N

ovels,

” Legacy 2.2 

（Fall 1985

）: 16︲17.

し
か
し
、
ニ

ー
ナ
・
ベ
イ
ム
の
ヘ
イ
ル
論
を
皮
切
り
に
、
近
年
で
は
ヘ
イ
ル
の
著
作
に

お
け
る
「
家
庭
性
」
が
き
わ
め
て
政
治
的
で
あ
る
と
論
証
さ
れ
て
い
る
。

N
ina Baym

, Fem
inism

 and A
m

erican Literary H
istory 

（N
ew

 
Brunsw

ick: Rutgers U
P, 1992

）, 167︲182.
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（
7
）
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
「
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
」
論
で
は
、
上
述

の
カ
プ
ラ
ン
の
ほ
か
ジ
リ
ア
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
や
ロ
ー
リ
・
メ
リ
ッ
シ
ュ
、

ベ
ッ
ツ
ィ
・
ク
リ
マ
ス
ミ
ス
ら
に
よ
っ
て
、
よ
り
徹
底
的
に
「
男
女
の
領

域
分
離
主
義
」
の
見
直
し
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。Gillian 

Brow
n, 

D
om

estic Individualism
: Im

agining Self in N
ineteenth-Century 

A
m

erica 

（Berkeley: U
niversity of California Press, 1990

）; Lori 
M

erish, Sentim
ental M

aterialism
: G

ender, Com
m

odity Cul-
ture, and N

ineteenth-Century A
m

erican Literature 

（D
urham

: 
D

uke U
P, 2000

）; Betsy K
lim

asm
ith, A

t H
om

e in the City: 
U

rban 
D

om
esticity 

in 
A

m
erican 

Literature 
and 

Culture, 
1850︲1930 

（D
urham

: U
niversity of N

ew
 H

am
pshire Press, 

2005

）.

（
8
）M

cK
inley, 39, 40.

（
9
）
ヘ
イ
ル
は
自
著
で
あ
る
家
庭
管
理
の
手
引
書
に
お
い
て
、
家
庭
の
主
婦
を

示
す
さ
い
に
「
女
主
人
」（m

istress

）
よ
り
も
「
ア
メ
リ
カ
的
な
表
現
」

で
あ
る
「
主
婦
」（housekeeper

）
を
好
ん
で
用
い
、
ま
た
「
よ
き
家

庭
の
主
婦
と
い
う
名
声
」
に
値
す
る
女
性
を
理
想
的
な
主
婦
と
し
て
い
る
。

Sarah Josepha H
ale, T

he G
ood H

ousekeeper, O
r, the W

ay to 
Live W

ell, and T
o Be W

ell W
hile W

e Live 

（Boston: W
eeks, 

Jordan and Com
pany, 1839

）, 117︲118.

（
10
）M

cK
inley, 36, 39.

（
11
）Cain, 64︲65. 

（
12
）
ス
ー
ザ
ン
・
ス
ト
ラ
ッ
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
共
和
国
ア
メ
リ
カ
の
主
婦
に
よ

っ
て
築
か
れ
る
「
使
用
人
階
級
を
必
要
と
し
な
い
」
家
庭
は
、
キ
ャ
サ
リ

ン
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
よ
う
な
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
家
庭
理
論
家
に
と
っ
て

理
想
的
で
あ
り
、
使
用
人
を
雇
う
主
婦
は
「
女
性
の
主
要
な
責
務
を
回
避

す
る
」
者
と
し
て
、
共
和
主
義
的
精
神
か
ら
い
え
ば
「
不
名
誉
」（dis-

honor

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
キ
ャ
ス
リ
ン
・
ス
ク
ラ
ー
も
参

照
の
こ
と
。Susan Strasser, N

ever D
one: A

 H
istory of A

m
eri-

can H
ousew

ork 

（N
ew

 Y
ork: Pantheon Books, 1982

）, 166︲167. 
K

athryn K
ish Sklar, Catharine Beecher: A

 Study in A
m

erican 
D

om
esticity 

（N
ew

 H
aven: Y

ale U
P, 1973

）, 151.

「
不
名
誉
」
の
意

識
と
は
、
共
和
国
市
民
は
「
自
立
し
た
小
生
産
者
」
で
あ
る
べ
き
と
い
う

共
和
制
理
念
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
雇
わ
れ
者
」
と
そ
の
状
態

を
示
す
「
隷
属
」
や
「
賃
金
労
働
」
は
、
共
和
主
義
的
自
由
に
対
す
る
脅

威
を
想
起
さ
せ
た
。Eric 

Foner, 
Free 

Soil, 
Free 

Labor, 
Free 

M
en: T

he Ideology of the R
epublican Party Before the Civil 

W
ar, W

ith a N
ew

 Introductory Essay （N
ew

 Y
ork: O

xford U
P, 

1995

）, xiii; D
avid R. Roediger, T

he W
ages of W

hiteness: R
ace 

and the M
aking of the A

m
erican W

orking Class. Revised Edi-
tion 

（London: V
erso, 1999 

﹇1991

﹈）, 35.

（
13
）
社
会
の
賃
金
労
働
化
は
、
白
人
男
性
に
対
し
て
共
和
国
市
民
か
つ
「
男

性
」
と
し
て
の
自
己
像
を
脅
か
し
た
。「
雇
わ
れ
者
」
は
「
依
存
」
を
含

意
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
依
存
と
は
具
体
的
に
「
夫
に
法
的
に
従
属

す
る
妻
」
と
い
う
女
性
の
身
分
を
指
し
て
い
た
た
め
、「
女
性
化
す
る
」

不
安
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
他
方
で
は
、
自
由
労
働
思
想

の
伝
統
と
し
て
、
賃
金
労
働
そ
の
も
の
は
依
存
を
誘
発
す
る
も
の
で
は
な

い
と
の
言
説
も
存
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
男
女
の
領
域
分
離
主
義
」
が

賃
金
労
働
を
肯
定
化
し
た
。
つ
ま
り
、
夫
の
非
依
存
的
（
自
立
的
）
な
賃

金
労
働
は
妻
の
依
存
的
な
家
事
労
働
と
明
確
に
区
別
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
白
人
男
性
の
自
己
形
成
に
と
も
な
う
不
安
は
払
拭
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

A
m

y D
ru Stanley, 

“Market Life and the M
orality of the M

ar-
ket,
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he M

arket R
evolution in A

m
erica: Social, Political, 

and R
eligious E

xpressions, 1880︲1880, M
elvyn Stokes and 
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Stephen Conw
ay, eds. 

（Charlottesville: U
P of V

irginia, 1996

）, 
84︲86; Roediger, 45.

（
14
）Cain, 64.

「
家
事
使
用
人
に
な
る
こ
と
」
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
白
人
女
性

の
不
快
に
つ
い
て
、
以
下
も
参
照
の
こ
と
。D

udden, 7︲8; Christine 
Stansell, City of W

om
en: Sex and Class in N

ew
 Y

ork, 1789︲
1860 

（U
rbana: U

niversity of Illinois Press, 1987

）, 157.

（
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）D

iner, 71; Carol Lasser, 

“The D
om

estic Balance of Pow
er: 

Relations Betw
een M

istress and M
aid in N

ineteenth-Century 
N

ew
 England,

” Dom
estic Ideology and D

om
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ork, Part 1, 
N

ancy F. Cott, ed. 

（M
unich: K

. G. Saur, 1992

）, 123.

た
と
え
ば
、

一
八
五
〇
年
の
ボ
ス
ト
ン
や
一
八
五
五
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
家
事

使
用
人
の
七
割
以
上
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
者
で
あ
っ
た
。M

argaret 
Lynch-Brennan, T

he Irish Bridget: Irish Im
m

igrant W
om

en 
in D

om
estic Service in A

m
erica, 1840︲1930 

（Syracuse: Syra-
cuse U

P, 2009

）, 84; Stansell, 156︲157.

（
16
）D

udden, 115.

（
17
）Catharine E. Beecher, A

 T
reatise on D

om
estic E

conom
y, for 

the U
se of Y

oung Ladies at H
om

e, and at School 

（Boston: 
M

arsh, Capen, Lyon, and W
ebb, 1841; reprint, N

ew
 Y

ork: 
Source Book Press, 1970

）, 200︲201.

以
下
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の

引
用
頁
数
は
こ
の
版
に
も
と
づ
く
。

（
18
）
ヘ
イ
ル
は
ビ
ー
チ
ャ
ー
と
同
様
に
、
ア
メ
リ
カ
人
主
婦
た
ち
が
家
事
使
用

人
を
雇
わ
ず
に
家
庭
管
理
す
べ
き
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
ヘ

イ
ル
は
現
状
を
重
視
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
女
性
の
雇
用
を
認
め
ざ
る
を

え
な
い
と
し
た
立
場
か
ら
、『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』
誌
に
て
移
民
女
性
た
ち

を
優
秀
な
家
事
使
用
人
へ
と
養
成
す
る
訓
練
施
設
の
必
要
性
に
つ
い
て
訴

え
て
い
る
。Sarah Josepha H

ale, 

“The Industrial W
om

enʼs A
id 

A
ssociation,

” G
odeyʼs Ladyʼs Book 56 

（Jan./M
ar. 1858

）: 82, 
276︲277.

（
19
）Laurie O

usley, 

“The Business of H
ousekeeping: T

he M
istress, 

the D
om

estic W
orker, and the Construction of Class.

” Legacy 
23.2 

（2006

）: 135, 141.

ス
ト
ウ
の
自
由
労
働
思
想
お
よ
び
「
契
約
」
観

に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。Rachel N

aom
i K

lein, 

“Harriet 
Beecher Stow

e and the D
om

estication of Free Labor Ideol-
ogy,

” Legacy 18.2 

（2001

）: 135︲152.

（
20
）M

cK
inley, 37; Barbara Ryan, Love, W

ages, Slavery: T
he Lit-

erature of Servitude in the U
nited States 

（U
rbana: U

niversity 
of Illinois Press, 2006

）, 1︲2.

（
21
）Ryan, 21.

（
22
）
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
「
女
主
人
」
像
を
理
想
的
モ
デ
ル
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
メ
ア
リ
・
ケ
イ
ン
の
議
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ケ
イ
ン
は

「
真
の
共
和
主
義
者
」
が
家
庭
を
階
級
差
の
な
い
空
間
に
仕
立
て
よ
う
と

す
る
と
き
に
生
じ
る
、
家
庭
内
階
級
差
別
と
人
種
的
差
異
の
す
り
替
え
を

指
摘
す
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
移
民
は
「
白
人
で
は
な
い
」
と
い
う
人
種

観
念
上
の
前
提
に
も
と
づ
き
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
慈
恵
の
心
を
も
つ

ア
メ
リ
カ
白
人
女
性
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ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
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黒
人
」
と
し
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文
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化
す
る
」
こ
と
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に
課
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ら
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た
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と
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て
捉
え
ら
れ
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Cain, 66︲68.
（
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）
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で
い
う
「
近
代
的
」
と
は
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ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
中
流
階
級
家
庭
が

「
現
在
と
い
う
時
間
軸
に
お
い
て
、
伝
統
と
当
世
風
な
も
の
が
交
差
す
る

場
」
で
あ
る
と
い
う
ト
マ
ス
・
ア
レ
ン
の
議
論
に
よ
る
。
本
稿
で
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、
と

く
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初
期
共
和
制
の
伝
統
的
価
値
観
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
価
値
観
が
融
合
さ
れ
た
状
態
を
指
す
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の
と
す
る
。T

hom
as 
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（Chapel H
ill: T
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niver-

sity of N
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）, 122.

（
24
）Stansell, 159.

（
25
）D

udden, 163.

（
26
）
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
の
田
園
的
価
値
観
が
賦
与
さ
れ
た
女
性
像
に

つ
い
て
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。Catherine E. K

elly, In the N
ew

 
E

ngland Fashion: R
eshaping W

om
enʼs Lives in the N

ineteenth 
Century 

（Ithaca: Cornell U
P, 1999

）, 229.

（
27
）Granville Ganter, 

“The U
nexceptional Eloquence of Sarah 

Josepha H
aleʼs Lecturess,

” Proceedings 112.2 

（2002

）: 277.

ヘ
イ

ル
の
教
育
環
境
に
つ
い
て
の
詳
細
な
解
説
は
、
以
下
の
評
伝
を
参
照
せ
よ
。

Entrikin, 1︲16.

（
28
）『
レ
デ
ィ
ー
ズ
・
マ
ガ
ジ
ン
』
誌
は
一
八
二
八
年
に
創
刊
さ
れ
、
九
年
間

発
刊
さ
れ
た
。Patricia O

kker, O
ur Sister E

ditors: Sarah J. 
H

ale 
and 

the 
T

radition 
of 

N
ineteenth-Century 

A
m

erican 
W

om
en E

ditors 

（A
thens: T

he U
niversity of Georgia Press, 

1995

）, 44, 83.

（
29
）
ガ
ン
タ
ー
は
ヘ
イ
ル
の
『
女
演
説
家
』（
一
八
三
九
）
を
分
析
す
る
に
あ

た
り
、
女
性
に
よ
る
公
的
な
演
説
活
動
に
対
す
る
ヘ
イ
ル
の
あ
か
ら
さ
ま

な
非
難
は
「
パ
ラ
ド
ク
ス
」
だ
と
断
定
す
る
。
主
人
公
の
演
説
家
と
し
て

の
才
能
や
公
的
な
場
に
お
け
る
女
性
の
活
動
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
じ
つ
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
女
性

読
者
に
し
か
「
聴
解
」
で
き
な
い
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
「
コ
ー
ド
化
」

さ
れ
て
い
る
と
読
む
。
そ
の
よ
う
な
「
パ
ラ
ド
ク
ス
」
に
留
意
し
つ
つ
、

本
稿
は
夫
の
領
域
論
的
転
倒
を
強
調
し
た
う
え
で
テ
ク
ス
ト
の
本
意
を
問

う
も
の
と
し
た
い
。Ganter, 275︲276.

（
30
）
ア
レ
ン
は
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
小
説
分
析
に
お
い
て
、
妻
の
効
率
的
管
理
力

が
一
家
の
経
済
的
・
道
徳
的
破
滅
を
回
避
す
る
と
論
証
し
て
い
る
。
ヘ
イ

ル
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
、
夫
の
発
言
に
は
「
家
庭
の
領
域
と
商
業
の

世
界
を
つ
な
ぐ
論
理
的
基
盤
」
が
見
ら
れ
よ
う
。A

llen, 124.

（
31
）D

udden, 163; M
cK

inley, 40.

（
32
）M

ilette Sham
ire, Inexpressible Privacy: T

he Interior Life of 
A

ntebellum
 A

m
erican Literature 

（Philadelphia: U
niversity of 

Pennsylvania Press, 2006

）, 25.

（
33
）Sham

ire, 22︲24.

シ
ャ
ミ
ア
は
「
リ
ベ
ラ
ル
な
個
人
主
義
」
が
「
所
有
」

に
も
と
づ
く
こ
と
に
つ
い
て
、
近
代
の
「
私
的
化
さ
れ
た
個
人
は
家
屋
を

所
有
す
る
よ
う
に
自
己
を
所
有
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
資
産
所
有
者
だ

か
ら
だ
〔
…
…
〕」
と
の
根
拠
を
示
す
。

（
34
）Sham

ire, 22︲26.

（
35
）Sham

ire, 26︲28.

さ
ら
に
シ
ャ
ミ
ア
は
、「
客
間
」
と
「
書
斎
」
に
つ
い

て
詳
細
な
分
析
を
し
て
お
り
（Sham

ir, 36︲44, 45︲51

）、
と
く
に
書
斎

に
つ
い
て
は
マ
ー
ク
・
ウ
ィ
グ
リ
ー
の
建
築
史
的
な
見
地
を
引
用
し
て
、

家
庭
内
に
お
け
る
「
私
的
な
空
間
と
は
男
性
の
書
斎
で
あ
り
、〔
…
…
〕

誰
の
入
室
も
許
さ
れ
な
い
、
知
的
な
空
間
で
あ
っ
た
〔
…
…
〕」
と
解
説

し
て
い
る
。
ウ
ィ
グ
リ
ー
の
論
文
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
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