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二
六

は
じ
め
に

人
間
は
ど
の
よ
う
な
集
団
を
つ
く
る
の
か
、
そ
の
西
洋
と
日
本
の
異
同
を
ど

う
解
す
る
か
と
い
う
関
心
の
下
、
断
続
的
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
幾
つ
か
の

角
度
か
ら
進
め
て
い
る
が
、
本
誌
で
は
今
日
の
西
洋
の
中
間
集
団
と
し
て
一
般

的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
英
語
で
は
ソ
サ
エ
テ
ィ
や
ク

ラ
ブ
、
ド
イ
ツ
語
で
は
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
ク
ラ
ブ
・
組
合
あ

る
い
は
組
合
と
略
称
す
る
。
こ
れ
ま
で
に
四
篇
を
寄
稿
し
（
河
野

二
〇
一
五
、二
〇
一
八
、二
〇
一
九
、二
〇
二
一
）、
特
に
先
回
は
ク
ラ
ブ
・
組
合

の
発
端
か
ら
初
期
の
展
開
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
歴
史
学
の
知
見
を
取
り
上
げ
た
。

今
回
は
そ
れ
を
受
け
て
、
主
に
ド
イ
ツ
語
圏
の
女
性
史
の
観
点
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
る
。

（
一
）　

ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
に
お
け
る
女
性
史
の
視
点

先
ず
ド
イ
ツ
語
圏
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
お
け
る
女
性
研
究
者
の
関

与
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
言
う
の
は
、

女
性
研
究
者
が
取
り
組
ん
だ
か
ら
と
て
、
た
だ
ち
に
女
性
史
の
視
点
と
は
限
ら

ず
、
ま
た
そ
の
視
点
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ

る
。
事
実
、
女
性
史
の
視
点
が
現
れ
る
の
は
第
二
段
階
の
こ
と
で
、
ま
た
そ
こ

に
は
明
ら
か
な
特
色
が
あ
っ
た
。
女
性
が
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
と
い
う
テ
ー

マ
の
浮
上
で
あ
る
。
と
共
に
、
そ
れ
は
主
要
に
は
歴
史
研
究
で
あ
っ
た
。

ａ　

ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
の
推
移　

―　

最
小
限
の
ス
ケ
ッ
チ

研
究
の
流
れ
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
以
下
の
論

述
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
で
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

誰
も
が
先
ず
話
題
に
す
る
こ
と
だ
が
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
着
目
の
起

点
に
立
つ
の
は
ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ア
メ
リ
カ
論
に
お
け
る
見
解

で
あ
っ
た
（
一
八
四
〇
年
）。
し
か
し
そ
の
後
は
、
あ
ま
り
話
題
な
ら
ず
に
過

ぎ
た
。
十
九
世
紀
の
末
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
め
の
社
会
学
者
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ

ム
メ
ル
や
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
テ
ン
ニ
ェ
ス
も
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
ソ
サ

エ
テ
ィ
、ク
ラ
ブ
、フ
ェ
ル
ア
イ
ン
）に
は
注
目
し
な
か
っ
た
。
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
が
取
り
組
ん
だ
の
も
ギ
ル
ド
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
の
第
一
回
社

会
学
者
大
会
に
お
い
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
業
務
報
告
の
な
か
で

《
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
社
会
学
》
を
喫
緊
の
課
題
と
し
て
説
い
た
の
が
、
今
日
へ

の
予
言
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
。
と
言
う
の
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

自
身
は
、ク
ラ
ブ
・
組
合
の
意
味
で
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
研
究
に
は
進
ま
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
で
、
そ
れ
よ
り
も
前
、
一
八
四
〇
―
六
〇
年
代

に
は
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
）
は
当
時
の
法
学
界
に
お
け
る

重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
（
河
野
二
〇
二
一
）。
近
代
国
家
と
し

て
憲
法
の
制
定
が
課
題
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
沿
っ
て
民
法
や
商
法
を
整
備
す
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二
七

る
に
は
結
社
の
扱
い
を
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な

お
明
治
期
の
日
本
の
民
法
と
商
法
に
お
け
る
《
社
団
》
の
規
定
も
、
欧
米
の
そ

う
し
た
論
議
に
依
拠
し
た
も
の
で
、
特
に
ド
イ
ツ
法
学
界
の
穏
健
な
保
守
派
の

見
解
が
採
用
さ
れ
、
基
本
的
に
は
そ
れ
が
今
日
ま
で
継
続
し
て
い
る
。
し
か
し

十
九
世
紀
半
ば
の
法
学
界
の
議
論
と
二
〇
世
紀
初
め
か
ら
前
半
の
主
に
ド
イ
ツ

社
会
学
界
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
論
議
は
互
い
に
連
絡
が
な
く
過
ぎ
た
よ
う
で
あ

る
。
懸
隔
が
続
い
た
の
は
、
概
括
的
に
は
、
前
者
に
は
法
整
備
と
い
う
時
代
が

必
要
と
し
た
技
術
的
な
面
が
強
く
、
後
者
は
社
会
の
理
論
的
な
把
握
だ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う）

1
（

。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
指
針
に
応
え
る
よ
う
な
動
き
が
起
き
た
の
は
、

ド
イ
ツ
語
圏
の
場
合
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し

一
九
六
〇
年
代
い
っ
ぱ
い
辺
り
ま
で
は
、
前
代
の
社
会
理
論
か
ら
脱
却
で
き
な

い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
社
会
全
体
あ
る
い
は
社
会
的
単
位
を
め
ぐ
る
社
会
有
機

体
論
の
残
滓
で
あ
る
。
そ
れ
が
端
的
に
う
か
が
え
る
の
は
、
今
日
で
は
ま
っ
た

く
過
去
の
も
の
と
化
し
た《
マ
ル
ク
共
同
体（M

arkgenossenschaft
）》や《
村

落
同
質
体
（D

orfgem
einschaft

）》
や
《
民
族
体
（V

olkstum

）》
と
い
っ

た
概
念
が
、
重
み
を
失
い
つ
つ
も
な
お
も
ち
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
様

相
が
変
わ
る
の
は
一
九
六
〇
年
代
末
の
社
会
の
激
動
の
時
期
、
ま
た
そ
の
状
況

の
一
面
と
し
て
ナ
チ
ズ
ム
批
判
が
学
問
諸
分
野
の
原
理
や
原
則
の
見
直
し
と
も

か
ら
み
合
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
を
準
備
す
る

動
き
は
、
早
く
か
ら
現
れ
て
い
た
。
戦
後
間
も
な
く
か
ら
の
テ
ー
オ
ド
ル
・
ア

ド
ル
ノ
の
批
判
的
な
社
会
理
論
は
新
た
な
思
潮
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ

た
。
ナ
チ
ス
が
濫
用
し
た
《
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
》
の
術
語
へ
の
批
判
も
ア
ド

ル
ノ
の
批
判
が
少
な
か
ら
ず
刺
激
に
な
っ
た
。
ま
た
テ
ン
ニ
ェ
ス
の
《
ゲ
マ
イ

ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
》
の
二
項
の
対
比
概
念
を
学
問
の
野
か
ら
放

逐
し
た
の
は
社
会
学
者
ル
ネ
・
ケ
ー
ニ
ヒ
の
注
目
す
べ
き
業
績
で
、
一
九
五
五

年
の
そ
の
論
文
は
日
本
で
も
同
時
代
の
社
会
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
た

（
ケ
ー
ニ
ヒ
一
九
五
五
﹇
河
野
・
訳）

2
（

﹈）。
も
っ
と
も
、
ケ
ー
ニ
ヒ
の
検
証
は
、

テ
ン
ニ
ェ
ス
の
理
論
か
ら
残
せ
る
も
の
が
あ
れ
ば
残
し
た
い
と
の
意
図
に
よ
っ

て
お
り
、
社
会
学
の
概
念
で
は
あ
り
得
な
い
が
、
哲
学
と
し
て
は
有
意
と
い
う

論
調
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
留
保
が
あ
り
は
し
た
が
、
政
治
学
や
社
会
学
や
歴

史
学
や
民
俗
学
が
《
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
》
に
煩
わ
さ
れ

ず
に
進
む
こ
と
で
き
る
確
か
な
足
が
か
り
が
す
で
に
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
つ

く
ら
れ
て
い
た
意
義
は
大
き
い
。
そ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
九
七
〇
年
代

の
新
た
な
研
究
の
エ
ポ
ッ
ク
へ
繋
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
一
九
七
〇
年
頃
を
境
に
し
て
、
今
日
に
直
結
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い

学
術
的
局
面
と
な
っ
た
。
指
標
的
な
見
解
も
現
れ
た
。
近
代
史
家
ニ
ッ
パ
ー
ダ

イ
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
論
は
ド
イ
ツ
歴
史
学
に
お
け
る
こ
の
テ
ー
マ
と
の
取
り
組

み
の
土
台
に
な
っ
た
（
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
﹇
河
野
・
訳
﹈、
以
下
で
は

Ｎ
と
略
す
）。
ま
た
そ
の
刺
激
が
ま
と
ま
っ
た
形
を
と
っ
た
の
は
、
一
九
八
二

年
一
〇
月
に
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
（
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
）
で
開
催
さ
れ
た

第
三
四
回
ド
イ
ツ
歴
史
学
大
会
が
「
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
と
ド
イ
ツ
市
民
社
会
」
を
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二
八

テ
ー
マ
と
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
は
二
年
後
に
大
会
を
企
劃
し
た
近
代
史
家
オ
ッ

ト
ー
・
ダ
ン
の
編
集
す
る
論
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
（
ダ
ン
一
九
八
四
）。
な

お
こ
の
大
会
お
よ
び
そ
の
報
告
書
に
あ
た
る
論
集
で
は
社
会
学
か
ら
ハ
ン
ス
＝

イ
ェ
ル
ク
・
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
が
、
民
俗
学
か
ら
は
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
レ
ー
マ
ン

が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
見
た
概
説
を
執
筆
し
た
。
そ
の
二
編
は
す
で
に
拙
訳

を
供
し
た
（
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
一
九
八
四
﹇
河
野
・
訳
﹈、レ
ー
マ
ン
一
九
八
四
﹇
河

野
・
訳
﹈）。

同
じ
一
九
八
四
年
に
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
民
俗
学
研
究
所
の
『
ヘ
ッ
セ
ン

文
化
研
究
誌
』
で
も
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
研
究
の
特
集
が
組
ま
れ
た）

3
（

。
さ
ら
に
翌

一
九
八
五
年
に
は
「
ド
イ
ツ
・
ス
ポ
ー
ツ
同
盟
」
の
叢
書
の
枠
で
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・

ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
組
合
に
関
す
る
ス
ポ
ー
ツ
社
会
学
か
ら
の
大

部
な
分
析
と
理
論
的
把
握
の
成
果
が
刊
行
さ
れ
て
、
以
後
の
調
査
研
究
の
方
向

に
影
響
を
あ
た
え
た）

4
（

。
民
俗
学
で
は
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
が
既
に

一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
ク
ラ
ブ
・
組
合
は
近
・
現
代
の
集
団
様
式
と
し
て
民

俗
研
究
の
不
可
欠
の
検
討
対
象
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
お
り
、
や
が
て
習
俗
研

究
や
祭
り
研
究
に
お
け
る
留
意
項
目
と
な
っ
て
い
っ
た
。
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
自
身

は
、
ク
ラ
ブ
・
組
合
へ
の
着
眼
を
国
民
性
研
究
や
ス
ポ
ー
ツ
文
化
研
究
に
組
み

込
ん
だ
（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
〇
〇
﹇
河
野
・
訳
﹈）。

厳
密
に
年
月
で
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
動
き

を
前
提
に
し
て
、さ
ら
に
次
の
局
面
へ
移
っ
た
の
が
一
九
九
〇
年
代
で
あ
っ
た
。

今
回
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
女
性
史
の
視
点
に
よ
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
ク

ラ
ブ
・
組
合
）
研
究
が
潮
流
に
な
っ
た
の
で
あ
る

ｂ　

ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
を
牽
引
し
た
女
性
研
究
者

戦
後
ほ
ど
な
い
時
期
の
こ
の
分
野
の
開
拓
者
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
数

人
の
女
性
研
究
者
の
存
在
で
あ
る
。
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
・
プ
フ
ァ
イ
ル（
一
九
〇
一

―
七
五
）、
ベ
ニ
ー
タ
・
ル
ッ
ク
マ
ン
（
一
九
二
五
―
八
七
）、
レ
ナ
ー
テ
・
プ

フ
ラ
ウ
ム
（
一
九
二
九
―
Ｌ
）
等
で
あ
る）

5
（

。
し
か
し
こ
れ
ら
の
先
人
に
は
、
未

だ
女
性
研
究
や
女
性
史
と
い
う
問
題
意
識
を
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
重
点
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
は
な
く
、フ
ェ
ル
ア
イ
ン
一
般
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
・
プ
フ
ァ
イ
ル
は
元
は
歴
史
学
者
で
あ
る
が
戦
中
期

に
所
属
し
た
研
究
機
関
の
業
務
か
ら
人
口
問
題
を
課
題
と
す
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
延
長
線
上
で
戦
後
は
大
都
市
問
題
と
引
揚
げ
民
問
題
を
専
門
と
し
た
。
そ

し
て
そ
の
観
点
か
ら
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
で
あ
っ
た
。
ベ
ニ
ー
タ
・
ル
ッ
ク

マ
ン
は
エ
ス
ト
ニ
ア
の
出
身
で
（
ル
ッ
ク
マ
ン
の
姓
は
ド
イ
ツ
人
社
会
学
者

ト
ー
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
と
結
婚
し
た
こ
と
に
よ
る
）
ア
メ
リ
カ
で
社
会
学
を

修
得
し
、
戦
後
、
西
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
と
し
て
社
会
学
を

担
当
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
学
術
団
体
の
支
援
を
受
け
て
進
め
ら
れ
た
そ
の
研
究

は
、
ド
イ
ツ
の
民
主
化
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
特
に
地
方
に
お

い
て
政
治
的
エ
リ
ー
ト
が
輩
出
す
る
仕
組
み
の
解
明
で
あ
り
、
そ
の
角
度
か
ら

フ
ェ
ル
ア
イ
ン
と
い
う
結
集
形
態
を
押
さ
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
レ
ナ
ー
テ
・

プ
フ
ラ
ウ
ム
も
ユ
ネ
ス
コ
の
町
村
体
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
工
業
発
展
の
緊
張
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野
の
な
か
の
村
」
を
枠
組
み
と
し
て
、
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
統
合
作
用
を
確
か
め

る
試
み
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
に
は
（
ベ
ニ
ー
タ
・
ル
ッ
ク
マ
ン
と
同
じ
く
）、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
ナ
チ
ス
へ
の
傾
斜
が
起
き
た
の
は
地
域
の
伝
統
的
な
支
配
・

権
威
構
造
に
そ
の
土
壌
が
あ
る
の
で
は
と
の
問
題
意
識
が
あ
り
、
国
際
機
関
か

ら
負
託
さ
れ
た
課
題
と
も
重
な
っ
て
い
た
。

ｃ　

女
性
組
合
と
い
う
テ
ー
マ
の
浮
上　

―　

一
九
九
〇
年
代
の
動
向

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
女
性
史
の
視
点
が
ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
の
一
角

に
現
れ
、
そ
れ
と
共
に
こ
れ
ま
で
に
な
い
テ
ー
マ
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。
市
民
女
性
が
自
ら
中
心
に
な
っ
て
結
成
す
る
《
女
性
組
合
》

で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
研
究
で
あ
っ
た
。
と
言
う
の
は
そ
こ
で
問
題
に
さ
れ
た

の
は
、
現
行
の
団
体
と
し
て
の
女
性
に
よ
る
組
合
で
あ
る
よ
り
は
、
ク
ラ
ブ
・

組
合
と
い
う
結
集
が
一
般
社
会
に
定
着
す
る
過
程
で
女
性
が
果
た
し
た
役
割
を

再
評
価
す
る
と
い
う
趣
旨
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
女
性
の
故
に
何
ら
か
の
排
斥

が
起
き
る
と
い
う
世
相
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
目
に
見
え

な
い
壁
が
な
お
男
女
の
完
全
な
平
等
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
是
正
す
る
公
的
な
機
関
も
メ
デ
ィ
ア
も
存
在
す
る
。
だ

か
ら
と
言
っ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
担
い
手
と
し
て
の
女
性
団
体
の
意
義

が
減
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
状
況
が
背
景
に
な
っ
た
と
言
う

べ
き
あ
ろ
う
が
、
歴
史
の
見
直
し
と
し
て
女
性
組
合
の
テ
ー
マ
が
浮
上
し
た
の

で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
で
の
論
客
に
は
、
同
時
代
と
し
て
の
現
代
に
対
し
て
も
女

性
の
立
場
の
変
革
を
説
く
女
性
研
究
者
が
多
い
。

女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
関
心
の
種
類
に
し
た
が
っ
て
結
集
を
図
っ
た
歴
史

を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
た
最
初
の
一
人
は
、
後
に
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の

政
治
学
の
教
授
と
な
る
女
性
史
家
ブ
リ
ギ
ッ
テ
・
ケ
ル
ヒ
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
歴

史
学
の
叢
書
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
一
九
九
二
年
の
『
職
業
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
』
で
あ
る）

6
（

。
し
か
し
こ
れ
は
職
業
団
体
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
お
り
、
労
働

運
動
と
の
重
な
り
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
女
性
組
合
の

諸
形
態
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
視
野
に
入
れ
て
そ
の
推
移
を
構
造
的
に
把
捉
し
た
の

が
一
九
九
五
年
の
マ
ル
グ
レ
ー
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
論
説
で
あ
っ
た（
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
一
九
九
五
﹇
河
野
・
訳
﹈、
以
下
で
は
Ｆ
と
略
す
）。
ま
た
一
九
九
七
年

に
は
、
ハ
ム
ブ
ル
ク
の
都
市
政
治
史
に
沿
っ
て
女
性
組
合
を
論
じ
た
キ
ル
ス
テ

ン
・
ハ
イ
ン
ゾ
ー
ン
の
『
政
治
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は

一
九
九
五
年
に
ハ
ム
ブ
ル
ク
大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
で
、
ま
た
論
者
は

二
〇
〇
七
年
以
来
ハ
ム
ブ
ル
ク
大
学
の
歴
史
学
の
教
授
と
し
て
ド
イ
ツ
近
現
代

史
と
女
性
史
を
講
じ
て
い
る
。

（
二
）
女
性
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合

ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
に
お
い
て
女
性
史
の
視
点
が
本
格
的
に
登
場
す
る
の
は

目
安
と
し
て
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
で
、ま
た
そ
れ
は
女
性
が
主
体
の
ク
ラ
ブ
・

組
合
（
こ
こ
で
は
女
性
組
合
と
略
す
）
と
い
う
テ
ー
マ
に
結
節
し
た
こ
と
、
し
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〇

か
し
そ
の
テ
ー
マ
の
ゆ
え
に
主
要
に
は
歴
史
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
た
。

以
下
で
そ
の
実
際
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
幾
つ
か
の
参
考
文
献
を
も
ち
い
る

が
、
特
に
注
目
し
た
の
は
二
種
類
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
論

旨
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
紹
介
に
は
努
め
る

が
、
基
本
は
筆
者
の
問
題
意
識
、
す
な
わ
ち
西
洋
の
集
団
形
成
に
あ
る
。
そ
の

面
か
ら
見
て
、
そ
の
二
種
類
は
、
扱
わ
れ
て
い
る
材
料
の
豊
富
な
こ
と
と
主
張

の
明
快
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
テ
ー
マ
に
お
け
る
ほ
ぼ
直
近
の
動
向
で
あ
る

こ
と
か
ら
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義
を
も
つ
。

ａ　

女
性
史
研
究
の
二
つ
の
企
劃

一
つ
目
は
、
一
九
九
五
年
か
ら
刊
行
が
始
ま
っ
た
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
歴
史
学

叢
書）

7
（

」
の
一
冊
と
し
て
編
ま
れ
た
同
年
刊
行
の
『
十
九
世
紀
の
市
民
的
女
性
文

化
』
で
、
そ
こ
に
は
女
性
に
よ
る
ク
ラ
ブ
・
組
合
に
関
係
す
る
論
説
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
今
回
は
そ
の
中
か
ら
、
先
に
名
前
を
挙
げ
た
マ
ル
グ
レ
ー
ト
・
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
の
論
考
を
取
り
上
げ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
は
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ

ク
大
学
の
歴
史
学
の
教
授
で
副
学
長
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
女
子
教
育
史
の
専
門
家
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
独
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
ヘ
ル
マ
ー
社
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
刊
行
さ
れ

た
《
組
合
文
化
》
に
関
す
る
論
集
『
組
織
化
と
参
劃
』
で
あ
る
（
フ
ー
バ
ー
＝

シ
ュ
ペ
ー
ル
二
〇
〇
二
、
以
下
で
は
Ｈ
Ｓ
と
略
す
）。
こ
ち
ら
の
方
は
、
一
書

全
体
が
ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
少
し
前

に
開
催
さ
れ
た
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書
と
い
う
性
格
だ
か
ら
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
七
・
一
八
両
日
に
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
大
学
に

お
い
て
、
女
性
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
意
義
を
見
直
す
歴
史
学
者
た
ち
の
国

際
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
れ
を
提
唱
し
実
現
に
向
け
て
努
力
し
た
の

は
、
当
時
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
大
学
で
近
代
史
を
講
じ
て
い
た
リ
タ
・
フ
ー
バ
ー
＝

シ
ュ
ペ
ー
ル
で
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
ド
イ
ツ
の
他
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
女
性
史
家
が
集
ま
っ
た
。
い
ず
れ
も
女
性
研
究
者
で
あ
る
。
ま

た
二
年
後
の
報
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
い
ず
れ
の
発
表
も
論
文
と
し
て

の
体
裁
が
整
え
ら
れ
た
。
そ
れ
が
こ
の
論
集
で
あ
る
。

な
お
『
組
織
化
と
参
劃
』
が
刊
行
さ
れ
た
直
後
、
書
評
を
お
こ
な
っ
た
の
が

先
に
挙
げ
た
マ
ル
グ
レ
ー
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
で
、
部
分
的
に
は
強
い
批
判
が

盛
り
込
ま
れ
た
。『
組
織
化
と
参
劃
』
の
編
者
フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
は
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
を
重
要
な
先
行
研
究
者
と
し
て
言
及
し
て
は
い
た
が
、
考
え

方
に
開
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
注
目
す
る
の
は
、
両
者
の
見
解
の
交

錯
と
隙
間
か
ら
事
態
が
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
女
性
が
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
が
歴
史
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
、

言
い
換
え
れ
ば
現
在
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

他
な
ら
ぬ
こ
の
分
野
に
取
り
組
ん
だ
女
性
研
究
者
の
認
識
か
ら
も
う
か
が
う
こ

と
で
き
る
。
今
挙
げ
た
論
集
『
組
織
化
と
参
劃
』
の
は
じ
め
に
は
編
者
フ
ー

バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
女
史
の
「
前
書
き
」
が
あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
に
ど
の
よ
う

に
気
付
き
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
み
、
そ
し
て
論
集
に
ま
で
い
た
っ
た
が
ま
と
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一

め
ら
れ
て
い
る
（
Ｈ
Ｓ
ａ
：
七
）。

女
性
組
合
の
歴
史
へ
の
関
心
が
私
の
な
か
に
芽
生
え
た
の
は
、
あ
る
市

立
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
目
録
で
《
児
童
保
護
施
設
の
設
立
と
維
持
の
た
め
の
女

性
組
合
》
と
い
う
デ
ー
タ
名
に
気
づ
い
た
と
き
で
あ
っ
た
。
当
時
、
私
に

は
、
そ
う
し
た
組
合
は
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
資
料
の

閲
覧
を
申
し
込
ん
だ
。
そ
れ
は
手
書
き
の
定
款
と
、
番
号
が
振
ら
れ
た
一

面
書
き
込
み
の
あ
る
紙
片
の
束
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
情
報
を
前
に
し
て

も
、
女
性
組
合
の
活
動
に
つ
い
て
は
ま
だ
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。
女
性

組
合
と
い
う
も
の
が
広
く
分
布
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
設
立
が
あ
る
時

代
に
典
型
的
な
種
類
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
以
外
に
ど
ん
な
目
的
の

た
め
に
女
性
た
ち
が
組
合
組
織
に
至
っ
た
の
か
、
ど
れ
も
私
に
は
未
知
で

あ
っ
た
。

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
（
ク
ラ
ブ
・
組
合
）
に
つ
い
て

は
、ド
イ
ツ
人
な
ら
子
供
の
時
か
ら
誰
も
が
知
っ
て
お
り
生
活
の
一
部
で
あ
る
。

英
米
人
な
ら
ク
ラ
ブ
や
ソ
サ
エ
テ
ィ
、
フ
ラ
ン
ス
人
な
ら
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が

そ
れ
に
あ
た
る
。
し
か
し
そ
れ
が
現
代
の
様
相
に
至
る
過
程
で
女
性
が
果
た
し

た
役
割
と
な
る
と
、
歴
史
の
隠
れ
た
脈
絡
と
い
う
面
が
あ
る
。
そ
し
て
掘
り
起

こ
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
集
団
形
成
の
本
質
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
逆
に
言
う
と
、
ク
ラ
ブ
・
組
合
を
大
ま
か
に
追
っ
た
の
で

は
つ
か
み
に
く
い
集
団
形
成
の
骨
格
が
現
れ
る
。

ち
な
み
に
、
女
性
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
が
歴
史
的
に
大
き
な
意
味
を
も
ち
、

ま
た
そ
れ
が
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
話
題
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
情
は
、
そ
う

し
た
団
体
が
取
り
組
ん
だ
課
題
を
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
。
代
表
的
な
事
例
の
一

つ
は
、
さ
し
ず
め
女
性
の
参
政
権
で
あ
ろ
う
。
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
そ
の
種

の
団
体
の
奮
闘
が
な
け
れ
ば
、
女
性
が
国
政
や
地
方
自
治
体
の
政
治
に
お
い
て

選
挙
権
を
も
つ
こ
と
は
ず
っ
と
遅
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
努
力
の
成
果
と

し
て
今
日
の
状
況
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
が
、そ
れ
は
、今
日
で
は
当
時
の
リ
ー

ダ
ー
た
ち
の
名
前
が
歴
史
の
教
科
書
に
載
る
か
た
ち
で
お
さ
ま
っ
て
い
た
り
、

活
動
の
事
跡
が
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
デ
ー
タ
と
し
て
し
ま
わ
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と

を
も
意
味
す
る
。
同
じ
こ
と
は
女
子
教
育
が
今
日
の
水
準
に
な
る
ま
で
に
推
進

力
と
な
っ
た
当
時
の
女
性
団
体
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
し

か
し
そ
れ
が
歴
史
の
数
頁
に
埋
没
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
男
性
主
体
あ
る
い

は
男
女
混
合
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
示
し
て
い
る
。
極
端
な

言
い
方
を
す
れ
ば
、
男
性
主
体
あ
る
い
は
男
女
混
合
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
場
合

は
、
結
成
当
時
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
現
在
も
活
動
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
業
界
の
聯
絡
組
織
と
し
て
の
組
合
、
学
術
諸
分
野
を
テ
ー
マ
と
す
る
組

合
（
学
会
）、ス
ポ
ー
ツ
組
合
、歌
唱
組
合
な
ど
幾
ら
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

女
性
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
で
は
、
女
性
教
員
組
合
や
女
性
看
護
士
の
組
合
な

ど
継
続
し
て
い
る
も
の
も
数
え
れ
ば
決
し
て
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
種
類
す
な

わ
ち
職
業
別
の
女
性
組
合
は
成
立
自
体
が
か
な
り
遅
か
っ
た
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
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三
二

教
会
系
の
女
性
主
体
の
慈
善
活
動
団
体
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
も
現
在
ま
で
続

い
て
い
る
。
し
か
し
女
性
参
政
権
や
女
子
の
高
等
教
育
へ
の
道
を
切
り
開
い
た

活
動
は
、
大
課
題
を
果
た
し
成
果
が
定
着
す
る
や
、
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
消
え

て
い
っ
た
。
今
引
用
し
た
女
性
歴
史
学
者
が
研
究
の
出
発
点
と
し
て
綴
っ
た
回

想
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
伝
え
て
い
る
。

ｂ　

女
性
組
合
と
サ
ロ
ン
の
間

女
性
主
体
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
ク
ラ
ブ
・
組
合
）
に
照
準
を
定
め
た
研

究
が
本
格
化
す
る
の
は
、
目
安
と
し
て
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
で
、
か
な
り
新

し
い
テ
ー
マ
と
言
え
る
が
、
こ
れ
は
何
も
か
も
が
そ
れ
ま
で
は
空
白
で
あ
っ
た

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
女
性
運
動
の
著
名
な
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
事
跡
は
追
憶

さ
れ
、
折
に
ふ
れ
て
顕
彰
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
（
以
下
で
多
少
ふ
れ
る
人

名
だ
が
）
ル
イ
ー
ゼ
・
オ
ッ
ト
ー
＝
ペ
ー
タ
ー
ス
は
ド
イ
ツ
帝
国
の
版
図
を
視

野
に
入
れ
て
女
性
運
動
の
組
織
化
に
取
り
組
ん
だ
代
表
的
な
存
在
で
、

一
八
六
五
年
に
「
一
般
ド
イ
ツ
女
性
組
合
」（
Ａ
Ｄ
Ｆ
）
を
結
成
し
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
。
同
じ
く
ア
ウ
グ
ス
テ
・
フ
ィ
ッ
ケ
ル
ト
は
十
九
世
紀
末
か
ら
二
〇

世
紀
に
か
け
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
お
い
て
女
性
の
社
会
的
立
場
の
向
上
を

牽
引
し
た
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
一
八
九
三
年
に
「
一
般
オ
ー
ス
ト

リ
ア
女
性
組
合
」（
Ａ
Ö
Ｆ
Ｖ
）
を
設
立
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
ド
イ
ツ
あ
る
い

は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
校
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
近
代
の
女
性

運
動
で
輝
か
し
い
存
在
を
ア
メ
リ
カ
に
も
と
め
る
と
、
一
八
九
〇
年
に
結
成
さ

れ
た
「
女
性
ク
ラ
ブ
総
聯
盟
」（
Ｇ
Ｆ
Ｗ
Ｃ
）、
ま
た
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
な
か
で

も
代
表
的
な
ジ
ェ
イ
ン
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
・
ク
ロ
ー
リ
ー
（
一
八
二
九
―

一
九
〇
一
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う）

8
（

。
し
か
し
こ
れ
ら
の
先
覚
者
た
ち
の
活

動
の
軌
跡
を
追
う
こ
と
と
、
彼
女
た
ち
が
設
立
し
た
団
体
を
ど
う
考
え
る
か
は

次
元
が
異
な
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
後
者
は
、
結
集
と
い
う
行
為
と
そ
の
歴
史
を

問
う
て
お
り
、
集
団
形
成
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
参
考
ま
で
に
、
別
の
種
類
の
結
集
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
今
問
題
に

し
て
い
る
結
集
形
態
と
は
時
代
的
に
は
重
な
る
が
性
格
の
異
な
っ
た
例
を
対
比

さ
せ
る
な
ら
、
た
と
え
ば
特
定
の
女
性
が
中
心
と
な
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
サ

ロ
ン
が
あ
る
。
十
九
世
紀
初
め
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
ス
タ
ー
ル
夫
人
（
一
七
六
六
―

一
八
一
七
）
の
サ
ロ
ン
が
文
化
の
輝
き
の
一
角
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
少
し
遅

れ
て
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
で
サ
ロ
ン
を
采
配
し
た
ラ
ー
ヘ
ル
・
フ
ァ
ル
ン
ハ
ー

ゲ
ン
・
フ
ォ
ン
・
エ
ン
ゼ
夫
人
（
一
七
七
一
―
一
八
三
三
）
と
な
れ
ば
女
性
解

放
思
想
の
系
譜
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
の
パ
ウ
リ
ー

ネ
・
フ
ォ
ン
・
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
侯
爵
夫
人
（
一
八
三
六
―
一
九
二
一
）
は
長
期

に
わ
た
っ
て
文
化
活
動
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
り
、
そ
の
サ
ロ
ン
か
ら
多
く
の
藝
術

家
が
育
っ
た
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
、
そ
こ
で
の
集
ま
り
は
、
市
民
的
な
結
社

と
は
別
種
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
社
会
問
題
に
も
取
り
組
ん
だ
サ
ロ
ン
の
女
主

に
は
、
文
筆
の
才
能
も
豊
か
で
あ
っ
た
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
・
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ニ
ム

（
一
七
八
五
―
一
八
五
九
）
が
い
た
。
コ
レ
ラ
流
行
時
の
社
会
活
動
や

一
八
四
八
年
革
命
へ
の
姿
勢
、
ま
た
貧
民
の
困
窮
を
支
配
者
に
直
言
す
る
体
裁
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三

の
書
物
（「
国
王
の
読
む
べ
き
一
書
、
茲
に
呈
す
」）
と
一
時
期
の
収
監
、
さ
ら

に
若
き
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
訪
問
に
応
じ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
、
ユ
ー
ロ

導
入
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
五
マ
ル
ク
紙
幣
に
は
肖
像
畫
が
刷
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
サ
ロ
ン
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
構
成
要
素
で
あ
る
《
定
款
、
民
主
主
義
的
な
規
則
、
事
業
報
告
義
務
、

そ
し
て
自
由
な
入
退
会
》（
Ｈ
Ｓ
ａ
：
一
四
）
と
い
う
形
式
を
備
え
て
い
る
か

ど
う
か
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
定
款
に
は
団
体
の
目
的
と
目
的
遂

行
の
手
段
が
謳
わ
れ
る
。ま
た
規
則
の
根
幹
を
な
す
の
は
メ
ン
バ
ー
の
総
会
と
、

代
表
者
及
び
執
行
部
の
選
出
方
法
で
あ
る
。
事
業
報
告
は
会
計
報
告
を
含
ん
で

い
る
。
す
な
わ
ち
《
世
俗
的
な
い
し
は
シ
ヴ
ィ
リ
ア
ン
的
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
・
モ
デ
ル
と
し
て
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
（
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
）》（
同
）
で
あ

る
。

ｃ　

ア
メ
リ
カ
の
女
性
組
合

女
性
に
と
っ
て
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
は
歴
史
的
に
何
で
あ
っ
た
か
、
が
正

面
か
ら
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
今
挙
げ
た
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告

集
に
あ
た
る
論
集
『
組
織
化
と
参
劃
』
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
の
寄
稿
か
ら

も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
共
に
、
歴
史
の
数
頁
を
整
理
す
る
だ
け
で
は
終
わ

ら
な
い
意
義
を
説
い
た
の
が
、
歴
史
学
者
ア
ン
・
フ
ィ
ラ
ー
・
ス
コ
ッ
ト

（
一
九
二
一
―
二
〇
一
九
）
で
あ
っ
た
。
合
衆
国
南
部
の
女
性
史
研
究
の
開
拓

者
で
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
デ
ュ
ー
ク
大
学
の
歴
史
学
の
教
授
、
ま
た
ア
メ

リ
カ
史
学
会
の
会
長
も
つ
と
め
た
。
女
史
は
そ
の
論
考
を
次
の
よ
う
に
書
き
始

め
る
（
ス
コ
ッ
ト
二
〇
〇
二
：
七
五
）。

ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
以
来
、
多
く
の
社
会
学
者
は
、
自
由
な
参

加
に
基
づ
く
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
早
い
時
期
の
機

構
の
特
徴
と
の
見
解
を
表
明
し
て
き
た
。
し
か
し
・
・
・
・
女
性
の
歴
史

そ
の
も
の
へ
の
関
心
は
低
く
、持
続
性
も
な
か
っ
た
。一
九
四
四
年
に
ア
ー

サ
ー
・
シ
ュ
レ
ジ
ン
ジ
ャ
ー
（
シ
ニ
ア
）
は
、
同
僚
の
歴
史
家
た
ち
の
目

を
こ
の
テ
ー
マ
に
向
け
さ
せ
た
。《
集
団
行
動
へ
の
ト
レ
ン
ド
が
ア
メ
リ

カ
の
歴
史
に
入
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
徐
ろ
で
あ
っ
た
。・
・
・
・
一
般
論

と
し
て
言
え
ば
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ

る
自
恃
・
社
会
経
済
生
活
の
発
展
と
（
む
ろ
ん
そ
こ
で
増
大
す
る
複
雑
性

も
併
せ
て
）
並
行
し
て
い
る
。・
・
・
人
間
の
生
き
方
に
お
い
て
そ
の
影

響
を
受
け
ず
に
い
ら
れ
る
よ
う
な
領
域
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
と
言
っ
て

も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。》・
・
・
・
に
も
拘
わ
ら
ず
今
日
ま
で
ア
メ
リ
カ

の
歴
史
に
と
っ
て
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
果
た
し
た
役
割
へ
の
包
括
的
な

歴
史
的
分
析
は
な
お
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
女
性
組
合
に
関
す

る
研
究
は
大
量
に
存
在
し
、
特
定
の
組
合
や
個
別
の
ソ
サ
エ
テ
ィ
に
つ
い

て
も
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
研
究
を
関
聯
付
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
意
味
あ
い
を
大
き
な
脈
絡
に
お
い
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

一
般
的
な
概
念
規
定
は
欠
け
て
い
る
。

― 98 ―

西
洋
市
民
社
会
と
集
団
形
成



三
四

個
々
の
団
体
に
つ
い
て
の
研
究
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
ま
た
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
や
ソ
サ
エ
テ
ィ
や
ク
ラ
ブ
の
創
立
何
十
周
年
と
い
っ
た
記
念
誌
類
は
絶

え
ず
編
ま
れ
て
い
る
。
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
あ
る
野
球
の
Ｍ
Ｌ
Ｂ
の

個
々
の
球
団
の
動
向
や
歩
み
と
な
れ
ば
日
本
で
も
日
常
的
な
話
題
で
あ
る
。
し

か
し
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
ソ
サ
エ
テ
ィ
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
を
つ

く
っ
て
い
る
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
理
論
的
に
把
握
す
る
と
い
う
方
向
へ
は
、

な
か
な
か
関
心
が
向
か
な
い
。

女
性
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
へ
の
結
集
と
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
、
ス
コ
ッ
ト
女
史

は
、
一
七
九
七
年
に
イ
ザ
ベ
ラ
・
グ
ラ
ハ
ム
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
「
子
供
を
も

つ
貧
困
寡
婦
を
支
援
す
る
ソ
サ
エ
テ
ィ
」
を
設
立
し
た
一
七
九
七
年
か
ら
説
き

は
じ
め
、《
闘
い
が
決
着
し
た
》一
九
二
〇
年
ま
で
を
四
期
に
分
け
て
概
観
し
た
。

そ
の
年
に
聯
邦
憲
法
修
正
第
十
九
条
の
か
た
ち
で
女
性
参
政
権
が
実
現
し
た
の

で
あ
る
。
南
北
戦
争
期
も
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
と
な
っ
て
お
り
、
北
軍
あ
る
い
は

南
軍
を
支
え
た
女
性
組
合
の
存
在
や
奴
隷
解
放
運
動
へ
の
女
性
組
合
諸
団
体
の

関
与
も
特
筆
さ
れ
る
。

し
か
し
二
〇
世
紀
前
半
の
参
政
権
問
題
の
決
着
が
大
き
な
区
切
り
と
な
る
の

は
、
そ
の
実
現
の
後
は
女
性
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
が
歴
史
の
数
駒
と
化
し
た

こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
ス
コ
ッ
ト
女
史
が
、
女
性
運
動
に
は
社
会

と
家
庭
に
お
い
て
男
性
と
同
等
の
権
利
と
立
場
を
女
性
が
追
求
す
る
の
に
と
ど

ま
ら
な
い
意
義
が
あ
っ
た
、
と
説
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
女
史
は
そ
の
論

説
を
、《
十
八
世
紀
末
、
女
性
団
体
は
一
種
の
早
期
警
戒
シ
ス
テ
ム
》
と
し
て

機
能
し
始
め
た
と
見
る
と
こ
ろ
か
ら
説
き
起
こ
し
た
。
ま
た
そ
の
要
素
は
、
初

期
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
を
通
じ
て
見
る
こ
と
が
で
き
、
環
境
保
護
運
動
も
そ

う
で
あ
る
、
と
言
う
（
ス
コ
ッ
ト
二
〇
〇
二
：
八
七
）。

自
然
資
源
の
保
全
は
、
各
地
で
、
女
性
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
主
要
な
関
心
事
の

一
つ
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
八
九
〇
年
代
に
手
掛
け
ら
れ
た
作
業
は
、

一
〇
年
後
に
《
自
然
保
護
運
動
》
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
動
向
を
先
取

り
す
る
も
の
だ
っ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
レ
ッ
ド
ウ
ッ
ド
（
赤
い
森
）、

キ
ン
グ
ズ
キ
ャ
ニ
オ
ン
国
立
公
園
、
メ
サ
・
ヴ
ェ
ル
デ
、
ハ
ド
ソ
ン
川
の

パ
リ
セ
ー
ズ
崖
、
こ
れ
ら
は
女
性
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
お
陰
で
、
さ
も
な
け
れ

ば
間
違
い
な
く
起
き
て
い
た
破
壊
か
ら
護
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
〇
六

年
の
《
聯
邦
食
品
・
医
薬
品
法
》
の
議
会
で
の
可
決
に
も
「
女
性
ク
ラ
ブ

総
聯
盟
」
の
力
が
大
き
か
っ
た
。

他
に
も
《
地
域
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
》
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
、
母
子
の
健
康
の
ケ

ア
に
関
す
る
シ
ェ
パ
ー
ド
・
タ
ウ
ナ
ー
法
（
一
九
二
一
年
）
を
実
現
さ
せ
た
女

性
運
動
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
大
局
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
は
、
資
本
主
義
が

驀
進
す
る
な
か
で
人
間
的
な
健
全
さ
を
保
つ
た
め
に
な
さ
れ
た
軌
道
の
調
整
も

そ
う
で
あ
っ
た
（
ス
コ
ッ
ト
二
〇
〇
二
：
八
九
）。

北
米
社
会
が
基
本
的
な
信
条
と
し
て
の
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
か
ら
幾
ら
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か
距
離
を
と
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
社
会
倫
理
の
方
向
へ
舵
を
切
っ
た
の

に
は
、
女
性
に
よ
る
諸
々
の
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
れ
に
向
け
て
影

響
力
を
行
使
し
た
こ
と
が
本
質
的
に
は
た
ら
い
た
。

た
し
か
に
女
性
組
合
の
場
合
、
そ
れ
が
掲
げ
た
課
題
は
、
活
動
が
軌
道
に
乗
っ

て
実
っ
た
後
、
法
制
化
さ
れ
、
ま
た
国
や
地
方
の
行
政
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、

そ
の
経
緯
は
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
さ
な
が
ら
か
す
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
国
や
地

方
政
府
や
社
会
全
体
が
本
来
果
た
す
べ
き
課
題
を
指
摘
し
雛
型
を
つ
く
っ
て
準

備
し
た
の
は
、
男
性
の
後
を
追
っ
て
遅
れ
ば
せ
に
同
等
の
立
場
を
手
に
入
れ
る

の
だ
け
が
女
性
運
動
の
意
義
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。《
女
性
の
オ
ー
ガ

ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
一
種
の
早
期
警
戒
シ
ス
テ
ム
》
と
言
え
る
ほ
ど
そ
の
時
々
の

状
況
が
か
か
え
る
問
題
性
を
敏
感
に
と
ら
え
る
仕
組
み
と
な
り
得
る
も
の
で
、

過
去
の
実
績
は
、
現
代
と
未
来
に
向
け
た
確
か
な
キ
ャ
リ
ア
に
他
な
ら
な
い
。

ス
コ
ッ
ト
女
史
の
こ
の
考
察
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。

（
三
）　

女
性
組
合
と
《
公
共
性
》

女
性
が
主
体
に
な
っ
て
結
成
・
運
営
さ
れ
た
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
際
立
っ
た
特

質
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
《
公
共
性
》
の
概
念
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら

れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
英
語
で
はpublicness

、
ド
イ
ツ
語
で
は

Ö
ffentlichkeit

で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
次
に
取
り
上
げ
る
が
、
そ
の
さ
い
注

目
し
た
い
の
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
言
い
回
し
と
し
て
《
組
合
公
共
性
》

（V
ereinsöffentlichkeit

）
と
い
う
言
い
方
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。『
組

織
化
と
参
劃
』
の
編
者
リ
タ
・
フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
が
論
集
の
は
じ
め
に

概
論
と
し
て
執
筆
し
た
「
序
論
」
の
な
か
で
も
ち
い
た
語
法
で
あ
る
（
Ｈ
Ｓ
ａ
：

二
〇
）。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
女
史
の
主
た
る
論
説
の
な
か
で
は
使
わ
れ
て
お

ら
ず
、
他
の
論
者
も
そ
の
言
い
方
を
し
て
は
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
造
語
と
思
わ

れ
る
。
が
、
そ
れ
に
込
め
ら
れ
た
内
容
は
他
の
論
者
に
も
共
通
す
る
。
な
お
一

般
的
に
は
、《
市
民
的
公
共
性
》（bürgerliche Ö

ffentlichkeit

）
が
キ
イ
ワ
ー

ド
と
な
る
が
、
論
説
に
お
け
る
そ
の
強
度
と
頻
度
は
、
男
性
組
合
あ
る
い
は
男

女
混
合
の
組
合
の
議
論
の
場
合
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

ａ　
《
男
性
組
合
》
と
《
女
性
組
合
》

マ
ル
グ
レ
ー
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
そ
の
論
説
の
は
じ
め
に
「
男
性
組
合

と
女
性
組
合
」
の
見
出
し
を
も
う
け
た
。
も
っ
と
も
《
男
性
組
合
》
と
い
う
言

い
方
は
通
常
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
女
史
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
一

般
論
の
場
合
は
、
論
者
が
意
識
し
な
い
ま
ま
、
男
性
が
中
心
の
ケ
ー
ス
が
考
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
言
わ
れ
る
《
男
性
組
合
》
だ
が
、

こ
と
さ
ら
男
子
だ
け
の
結
束
を
強
調
す
る
若
者
組
や
戦
士
団
的
な
結
集
を
指
す

の
で
は
な
く
、
ご
く
一
般
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
で
あ
り
、
男
女
混
合
も
含
ま
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
見
出
し
の
下
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
は
、
興
味
深
い
組
み
立
て
方

で
議
論
を
進
め
た
。
歴
史
学
の
分
野
で
ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
の
基
礎
に
な
っ
た
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三
六

の
は
ト
ー
マ
ス
・
ニ
ー
パ
ー
ダ
イ
の
論
説
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
説
か
れ
た
ク
ラ

ブ
・
組
合
の
特
徴
に
つ
い
て
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
文
章
を
引
用
し
、
そ
れ
を
女
性

史
の
観
点
か
ら
は
ど
う
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
対
比
を
お
こ
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
四
項
目
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
最
初
の
テ
ー
ゼ
を

取
り
上
げ
る
。
先
ず
、
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
ま
と
め
方
で
あ
る
。

組
合
の
設
立
者
の
志
向
は
、
家
・
身
分
・
職
業
・
伝
統
的
儀
式
に
縛
ら
れ

な
い
自
由
な
集
い
の
な
か
で
《
気
持
ち
に
即
し
て
》
楽
し
み
に
結
集
す
る

こ
と
に
あ
る
（
Ｎ
： 

一
一
四
）。

ク
ラ
ブ
・
組
合
の
こ
の
最
初
の
特
質
が
、
す
で
に
女
性
に
は
直
ち
に
は
あ
て
は

ま
ら
な
い
、
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
は
言
う
。
そ
も
そ
も
自
由
な
集
い
の
な
か

で
《
気
持
ち
に
即
し
て
》
楽
し
み
の
た
め
に
集
ま
る
こ
と
は
、
女
性
が
家
庭
か

ら
外
へ
踏
み
出
す
理
由
と
し
て
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
。《
組
合
と
い
う
半
公

共
性
へ
の
踏
み
出
し
》
の
た
め
に
は
《
偏
に
社
会
的
に
意
義
の
あ
る
活
動
で
あ

る
と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
》
何
か
が
必
要
で
あ
っ
た
。
女
性
の
場
合
は
、

社
会
の
役
に
立
つ
活
動
と
言
え
る
こ
と
が
、
外
の
世
界
へ
出
る
に
あ
た
っ
て
、

正
当
と
み
と
め
ら
れ
る
ほ
ゞ
唯
一
の
道
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
必
然
的
に
、《
男

性
組
合
》
と
《
女
性
組
合
》
の
結
成
の
モ
チ
ー
フ
の
違
い
に
つ
な
が
っ
た
。

な
お
敷
衍
す
れ
ば
、ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、一
七
六
五
年
の
ハ
ム
ブ
ル
ク
の
「
愛

国
協
会
」
か
ら
説
き
起
こ
し
、
ま
た
《
そ
の
時
期
、
ド
イ
ツ
で
は
、
幾
つ
か
の

近
似
し
た
集
団
の
形
成
が
起
き
て
い
た
》
と
し
て
、
具
体
的
に
組
合
の
名
称
と

設
立
年
を
列
挙
し
た
（
Ｎ
：
一
一
〇
〇
―
一
一
一
）。
そ
の
中
か
ら
団
体
の
種

類
だ
け
を
幾
つ
か
拾
う
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
読
書
協
会
」、「
ド

イ
ツ
語
詩
歌
協
会
」、「
医
学
読
書
協
会
」、「
学
術
協
会
」、「
学
知
ア
カ
デ
ミ
ー
」、

「
学
者
協
会
」、「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
協
会
」、「
コ
ン
サ
ー
ト
協
会
」、「
音
楽
実
修

協
会
」、「
農
業
協
会
」、「
農
業
経
済
協
会
」「
経
済
協
会
」、「
物
理
学
・
経
済

学
協
会
」、「
慣
習
学
と
農
業
の
組
合
」、さ
ら
に
十
九
世
紀
の
初
め
に
な
る
と「
歌

唱
組
合
」
や
「
体
操
組
合
」、
さ
ら
に
「
印
刷
出
版
組
合
」
が
入
っ
て
来
る
。

総
じ
て
、
メ
ン
バ
ー
が
相
互
に
知
識
を
持
ち
寄
り
、
併
せ
て
藝
術
・
学
術
の
知

見
や
技
術
を
一
般
に
広
め
て
社
会
へ
の
寄
与
を
図
っ
た
結
社
で
あ
っ
た
。
ま
た

そ
の
淵
源
に
当
た
る
も
の
と
し
て
、
十
八
世
紀
前
半
の
「
国
語
協
会
」、「
コ
ー

ヒ
ー
ハ
ウ
ス
」、「
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
支
部
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

男
性
組
合
が
発
展
し
た
の
は
《
ア
ル
コ
ー
ル
と
共
に
教
養
も
味
わ
う
こ
と

が
で
き
る
一
種
の
知
的
な
飲
食
館
》
に
お
い
て
で
あ
っ
た
（
Ｆ
：

一
三
〇
）。

そ
れ
に
対
し
て
女
性
組
合
の
典
型
的
な
も
の
は
、
困
窮
し
た
女
性
や
少
女
・

孤
児
の
救
済
、
産
褥
女
性
へ
の
援
助
、
少
女
・
児
童
へ
の
教
育
、
ま
た
女
性
を

対
象
と
す
る
だ
け
で
な
く
病
者
・
傷
病
兵
士
へ
の
手
当
な
ど
、
少
し
後
に
は
成

人
女
性
や
少
女
へ
の
職
業
・
働
き
口
の
斡
旋
や
職
能
向
上
へ
の
関
与
も
加
わ
っ
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た
。
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ケ
ア
で
あ
っ
た
。
働
く
女
性
た
ち

自
身
の
職
業
別
の
組
合
は
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
十
九
世
紀

の
後
半
・
末
頃
ま
で
は
、
学
問
・
藝
術
・
理
念
の
弘
布
を
目
的
と
し
た
結
集
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、地
域
の
名
士
た
ち
の
交
流
の
場
「
カ
ジ
ノ
ク
ラ
ブ
」（
賭

博
場
で
は
な
く
遊
戯
と
社
交
の
場
）
も
、
女
性
が
排
除
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た

に
せ
よ
、
や
は
り
縁
遠
か
っ
た
。

ｂ　
《
社
交
》
で
は
な
か
っ
た
《
女
性
組
合
》

歴
史
学
の
分
野
で
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
発
生
と
初
期
の
展
開
を
整
理
し
て
以
後

の
研
究
の
土
台
を
提
示
し
た
の
が
ト
ー
マ
ス
・
ニ
ー
パ
ー
ダ
イ
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
と
き
資
料
の
豊
富
さ
か
ら
先
ず
参
照
さ
れ
た
先
行
研
究
は
、
民
俗
学
者
ヘ

ル
ベ
ル
ト
・
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
の
『
ハ
ム
ブ
ル
ク
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
』
で
あ
っ

た
（
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
一
九
六
八
）。
五
〇
〇
頁
を
超
え
る
大
著
で
、
ハ
ム

ブ
ル
ク
に
消
長
し
た
数
百
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
に
つ
い
て
、
ハ
ム
ブ
ル
ク
市
の
図

書
館
や
資
料
館
に
収
集
さ
れ
た
古
記
録
を
掘
り
起
こ
し
た
労
作
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
「
社
交
の
歴
史
学
と
民
俗
学
の
た
め
に
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
つ
い

て
い
る
。
つ
ま
り
《
社
交
》
が
主
導
概
念
で
あ
る
が
、こ
れ
に
は
背
景
が
あ
る
。

フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
の
民
俗
学
者
と
し
て
の
経
歴
と
業
績
に
つ
い
て
は
毀
誉
褒

貶
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
踏
み
込
ま
な
い
。
と
ま
れ
、
戦
後
は
ク
ラ
ブ
・
組
合

と
の
取
り
組
み
に
没
頭
し
、
ま
た
文
書
資
料
の
調
査
を
基
礎
に
し
た
だ
け
に
研

究
に
は
十
数
年
を
要
し
た
。
そ
の
間
に
社
会
学
界
と
そ
の
隣
接
分
野
で
は
変
動

が
起
き
て
い
た
。
先
に
挙
げ
た
ル
ネ
・
ケ
ー
ニ
ヒ
に
よ
る
テ
ン
ニ
ェ
ス
へ
の
理

論
的
検
証
で
、《
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
》
が
社
会
学
の
概

念
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
批
判
は
、
や
が
て
学
問
的
に
使
え
る
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
っ
た）

9
（

。
そ
の
な
か
で
見
直
さ
れ
た
の
が
ゲ

オ
ル
ク
・
ジ
ム
メ
ル
の
《
集
団
の
社
会
学
》
で
あ
り
、
社
交
は
そ
こ
で
の
主
要

な
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
九
七
〇
年
辺
り
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
タ
ル
コ
ッ

ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
等
の
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
が
ド
イ
ツ
で
も
関
心
を
呼
び
、
ク

ラ
ブ
・
組
合
研
究
で
も
そ
れ
に
合
わ
せ
た
試
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
が
研
究
を
進
め
た
の
は
そ
の
少
し
前
の
《
ジ
ム
メ
ル
・
ル

ネ
サ
ン
ス
》
の
時
期
で
あ
っ
た）

10
（

。《
社
交
》
が
キ
イ
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
の
は
、

そ
こ
に
由
来
す
る
。

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
の
創
成
期
に
関
す
る
見
解
に
お
い
て

も
、フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
に
歴
史
的
素
材
を
も
と
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
《
社
交
》

の
概
念
が
一
定
の
比
重
を
占
め
る
。
そ
れ
は
決
し
て
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
。

愛
国
協
会
だ
け
で
な
く
、
読
書
協
会
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
組
合
や
学
術
諸
分
野
の

団
体
、
ま
た
体
操
組
合
も
メ
ン
バ
ー
の
相
互
交
流
と
そ
れ
に
よ
る
人
格
・
教
養

の
向
上
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
た
。
出
版
の
自
由
を
も
と
め
る
出
版
関
係
者
と

知
識
人
の
結
集
は
自
己
の
利
害
と
政
治
を
論
じ
る
場
で
あ
っ
た
。
総
合
的
な
農

業
改
善
組
合
は
も
ち
ろ
ん
、
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
貧
農
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
栽
培
を

支
援
す
る
組
合
や
新
型
養
蜂
箱
普
及
組
合
な
ど
も
専
門
知
識
を
相
互
に
交
換
し

つ
つ
や
社
会
へ
の
貢
献
を
図
る
種
類
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
半
ば
に
時
代
の
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テ
ー
マ
と
も
な
っ
た
地
域
消
防
団
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
の
安
全
へ
の
志
向
、
監
獄

改
善
組
合
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
運
動
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
一
方
の
極
に
は
社

会
の
特
定
の
課
題
へ
の
関
与
と
そ
れ
に
よ
る
社
会
貢
献
と
い
う
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

が
聳
え
て
い
た
。
定
款
に
謳
わ
れ
た
組
合
の
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
他
方
の
極

と
し
て
社
交
が
も
う
一
つ
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ブ
・
組
合
に
お

い
て
政
治
的
状
況
を
含
む
世
相
へ
の
幅
広
い
関
心
が
培
わ
れ
た
の
は
、
そ
こ
が

メ
ン
バ
ー
の
相
互
交
流
の
場
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ク
ラ
ブ
・
組
合
の

そ
の
一
般
的
な
特
質
が
女
性
組
合
で
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
気
付

か
さ
れ
れ
ば
、歴
史
的
現
実
と
し
て
意
外
で
は
な
い
。そ
れ
だ
け
に
マ
ル
グ
レ
ー

ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
事
態
を
構
造
的
に
と
ら
え
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
Ｆ
：

一
二
一
）。組

合
へ
の
参
加
を
通
じ
て
、
女
性
た
ち
は
、
市
民
社
会
の
形
成
以
来
自

分
た
ち
に
割
り
当
て
ら
れ
て
き
た
家
と
い
う
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
空
間
で

の
役
割
か
ら
解
放
さ
れ
は
し
た
が
、
そ
の
組
合
活
動
の
唯
一
な
い
し
は
本

質
的
な
内
容
は
他
者
へ
の
ケ
ア
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
組
合
の
あ
り
方
を
特

徴
づ
け
て
い
る
《
毎
日
の
集
い
》
で
は
、女
性
組
合
に
お
い
て
中
心
に
な
っ

た
の
は
、
身
体
を
使
う
活
動
で
あ
り
、
一
緒
に
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
お
互

い
の
考
え
方
を
話
し
合
お
う
と
す
る
希
求
と
は
別
物
で
あ
っ
た
。
男
性
た

ち
は
、
組
合
の
夕
べ
の
場
で
の
そ
う
し
た
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
で
は
な
い
会
話

を
、
職
業
面
の
次
の
一
歩
や
自
己
の
社
会
的
昇
進
に
役
立
て
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
女
性
の
場
合
は
、
学
校
設
立
な
ど
の
営
為
ま
で
行
っ
て
よ
う
や

く
自
分
た
ち
の
状
況
の
改
善
に
つ
な
が
る
の
だ
っ
た
。

《
男
性
組
合
》
と
の
実
際
的
な
違
い
と
し
て
、《
女
性
組
合
》
に
は
ほ
と
ん
ど
の

場
合
《
た
ま
り
場
》
が
な
か
っ
た
。
小
さ
い
な
が
ら
も
学
校
の
設
立
ま
で
行
っ

て
も
、
そ
の
一
室
で
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
程
度
で
、《
男
性
組
合
》
の
よ
う
な

常
設
の
事
務
局
は
な
か
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
は
、
女
性
組
合
が
オ
ー
ス

ト
リ
ア
帝
国
に
お
い
て
最
も
進
ん
で
い
た
一
八
九
〇
年
代
の
ウ
ィ
ー
ン
で
す
ら

設
立
に
関
与
し
た
小
施
設
の
一
室
が
臨
時
の
作
業
打
ち
合
わ
せ
程
度
で
あ
っ
た

こ
と
を
、
学
校
名
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
女
性
組
合
は
《
社
交
》
の
場
に

は
な
っ
て
お
ら
ず
、
互
い
の
知
見
を
交
換
す
る
機
会
も
乏
し
か
っ
た
。

し
か
し
女
性
た
ち
が
意
見
や
知
見
の
交
流
の
場
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
に
政

治
的
情
勢
か
ら
常
に
遠
ざ
か
っ
て
い
た
と
も
言
え
な
い
。
緊
迫
し
た
世
相
に
お

い
て
、
そ
れ
に
特
化
し
た
呼
び
か
け
に
は
敏
感
に
反
応
し
た
例
も
み
ら
れ
る
。

特
に
、
一
八
四
八
年
革
命
を
挟
む
約
一
〇
年
間
に
教
会
官
庁
の
統
制
外
で
起
き

た
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
の
場
合
が
そ
う
で
、
運
動
自
体
も
従
来
の
理
解

ほ
ど
泡
沫
的
と
は
言
え
ず
、
ま
た
呼
応
し
た
人
々
に
は
女
性
の
比
率
が
高
か
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

ま
た
参
考
と
し
て
別
の
角
度
か
ら
の
補
足
で
あ
る
が
、
近
代
史
の
か
な
り
長

い
期
間
を
通
じ
て
女
性
に
は
社
交
の
場
が
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
他
の
尺
度
を
と
れ
ば
、
そ
う
し
た
機
会
は
幾
ら
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
隣
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組
の
運
営
や
人
生
儀
礼
で
は
女
性
が
実
質
的
に
切
り
盛
り
を
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
女
性
が
担
当
す
る
季
節
の
共
同
作
業
の
場
も
あ
っ
た
（
冬
の
初
め
の

鵞
鳥
の
羽
毛
む
し
り
、
冬
季
に
一
室
に
集
ま
っ
て
行
う
糸
紡
ぎ
等
）。
婚
礼
の

前
後
に
は
女
性
だ
け
の
決
ま
っ
た
集
ま
り
が
開
か
れ
た
。
さ
ら
に
共
用
井
戸
で

の
井
戸
端
会
議
、
共
用
の
パ
ン
焼
き
小
屋
、
村
の
鍛
冶
屋
の
店
先
（
こ
こ
は
男

性
も
一
緒
）、
女
仕
立
師
の
仕
事
場
、
婚
礼
調
度
の
お
披
露
目
、
こ
れ
ら
は
あ

れ
こ
れ
の
品
評
の
場
で
あ
り
風
評
の
発
生
源
で
も
あ
っ
た
。し
か
し
そ
れ
ら
は
、

市
民
的
結
集
の
原
理
に
よ
る
集
ま
り
で
は
な
か
っ
た
。

ｃ　

ク
ラ
ブ
・
組
合
の
《
公
共
性
》
へ
の
疑
義

女
性
組
合
の
研
究
で
は
公
共
性
が
目
立
っ
た
キ
イ
ワ
ー
ド
に
な
る
の
に
対
し

て
、
男
性
組
合
（
と
断
る
こ
と
は
少
な
い
が
歴
史
的
に
は
男
性
が
主
導
）
の
場

合
は
、
先
鋭
な
論
者
ほ
ど
、
公
共
性
を
言
い
立
て
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
。

む
し
ろ
仲
間
う
ち
で
埋
没
す
る
自
閉
性
が
問
題
視
さ
れ
る
。
そ
の
側
面
か
ら
ク

ラ
ブ
・
組
合
の
分
析
と
評
価
を
進
め
て
き
た
一
人
は
民
俗
学
の
ヘ
ル
マ
ン
・
バ

ウ
ジ
ン
ガ
ー
で
あ
る
。
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
は
、
ク
ラ
ブ
・
組
合
が
市
民
的
結
集
を

担
っ
て
き
た
役
割
を
説
く
一
方
、そ
こ
が
内
向
き
志
向
と
視
野
の
狭
さ
の
温
存
・

助
長
の
場
と
も
な
る
マ
イ
ナ
ス
面
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起

し
て
き
た
。
教
会
堂
鐘
楼
下
の
政
治
（K

irchturm
politik

）
す
な
わ
ち
村
の

政
治
的
な
視
野
狭
窄
や
、実
効
性
と
は
無
縁
の
床
屋
政
談
で
あ
る
。主
に
ス
ポ
ー

ツ
組
合
を
例
に
と
っ
た
次
の
一
節
も
そ
う
し
た
側
面
を
取
り
上
げ
て
い
る
（
バ

ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
〇
〇
﹇
河
野
・
訳
﹈
七
九
―
八
〇
）。

多
数
の
、
た
ぶ
ん
ド
イ
ツ
の
大
多
数
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
組
織
で
は
、
昔

も
今
も
、
メ
ン
バ
ー
は
愛
着
を
も
ち
、
そ
の
属
す
る
ク
ラ
ブ
・
組
合
と
の

あ
る
種
の
一
体
化
（
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
カ
ツ
ィ
オ
ー
ン
）
が
続
い
て
い
る
。

そ
れ
に
ク
ラ
ブ
・
組
合
は
そ
の
機
能
が
多
彩
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ

ま
り
そ
の
な
か
に
は
会
長
か
ら
会
計
係
ま
で
、
ま
た
ト
レ
ー
ナ
ー
か
ら
場

内
管
理
人
ま
で
が
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
昔
も
今
も
、
社
会
学
者

の
言
い
方
を
用
い
れ
ば
《
社
会
的
人
格
の
練
習
場
》
で
あ
り
つ
づ
け
て
い

る
。・
・
・
・
ド
イ
ツ
で
は
ク
ラ
ブ
・
組
合
組
織
が
大
き
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
と
言
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
十
九
世
紀
の
市
民
社
会
の
産
物

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ド
イ
ツ
人
の
政
治
的
覚
醒
を
証
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
長
期
に
わ
た
っ
た
政
治
的
失
神
状
態
と
中
性
化
の
証
左
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

・
・
・
・
ク
ラ
ブ
・
組
合
活
動
に
入
れ
揚
げ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、

自
分
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
は
途
方
も
な
く
大
き
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
。
そ
う
し
た
熱
狂
者
は
、
特
定
の
一
つ
か
複
数
の
ク
ラ
ブ
・
組
合

へ
の
忠
誠
を
棺
桶
ま
で
引
き
ず
っ
た
。
事
実
、
ド
イ
ツ
で
は
、
葬
儀
は
一

種
の
演
出
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
会
長
に
よ
る
弔
辞
と
献
花
が
最
も
大

き
な
比
重
を
占
め
る
。・
・
・
・
た
し
か
に
そ
の
人
物
に
と
っ
て
、
ク
ラ
ブ
・

組
合
の
外
で
は
、
人
間
ら
し
さ
を
味
わ
え
る
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
は
先
ず
な
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か
っ
た
。
そ
こ
は
彼
に
と
っ
て
世
界
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ブ
・
組
合
は
、
彼

に
と
っ
て
公
共
の
場
の
代
わ
り
に
な
る
も
う
一
つ
の
形
態
で
あ
っ
た
。

ク
ラ
ブ
・
組
合
は
公
共
性
そ
の
も
の
か
ら
は
遠
い
、
質
の
劣
っ
た
代
替
の
場
と

い
う
理
解
で
あ
る
が
、
ま
た
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
は
、
ド
イ
ツ
人
は
、
そ
れ
に
も
拘

わ
ら
ず
ク
ラ
ブ
・
組
合
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
言
う
。
見
方
を
変
え

れ
ば
そ
の
ジ
レ
ン
マ
は
自
己
を
見
直
す
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
地
に
足
を
着
け
て

ク
ラ
ブ
・
組
合
と
共
に
生
き
る
と
い
う
自
覚
を
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
は
促
し
て
い
る
。

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
論
説
で
も
、
ク
ラ
ブ
・
組
合
が
そ
の
ま
ま
公
共
の
場
と
は

さ
れ
ず
、《
疑
似
公
共
性
（Q

uasi-Ö
ffentlichkeit

）》
や
《
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト

な
公
共
性
（private Ö

ffentlichkeit

）》
の
形
成
と
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
ユ

ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
に
お
け
る
考
察
と
重
ね

て
い
る
（
Ｎ:

一
三
六
）。
か
く
、
一
般
的
な
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
理
解
で
は
公

共
性
の
概
念
に
は
何
ら
か
の
留
保
が
つ
い
て
い
る
。
概
括
的
に
言
え
ば
、
社
交

の
場
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
女
性
組
合
に
関
す
る
女
性
研
究
者

の
理
解
で
は
、
多
く
の
場
合
、
組
合
は
公
共
性
な
い
し
は
公
共
性
に
直
結
す
る

足
掛
か
り
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
の
大
部
分
を
通
じ
て
、
ク
ラ
ブ
・
組
合
は
女

性
に
と
っ
て
は
自
閉
性
の
場
と
な
る
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で

言
わ
れ
る
公
共
性
は
、
中
身
を
探
る
と
、
場
の
未
達
成
の
ま
ま
で
の
社
会
へ
の

参
劃
で
あ
っ
た
。

（
四
）　

女
性
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
変
遷

リ
タ
・
フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
が
編
者
と
し
て
ま
と
め
た
論
集
に
お
い
て
、

女
史
が
執
筆
し
た
の
は
三
篇
で
あ
る
。「
前
書
き
」、
や
や
長
文
の
「
序
論
」、

そ
し
て
論
説「
ド
イ
ツ
市
民
社
会
に
お
け
る
女
性
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合 

―《
長

き
十
九
世
紀
》：
一
七
八
〇
―
一
九
一
〇
年
期
の
概
観
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

つ
い
て
も
、
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
主
催
者
と
し
て
全
体
の
輪
郭
の
提
示
を
心
掛

け
た
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
が
そ
の
論
説
を
訳
し
た
の
は
、
歴
史
的
概
観
に
適
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
Ｈ
Ｓ
ｂ
）。
ま
た
「
訳
者
解
説
」
で
は
「
前
書
き
」
と
「
序

論
」
に
も
言
及
し
た
。
す
で
に
翻
訳
を
供
し
て
い
る
た
め
、
内
容
の
細
か
な
紹

介
は
省
い
て
、
論
旨
と
構
成
を
押
さ
え
る
に
と
ど
め
る
。
ま
た
、
併
せ
て
論
集

に
収
録
さ
れ
た
他
の
論
説
に
も
注
目
し
な
が
ら
、
こ
の
テ
ー
マ
の
特
質
と
広
が

り
を
考
え
て
み
た
い
。

ａ　

女
性
組
合
の
《
長
き
十
九
世
紀
》

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
の
論
説
は
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
十
九
世

紀
を
通
じ
た
変
遷
の
基
本
を
問
題
に
し
て
い
る
。
な
お
《
長
き
十
九
世
紀
》
と

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
が
提
唱
し
た
歴
史
区

分
で
、
元
は
一
七
八
九
―
一
九
一
四
年
期
を
指
す
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
始
ま
り

の
年
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
起
点
は
身
分
制
と
絶
対
王
政
の
ア
ン
シ
ャ
ン
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レ
ジ
ー
ム
で
あ
る
。
他
方
、終
点
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
で
あ
る
た
め
に
、

す
で
に
市
民
社
会
が
成
熟
の
度
合
い
を
深
め
て
お
り
、ほ
と
ん
ど
現
代
で
あ
る
。

そ
の
百
年
余
り
の
間
に
、
憲
法
を
掲
げ
た
国
家
形
態
も
産
業
革
命
も
科
学
技
術

の
進
歩
も
世
紀
末
も
入
っ
て
来
る
。
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
対
比
的
に
《
短
か
き

二
〇
世
紀
》
と
い
う
言
い
方
も
し
て
い
る
。
こ
の
《
長
き
十
九
世
紀
》
は
、
西

洋
の
近
・
現
代
史
の
尺
度
で
は
あ
る
が
、
感
覚
的
に
も
説
得
性
を
も
つ
と
こ
ろ

か
ら
応
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
女
史
の
論
説
で
は
、
十
八
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀

初
め
ま
で
の
女
性
組
合
の
展
開
を
質
と
量
の
両
面
か
ら
整
理
す
る
こ
と
が
試
み

ら
れ
る
。
一
〇
〇
年
余
の
期
間
は
五
つ
に
区
分
さ
れ
、
時
期
ご
と
に
女
性
組
合

の
結
集
の
モ
チ
ー
フ
が
特
定
さ
れ
る
。
ま
た
量
の
面
で
は
、
歴
史
的
実
態
の
調

査
が
進
ん
で
い
た
数
都
市
に
つ
い
て
、
時
期
ご
と
の
女
性
組
合
の
数
を
把
捉
す

る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
カ
ッ
セ
ル
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
、
ケ

ム
ニ
ッ
ツ
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
十
九
世
紀
末
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
全
土
の
統
計

資
料
を
援
用
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
数
種
類
の
グ
ラ
フ
に
し
て
い
る
の
は
理
解

を
促
す
上
で
有
効
で
あ
る
（
拙
訳
を
参
照
）。

ｂ　

女
性
組
合
の
結
集
に
お
け
る
自
主
性
と
受
動
性

女
性
が
中
心
の
結
集
が
研
究
対
象
と
な
る
の
は
近
年
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
現

象
を
特
定
し
て
実
情
を
把
握
す
る
作
業
は
、
意
外
に
も
、
す
で
に
二
〇
世
紀
は

じ
め
に
国
家
が
そ
れ
に
着
手
し
て
い
た
。
一
九
〇
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
「
ド
イ

ツ
帝
国
統
計
局
」
は
同
年
の
統
計
資
料
集
の
別
冊
に
「
ド
イ
ツ
帝
国
女
性
団
体

統
計
」
を
載
せ
、
そ
の
さ
い
対
象
と
な
る
団
体
を
六
種
類
に
分
類
し
た
。
一
般

的
女
性
運
動
の
団
体
、
職
業
団
体
、
社
会
的
団
体
、
慈
善
団
体
、
教
養
団
体
、

政
治
的
団
体
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
ハ
イ
ン
ゾ
ー
ン
女
史
は
、
そ
れ
を
ハ
ム
ブ

ル
ク
の
歴
史
的
実
態
に
合
わ
せ
て
四
種
類
に
整
理
し
た
。《
一
般
的
女
性
運
動

に
は
政
治
的
組
合
を
併
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
ハ
ム
ブ
ル
ク
で
は
両

者
が
人
的
な
面
で
も
内
容
面
で
も
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
社
会
的
組
合
と

慈
善
組
合
の
区
分
は
無
視
し
て
も
よ
く
、
そ
れ
は
時
代
が
や
や
古
い
慈
善
組
合

は
新
し
い
社
会
的
組
合
の
先
行
者
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
》（
ハ
イ

ン
ゾ
ー
ン
二
〇
〇
二
：
二
四
二
﹇
注
﹈
三
七
、詳
し
く
は
『
政
治
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』

三
九
以
下
）。
元
の
六
種
類
を
も
ち
い
る
か
、
四
種
類
に
整
理
す
る
か
は
と
も

か
く
、
統
計
資
料
の
企
劃
に
由
来
す
る
こ
と
か
ら
活
動
の
外
的
な
特
徴
に
即
し

て
お
り
、
分
類
と
し
て
は
客
観
的
と
も
言
え
る
。
そ
れ
も
あ
っ
て
、
フ
ー

バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
は
、
基
本
的
に
は
こ
れ
を
下
敷
き
に
し
、
そ
れ
を
支
え
る

理
論
と
し
て
ハ
イ
ン
ゾ
ー
ン
を
援
用
し
て
い
る
。

分
類
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
見
て
お
き
た
い
の

は
、
女
性
の
結
集
の
解
釈
で
あ
る
。
一
口
に
言
え
ば
、
あ
る
種
の
も
の
に
つ
い

て
は
国
家
や
支
配
権
力
に
動
員
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
の
当
否
で
あ
る
。
女
性
主

体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
形
成
の
最
初
の
大
き
な
波
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
か
ら

の
《
祖
国
解
放
戦
争
》
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
と
共
に
そ
れ
は
、
国
家
の

危
機
が
過
ぎ
る
と
、
も
は
や
歓
迎
さ
れ
ず
、
短
期
間
で
衰
微
し
た
（
Ｈ
Ｓ
ｂ
：
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二
五
）。解

放
戦
争
の
時
期
、
す
な
わ
ち
一
八
一
三
年
の
春
か
ら
一
八
一
五
年
の
夏

に
か
け
て
、
組
合
設
立
の
波
が
嵐
の
如
く
高
ま
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
で
は
た

だ
ち
に
、
戦
場
に
赴
く
義
勇
兵
を
支
援
す
る
べ
く
最
初
の
女
性
銃
後
組
合

が
幾
つ
も
設
立
さ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
プ
ロ
イ
セ
ン
王
室

は
女
性
た
ち
に
（
フ
ラ
ン
ス
支
配
か
ら
の
）
国
土
解
放
へ
の
女
性
の
協
力

を
公
式
に
呼
び
か
け
た
。
他
の
諸
領
邦
の
支
配
家
門
も
プ
ロ
イ
セ
ン
王
室

に
倣
っ
た
。
か
く
し
て
、
上
か
ら
の
促
し
か
、
下
か
ら
の
独
自
の
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ヴ
か
は
と
も
か
く
、
至
る
と
こ
ろ
で
女
性
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。

社
会
参
加
を
果
た
し
た
組
合
女
性
た
ち
は
、
そ
の
活
動
コ
ン
セ
プ
ト
を
平

時
の
営
為
に
も
継
続
さ
せ
る
こ
と
を
模
索
し
、
進
歩
的
な
官
僚
た
ち
も
、

経
験
を
積
ん
だ
女
性
組
合
を
自
治
体
の
機
関
、
た
と
え
ば
女
学
校
や
孤
児

院
の
運
営
に
活
か
す
こ
と
を
考
え
た
。
し
か
し
家
父
長
制
の
側
か
ら
の
反

発
は
す
さ
ま
じ
く
、
程
な
く
そ
れ
が
議
論
を
制
し
、
女
性
組
合
の
将
来
は

閉
ざ
さ
れ
た
。
雑
誌
で
も
、
学
校
・
救
貧
院
の
運
営
に
関
わ
る
審
議
会
で

も
、
国
家
の
最
上
部
で
も
、
女
性
を
自
治
的
な
公
的
機
関
（
こ
れ
ら
は
男

性
に
よ
る
公
共
性
と
社
会
参
加
の
核
心
部
で
も
あ
っ
た
）
に
恒
久
的
に
存

在
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
不
快
と
排
斥
に
見
舞
わ
れ
た
。
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
の
女
性
組
合
は
解
散
す
る
か
、あ
る
い
は
公
共
の
場
か
ら
退
い
て
、

目
立
た
な
い
か
た
ち
で
辛
う
じ
て
存
続
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
。

政
治
の
要
素
が
か
ら
む
場
合
、
先
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
女
性
が
国
家
や
為
政

者
に
よ
っ
て
戦
時
動
員
さ
れ
た
と
い
う
受
動
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
女
史
も
他
の
女
性
史
家
も
そ
の
側
面
を
強
調
す
る
こ

と
に
は
概
し
て
否
定
的
で
あ
る
。
そ
の
時
期
、
同
様
の
浮
沈
に
見
舞
わ
れ
た
の

は
女
性
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
わ
た
っ
て
い
た
。
ま
た
危
機
が
過

ぎ
る
と
邪
険
に
扱
わ
れ
た
の
も
女
性
組
合
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
体
操

運
動
の
経
緯
と
重
ね
て
も
よ
い
。

《
体
操
の
父
》
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ヤ
ー
ン
が
一
八
一
〇
年

に
始
め
た
祖
国
愛
に
裏
付
け
ら
れ
た
体
操
者
の
結
集
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
追
撃

す
る
過
程
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
首
相
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
後
ろ
盾
を
も
得
て
順
調

に
発
展
し
、
義
勇
軍
の
供
給
源
の
一
つ
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
対
仏
戦
争
が
終

わ
り
、
時
代
が
ウ
ィ
ー
ン
体
制
へ
と
移
る
と
、
復
古
基
調
の
な
か
、
メ
ッ
テ
ル

ニ
ヒ
に
よ
っ
て
危
険
視
さ
れ
て
《
体
操
禁
止
》（
一
八
二
〇
年
初
）
の
暗
転
が

起
き
、
ヤ
ー
ン
も
逮
捕
監
禁
さ
れ
た
。
が
、
二
〇
年
余
を
経
て
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ

主
導
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
体
制
が
綻
び
は
じ
め
る
と
体
操
者
た
ち
は
次
第
に

活
力
を
取
り
戻
し
て
、
一
八
四
八
年
革
命
の
一
翼
を
に
な
う
ま
で
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
図
式
化
し
た
ま
と
め
方
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ク
ラ
ブ
・
組
合
の

結
成
は
決
し
て
受
動
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
面
で
は
国
家
や
為
政
者
の

意
向
に
沿
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
基
本
は
自
由
な
市
民
の
意

思
で
あ
っ
た
。

女
性
組
合
に
つ
い
て
も
、
祖
国
解
放
戦
争
の
と
き
こ
そ
国
家
に
よ
る
動
員
の

四
二

― 89 ―



一
面
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
政
治
性
を
帯
び
た
結
集
は
国
家
の
意
図
に

縛
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
国
家
に
と
っ
て
不
都
合
な
事
態
に

も
な
っ
た
。
一
八
三
〇
年
代
初
め
の
親
ギ
リ
シ
ア
運
動
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
民
族

運
動
へ
の
共
感
で
は
《
女
性
た
ち
は
・
・
・
・
独
自
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
発

揮
し
、
自
分
た
ち
の
下
支
え
を
活
か
し
て
政
治
的
関
心
を
促
す
こ
と
が
で
き
た

面
が
あ
っ
た
》（
Ｈ
Ｓ
ｂ
：
二
六
）。
ギ
リ
シ
ア
独
立
戦
争
は
ド
イ
ツ
語
圏
諸
邦

の
為
政
者
に
は
遠
い
異
国
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
が
、
一
八
三
〇
年
の
ワ
ル

シ
ャ
ワ
で
の
十
一
月
蜂
起
に
始
ま
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
ロ
シ
ア
帝
国
へ
の
抵
抗

の
場
合
は
、
国
際
関
係
の
変
更
を
望
ま
な
い
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
を
は
じ
め
各
国

政
府
は
民
間
で
高
ま
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
支
援
の
運
動
に
神
経
を
と
が
ら
せ
た
。
事

実
、
国
境
閉
鎖
の
挙
に
出
た
自
国
政
府
の
政
策
と
は
う
ら
は
ら
に
、
女
性
た
ち

は
ポ
ー
ラ
ン
ド
支
援
の
組
合
を
各
地
で
結
成
し
た
。
そ
う
し
た
傾
向
の
延
長
線

上
で
、
一
八
四
八
年
革
命
で
は
変
革
に
賛
同
す
る
女
性
の
団
結
が
大
き
な
波
と

な
っ
た
。
か
く
見
る
と
、
戦
時
や
政
治
情
勢
に
際
し
て
の
女
性
の
結
集
は
決
し

て
政
府
や
為
政
者
の
意
に
沿
っ
た
も
の
で
も
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
も
の
で

も
な
く
、
自
由
な
市
民
と
し
て
の
社
会
参
加
が
基
本
的
な
底
流
で
あ
っ
た
と
解

す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
他
方
で
、
一
八
四
八
年
革
命
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
国
家
形
態

に
関
わ
る
理
念
性
が
女
性
の
結
集
の
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
と
い
う
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
実
情
は
む
し
ろ
逆
で
、女
性
た
ち
は
目
前
の
作
業
に
埋
没
し
て
い
た
。

女
性
が
家
庭
の
外
へ
出
る
こ
と
自
体
は
敷
居
が
低
く
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の

活
動
は
主
要
に
は
慈
善
や
福
祉
や
福
利
厚
生
に
関
係
し
た
実
際
作
業
で
あ
り
、

理
念
を
磨
く
場
と
い
う
に
は
程
遠
か
っ
た
。
そ
れ
が
解
決
さ
れ
る
に
は
、
視
野

を
広
げ
る
意
味
で
も
、
組
合
メ
ン
バ
ー
の
教
養
の
向
上
と
い
う
意
味
で
も
、
広

域
的
な
組
織
、
で
き
れ
ば
全
国
組
織
と
相
互
の
交
流
が
必
要
で
あ
っ
た
。

ｃ　
《
一
般
女
性
組
合
》
の
成
立

論
集
『
組
織
化
と
参
劃
』
に
は
、
女
性
史
家
ベ
ア
ー
テ
・
ク
レ
ム
の
論
説
が

収
録
さ
れ
て
お
り
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
謳
う
よ
う
に
《
一
八
六
五
―
一
八
九
四

年
期
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
市
民
的
女
性
運
動
の
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
開
拓
者

と
し
て
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
女
性
た
ち
》
を
扱
っ
て
い
る
（
ク
レ
ム

二
〇
〇
二
）。
ク
レ
ム
女
史
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
に
学
ん
で
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
の
女
性
組
合
の
歴
史
的
研
究
で
学
位
を
得
て
お
り
、
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
頃

は
『
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
民
衆
新
聞
』
社
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
が
活
動
拠
点
で
あ
っ
た
。

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
照
準
を
定
め
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
多
く
の
都
市
の
任
意

の
一
つ
で
は
な
い
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
全
土
の
女
性
組
合
の
頂
上
組

織
な
い
し
は
セ
ン
タ
ー
的
な
組
織
が
こ
こ
で
結
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
単
な
る
聯
絡
機
関
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
男
性
組
合
と
比
べ
て
女
性

組
合
に
特
有
の
問
題
が
絡
ん
で
い
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、女
性
組
合
は
、

慈
善
や
社
会
奉
仕
の
実
際
行
動
に
偏
っ
て
お
り
、
男
性
組
合
の
よ
う
な
メ
ン

バ
ー
相
互
の
《
社
交
》
に
よ
る
知
識
の
向
上
や
知
見
の
交
換
の
側
面
は
貧
弱
で

あ
っ
た
。
他
の
団
体
と
の
交
流
に
よ
っ
て
自
己
を
相
対
化
す
る
機
会
も
ほ
と
ん
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ど
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
広
域
的
な
交
流
を
潜
在
的
に
必
要
と
し
て
い
た
の

は
女
性
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
で
あ
っ
た
。

そ
の
課
題
に
向
か
っ
て
行
動
を
起
こ
し
た
の
が
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
集
ま
っ

て
い
た
女
性
活
動
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
背
景
が
あ
る
。
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
は
ド
イ
ツ
で
は
特
に
文
化
面
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
都
市

で
、
殊
に
書
店
・
出
版
社
・
見
本
市
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
ド
イ
ツ
の
言
論
の
一

拠
点
で
あ
っ
た
。
文
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
か
れ
た
風
土
で
あ
っ
た

こ
と
は
、「
一
般
ド
イ
ツ
女
性
組
合
」（
Ａ
Ｄ
Ｆ
）
の
指
導
者
と
な
っ
た
女
性
た

ち
に
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
出
身
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
各
地
か
ら
や
っ
て
き
て

女
性
の
立
場
か
ら
の
運
動
に
入
っ
た
メ
ン
バ
ー
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か

が
え
る
。
ま
た
ラ
イ
プ
ツ
イ
ヒ
は
一
八
四
八
年
革
命
で
は
急
進
派
の
拠
点
都
市

で
あ
り
、
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ブ
ル
ー
ム
が
市
役
所
の
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
革
命
を
呼

び
か
け
、
同
市
の
組
合
数
団
体
を
背
景
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
の
代
議

員
に
選
出
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
条
件
を
身
体
に
沁
み
込
ま
せ
て
い
た
観
の
あ
る
の
が
ル
イ
ー
ゼ
・

オ
ッ
ト
ー
＝
ペ
ー
タ
ー
ス
で
あ
っ
た
（
オ
ッ
ト
ー
は
結
婚
後
の
追
加
姓
）。

一
八
四
八
年
革
命
の
当
時
は
二
十
歳
代
の
後
半
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て

新
聞
各
紙
に
寄
稿
し
、
ま
た
当
時
の
言
論
人
や
初
期
の
労
働
運
動
の
指
導
者
と

も
交
流
が
あ
っ
た
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ブ
ル
ー
ム
を
も
直
接
知
っ
て
い
た
。
そ
し

て
革
命
が
抑
え
込
ま
れ
た
約
十
五
年
に
わ
た
る
反
動
期
が
よ
う
や
く
弛
緩
に
向

か
う
状
況
で
運
動
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
折
か
ら
ド
イ
ツ
は
産
業
革
命
の

真
っ
只
中
に
あ
り
、
経
済
的
上
昇
に
伴
っ
て
労
働
運
動
だ
け
で
な
く
、
成
人
女

性
・
少
女
の
勤
労
環
境
や
初
等
教
育
後
の
教
育
の
継
続
な
ど
多
く
の
問
題
が
発

生
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
機
が
熟
し
て
い
た
と
言
え
る
が
、
機
運
を
掴
ん
だ

の
は
非
凡
で
あ
っ
た
。
簡
単
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
女
性
組
合
の
全
国
的
な

聯
合
な
い
し
は
頂
上
組
織
の
成
立
は
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
二
五
年
も
早
か
っ
た
の

で
あ
る
。

オ
ッ
ト
ー
＝
ペ
ー
タ
ー
ス
が
組
織
運
営
に
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。「
一
般
ド
イ
ツ
女
性
組
合
」
の
執
行
部
は

女
性
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
創
設
に
尽
力
し
た
男
性
た
ち
を
助
言
者
と
し
、
ま
た

労
働
運
動
の
指
導
者
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
青
年
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ー
ベ
ル

（
一
八
四
〇
―
一
九
一
三
）
を
そ
こ
に
加
え
た
。
さ
ら
に
一
八
四
八
年
革
命
の

挫
折
と
そ
の
後
の
反
動
期
を
生
き
た
経
験
か
ら
国
家
権
力
と
そ
の
時
々
の
担
当

官
庁
と
の
付
き
合
い
方
に
も
勘
が
は
た
ら
い
た
よ
う
で
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｆ
の

一
八
八
五
年
五
月
一
九
日
の
臨
時
総
会
で
は
、
既
婚
女
性
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る

こ
と
に
関
す
る
組
合
規
約
の
第
五
条
を
手
直
し
し
て
、
必
要
な
場
合
は
《
既
婚

女
性
の
入
会
申
請
に
あ
た
っ
て
は
夫
の
承
諾
書
を
添
え
る
こ
と
と
す
る
》
と
し

た
。
こ
の
《
ザ
ク
セ
ン
王
国
へ
の
妥
協
の
ポ
ー
ズ
》
は
男
性
と
同
等
な
女
性
の

立
場
を
主
張
し
て
き
た
原
則
に
抵
触
す
る
と
の
反
発
が
内
部
で
起
き
た
が
、

オ
ッ
ト
ー
＝
ペ
ー
タ
ー
ス
は
同
志
た
ち
を
説
得
し
た
。
組
織
を
官
庁
の
認
可
団

体
と
す
る
こ
と
と
女
性
運
動
の
理
念
の
全
国
へ
の
拡
大
を
重
視
し
た
の
で
あ

り
、
ま
た
問
題
の
条
項
も
実
際
に
は
あ
ま
り
悶
着
の
種
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
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（
五
）　

市
民
的
結
社
と
し
て
の
女
性
組
合
を
め
ぐ
っ
て

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
が
編
ん
だ
論
集
が
刊
行
さ
れ
た
翌
年
、
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
の
歴
史
を
テ
ー
マ
と
す
る
専
門
誌
に
書
評
が
現
れ
た）

12
（

。
評
者
は
マ
ル
グ

レ
ー
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
で
、
論
集
の
構
成
と
内
容
を
一
通
り
紹
介
し
て
そ
の

意
義
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
批
判
を
も
あ
ら
わ
に
し
た
。
要
点
は
、
女
性
組
合

の
歴
史
を
整
理
し
て
は
い
る
が
、
総
じ
て
《
シ
ャ
ー
プ
さ
に
欠
け
る
》
と
言
う

の
で
あ
っ
た
。
女
性
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
歴
史
的
研
究
で
は
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
女
史
は
先
行
者
で
あ
り
、
フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
女
史
も
そ
れ
に
言
及
し

て
い
た
。
し
か
し
、
本
質
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
は

見
た
よ
う
で
あ
る
。

ａ　

女
性
組
合
を
め
ぐ
る
《
周
辺
と
中
心
》

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
の
論
説
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
語

を
補
っ
た
が
、
直
訳
す
る
と
「
周
辺
と
中
心
に
お
け
る
十
九
世
紀
の
市
民
的
女

性
組
合
の
活
動
と
意
義
」
で
あ
る
。
周
辺
と
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
を
、
中
心
は

ウ
ィ
ー
ン
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
対
比
は
、
ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
の
里
程
標
的

な
論
集
で
あ
る
オ
ッ
ト
ー
・
ダ
ン
の
編
著
に
お
い
て
ダ
ン
が
序
文
の
中
で
取
り

上
げ
た
研
究
上
の
留
意
点
と
関
係
す
る
（
ダ
ン
一
九
八
四
：
八
）。
す
な
わ
ち

ク
ラ
ブ
・
組
合
の
展
開
に
取
り
組
め
ば
必
然
的
に
十
九
世
紀
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
ド
イ
ツ
の
場
合
、
十
九
世
紀
は
最
後
の
四
半
世
紀
ま
で
は

因
習
的
な
領
邦
を
も
含
む
小
国
家
の
集
ま
り
で
あ
り
、
市
民
社
会
の
発
展
に
不

可
欠
な
統
一
的
な
国
民
国
家
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
ク
ラ
ブ
・
組
合

の
発
展
に
は
《
中
心
と
周
辺
》
の
間
に
緊
張
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
は
、
主
に
ザ
ル
ツ
ブ

ル
ク
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
土
台
で
あ
る
市

民
社
会
が
進
展
す
る
ウ
ィ
ー
ン
に
対
し
て
、
領
邦
的
な
要
素
が
残
る
ザ
ル
ツ
ブ

ル
ク
と
い
う
同
時
代
の
両
極
で
あ
る
。
な
お
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
が
辺
地
と
い
う
の

は
今
日
で
は
（
特
に
外
国
か
ら
は
）
違
和
感
が
起
き
る
が
、
こ
れ
に
は
説
明
が

あ
る
（
Ｆ
：
一
二
一
―
一
二
二
）。

・
・
・
・
周
辺
部
と
し
て
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
市
を
例
に
と
っ
た
。
元
は
独

立
し
た
大
司
教
伯
領
邦
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
政
治
的
・
経
済
的
に
は
縁

辺
の
郡
都
に
な
っ
て
し
ま
い
、
再
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
冠
領
ザ
ル
ツ
ブ
ル

ク
と
な
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
八
六
一
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
十
九

世
紀
を
通
じ
て
見
る
と
、
先
ず
起
き
た
の
は
産
業
都
市
か
ら
の
脱
落
と
地

方
化
と
い
う
後
退
で
あ
っ
た
。
が
、
や
が
て
、
交
通
網
の
発
達
と
観
光
に

活
路
を
見
出
し
て
第
三
次
産
業
の
部
門
で
経
済
的
な
上
昇
を
迎
え
る
と
い

う
よ
う
に
推
移
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
中
心
と
し
て
機
能
し
た
の
は
首
都

の
ウ
ィ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
、
政
治
的
な
決
定
の
担
い
手
や
経
済
界

の
重
要
な
代
表
た
ち
の
居
所
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
女
性
組
合
に
限
定
し
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て
中
心
ら
し
い
《
質
》
の
幾
つ
か
を
挙
げ
る
だ
け
だ
が
、
ウ
ィ
ー
ン
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
土
台
に
し
て
、
新
し
い
諸
理
念
が
た
ち

ま
ち
流
入
し
て
広
ま
る
場
、
ま
た
最
高
水
準
の
重
要
な
文
化
施
設
の
所
在

地
で
あ
っ
た
。・
・
・
・

な
お
付
言
す
れ
ば
、
女
性
組
合
の
研
究
に
《
長
き
十
九
世
紀
》
の
概
念
を
応
用

し
た
の
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
で
あ
っ
た
（
同
）。
一
般
的
に
は
ア
ン
シ
ャ
ン

レ
ジ
ー
ム
か
ら
現
代
に
近
い
市
民
社
会
ま
で
と
い
う
根
本
的
変
化
を
指
す
が
、

そ
れ
を
女
性
の
結
集
に
絞
っ
た
場
合
は
何
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
か
を
特
定
す

る
と
い
う
の
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
が
キ
イ
ワ
ー
ド
に
込
め
た
意
味
で
あ
っ

た
。
し
か
し
フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
女
史
は
、《
長
き
十
九
世
紀
》
を
通
じ

た
女
性
組
合
の
モ
チ
ー
フ
と
団
体
数
の
変
遷
を
追
う
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
の

で
な
い
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
女
性
組
合
の
内
部
構
造
を
含
む
質
の
問
題
こ
そ

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
、
と
い
う
疑
義
で
あ
る
。

ｂ　

市
民
的
結
社
と
し
て
の
女
性
組
合
の
要
件

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
の
考
察
の
特
色
は
、
市
民
的
結
社
と
は
何
か
、
と
い
う

基
本
に
立
ち
返
っ
た
こ
と
に
あ
る
。（
Ｆ
：
一
一
六
）。

十
八
世
紀
を
通
じ
て
、
身
分
的
な
結
合
体
と
い
う
伝
統
的
で
静
的
な
形

態
は
、
理
性
と
自
治
に
立
脚
し
た
個
人
と
い
う
理
念
お
よ
び
個
々
人
の
自

由
意
志
に
よ
る
集
結
へ
の
希
求
に
よ
っ
て
最
終
的
に
克
服
さ
れ
た
。
そ
し

て
そ
れ
に
代
わ
る
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
形
態
と
し
て
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
が
発
達
し
た
。
そ
の
特
徴
は
、
自
由

意
志
に
よ
る
入
退
会
、
帰
属
性
の
凝
縮
度
が
比
較
的
低
い
こ
と
、
基
本
構

造
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
結
び
つ
い
た
自
治

（A
utonom

ie

）
と
独
立
性
（A

utokephalie

）
で
あ
っ
た
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
の
論
説
で
は
、女
性
組
合
の
諸
類
型
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

宗
教
的
女
性
組
合
、
庇
護
者
思
念
を
再
活
性
化
さ
せ
た
女
性
組
合
、《
精
神
的

母
性
》
概
念
を
義
務
と
し
た
女
性
組
合
、
女
性
教
養
組
合
、
職
業
別
の
女
性
組

合
、
女
性
解
放
運
動
の
諸
団
体
、
と
い
う
章
立
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
組
合

の
歩
み
と
重
な
る
が
、
劃
然
と
し
た
継
起
で
は
な
く
、
重
な
り
や
揺
り
戻
し
が

入
っ
て
来
る
。
女
史
が
問
題
に
し
た
の
は
特
に
最
初
の
二
つ
の
類
型
で
、
ま
た

両
者
は
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
言
わ
れ
る
《
庇
護
者
思
念
》
の

再
活
性
化
と
は
、
組
合
メ
ン
バ
ー
が
救
援
を
必
要
と
す
る
女
性
労
働
者
や
貧
民

の
少
女
た
ち
の
面
倒
を
見
る
に
あ
た
っ
て
全
人
格
的
な
庇
護
者
と
被
庇
護
者
の

関
係
を
つ
く
る
こ
と
を
指
す
。
た
し
か
に
一
般
教
養
か
ら
貯
蓄
口
座
の
開
設
、

料
理
や
裁
縫
ま
で
を
教
え
る
の
で
あ
る
か
ら
密
着
し
た
関
係
に
な
る
が
、
学
校

の
教
育
課
程
の
形
式
で
は
な
く
、
因
習
的
な
家
之
子
郎
等
的
な
も
の
の
再
来
で

あ
っ
た
（
Ｆ
：
一
三
一
）。
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《
家
一
党
》
は
核
家
族
と
奉
公
人
あ
る
い
は
労
働
者
へ
分
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
消
え
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
、
女
性
組
合
の
仕
組
み
と
し
て
再
び

頭
を
も
た
げ
た
の
で
あ
る
。

家
一
党
（ganzes H

aus

）
と
は
、
家
長
は
直
接
の
家
族
の
み
な
ら
ず
扈
従
・

奉
公
人
・
下
婢
を
も
慈
し
み
、
家
人
ら
も
ま
た
家
長
を
慈
父
と
仰
い
で
慕
う
近

代
前
期
の
大
家
族
制
を
理
想
化
し
た
キ
イ
ワ
ー
ド
で
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
イ

ン
リ
ヒ
・
リ
ー
ル
の『
市
民
社
会
論
』（
一
八
五
一
年
）の
よ
う
な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

書
に
よ
っ
て
流
行
を
見
た）

13
（

。
も
と
よ
り
今
日
で
は
、
奉
公
人
は
病
気
に
な
る
と

追
い
出
さ
れ
、
節
目
々
々
の
雇
い
替
え
に
よ
る
締
め
付
け
も
あ
り
大
家
族
は
常

に
火
薬
庫
で
あ
っ
た
と
い
う
《
歴
史
の
実
像
》
が
対
置
さ
れ
て
い
る）

14
（

。
が
、

十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
か
け
て
は
、
そ
の
虚
像
が
《
古
き
良
き
時

代
》
の
あ
り
方
と
受
け
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
社
会
の
原
像
と
ま
で
み
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時
代
思
潮
と
絡
む
庇
護
者
思
念
で
あ
る

が
、
こ
と
組
合
的
結
社
と
な
る
と
、
そ
れ
が
顕
在
化
し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
会

と
接
す
る
団
体
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
庇
護
者
で
あ
る
組
合

メ
ン
バ
ー
の
女
性
と
被
庇
護
者
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
組
合
の
仕
組

と
運
営
、
メ
ン
バ
ー
の
立
場
と
も
一
聯
で
あ
っ
た
（
Ｆ
：
一
三
三
）。

庇
護
者
思
念
を
基
盤
と
す
る
組
合
に
は
、
必
ず
し
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に

沿
っ
た
組
合
構
造
が
期
待
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。・
・
・
・
・「
カ
ト
リ
ッ

ク
労
働
女
性
組
合
」
の
場
合
は
、
総
会
に
よ
っ
て
委
員
会
を
選
出
し
、
委

員
会
は
総
代
と
書
記
と
会
計
係
を
選
ん
だ
。
組
合
の
頂
点
に
は
指プ

レ
ー
ゼ
ス

導
司
祭

が
お
り
、
指
導
司
祭
代
行
と
共
に
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
司
教
に
よ
っ
て
指
名

さ
れ
た
。
そ
し
て
総
代
は
す
べ
て
の
組
合
決
定
事
項
を
《
お
支
え
す
る
》

こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
委
員
会
の
総
代
が
女
性
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
呼

ば
れ
た
の
は
故
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の「
カ
ト
リ
ッ

ク
労
働
女
性
組
合
」
の
場
合
は
、
そ
の
女
性
ア
シ
ス
タ
ン
ト
（
＝
総
代
）

は
御
上
﨟
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
＝
ツ
ァ
イ
ル
伯
夫
人
で
、
宮
廷
女
性
に
し
て

星
十
字
団
の
貴
婦
人
で
あ
っ
た
。・
・
・
・
か
く
、
こ
れ
ら
の
組
合
に
あ
っ

て
は
、
組
織
化
の
本
来
の
当
人
で
あ
る
女
性
奉
公
人
や
女
性
労
働
者
の
名

前
は
、
毎
年
の
事
業
報
告
に
は
ま
っ
た
く
表
れ
な
い
。
両
組
合
の
組
織
形

態
と
活
動
が
示
す
の
は
、庇
護
者
と
被
庇
護
護
者
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
系
の
組
合
組
織
に
は
ほ
ぼ
典
型
的
と
言
え
る
も
の
の
変

形
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
治
と
独
立
性
の
無
力
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
取
り

も
直
さ
ず
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
指
導
司
祭
シ
ス
テ
ム
と
い
う
形
に
よ
る
リ
ベ

ラ
ル
な
組
合
モ
デ
ル
の
骨
抜
き
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
組
合
と
言
っ
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
大
司
教
や
司
教
が
任
命

し
た
《
指
導
司
祭
》
が
後
見
人
か
つ
司
令
官
で
あ
り
、（
組
合
総
会
で
選
出
さ

れ
た
）
委
員
会
メ
ン
バ
ー
の
互
選
に
よ
る
総
代
も
通
称
は
《
ア
シ
ス
タ
ン
ト
様
》

で
、
し
か
も
そ
の
ポ
ス
ト
に
は
高
位
の
宮
廷
女
性
が
就
い
た
。
従
っ
て
組
合
メ
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ン
バ
ー
は
、
団
体
の
規
模
が
大
き
な
場
合
は
上
意
下
達
の
シ
ス
テ
ム
に
身
を
預

け
、
規
模
が
小
さ
け
れ
ば
聖
職
者
を
囲
む
依
存
的
な
グ
ル
ー
プ
と
な
る
の
だ
っ

た
。な

お
指
導
司
祭
（
プ
レ
ー
ゼ
ス
）
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
系
の
組
合
の
運
営
責

任
者
で
よ
く
使
わ
れ
る
職
名
で
、
む
ろ
ん
女
性
組
合
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。

十
九
世
紀
半
ば
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
育
成
し
た
最
大
規
模
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
団
体
「
コ
ル
ピ
ン
グ
協
会
」
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
運
営
形
態

で
あ
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
系
で
も
事
情
は
似
通
っ
て
お
り
、「
グ
ス

タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
協
会
」
お
よ
び
「
グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
女
性
協
会
」
な
ど

の
運
営
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
と
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
会
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
へ
の
進
出
は
、
こ
の

分
野
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
女
史
も
、
時
代
推

移
に
よ
る
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
種
類
の
変
遷
を
整
理
し
た
と
き
、
特
に
一
八
四
八

年
革
命
後
の
反
動
期
に
お
け
る
教
会
系
の
諸
団
体
の
躍
進
を
把
捉
し
て
い
る
。

し
か
し
他
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
と
の
差
異
に
は
踏
み
込
ま
ず
、
モ
チ
ー
フ
の
違
い

へ
の
留
意
で
収
め
て
い
る
。
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
場
合
も
、
歴
史
現
象
と
し
て
教

会
系
の
諸
々
の
組
合
に
つ
い
て
代
表
的
な
団
体
の
名
称
を
挙
げ
て
確
認
し
て
は

い
る
が
、
他
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
と
基
本
的
に
は
同
列
に
扱
っ
て
い
る
。

ｃ　

女
性
組
合
を
進
展
さ
せ
た
モ
チ
ー
フ
へ
の
諸
見
解

《
女
性
組
合
》
の
歩
み
を
ど
う
考
え
る
か
、
は
論
者
に
よ
っ
て
見
解
に
開
き

が
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
数
頁
と
な
っ
た
過
去
の
整
理
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ど

こ
に
重
点
を
お
い
て
脈
絡
づ
け
る
か
は
、
女
性
の
結
集
の
本
質
的
な
も
の
を
ど

う
考
え
る
か
、
と
い
う
現
代
に
も
つ
な
が
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
一
般
論
に

な
る
が
、
歴
史
の
理
解
に
は
現
代
の
問
題
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

（
ハ
ン
ザ
都
市
の
《
自
治
の
伝
統
》
に
抑
圧
さ
れ
た
女
性
組
合
）

こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
論
集
『
組
織
化
と
参
劃
』
に
お
け
る
キ
ル
ス

テ
ン
・
ハ
イ
ン
ゾ
ー
ン
の
寄
稿
で
あ
る
。
ち
な
み
に
女
史
が
著
作『
政
治
と
ジ
ェ

ン
ダ
ー
』
に
お
い
て
取
り
組
ん
だ
の
は
、《
ハ
ン
ザ
都
市
》
ハ
ム
ブ
ル
ク
に
は

自
治
と
共
和
制
の
伝
統
が
生
き
て
い
た
と
い
う
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
イ
メ
ー
ジ
の
化

け
の
皮
を
剥
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
実
は
、
都
市
の
政
治
は
有
力
大
市
民
の
家

門
の
（
多
く
は
終
身
制
の
）
代
表
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
官
僚
組
織
も
頑
迷

な
ば
か
り
で
行
政
の
専
門
性
に
は
程
遠
く
、
増
大
し
複
雑
化
す
る
社
会
問
題
に

は
対
応
で
き
な
か
っ
た
。そ
れ
が
民
間
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
設
立
の
背
景
と
な
っ

た
が
、
女
性
組
合
の
場
合
は
、
都
市
行
政
の
因
習
の
壁
は
二
重
に
厚
く
な
っ
た
。

こ
れ
を
崩
し
て
女
性
組
合
が
ど
の
よ
う
に
進
展
し
た
か
、
を
ハ
イ
ン
ゾ
ー
ン
は

復
元
し
た
。
つ
ま
り
主
た
る
障
碍
を
都
市
行
政
の
伝
統
と
解
し
た
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
は
見
よ
う
に
よ
れ
ば
、
他
の
障
碍
の
軽
視
を
結
果
し
た
こ
と
に
も
な

る
。
も
っ
と
も
そ
れ
が
ハ
ム
ブ
ル
ク
の
特
質
と
照
応
し
て
い
た
面
は
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。

具
体
的
に
は
宗
教
的
な
組
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。
市
民
的
な
女
性
組
合
が
個
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別
に
分
散
し
て
連
繫
は
覚
束
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
教
会
系
の
組
合
は
強
み

を
発
揮
し
た
、
と
ハ
イ
ン
ゾ
ー
ン
女
史
は
評
価
し
さ
え
し
た
（
ハ
イ
ン
ゾ
ー
ン

二
〇
〇
二
：
二
四
二
）。

初
期
の
宗
派
的
原
則
を
特
色
と
す
る
組
合
は
、
貧
し
い
女
性
や
児
童
へ

の
支
援
が
前
面
に
立
っ
て
い
た
。し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
組
合
の
構
造
は
、

も
っ
ぱ
ら
慈
善
活
動
の
緊
急
要
請
を
特
徴
と
し
た
。
決
断
は
即
座
に
な
さ

れ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
実
行
も
そ
れ
に
照
応
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
条
件

に
と
っ
て
、
組
合
の
中
央
集
権
的
・
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
な
仕
組
み
、
加
え

て
メ
ン
バ
ー
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
市

民
女
性
の
社
会
政
治
的
な
擡
頭
と
し
て
の
市
民
的
社
会
形
態
へ
の
参
劃
が

増
加
す
る
と
共
に
、
そ
れ
に
特
有
の
関
心
が
前
面
に
移
っ
て
き
た
。《
首

座
の
貴
婦
人
》
と
《
脇
の
お
女
中
》
と
い
う
伝
統
的
な
区
分
は
、
権
利
を

等
し
く
す
る
メ
ン
バ
ー
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。

教
会
を
背
景
に
し
た
組
合
は
、
教
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
支
え
ら
れ
て
機
動
性

を
発
揮
し
た
、
と
言
う
。
そ
れ
が
《
中
央
集
権
的
・
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
な
仕
組

み
》
で
あ
っ
た
こ
と
も
押
さ
え
て
は
い
る
が
、特
に
否
定
的
に
は
見
て
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、《
社
会
的
課
題
に
取
り
組
む
組
合
が
多
彩
に
な
る
と
共
に
・
・
・
・

関
心
の
あ
る
市
民
女
性
は
、
自
分
が
参
加
し
て
活
動
す
る
の
は
宗
派
の
組
合
か

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
組
合
か
、
伝
統
的
な
女
性
組
合
か
新
し
い
女
性
組
合
か
を
決

め
る
こ
と
が
で
き
た
》
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
運
営
の
組
合
の
メ
ン

バ
ー
と
な
る
の
か
、
そ
れ
を
自
由
に
選
択
で
き
る
立
場
に
女
性
た
ち
は
立
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
女
性
組
合
の
行
動
原
理
と
し
て
の
《
精
神
的
母
性
》
の
概
念
）

こ
れ
を
早
く
か
ら
一
貫
し
て
問
題
に
し
て
い
た
の
が
マ
ル
グ
レ
ー
ト
・
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
で
あ
っ
た
。
女
史
の
考
察
で
は
、
女
性
の
結
集
は
、
男
性
が
享
受

し
て
い
る
権
利
や
地
位
を
後
追
い
的
に
手
に
入
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

結
集
の
独
自
性
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
女
史
が
挙
げ
る
女
性
組
合
の
種
類

分
け
は
、
二
〇
世
紀
初
め
の
ド
イ
ツ
帝
国
統
計
局
に
遡
る
分
類
と
は
次
元
を
異

に
す
る
。
先
に
《
庇
護
者
思
念
》
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
外
面
の
特
徴
で
は

な
く
、
組
合
の
内
部
で
い
か
な
る
原
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
か
に
焦
点
を
合
わ

せ
て
い
る
。
そ
こ
で
意
味
を
持
つ
の
が
、
先
に
女
性
組
合
の
種
類
と
し
て
挙
げ

ら
れ
た
《
精
神
的
母
性
》
概
念
を
義
務
と
し
た
女
性
組
合
で
あ
る
。《
精
神
的

母
性
》
は
日
本
で
も
幼
稚
園
保
育
士
な
ど
の
育
成
に
お
け
る
主
要
概
念
と
し
て

知
ら
れ
る
が
、
一
般
化
に
至
る
に
は
後
継
者
の
存
在
も
大
き
か
っ
た
（
Ｆ
：

一
三
四
）。

フ
レ
ー
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
母
性
と
い
う
特
質
は
女
性
の
自
然
に
も
と
づ
く

と
共
に
、
そ
れ
が
進
展
す
る
に
は
教
養
と
涵
養
を
要
す
る
。
し
た
が
っ
て

母
性
は
身
体
的
に
母
親
で
あ
る
こ
と
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
定
義
さ
れ
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る
。フ
レ
ー
ベ
ル
の
考
え
方
を
実
行
に
移
し
た
ヘ
ン
リ
エ
ッ
テ
・
シ
ュ
ラ
ー

ダ
ー
＝
ブ
ラ
イ
マ
ン
が
幼
稚
園
保
育
士
の
育
成
に
あ
た
っ
て
《
精
神
的
母

性
を
鍛
え
よ
！
》
の
モ
ッ
ト
ー
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
う
し

た
背
景
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

ヘ
ン
リ
エ
ッ
テ
・
シ
ュ
ラ
ー
ダ
ー
＝
ブ
ラ
イ
マ
ン
（
シ
ュ
ラ
ー
ダ
ー
は
結
婚
後

の
追
加
姓
）
は
フ
レ
ー
ベ
ル
の
姪
に
あ
た
り
、
叔
父
の
死
後
、
そ
の
教
育
理
念

へ
の
認
識
を
深
め
て
一
八
七
四
年
に
ベ
ル
リ
ン
に
「
民
衆
幼
稚
園
・
民
衆
教
育

の
た
め
の
組
合
」
を
設
立
し
た
。
今
日
の
「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
と
フ
レ
ー
ベ
ル
の

館
」
は
そ
こ
に
遡
る
。
ヘ
ン
リ
エ
ッ
テ
は
、
フ
レ
ー
ベ
ル
の
《
精
神
的
母
性
》

の
理
念
を
実
践
的
に
発
展
さ
せ
る
と
共
に
、
教
育
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ケ
ア
に
関
係

す
る
諸
施
設
を
運
営
し
た
経
営
の
才
能
ゆ
た
か
な
事
業
家
で
あ
っ
た
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
は
、
こ
の
幼
児
・
児
童
教
育
の
概
念
に
女
性
の
結
集
と

活
動
の
重
要
な
契
機
を
み
と
め
た
。
近
代
社
会
を
特
徴
づ
け
る
の
は
《
個
性
化

と
人
間
解
放
、
新
た
な
市
民
的
公
共
性
の
形
成
》
で
あ
る
が
、
女
性
に
つ
い
て

は
そ
れ
が
直
ち
に
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
歴
史
的
現
実
を
踏
ま
え
て
、
女
性
史

の
構
成
原
理
を
探
っ
た
の
で
あ
る
（
同
：
一
一
六
）。

個
性
化
と
人
間
解
放
、
新
た
な
市
民
的
公
共
性
の
形
成
と
い
う
動
き
と
並

行
し
て
、
そ
の
発
展
可
能
性
か
ら
女
性
を
排
除
す
る
動
き
が
進
行
し
た
。

女
性
の
あ
り
方
と
そ
の
《
自
然
な
》
規
定
で
あ
る
妻
と
母
親
と
い
う
観
念

を《
合
理
的
に
》根
拠
づ
け
た
の
で
あ
る
。
女
性
の
身
体
的
性
状
へ
の（
こ

れ
自
体
は
す
で
に
疑
わ
し
く
な
っ
て
い
る
）
男
性
の
判
断
を
基
に
、
身
体

と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
女
性
に
は
脆
弱
・
感
情
的
・
体
力
不
足
・
情
緒
不
安

定
が
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
。

も
と
よ
り
、
女
性
は
脆
弱
で
は
な
く
感
情
的
で
も
な
く
、
体
力
不
足
で
も
な
く
、

情
緒
不
安
定
で
も
な
い
、
と
反
論
す
る
の
は
正
し
く
、
重
要
で
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
感
情
も
体
力
も
情
緒
も
男
性
と
同
じ
で
あ
る
が
故
に
男
性
と
同
等
の
権

利
と
立
場
を
も
と
め
る
、
と
い
う
の
は
男
性
優
位
の
社
会
が
掲
げ
た
判
断
の
項

目
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
基
準
に
は
な
り
得
な

い
と
い
う
観
点
か
ら
、
内
在
的
・
内
発
的
な
契
機
と
し
て
教
育
家
フ
レ
ー
ベ
ル

の
概
念
が
顧
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
概
念
を
《
責
務
と
す
る
》
こ
と

を
活
動
の
指
針
と
す
る
よ
う
な
結
社
が
女
性
に
独
自
な
も
の
と
し
て
特
定
さ
れ

た
の
は
、
喫
緊
の
課
題
と
も
関
係
し
て
い
た
（
同
：
一
三
四
）。

こ
こ
で
は
、
精
神
的
母
性
の
意
味
で
活
動
す
る
組
合
と
し
て
、
宗
教
宗
派

と
結
び
つ
か
ず
に
社
会
的
惨
状
を
和
ら
げ
よ
う
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
オ
ー
ガ

ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
挙
げ
よ
う
と
思
う
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
が
問
題
視
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
傘
下
に
あ
る
限

り
、女
性
組
合
が
現
実
に
は
市
民
的
結
社
の
原
理
か
ら
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
、

五
〇
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と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
教
会
へ
の
依
存
の
も
と
で
は
近
代
的
な
市
民

的
人
間
性
は
発
育
不
全
と
な
り
、
延
い
て
は
、
女
性
組
合
が
ケ
ア
を
す
る
相
手

で
あ
る
困
窮
し
た
女
性
労
働
者
や
貧
し
い
少
女
に
も
依
存
（
庇
護
者
―
被
庇
護

者
関
係
）
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
市
民
社
会
の
福
祉
で
は
な
い
、
と

い
う
主
張
で
あ
る
。ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
臨
む
女
性
が
自
己
解
放
を
果
た
す
、

あ
る
い
は
自
己
解
放
を
目
指
す
の
で
な
い
限
り
、
他
者
の
解
放
に
手
を
貸
す
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
見
解
は
、
た
し
か
に
女
性
史
を
再
構
成
す
る
上
で
有

効
な
視
点
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。ま
た
理
論
の
次
元
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、

《
ウ
ィ
ー
ン
で
は
一
八
八
〇
年
代
に
市
民
女
性
た
ち
が
、
下
層
の
少
女
・
成
人

女
性
の
状
況
改
善
に
向
け
て
脱
宗
派
の
組
合
を
組
織
し
て
い
た
》（
同
：

一
三
七
）
こ
と
に
、
思
想
に
照
応
す
る
現
実
を
み
と
め
た
よ
う
で
あ
る
（
同
：

一
三
七
）。

精
神
的
母
性
の
意
味
で
の
社
会
参
加
へ
進
ん
だ
女
性
組
合
は
、
教
会
に
組

織
さ
れ
た
福
祉
活
動
組
合
と
は
逆
に
、
リ
ベ
ラ
ル
な
組
合
の
イ
デ
ア
ル

テ
ュ
プ
ス
に
沿
っ
て
組
織
さ
れ
た
。

こ
の
考
え
方
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
あ
る
女
子
教
育
史

で
も
強
く
あ
ら
わ
れ
る
。
十
九
世
紀
半
ば
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
会
は
（
一
か
所

か
ら
の
司
令
に
よ
る
一
元
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
）
広
く
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
に
進
出
し
た
。
そ
れ
に
は
社
会
民
主
主
義
が
影
響
力
を
強
め
る
情
勢
へ

の
危
機
感
も
与
っ
て
い
た
。
女
子
教
育
へ
の
関
与
も
組
織
化
さ
れ
、
特
定
の
施

設
（
代
表
的
な
の
は
フ
ェ
ク
ラ
ブ
ル
ッ
ク
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
女
子
修
道
院
）

に
お
い
て
教
育
に
実
践
的
知
見
を
も
つ
《
学
校
シ
ス
タ
ー
》
が
育
成
さ
れ
て
各

地
に
派
遣
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
教
会
の
組
織
力
と
機
動
性
は
効
果
を
発
揮
し
た

が
、
反
面
、
市
民
社
会
の
原
理
と
は
開
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
女
子
教
育
の

発
展
と
制
度
作
り
に
は
、
教
会
か
ら
の
独
立
も
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
も
か
ら
ん
で
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
は
、
女
性
史
を
再
構
成
す
る

概
念
と
し
て
《
精
神
的
母
性
》
を
幅
広
く
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
適
用
し
た
。

貧
窮
者
へ
の
ケ
ア
、
教
育
を
十
分
に
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
女
性
た
ち
へ
の
教
育

機
会
の
提
供
、
職
能
向
上
へ
の
扶
助
、
就
職
の
斡
旋
、
さ
ら
に
戦
時
の
傷
病
者

へ
の
手
当
も
加
わ
る
。
し
た
が
っ
て
最
広
義
の
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
の
見
解
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
た
フ
ー

バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
が
、
こ
の
概
念
を
《
社
会
的
母
性
》
と
言
い
換
え
た
こ
と

で
あ
る
（
Ｈ
Ｓ
ｂ
：
六
五
）。
こ
れ
に
は
女
性
組
合
と
赤
十
字
社
運
動
と
の
関

係
も
絡
ん
で
く
る
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
を
蔽
う
広
義
の
語
法
に
幾
ら
か
違

和
感
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
《
社
会
的
母
性
》
は
こ
れ
ま
た
定
義
の

明
瞭
で
は
な
い
術
語
で
、
社
会
活
動
を
外
面
的
に
な
ぞ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
女
史
の
関
心
は
女
性
組
合
の
運
営
の
構
造

に
向
か
っ
て
い
た
。
論
集
『
組
織
化
と
参
劃
』
へ
の
書
評
に
お
い
て
、
自
治

（A
utonom

ie
）
と
独
立
性
（A

utokephalie

）
が
機
能
し
て
い
て
こ
そ
市
民

的
な
結
集
と
強
調
し
た
の
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。《
公
共
性
》
も
、
そ
れ
を

五
一
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西
洋
市
民
社
会
と
集
団
形
成



前
提
に
し
て
成
り
立
つ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
論
議
は
、
決
し
て
歴
史
的
な
過

去
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。

﹇
付
記
﹈

今
回
は
、
西
洋
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
結
社
形
態
で
あ
る
ク
ラ
ブ
・
組
合
に
つ
い

て
女
性
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
目
を
走
ら
せ
た
。
歴
史
の
掘
り
起
こ
し
と
、

そ
の
過
程
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
議
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
注
目
し
な
け
れ
ば
見

え
て
こ
な
か
っ
た
多
く
の
こ
と
が
ら
が
姿
を
現
し
た
。
歴
史
研
究
と
は
言
う
も

の
の
、
目
下
活
躍
中
の
研
究
者
た
ち
の
多
彩
な
見
解
で
あ
り
、
多
く
は
現
代
と

重
な
る
問
題
意
識
で
あ
る
。
も
と
よ
り
近
・
現
代
の
人
間
の
結
集
を
め
ぐ
る
議

論
は
、
西
洋
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
改
め
て
社
会
の
身
近
な
諸
相
を
問
う
こ

と
が
促
さ
れ
る
。
な
お
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
諸
々
の
論
説
に
は
、
既
に
拙
訳
を

供
し
た
も
の
も
あ
る
。
他
に
も
版
権
を
含
め
て
論
者
た
ち
と
相
談
を
進
め
て
き

た
数
篇
が
あ
り
、
関
心
を
同
じ
く
す
る
方
々
と
の
資
料
の
共
有
が
い
っ
そ
う
進

め
ば
と
考
え
て
い
る
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

歴
史
学
者
オ
ッ
ト
ー
・
ダ
ン
は
、
そ
の
編
ん
だ
論
集
の
序
文
に
お
い
て
次
の
よ
う

に
解
説
し
て
い
る
。《
三
月
前
期
、
と
り
わ
け
一
八
四
二
年
か
ら
集
中
的
に
、
ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
原
理
を
め
ぐ
る
論
議
が
国
民
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
間
で
盛
り
上
が

り
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
十
九
世
紀
後
半
に
は
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル

ケ
（
一
八
四
一
―
一
九
二
一
）
と
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン

（
一
八
一
五
―
九
〇
）
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、
そ
の
趨
勢
は
学
問
研
究
と
な
っ
て
、

第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
重
要
な
成
果
が
続
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

の
関
心
は
急
速
に
消
失
し
た
》（
ダ
ン
一
九
八
四
：
六
）。
補
足
す
る
と
、
ギ
ー
ル
ケ

の
主
要
な
理
論
書
は
一
八
六
〇
年
代
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一
八
七
〇
年
代
ま
で
、
し
た

が
っ
て
十
九
世
紀
第
三
四
半
世
紀
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
後
、
議
論
は
法
学
界
に
お
け

る
結
社
に
関
す
る
法
制
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
幅
広
い
社
会
理
論
の
性
格
で

は
な
く
な
っ
た
。
一
九
一
〇
年
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
に
つ

い
て
は
あ
た
か
も
未
開
墾
の
土
地
の
よ
う
な
見
方
を
し
た
の
も
、
原
理
的
な
い
し
は

幅
広
い
社
会
理
論
と
の
関
係
が
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（
2
） 

ル
ネ
・
ケ
ー
ニ
ヒ
に
よ
る
テ
ン
ニ
ェ
ス
の
《
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ

フ
ト
》
へ
の
長
文
の
批
判
は
、
当
時
の
日
本
の
社
会
学
界
に
も
同
年
中
に
衝
撃
を
以

て
受
け
と
め
ら
れ
、
即
座
の
反
応
も
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
経
緯
が
今
日

で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
観
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
議
論
の
土
台
を
見
直
す
た
め
に
最

近
そ
れ
を
訳
出
し
、
多
少
ま
と
ま
っ
た
解
説
を
ほ
ど
こ
し
た
。

（
3
） 

ハ
ン
ス
＝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ル
テ
ィ
ー
ン
（
一
九
三
七
―
二
〇
一
三
）
と
デ
ィ
ー

タ
ー
・
ク
ラ
ー
マ
ー
（
一
九
四
〇
―
Ｌ
）
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
《
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
》
特

集
号
で
あ
っ
た
。Hans-Friedrich Foltin u. D

ieter K
ram

er, V
ereinsforschung 

（H
essische Blätter für V

olks- und K
ulturforschung. N

.F. d. H
ess.Blätt.

f.V
kde., H

eft16

）. Gießen 1984.

（
4
） Joachim

 W
inkler / Ralf-Rainer K

arhausen, V
erbänade im

 Sport. E
ine 

em
pirische A

nalyse des D
eutschen Sportbundes un ausgew

ähletre 
M

itgliedsorganisationen 

（Schriftenreihe des B
undesinstitutes für 

Sportw
issenschaft, Be.43

）. Schorndorf 1985.

（
5
） 

こ
れ
ら
女
性
研
究
者
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
研
究
に
つ
い
て
は
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト

一
九
八
四
﹇
河
野
・
訳
﹈
の
本
文
の
他
、
訳
注
と
解
説
で
も
取
り
上
げ
た
。

（
6
） Brigitte K

erchner, B
eruf und G

eschlecht. Frauenberufsverbände in 
D
eutschland. Göttingen 1992.

（
7
） 「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
歴
史
学
叢
書
」（L‘ hom

m
e Schriften : Reihe zur 

Fem
inistischen Geschichtw

issenschaft,  Böhlau V
erlag 

﹇W
ien / K

öln / 
W

eim
ar

﹈）
は
二
〇
一
八
年
ま
で
に
二
四
冊
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
8
） 

Ｊ
．
Ｃ
．
ク
ロ
ー
リ
ー
（Jane Cunningham

 Croly 1829-1901

）
と
「
女
性

五
二
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ク
ラ
ブ
総
聯
盟
』（General Federation of W

om
en’s Clubs

）
に
つ
い
て
英
語

文
献
は
多
い
が
、
日
本
で
の
紹
介
は
遅
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
9
） 
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
＝
ケ
ラ
ー
マ
ン
（
一
九
一
八
―
九
三
）
は
、「
メ
ッ

ツ
ラ
ー
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て
書
き
下
ろ
し
た
の
民
俗
学
史
の
初
版
（
一
九
六
九
、

後
出
の
注
一
二
の
拙
訳
は
第
三
版
）
に
お
い
て
『
ド
イ
ツ
民
俗
学　

―　

ゲ
ル
マ
ニ

ス
テ
ィ
ク
と
社
会
科
学
の
間
で
』
に
お
い
て
、《
こ
の
対
比
概
念
は
も
は
や
使
え
る

も
の
で
は
な
く
、
精
々
、
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
の
あ
る
種
の
姿
勢
を
指
す
程
度
で
し

か
な
い
》
と
論
じ
た
（S.65

）。

（
10
） 《
ジ
ム
メ
ル
・
ル
ネ
サ
ン
ス
》
と
い
う
言
い
方
自
体
は
と
も
か
く
、
ド
イ
ツ
社
会

学
と
そ
の
隣
接
分
野
に
お
け
る
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ム
メ
ル
の
再
評
価
は
、
テ
ン
ニ
ェ
ス

の
意
義
が
低
下
し
、
次
い
で
一
九
七
〇
年
代
に
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
の
影
響
が
強
ま

る
と
い
う
変
動
の
は
ざ
ま
が
、
そ
れ
を
触
発
さ
せ
た
面
が
あ
る
。

（
11
） 

こ
こ
で
は
運
動
へ
の
言
及
に
と
ど
め
る
が
、
こ
の
指
摘
を
含
む
考
察
と
し
て
フ
ラ

イ
ブ
ル
ク
﹇
ブ
ラ
イ
ス
ガ
ウ
﹈
大
学
の
近
代
史
の
教
授
シ
ル
ヴ
ィ
ア
・
パ
レ
チ
ェ
ッ

ク
の
（
近
代
史
家
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
ン
ゲ
ヴ
ィ
ー
シ
ェ
の
下
で
作
成
さ
れ
た
）
学
位

論
文
に
基
づ
く
著
作
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
参
照
，Sylvia Paletschek, Frauen 

und D
issens : Frauen im

 D
eutschkatholizism

us und in den freien 
G
em

einden 1841-1852. Göttingen 1990.

（
12
） 

参
照
，Rezension von M

argret Friedrich. In: L‘H
om

m
e Z. F. G.

（
＝

E
uropäische Zeitschrift für F

em
inistische G

eschichtsw
issenschaft

）

Jg.14,1 

（2003

）, S.200-202. 

同
誌
は
フ
ァ
ン
デ
ヘ
ッ
ク
＆
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
社
か
ら
年

に
二
冊
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
リ
ー
ル
の
『
市
民
社
会
論
』（W

ilhelm
 

H
einrich Riehl, D

ie bürerliche G
esellschaft.1851

）
は
《
ド
イ
ツ
人
の
家
庭
の

常
備
書
》
と
ま
で
呼
ば
れ
た
こ
と
等
、
リ
ー
ル
に
つ
い
て
は
次
に
一
章
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
＝
ケ
ラ
ー
マ
ン
（
著
）
河
野
（
訳
）『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
・
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
の
形
成
：
ド
イ
ツ
民
俗
学
史
』（
文
緝
堂 

二
〇
一
一
）

六
五
―
八
二
頁

（
14
） 

次
の
拙
訳
を
参
照
，カ
ー
ル
＝
ジ
ー
ギ
ス
ム
ン
ト･

ク
ラ
ー
マ
ー
（
著
）
河
野
（
訳
）

『
法
民
俗
学
の
輪
郭　

―　

中
世
以
後
の
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
町
村
体
と
民
衆
生

活
の
モ
デ
ル
』（
文
緝
堂 

二
〇
一
五 

）
一
一
八
頁

参
考
文
献

ク
レ
ム
二
〇
〇
二 

＝
ベ
ア
ー
テ
・
ク
レ
ム
「《
姉
妹
ら
し
く
手
を
差
し
て
伸
べ
て
共
同

作
業
へ
》
― 

一
八
六
五
―
一
八
九
四
年
期
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
市
民
的
女
性
運
動

の
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
開
拓
者
と
し
て
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
女
性
た
ち 

―
」（
原

著
）Beate K

lem
m
, „M

it schw
esterlichem

 H
andbieten zu gem

einsam
em

 
W

irken“. L
eipziger Frauen als W

egbereiterinnen eines überregionalen 
N
etzw

erkes der bürgerlichen Frauenbew
egung in D

eutschland （1865 bis 
1894

）. 

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
編
著
二
〇
〇
二
、S.187-210.

ケ
ー
ニ
ヒ
一
九
五
五
﹇
河
野
・
訳
﹈ 

＝
ル
ネ
・
ケ
ー
ニ
ヒ
「
社
会
学
の
基
本
概
念 

フ
ェ

ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
テ
ン
ニ
ェ
ス
《
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
》
に
つ

い
て
」（
前
半
：
小
解
・
本
文
・
原
注
）
愛
知
大
学
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学

会
『
文
明
二
一
』
第
四
四
号
（
二
〇
二
〇
）
一
七
一
―
二
五
〇
頁 

、（
後
半
：
訳
注
・

解
説
）
同
第
四
五
号
（
二
〇
二
〇
）
八
九
一
二
〇
頁
（
原
著
）René K

önig, D
ie 

B
egriffe G

em
einschaft und G

esellschaft bei Ferdinand T
önnies. In: 

K
ölner Zeitschrift für Soziologie und Soziapsychologie, 7.Jg.

（1955

）, 
S.349-420.

ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
一
九
八
四
﹇
河
野
・
訳
﹈ 

＝
ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
「
ド

イ
ツ
社
会
学
の
研
究
課
題
と
し
て
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
（
ク
ラ
ブ
・
組
合
）」（
一
）
愛

知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
「
紀
要
」
第
一
五
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）, 

二
八
七
―

三
一
六
頁
、（
二
）
同
「
紀
要
」
第
一
五
七
号
（
二
〇
二
一
年
）, 

一
二
九
―
一
六
〇

頁　
（
原
著
） H

ans-Jörg Siew
ert, Zur T

hem
atisierung des V

ereinsw
esens 

in der deutschen Soziologie. 

ダ
ン
一
九
八
四　

S.151-180

ス
コ
ッ
ト
二
〇
〇
二 

＝ 

ア
ン
・
フ
ィ
ラ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
「
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
女
性

組
合 

― 

慈
善
活
動
か
ら
改
革
運
動
へ
」A

nne Firor Scott, A
m

erikanische 
Frauenvereine im

 19. Jahrhundert: V
on der W

ohltätigkeit zur R
eform

. 

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
編
著
二
〇
〇
二
、S.75-97.

ダ
ン
一
九
八
四 

＝
オ
ッ
ト
ー
・
ダ
ン
（
編
）『
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
と
ド
イ
ツ
の
市
民
社
会
』 

O
tto D

ann 

（H
g.

）,  V
ereinsw

esen und bürgerliche G
esellschaft in 

D
eutschland. M

ünchen 

﹇R.O
ldenbourg

﹈ 1984 

（H
istorische Zeitschrift, 

Beihefte, N
eue Folge, hrsg. von T

heodor Schieder,9

）

五
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西
洋
市
民
社
会
と
集
団
形
成



テ
ン
フ
ェ
ル
デ
一
九
八
四 

＝
ク
ラ
ウ
ス
・
テ
ン
フ
ェ
ル
デ
「
ド
イ
ツ
産
業
革
命
期

（
一
八
五
〇
―
一
八
七
三
）
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
発
展
」K

laus T
enfelde, D

ie 
E
ntw

icklung des V
ereinsw

esens w
ährend der industriellen R

evolution 
in D

eutschand （1850-1873

）. 

ダ
ン
一
九
八
四
、S.55-113.

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
﹇
河
野
・
訳
﹈（
Ｎ
）　

＝ 

ト
ー
マ
ス
・
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
（
著
）

河
野
（
訳
・
解
説
）「
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
構

造
と
し
て
の
組
合
」
愛
知
大
学
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
『
文
明
二
一
』
第

四
三
号
（
二
〇
一
九
）
一
〇
九
―
一
六
六
頁　
（
原
著
）T

hom
as N

ipperdey, 
V
erein als soziale Struktur in D

eutschland im
 späten 18. und frühen 

19. Jahrhundert. In: Geschichtsw
issenschaft und V

ereinsw
esen im

 19. 
Jahrhundert. B

eiträge zur G
eschichte historischer F

orschung in 
D
eutschland, von H

artm
ut B

oockm
ann, A

rnold E
sch, H

erm
ann 

H
eim

pel, T
hom

as N
ipperdey, H

einrich Schm
idt.  Göttingen 1972, S.1-44.

ハ
イ
ン
ゾ
ー
ン
二
〇
〇
二 

＝
キ
ル
ス
テ
ン
・
ハ
イ
ン
ゾ
ー
ン
「
ハ
ム
ブ
ル
ク
の
女
性
組

合 

― 

市
民
層
の
平
等
と
差
異 

」　
（
原
著
）K

irsten H
einsohn, G

leichheit und 
D
ifferenz im

 Bürgertum
: Frauenverein in H

abm
burg. 

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ

ペ
ー
ル
編
著
二
〇
〇
二 S.233-252.

バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
〇
〇
﹇
河
野
・
訳
﹈ 

＝
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
（
著
）
河
野

眞
（
訳
）『
ド
イ
ツ
人
は
ど
こ
ま
で
ド
イ
ツ
的
？ 

国
民
性
を
め
ぐ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
・
イ
メ
ー
ジ
の
虚
実
と
因
由
』
文
緝
堂
二
〇
一
二
（
原
著
）H

erm
ann 

Bausinger, W
ie deutsch sind die D

eutschen?  M
ünchen 

﹇Beck
﹈ 2002.

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
編
著
二
〇
〇
二
（
Ｈ
Ｓ
） 

＝
『
組
織
化
と
参
劃 

― 
十
九
世
紀

の
西
欧
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
市
民
女
性
の
組
合
文
化
』Rita H

uber-
Sperl 

（H
g.

）, O
rganisiert und engagiert. V

ereinskultur bürgerlicher 
Frauen im

 19. Jahrhundert in W
esteuropa und den U

SA
. K

önigstein / 
T
aunus 

﹇U
lrike H

eim
er

﹈ 2002.

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
二
〇
〇
二
ａ 

（
Ｈ
Ｓ
）
＝
『
組
織
化
と
参
劃
』「
前
書
き
」
フ
ー

バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
編
著
二
〇
〇
二S.7-9. 

「
序
論
」
同 S.11-37.

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
二
〇
〇
二
（
Ｈ
Ｓ
）
ｂ 

﹇
河
野
・
訳
﹈：「
ド
イ
ツ
市
民
社
会

に
お
け
る
女
性
主
体
の
ク
ラ
ブ
・
組
合
：《
長
き
十
九
世
紀
》
一
七
八
〇
―

一
九
一
〇
年
期
の
概
観
」
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
『
紀
要
』
第
一
五
八
号

（
二
〇
二
一
）
一
七
七
―
二
〇
六
頁
、
第
一
五
九
号
（
二
〇
二
二
）
一
二
一
―

一
五
〇
頁
（
原
著
）R

ita H
uber-Sperl, B

ürgerliche Frauenvereine in 
D
eutschand im

 

《langen

》 19. Jahrhundert 

― eine Ü
berblicksskizze 

（1780 bis 1910

）. 

フ
ー
バ
ー
＝
シ
ュ
ペ
ー
ル
編
著
二
〇
〇
二 S.41-73

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
九
九
五
﹇
河
野
・
訳
﹈（
Ｆ
） 

＝
マ
ル
グ
レ
ー
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
「
十
九

世
紀
の
市
民
的
女
性
組
合
の
活
動
と
意
義 

― 

中
心
の
ウ
ィ
ー
ン
と
周
辺
の
ザ
ル
ツ

ブ
ル
ク
」『
文
明
二
一
』
第
四
八
号
（
二
〇
二
二
）
二
五
―
一
七
九
頁　

M
argret 

Friedrich, Zur T
ätigkeit und Bedeutung bürgerlicher Frauenvereine im

 
19. Jahrhundert in P

eripherie und Zentrum
. In: B

rigitte M
azohl-

W
allnig 

（H
g.

）, Bürgrliche Frauenkultur im
 19. Jahrhundert. W

ien / 
K
öln / W

eim
ar 

﹇Böhlau

﹈ 1995, S.125-173.

フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
一
九
六
八 

＝
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
『
ハ
ム
ブ
ル
ク

の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
』H

erbert Freudenthal, V
ereine in H

am
burg: ein 

Beitrag zur G
eschichte der G

eselligkeit. H
am

burg 1968.

レ
ー
マ
ン
一
九
八
四
﹇
河
野
・
訳
﹈　

＝ 

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
レ
ー
マ
ン
（
著
）
河
野
（
訳
・

解
説
）「
ド
イ
ツ
社
会
と
ク
ラ
ブ
・
組
合　

―　

民
俗
学
の
視
点
か
ら
」
愛
知
大
学
国

際
問
題
研
究
所
『
紀
要
』
第
一
五
四
号
（
二
〇
一
九
）
八
五
―
一
一
四
頁　
（
原
著
）

A
lbrecht Lehm

ann, Zur volkskundlichen V
ereinsforschung. 

ダ
ン
一
九
八
四 

S.85-114.

河
野
二
〇
一
五
「《
世
間
と
社
会
》
は
《
日
本
と
西
洋
》
を
比
較
で
き
る
基
準
だ
ろ
う
か
？

（
一
）」
愛
知
大
學
文
學
會
『
文
學
論
叢
』
第
一
五
一
輯
（
平
成
二
七
﹇
二
〇
一
五
﹈

年
二
月
）
三
五
―
六
八
頁

河
野
二
〇
一
八 

「《
世
間
》
は
日
本
社
会
の
特
異
性
か
？　

―　

欧
文
の
翻
訳
に
お
け
る

《
世
間
》
の
用
例
に
即
し
た
検
証
」
愛
知
大
学
人
文
社
会
学
研
究
所
『
文
學
論
叢
』

第
一
五
五
輯
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
一
―
一
四
二
頁

河
野
二
〇
一
九
「
ド
イ
ツ
語
圏
を
例
と
し
た
西
洋
社
会
の
集
団
形
成　

―　

ヘ
ル
マ
ン
・

バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
の
日
常
研
究
に
注
目
し
つ
つ　

―
」『
文
學
論
叢
』
第
一
五
六
輯
（
平

成
三
一
﹇
二
〇
一
九
﹈
二
月
）
一
―
三
〇
頁

河
野
二
〇
二
一
「
西
洋
社
会
の
日
常
的
な
集
団
形
成
の
歴
史
像 

― 

特
に
十
九
世
紀
前
半

の
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
《
組
合
の
時
代
》
に
つ
い
て
」『
文
學
論
叢
』
第
一
五
八

輯
（
令
和
三
﹇
二
〇
二
一
﹈）
三
九
―
六
九
頁

五
四
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