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子

　

日
本
の
歴
史
の
中
で
、
女
性
の
周
縁
化
の
進
行
を
示
す
象
徴
的
事
象
の
一
つ
は
、
女
人
禁
制
と
い
う
ル
ー
ル
の
出
現
で
あ
る
。
そ

の
背
景
に
、
女
性
の
身
体
に
対
す
る
穢
れ
意
識
が
深
く
介
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

穢
れ
に
つ
い
て
は
中
世
史
研
究
領
域
で
、
か
つ
て
黒
田
俊
雄
・
大
山
喬
平
に
よ
り
、
触
穢
思
想
が
平
安
初
期
に
大
陸
か
ら
先
進
思

想
と
し
て
輸
入
さ
れ
、
そ
れ
が
部
落
差
別
に
結
び
つ
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い（

1
）る

。
だ
が
、
な
ぜ
触
穢
思
想
が
受
容
さ
れ
た
の
か
、

そ
し
て
な
ぜ
そ
れ
が
女
性
身
体
へ
の
穢
れ
意
識
に
結
び
つ
き
、
つ
い
に
は
女
人
禁
制
へ
と
帰
結
し
た
の
か
、
と
い
う
点
は
検
討
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
脇
田
晴
子
が
「
女
人
禁
制
と
触
穢
思
想
―
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
身
体
的
性
差
」、『
日
本
中
世
被
差
別
民

の
歴
史
』、『
中
世
京
都
と
祇
園
祭

―
疫
病
と
都
市
の
生（

2
）活

』
と
い
う
一
連
の
研
究
の
な
か
で
、
新
た
な
視
点
を
示
し
た
。
脇
田
は
、

中
国
・
韓
国
か
ら
渡
来
し
た
触
穢
思
想
は
、
日
本
の
一
定
度
の
社
会
的
発
展
に
よ
り
受
容
基
盤
が
熟
し
た
平
安
初
期
、
未
熟
な
段
階

の
衛
生
思
想
と
し
て
都
の
貴
族
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
推
論
す
る
。
当
時
疫
病
は
怨
霊
（
御
霊
）
化
し
た
疫
病
神
の
祟
り
と
考
え

ら
れ
て
い
た
が
、
同
時
に
死
体
や
血
液
が
疫
病
を
媒
介
す
る
こ
と
を
経
験
的
に
気
づ
い
て
お
り
、「
血
穢
」「
死
穢
」
を
忌
避
し
た
。

そ
し
て
人
間
が
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
老
病
死
の
現
象
を
「
穢
れ
」
と
し
、
出
産
や
月
経
で
体
内
か
ら
出
血
す
る
女
性
に
責
任

を
負
わ
せ
、
死
体
を
「
死
穢
」
に
染
む
も
の
と
し
て
弱
者
で
あ
る
被
差
別
民
に
お
し
つ
け
た
と
み
る
。
触
穢
思
想
は
南
北
朝
期
に
一

定
の
普
及
を
み
せ
、
戦
国
期
に
は
解
放
の
動
き
と
農
村
へ
の
普
及
の
動
き
と
が
交
錯
す
る
。
脇
田
は
触
穢
思
想
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
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た
女
人
禁
制
が
一
般
民
衆
世
界
に
ま
で
広
範
に
定
着
す
る
の
は
、
江
戸
中
期
と
推
論
し
て
い
る
。

　

触
穢
思
想
の
背
景
に
あ
る
感
染
症
へ
の
恐
怖
、
そ
れ
が
女
人
禁
制
に
象
徴
さ
れ
る
女
性
の
周
縁
化
に
結
び
つ
い
て
い
く
と
い
う
流

れ
へ
の
展
望
は
説
得
力
を
持
つ
が
、
触
穢
思
想
お
よ
び
衛
生
思
想
が
時
代
に
よ
っ
て
、
ま
た
受
容
層
に
よ
っ
て
み
せ
る
異
な
っ
た
展

開
や
、
そ
れ
ら
の
展
開
を
受
け
て
多
様
な
女
性
排
除
の
形
が
出
現
し
て
い
く
さ
ま
を
、
個
別
の
事
例
か
ら
検
証
し
て
い
く
と
い
う
課

題
が
残
さ
れ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
近
年
は
、
穢
れ
意
識
や
衛
生
認
識
の
変
化
を
、
経
済
や
行
政
シ
ス
テ
ム
の
転
換
、
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
と
い
っ
た
多
様
な

フ
ァ
ク
タ
ー
か
ら
見
直
し
、
そ
れ
ら
が
被
差
別
民
や
女
性
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
新
し
い
実
証
研
究
が
蓄

積
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
前
近
代
で
は
宮
崎
ふ
み
子
が
、
江
戸
中
期
の
恐
山
で
女
性
が
落
ち
る
「
血
の
池
地
獄
」
が
成
立
し
た
背
景
を
、
恐
山
の

観
光
化
や
寺
院
経
営
問
題
と
の
関
わ
り
の
中
で
解
き
明
か
し
た

（
3
）。

ま
た
近
代
史
で
は
小
林
丈
広
が
、
コ
レ
ラ
防
疫
行
政
の
展
開
が
地

域
差
別
を
変
容
さ
せ
て
い
く
さ
ま
を
論
じ
て
お（

4
）り

、
成
田
龍
一
は
、
近
代
社
会
で
女
性
が
衛
生
の
担
い
手
と
さ
れ
た
こ
と
や
、
女
性

に
対
す
る
衛
生
の
普
及
が
、
衛
生
に
裏
付
け
ら
れ
た
新
し
い
女
性
美
の
基
準
を
定
着
さ
せ
た
こ
と
を
指
摘
す（

5
）る

。
さ
ら
に
福
田
眞
人

の
、「
美
女
と
天
才
の
病
」
と
い
う
近
代
の
結
核
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
研
究
な
ど
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き（

6
）る

。

　

右
の
研
究
成
果
は
、
穢
れ
と
衛
生
と
い
う
領
域
か
ら
女
性
が
周
縁
化
さ
れ
る
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
研
究
方
法
の
有
効

性
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
の
使
わ
れ
て
い
る
史
料
の
多
様
性
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
領
域
の
な
か
で
、
さ
ら
に
多
く
の
実
証
研
究
を

今
後
も
蓄
積
し
う
る
可
能
性
と
必
要
性
と
を
示
唆
し
た
。

　

そ
こ
で
穢
れ
と
衛
生
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
据
え
、
女
性
の
身
心
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
の
歴
史
的
変
容
を
多
角
的
に
検
討
す
る
こ
と
を

め
ざ
し
て
、
歴
史
学
を
中
心
に
、
医
学
や
文
化
人
類
学
、
民
俗
学
、
比
較
文
化
学
、
衛
生
学
、
哲
学
な
ど
の
研
究
者
が
広
く
連
携
す

る
形
で
共
同
研
究
を
組
織
し
た
。
本
書
は
そ
の
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
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以
下
、
収
録
論
文
に
つ
い
て
、
本
書
の
構
成
に
基
づ
き
二
部
に
分
け
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
各
部
の
中
の
紹
介
順
序
は
論
文
の
掲

載
順
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

Ⅰ　

宗
教
／
儀
礼
／
穢
れ

　

こ
こ
で
は
宗
教
や
儀
礼
の
世
界
に
み
ら
れ
る
、
女
性
の
罪
や
穢
れ
に
対
す
る
認
識
と
対
応
に
つ
い
て
の
研
究
、
ま
た
そ
れ
と
関
わ

っ
て
、
宗
教
都
市
（
地
域
）
の
歴
史
的
変
容
に
関
す
る
研
究
を
収
め
た
。

　

ま
ず
、
宗
教
を
め
ぐ
っ
て
。

　

中
世
史
の
平
雅
行
は
か
つ
て
、
旧
仏
教
に
よ
っ
て
仏
教
的
女
性
差
別
観
で
あ
る
女
人
罪
業
観
が
貴
族
層
へ
浸
透
す
る
の
が
、
九
世

紀
後
半
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

7
）が

、
本
書
に
収
め
た
「
善
光
寺
と
女
人
罪
業
観
」
で
は
、
善
光
寺
信
仰
の
分
析
に

基
づ
い
て
、
女
人
罪
業
観
が
庶
民
層
に
ま
で
定
着
し
て
い
っ
た
時
期
が
一
五
世
紀
後
半
以
降
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
定
着
の
背

景
に
は
、
一
五
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
百
姓
世
界
に
家
父
長
制
家
族
が
成
立
し
、
女
性
の
従
属
化
が
進
展
し
た
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
段
階
で
も
善
光
寺
信
仰
は
女
性
に
対
す
る
差
別
的
救
済
論
一
色
で
は
な
く
、
女
人
罪
業
観
の
影
響
が

ほ
と
ん
ど
な
い
善
光
寺
縁
起
も
存
在
し
て
お
り
、
女
人
罪
業
観
が
民
衆
世
界
へ
い
か
に
定
着
す
る
か
は
、
さ
ら
に
検
証
が
必
要
で
あ

る
と
す
る
。

　

近
世
史
か
ら
は
宮
崎
ふ
み
子
「
富
士
講
・
不
二
道
の
女
性
不
浄
観
批
判
―
―
妊
娠
と
出
産
に
つ
い
て
の
言
説
を
中
心
に
」
が
、
宗

教
が
女
性
の
周
縁
化
を
積
極
的
に
否
定
し
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。
幕
末
の
富
士
講
・
不
二
道
は
、
月
経
・
妊
娠
・
出
産
を
清
浄

で
あ
る
と
説
き
、
社
会
一
般
に
定
着
し
て
い
た
女
性
不
浄
観
を
批
判
し
た
。
そ
れ
は
世
の
変
革
に
伴
っ
て
陰
陽
や
男
女
の
あ
り
方
が

逆
転
す
る
、
と
い
う
教
義
に
基
づ
く
考
え
方
で
も
あ
り
、
江
戸
時
代
後
期
に
広
が
っ
た
賀
川
流
産
科
と
い
う
新
し
い
実
証
的
産
科
医

学
知
識
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
妊
娠
・
出
産
の
禁
忌
か
ら
の
解
放
だ
け
で
な
く
、
女
性
不
浄
観
・
罪
業
観
の
よ
う
な
社
会
通
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念
も
含
め
た
レ
ベ
ル
で
の
女
性
の
解
放
に
は
、
宗
教
的
信
念
が
大
き
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

武
藤
康
弘
「
奈
良
の
伝
統
的
祭
礼
と
女
性
―
―
歴
史
民
俗
学
的
視
座
か
ら
の
分
析
」
は
、
奈
良
県
内
の
祭
礼
調
査
を
通
じ
て
、
女

人
禁
制
に
は
多
様
な
排
除
の
レ
ベ
ル
と
形
が
あ
り
、
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
も
変
化
を
み
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
と
に
近
年

の
少
子
高
齢
化
は
、
文
字
通
り
の
聖
域
に
も
現
代
的
変
容
を
せ
ま
っ
て
い
て
、
祭
礼
の
担
い
手
の
減
少
は
従
来
宮
座
か
ら
排
除
さ
れ

て
い
た
成
人
女
性
の
参
加
を
、
圧
倒
的
少
子
化
は
男
児
の
祭
り
へ
の
女
児
の
参
加
を
促
進
さ
せ
て
い
る
。
伝
統
的
共
同
体
祭
祀
が
実

は
柔
軟
さ
を
併
せ
持
つ
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

右
の
三
論
文
が
庶
民
世
界
と
宗
教
と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
次
の
武
田
論
文
・
加
藤
論
文
は
、
朝
廷
・
貴
族
社
会

に
お
け
る
浄
め
と
穢
れ
を
分
析
対
象
と
す
る
。

　

武
田
佐
知
子
「
古
代
浴
衣
復
元
の
た
め
の
覚
え
書
き
」
は
、
写
経
所
の
経
師
ら
が
写
経
と
い
う
清
浄
な
仕
事
に
従
事
す
る
に
あ
た

っ
て
入
浴
す
る
時
に
着
用
し
た
「
温
帳
」
や
、
天
皇
が
大
嘗
会
の
際
、
浄
め
の
た
め
の
入
浴
に
用
い
た
ユ
カ
タ
ビ
ラ
「
天
羽
衣
」
の

形
態
を
論
ず
る
。
浄
衣
と
い
う
服
飾
の
復
元
を
通
し
て
、
古
代
朝
廷
が
浄
め
に
い
か
に
対
応
し
て
い
た
の
か
が
み
え
て
く
る
。
浄

め
・
穢
れ
に
つ
い
て
、
服
飾
史
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
新
し
い
方
法
を
提
示
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

加
藤
美
恵
子
「
女
性
と
穢
れ
―
―
『
玉
葉
』
を
手
が
か
り
と
し
て
」
は
、『
玉
葉
』
を
史
料
に
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
、
神
事

の
際
の
月
経
・
出
産
・
流
産
に
関
わ
る
触
穢
期
間
の
規
定
が
、
次
第
に
長
期
化
・
厳
格
化
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
具
体
的
に
検
証

す
る
。
こ
の
時
期
の
上
級
貴
族
の
間
で
も
、
人
に
よ
っ
て
触
穢
規
定
に
対
す
る
解
釈
や
運
用
に
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
貴
族
社
会
の
産
所
空
間
で
母
子
を
守
る
防
衛
の
た
め
の
色
と
し
て
用
い
ら
れ
た
白
が
、
江
戸
時
代
に
庶
民
の
出
産
空
間
へ

も
広
が
っ
て
い
き
、
産
穢
を
象
徴
す
る
「
白
不
浄
」
と
い
う
認
識
へ
転
換
し
て
い
っ
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。

　

濱
千
代
論
文
と
三
枝
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
伊
勢
と
京
都
北
野
社
門
前
と
い
う
宗
教
的
な
「
場
」
に
焦
点
を
当
て
、
近
世
の
寺
社
参
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詣
ブ
ー
ム
の
中
で
変
容
し
て
い
く
町
の
姿
を
描
く
。

　

ま
ず
濱
千
代
早
由
美
「
宗
教
都
市
に
お
け
る
ケ
ガ
レ
の
操
作
と
「
清
浄
」
概
念
の
共
有
」
は
、
近
世
に
飛
躍
的
に
参
詣
人
が
増
大

し
て
宗
教
観
光
都
市
と
化
し
た
伊
勢
が
、
都
市
の
清
浄
を
参
詣
人
に
保
証
す
る
た
め
、
穢
れ
に
柔
軟
に
対
応
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築

し
て
い
た
こ
と
を
、
名
所
図
会
・
神
異
記
な
ど
の
参
宮
メ
デ
ィ
ア
、
葬
儀
に
関
す
る
私
的
記
録
な
ど
の
史
料
か
ら
検
証
す
る
。

　

特
に
「
ハ
ヤ
ガ
ケ
」
と
称
し
て
、
す
で
に
生
じ
て
し
ま
っ
た
死
穢
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
た
め
の
方
便
（
遺
体
を
区
域
外
に
運

び
出
し
て
か
ら
死
亡
し
た
こ
と
に
す
る
）
を
儀
礼
化
し
て
い
た
事
実
は
、
近
世
社
会
の
穢
れ
意
識
の
特
質
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で

あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
北
野
社
の
門
前
も
、
や
は
り
参
詣
人
増
加
を
背
景
と
し
て
、
特
に
一
八
世
紀
に
入
っ
て
芸
能
興
行
が
盛
ん
と
な
る
。
三

枝
暁
子
「
近
世
に
お
け
る
北
野
社
門
前
の
社
会
構
造
―
―
芸
能
・
茶
屋
興
行
を
中
心
に
」
は
、
北
野
社
目
代
の
記
録
を
史
料
に
取
り

上
げ
、
北
野
社
に
よ
る
門
前
の
芸
能
・
茶
屋
興
行
の
支
配
シ
ス
テ
ム
の
実
態
や
、
興
行
に
関
与
し
た
周
縁
的
な
人
々
の
諸
相
に
つ
い

て
も
明
ら
か
に
す
る
。
夜
の
水
茶
屋
営
業
が
、
や
が
て
遊
郭
の
成
立
へ
つ
な
が
っ
た
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
変
化
は
、
伊
勢
の
場
合
は
よ
り
多
く
の
参
詣
人
誘
致
の
た
め
、
北
野
社
の
場
合
は
主
た
る
財
政
基
盤
が
賽
銭
収
入
と
門

前
の
芸
能
・
茶
屋
興
行
収
益
に
移
行
し
た
た
め
、
と
経
済
的
な
問
題
を
背
景
に
し
て
い
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。

Ⅱ　

医
学
／
衛
生

　

Ⅱ
で
は
、
医
学
や
衛
生
が
人
の
心
身
や
病
気
、
ま
た
そ
れ
ら
の
男
女
差
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
分
析
し
た
。

　

白
杉
悦
雄
「
中
国
医
学
に
お
け
る
感
染
症
認
識
」
は
、
日
本
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
医
学
の
基
礎
に
あ
る
中
国
伝
統
医
学
の
、

病
原
性
微
生
物
や
抗
生
物
質
が
発
見
さ
れ
る
以
前
、
過
去
二
千
年
余
に
及
ぶ
、
急
性
感
染
症
認
識
の
変
遷
を
扱
う
。
特
に
「
傷
寒
」

「
温
病
」
と
い
う
感
染
症
を
意
味
す
る
用
語
の
概
念
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
気
候
変
動
だ
け
で
な
く
都
市
化
や
戦
争
と
い
っ
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た
人
為
的
環
境
変
化
が
感
染
症
の
盛
衰
を
左
右
し
た
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
た
だ
し
、
中
国
医
学
自
体
の
感
染
症
認
識
は
、

そ
も
そ
も
中
国
医
学
が
病
を
気
象
理
論
の
中
で
理
解
す
る
学
問
体
系
で
あ
る
か
ら
、
宇
宙
の
気
の
変
化
に
よ
っ
て
感
染
症
は
生
じ
る

と
い
う
枠
組
み
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

梶
谷
真
司
「
規
範
と
し
て
の
「
自
然
」
―
―
江
戸
時
代
の
育
児
書
を
手
が
か
り
に
」
は
、
女
性
に
向
け
て
書
か
れ
た
江
戸
時
代
の

育
児
書
の
な
か
に
、
男
女
に
共
通
す
る
人
間
観
・
病
気
観
を
読
み
取
る
。
現
代
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
心
身
二
元
論
に
基
づ
い
た
人

間
観
が
基
本
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
日
本
で
は
、
男
女
の
別
な
く
人
間
の
心
と
体
は
連
続
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
道
徳
と
健
康

の
結
び
つ
き
が
意
識
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
妊
娠
・
子
育
て
中
の
母
親
や
乳
母
に
対
し
、
江
戸
時
代
の
育
児
書
は
一
貫
し
て
身
体
的
・
情

動
的
安
定
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

道
徳
と
健
康
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
男
女
に
か
か
わ
ら
ず
同
じ
だ
っ
た
が
、
そ
の
道
徳
心
の
あ
り
よ
う
に
は
、
性
差
が
あ
る

と
み
な
さ
れ
た
。
鈴
木
則
子
「
江
戸
時
代
の
結
核
―
―
「
恋
の
病
」
考
」
は
、
江
戸
時
代
の
結
核
が
感
染
症
で
あ
り
な
が
ら
、
女
性

と
男
性
と
で
主
た
る
病
因
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
男
性
は
房
事
過
多
や
、
仕
事
・
学
問
な
ど
に
過
度
に

入
れ
込
む
と
い
う
不
摂
生
が
病
因
と
さ
れ
、
対
し
て
女
性
は
そ
の
生
ま
れ
な
が
ら
に
有
す
る
精
神
的
未
熟
さ
や
性
欲
の
強
さ
が
病
を

悪
化
さ
せ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
が
濃
厚
に
か
か
っ
た
医
学
的
結
核
観
は
、
科
学
が
女
性
の
心
身
に
対
す
る
偏

見
を
強
固
な
も
の
に
す
る
側
面
も
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

ま
た
、
林
葉
子
「
不
妊
の
原
因
と
し
て
の
淋
病
―
―
明
治
・
大
正
期
の
庶
民
の
生
殖
観
の
変
化
と
買
春
の
問
題
化
」
は
、
江
戸
時

代
以
降
も
近
代
医
学
の
展
開
が
、
健
康
と
性
道
徳
を
結
び
つ
け
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
従
来
不
妊
は
男
性
側
の
問
題
よ
り
も
、
主
と

し
て
女
性
の
側
の
問
題
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
一
九
〇
〇
年
頃
か
ら
人
々
の
あ
い
だ
に
不
妊
の
原
因
と
し
て
性
感
染
症
、
こ

と
に
淋
病
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
淋
病
を
家
庭
に
持
ち
込
む
男
性
の
「
不
品
行
」
に
対
す
る
非
難
が
顕
著
と
な
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
は
同
時
に
生
殖
過
程
に
お
い
て
男
性
の
役
割
が
重
視
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
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健
康
と
性
を
め
ぐ
る
認
識
の
変
容
は
、
瀧
澤
利
行
「
衛
生
思
想
の
中
の
女
性
―
―
そ
の
周
縁
性
と
共
生
性
」
に
お
い
て
も
分
析
さ

れ
る
。
瀧
澤
は
近
世
の
養
生
書
の
言
説
が
、
そ
の
受
容
層
が
庶
民
に
広
が
っ
て
い
く
に
伴
っ
て
、「
節
欲
」
論
か
ら
性
欲
に
対
し
て

肯
定
的
な
も
の
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

し
か
し
女
性
に
向
か
っ
て
は
、
養
生
は
産
む
性
と
し
て
の
母
性
の
側
面
に
つ
い
て
の
み
説
か
れ
た
。
そ
れ
が
大
き
く
変
化
す
る
の

は
近
代
以
降
で
、
自
分
自
身
の
個
人
的
健
康
に
配
慮
す
る
〝「
養
生
」
の
時
代
〞
か
ら
、
社
会
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
〝「
衛
生
」

の
時
代
〞
へ
と
転
換
し
て
い
く
な
か
、
衛
生
の
担
い
手
と
し
て
女
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
衛
生
の
担
い
手
と
し
て
の
女
性
役
割
に
つ
い
て
、
明
治
期
に
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
通
俗
眼
科
書
を
史
料
に
分
析
し
た
の
が
、

尾
鍋
智
子
「
眼
の
感
染
症
に
み
ら
れ
る
女
性
観
―
―
眼
の
通
俗
衛
生
と
女
性
」
で
あ
る
。
尾
鍋
は
、
女
性
は
男
性
と
子
供
の
眼
を
感

染
症
か
ら
守
る
「
衛
生
の
管
理
者
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
が
、
女
性
自
身
の
眼
の
衛
生
管
理
に
つ
い
て
は
審
美
的

に
「
美
し
い
眼
」
を
保
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
女
性
の
目
の
衛
生
は
そ
の
意
味
で
、
常
に
他

者
の
た
め
の
も
の
と
し
て
し
か
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
女
性
は
衛
生
の
担
い
手
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
も
、
女
性
自
身
の
身
体
は
衛
生
か
ら
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
側
面
を
持

っ
た
が
、
他
方
で
、
そ
う
い
っ
た
女
性
役
割
へ
の
期
待
に
後
押
し
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
活
躍
す
る
機
会
を
得
た
女
性
も
生
み
出
さ

れ
た
。
池
川
玲
子
「『
青
鞜
』
へ
の
道
―
―
保
持
研
と
南
湖
院
」
は
、『
青
鞜
』
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
保
持
研
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー

を
、
近
代
の
結
核
療
養
所
南
湖
院
院
長
で
あ
る
高
田
畊
安
と
の
関
わ
り
に
着
目
し
て
論
じ
て
い
る
。
畊
安
は
、
ケ
ア
の
場
に
お
け
る

女
性
の
職
務
遂
行
能
力
を
高
く
評
価
し
、
女
医
や
看
護
婦
の
養
成
と
起
用
、
そ
し
て
女
子
教
育
の
推
進
に
積
極
的
に
動
い
た
。
日
本

女
子
大
学
に
在
学
し
て
い
た
保
持
研
は
、
結
核
を
患
っ
て
校
医
畊
安
の
診
察
を
受
け
南
湖
院
に
入
院
す
る
。
貧
し
い
彼
女
は
畊
安
の

支
援
に
よ
っ
て
南
湖
院
に
生
活
の
基
盤
を
得
、
ま
た
こ
こ
が
『
青
鞜
』
の
活
動
と
深
く
関
わ
る
場
と
な
っ
て
い
く
。
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（
1
）　

黒
田
俊
雄
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）。
大
山
喬
平
『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九

七
八
年
）。

（
2
）　
「
女
人
禁
制
と
触
穢
思
想

―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
身
体
的
性
差

―
」（『
女
性
史
学
』
一
五
、
二
〇
〇
五
年
）、『
日
本
中
世
被
差
別
民
の
歴

史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、『
中
世
京
都
と
祇
園
祭

―
疫
病
と
都
市
の
生
活
』（
中
公
新
書
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
九
年
）。

（
3
）　

宮
崎
ふ
み
子
「
霊
場
恐
山
の
地
蔵
と
温
泉
」（
日
本
温
泉
文
化
研
究
会
編
『
温
泉
の
文
化
誌
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
4
）　

小
林
丈
広
『
近
代
日
本
と
公
衆
衛
生
』（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
5
）　

成
田
龍
一
「
衛
生
環
境
の
変
化
の
な
か
の
女
性
と
女
性
観
」（
女
性
史
総
合
研
究
会
編
『
日
本
女
性
生
活
史　

四　

近
代
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
九
〇
年
）、「
衛
生
意
識
の
定
着
と
「
美
の
く
さ
り
」」（『
日
本
史
研
究
』
三
六
六
号
、
一
九
九
三
年
）。

（
6
）　

福
田
眞
人
『
結
核
の
文
化
史
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）、『
結
核
と
い
う
文
化
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
7
）　

平
雅
行
「
旧
仏
教
と
女
性
」（
同
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）、「
中
世
仏
教
と
女
性
」（『
日
本
女
性
生
活
史　

二　

中
世
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）。

　

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
本
書
は
、
一
次
史
料
だ
け
で
な
く
多
様
な
二
次
史
料
も
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
穢
れ
と
衛
生
に
関
わ

る
問
題
が
、
各
時
代
や
社
会
の
中
で
女
性
の
周
縁
化
を
進
行
さ
せ
て
い
く
道
筋
を
、
具
体
的
な
事
例
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
た
と
え
ば
幕
末
の
不
二
道
に
よ
る
女
性
不
浄
観
の
否
定
の
動
き
の
よ
う
に
、
共
生
へ
の
道
を
展
望
さ
せ
る
明

確
な
事
例
も
抽
出
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
当
初
の
課
題
に
対
し
て
一
定
の
成
果
を
出
し
得
た
と
自
負
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
穢
れ
と
衛
生
が
相
互
に
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
重
な
り
、
連
続
し
、
ま
た
入
れ
替
わ
り
、
も
し
く
は
無
関
係

な
も
の
と
し
て
存
在
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
共
同
研
究
の
期
間
内
に
充
分
な
議
論
を
尽
く
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
今

後
の
課
題
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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本
書
は
二
〇
〇
八
年
度
か
ら
二
〇
一
一
年
度
に
か
け
て
お
こ
な
っ
た
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
共
同
研
究
「
歴
史
に
お
け

る
周
縁
と
共
生

―
疫
病
・
触
穢
思
想
・
女
人
結
界
・
除
災
儀
礼
」（
基
盤
研
究（
Ａ
）課
題
番
号
二
〇
二
四
二
〇
一
八
）
の
成

果
で
あ
る
。

　

本
共
同
研
究
は
、
四
年
間
に
計
一
七
回
の
研
究
会
を
お
こ
な
い
討
議
を
重
ね
た
。
研
究
会
で
は
共
同
研
究
構
成
員
の
研
究
報

告
だ
け
で
な
く
、
ほ
ぼ
毎
回
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る
報
告
も
組
み
入
れ
た
。
ま
た
併
行
し
て
日
本
各
地
の
聖
地
や
祭
礼
・

伝
統
芸
能
、
女
性
労
働
に
関
す
る
現
地
調
査
も
計
一
二
回
行
っ
た
。
そ
の
成
果
は
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
論
集
『
歴
史

に
お
け
る
周
縁
と
共
生

―
疫
病
・
触
穢
思
想
・
女
人
結
界
・
除
災
儀
礼
』（
二
〇
一
二
年
三
月
）
に
い
っ
た
ん
ま
と
め
て
い

る
。
本
書
は
そ
の
改
版
で
あ
る
が
、
執
筆
者
は
一
部
入
れ
替
わ
り
が
あ
り
、
改
題
・
改
稿
し
た
論
文
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私

た
ち
の
共
同
研
究
の
全
体
像
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
右
の
研
究
成
果
論
集
も
併
せ
て
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が

た
い
。

　

ま
た
、
研
究
会
と
現
地
調
査
の
記
録
は
「
科
研
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
」
と
し
て
計
一
五
回
発
行
し
、
奈
良
女
子
大
学
生
活
環
境

学
部
生
活
文
化
学
科
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
も
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　

http://w
w
w
.nara-w

u.ac.jp/life/bunka/archive/index.htm
l

　

共
同
研
究
構
成
員
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
（
所
属
は
二
〇
一
二
年
三
月
共
同
研
究
終
了
時
の
も
の
）。

　
　

研
究
代
表
者　

鈴
木
則
子
（
奈
良
女
子
大
学
）
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研
究
分
担
者　

宮
崎
ふ
み
子
（
恵
泉
女
学
園
大
学
）　　

久
保
田
優
（
奈
良
女
子
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　

平　

雅
行
（
大
阪
大
学
）　　

　
　
　

武
田
佐
知
子
（
大
阪
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　

成
田
龍
一
（
日
本
女
子
大
学
）　　

　

三
枝
暁
子
（
立
命
館
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　

武
藤
康
弘
（
奈
良
女
子
大
学
）　　

　

脇
田
晴
子
（
城
西
国
際
大
学
）

　
　

研
究
協
力
者　

長
志
珠
絵
（
神
戸
大
学
）　　

　
　
　

尾
鍋
智
子
（
立
命
館
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
美
恵
子
（
日
本
中
世
史
研
究
者
）　

栗
山
茂
久
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
丈
広
（
奈
良
大
学
）　　

　
　
　

白
杉
悦
雄
（
東
北
芸
術
工
科
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　

菅
谷
一
則
（
橿
原
考
古
学
研
究
所
）　

谷
口
美
樹
（
富
山
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　

濱
千
代
早
由
美
（
皇
學
館
大
学
）　　

　

福
田
眞
人
（
名
古
屋
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　

山
崎
明
子
（
奈
良
女
子
大
学
）　　

　

脇
田　

修
（
大
阪
歴
史
博
物
館
）

　
　

研
究
補
佐　

　

安
宅
亮
子
、
磯
部　

香
、
藤
本　

愛

　

お
一
人
ず
つ
お
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
紙
幅
の
関
係
で
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
、
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
研
究
会
報

告
を
し
て
下
さ
っ
た
方
々
、
調
査
先
で
お
世
話
下
さ
っ
た
各
自
治
体
・
博
物
館
・
資
料
館
等
の
関
係
者
の
方
々
に
、
深
く
御
礼

申
し
上
げ
る
。

　
　

平
成
二
六
年
一
月

鈴
木
則
子
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林 　 葉 子（はやし・ようこ）
大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。大阪大学大学院文学研究科助教。主要論著に「見
る―身体へのまなざしと権力」（岡野八代編『生きる―間で育まれる生』〈政治の発見〉第 1 巻、
風行社、2010年）、「文明化と〈男らしさ〉の再構築―1910年代の『廓清』に見る性欲論」（荻野
美穂編『〈性〉の分割線　近・現代日本のジェンダーと身体』日本学叢書②、青弓社、2009年）、

「女たち／男たちの廃娼運動―日本における性の近代化とジェンダー」（大阪大学大学院文学研究
科・博士学位論文、2008年）など。

池 川 玲 子（いけがわ・れいこ）
川村学園女子大学大学院人文科学研究科博士後期課程修了。東京女子大学他非常勤講師。主要論
著に『「帝国」の映画監督 坂根田鶴子―『開拓の花嫁』・一九四三年・満映』（吉川弘文館、2011
年）、「甲子園のパンチラ―女子応援団の衣服から見る高校野球の歴史」（武田佐知子編『着衣す
る身体と女性の周縁化』思文閣出版、2012年）、「占領軍が描いた日本女性史：CIE 映画『伸びゆ
く婦人』の検討」（『歴史評論』第753号、2013年）など。



ii

三 枝 暁 子（みえだ・あきこ）
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。立命館大学文学部准教授。主要論著に

『比叡山と室町幕府―寺社と武家の京都支配―』（東京大学出版会、2011年）、「秀吉の京都改造と
北野社」（『立命館文学』第605号、2008年）、「豊臣秀吉の京都改造と「西京」」（吉田伸之・伊藤
毅編『伝統都市Ⅰ　イデア』東京大学出版会、2010年）など。

白 杉 悦 雄（しらすぎ・えつお）
京都大学大学院文学研究科博士課程修了。東北芸術工科大学デザイン工学部教授。主要論著に

『現代語訳　黄帝内経霊枢』（監訳、東洋学術出版社、2000年）、「江戸の体内想像図　―『飲食養
生鑑』と『房事養生鑑』―」（『解剖学雑誌』第 8 巻第 1 号、2006年）、『却穀食気・導引図・養生
方・雑療法』（馬王堆出土文献訳注叢書、東方書店、2011年）など。

＊鈴 木 則 子（すずき・のりこ）
総合研究大学院大学文化科学研究科博士後期課程学位取得修了。奈良女子大学研究院生活環境科
学系教授。主要論著に『日本梅毒史の研究　医療・社会・国家』（共編、思文閣出版、2005年）、

「江戸時代の女性美と身体管理」（赤阪俊一・柳谷慶子編『ジェンダー史叢書 8 　生活と福祉』明
石書店、2010年）、『江戸の流行り病　麻疹騒動はなぜ起こったのか』（吉川弘文館、2012年）など。

瀧 澤 利 行（たきざわ・としゆき）
東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。茨城大学教育学部教授。主要論著に『近代日本養生
論・衛生論集成』・『近代日本健康思想の成立』（大空社、1993年）、『養生論の思想』（世織書房、
2003年）など。

尾 鍋 智 子（おなべ・ともこ）
総合研究大学院大学文化科学研究科博士後期課程学位取得修了。大阪大学特任准教授。主要論著
に『絶対透明の探求―遠藤高璟著「写法新術」の研究―』（思文閣出版、2006年）、「眼で食べる
お弁当」（栗山茂久・北澤一利編『近代日本の身体感覚』青弓社、2004年）、“Bento―Boxed Love, 
Eaten by the Eye” in Japanese Foodways: Past and Present. Rath, C. Eric & Assmann, Stephanie 
eds. University of Illinois Press. 2010.　など。

梶 谷 真 司（かじたに・しんじ）
京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。東京大学大学院総合文化研究科准教授。
主要論著に、『シュミッツ現象学の根本問題―身体と感情からの思索』（京都大学学術出版会、
2002年）、「集合心性と異他性―民俗世界の現象学」（小川侃編『雰囲気と集合心性』、京都大学学
術出版会、2001年）、「江戸時代における身体観の変化とその哲学的意義―蘭医方以前と以後の育
児書を手掛かりにして」（実存思想協会編『実存思想論集 XXIII　アジアから問う実存』第 2 期15
号、2008年）など。
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執筆者紹介
（論文収録順、＊は編者）

平 　 雅 行（たいら・まさゆき）
京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。大阪大学大学院文学研究科教授。主要論著に『日
本中世の社会と仏教』（塙書房、1992年）、『親鸞とその時代』（法蔵館、2001年）、『歴史のなかに
見る親鸞』（法蔵館、2011年）など。

宮崎ふみ子（みやざき・ふみこ）
東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。恵泉女学園大学人間社会学部教授。
主要論著に「18から19世紀日本における参詣の流行と霊場の発展」（『東アジア宗教文化研究』創
刊号、東アジア宗教文化学会、2009年）、「動乱の中の信仰」（井上勲編『日本の時代史 20 開国と
幕末の動乱』古川弘文館、2004年）、『富士山と日本人』（共著、青弓社、2002年）など。

武 藤 康 弘（むとう・やすひろ）
國學院大學大学院文学研究科博士前期課程修了。博士（文学、東京大学）。奈良女子大学研究院
人文科学系教授。主要論著に『映像でみる奈良まつり歳時記』（ナカニシヤ出版、2011年）、「映
像人類学の実践的試み―奈良の伝統的祭礼の映像アーカイブの構築―」『奈良女子大学文学部研
究教育年報　大学・研究所紀要』第 6 号、2009年）、「子供が暴れると豊作！？ ―仮装と子供の暴
れ　奈良の祭の醍醐味」（奈良女子大学文学部なら学プロジェクト編『大学的奈良ガイド』昭和堂、
2009年）など。

武田佐知子（たけだ・さちこ）
東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程修了。大阪大学大学院文学研究科教授。サントリー
学芸賞思想歴史部門（1985年）、紫綬褒章（2003年）受賞。主要論著に『古代国家の形成と衣服
制―袴と貫頭衣―』（吉川弘文館、1984年）、『衣服で読み直す日本史―男装と王権』（朝日新聞社、
1998年）、『娘が語る母の昭和』（朝日新聞社、2000年）など。

加藤美恵子（かとう・みえこ）
滋賀県立大学大学院人間文化学研究科博士後期課程修了。日本女性史研究者。主要論著に『日本
中世の母性と穢れ観』（塙書房、2012年）、「『女』の座から女房座へ」（脇田晴子編『母性を問う』
上、人文書院、1985年）、「中世の女性と信仰」（女性史総合研究会編『日本女性生活史　中世』
東京大学出版会、1990年）など。

濱千代早由美（はまちよ・さゆみ）
名古屋大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得後退学。皇學館大学・帝塚山大学非常勤講師。
日本生活学会研究奨励賞（2000年）受賞。主要論著に「都市祭礼の生成と伝承―伊勢という都市
社会を生きるための『つながり』―」（日本生活学会編『祝祭の100年』ドメス出版、2000年）、

「民謡とメディア―新民謡運動を経た伊勢音頭をめぐって―」（『哲學』慶應義塾大学三田哲学会、
128号、2012年）など。
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