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芸
術
と
ジ

ン
ダ

l

エ.

序
近
年
、
歴
史
学
や
社
会
学
だ
け
で
な
く
文
学
研
究
や
美
術
史
を
含
む
広
い
領

域
で
、
「
ジ
エ
ン
ダ
1

(mm
ロ己

2
)
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、

ひ
と
つ
の
潮
流
を
な
し
て
い
る
。
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
や
「
コ
ロ
ニ
ア
リ

ズ
ム
」
と
い
っ
た
新
し
い
切
り
口
と
と
も
に
、
こ
の
方
法
は
、
す
で
に
斬
新
で

実
り
豊
か
な
成
果
を
挙
げ
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
近
代
」
社
会
や
「
近

代
」
文
化
の
構
造
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
問
い
な
お
し
て
い
く
大
き
な
プ
ロ
ジ

エ
ク
ト
と
連
動
し
て
い
る
。
二

O
世
紀
以
降
の
多
岐
に
わ
た
る
大
変
革
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
現
代
も
な
お
社
会
や
国
家
の
大
枠
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

「
近
代
」
に

生
ま
れ
た
諸
理
念
を
引
き
継
い
で
お
り
、
基
本
的
に
は
こ
の
「
近
代
」
の
構
造

の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
基
礎
構
造
を
よ
り
深
く
ま
た
広
範

な
次
元
で
読
み
な
お
す
作
業
と
、
こ
れ
ら
の
潮
流
は
連
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
、
芸
術
と
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
を
め
ぐ
る
個
別
研
究
に
も
、
最
近

「
美
的
な
も
の
」

の
近
代
性

長

野

子

JQ貢

は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
美
学
や
芸
術
学
と
い
う
分
野

全
体
に
お
い
て
、
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
の
問
題
は
依
然
と
し
て
周
縁
的
な
位
置
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
く
に
美
学
の
領
域
で
こ
の
問
題

に
正
面
か
ら
と
り
組
ん
だ
研
究
は
、

つ
い
最
近
ま
で
ほ
と
ん
ど
出
て
き
て
い
な
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ぃ
。
本
来
「
美
」
や
「
芸
術
」
に
は
、
ジ
エ
ン
ダ
l
的
な
要
素
が
と
り
わ
け
深

く
か
か
わ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
美
学
/
感
性
学
(
〉

g
F丘一円凹)」

は
そ
う
し
た
問
題
を
潜
在
的
に
抱
え
つ
つ
、
理
論
的
に
は
そ
れ
を
無
視
し
て
き

た
か
に
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
よ
う
や
く
、
こ
の
テ
l
マ
を
と
り
あ

げ
る
動
き
が
見
え
は
じ
め
て
は
い
る
が
、
い
ま
だ
大
き
な
潮
流
と
は
な
り
え
て

い
な
い
よ
う
だ
。
そ
も
そ
も
学
問
と
し
て
の
「
美
学
」
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の

に
、
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
。

「
美
的
な
/
感
性
的
な
も
の

(

岳

町

出

g
吾
巾
片
付
こ
と
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
の

関
係
に
は
、
と
り
わ
け
、
生
得
的
・
自
然
的
と
さ
れ
る
人
間
の
「
感
覚
」
や

「
感
性
」
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
の
、
扱
い
に
く
さ
が
あ
る
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。
美
学
や
芸
術
学
と
い
う
学
問
分
野
は
、
「
美
的
/
感
性
的
な
も
の
」

や
「
芸
術
」
文
化
一
般
を
研
究
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
本
質
的
な
あ
り
方
を

客
観
的
に
探
究
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
「
ジ
エ

ン
ダ

l
」
的
な
要
素
は
、
自
明
の
も
の
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
ま

た
、
研
究
者
自
身
の
す
で
に
身
に
つ
け
た
主
観
的
な
感
性
や
美
意
識
(
何
か
に

引
か
れ
る
気
持
ち
ゃ
何
か
に
対
す
る
拒
否
感
)
は
、
そ
れ
自
体
な
か
な
か
対
象

化
し
に
く
く
、
反
省
の
対
象
と
な
り
に
く
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し

た
な
か
で
、
敢
え
て
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
と
い
う
視
点
を
と
る
こ
と
で
、

一
体
何

が
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
、
問
、
つ
主
体
自
身
の
ス
タ
ン
ス
を
問

い
か
え
す
こ
と
な
し
に
、
こ
の
問
題
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

感
性
や
美
意
識
の
う
ち
に
深
く
組
み
こ
ま
れ
た
「
ジ
ェ
ン
ダ
I
」
と
い
う
要

素
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
作
業
は
、
も
し
か
し
た
ら
「
学
」
と
し
て
の
「
美

学
」
や
「
芸
術
学
」
そ
の
も
の
の
枠
組
み
を
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
学
」
そ
れ
自
体
が
、
「
近
代
」
と
い
う
構
造
の

な
か
で
成
立
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
業
を

通
し
て
、
文
化
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
行
使
さ
れ
る
「
美
的
/
感
性
的

な
も
の
」
の
力
と
作
用
と
が
、
そ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
面
も
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
面
も

含
め
て
、
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
分
析
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
l
」

ま
ず
、
比
較
的
早
く
か
ら
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
が
問
題
化
さ
れ
た
「
歴
史
学
」

の
例
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
ジ
ョ

1
ン・

W
・
ス
コ
ッ
ト
は
、
「
ジ
エ
ン
ダ

ー
と
歴
史
学
』
(
一
九
八
人
/
九
二
)

の
第
一
部
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
歴
史
学
に

む
け
て
」
第
二
章
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
に
お
い
て
、
歴
史
分
析
の
「
有
効
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
」
と
し
て
の
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
概

念
規
定
は
、
き
わ
め
て
明
快
で
あ
り
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

ス
コ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
と
い
う
語
は
、
「
女
に
ふ
さ
わ
し
い

役
割
、
男
に
ふ
さ
わ
し
い
役
割
と
い
う
観
念
」
が
ま
っ
た
く
の
社
会
的
産
物
つ

ま
り
「
文
化
的
構
築
物
」
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
た
め
に
、
新
し
く
採
用
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
語
を
用
い
る
の
は
、
「
男
や
女
の
主
観
的
ア

イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
は
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
だ
と
い

う
こ
と
を
示
す
ひ
と
つ
の
や
り
方
な
の
で
あ
る
。
こ
の
定
義
に
し
た
が
え
ば
ジ

エ
ン
ダ
l
と
は
、
生
物
学
的
な
性
を
も
っ
た
身
体
の
う
え
に
割
り
当
て
ら
れ
た

『
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
(
以
下
は
訳
書
の
ペ
ー
ジ
数
を

示
す
。
五
十
九
頁
)
。

A

「
ジ
ェ
ン
ダ
l
」
と
い
う
識
別
の
シ
ス
テ
ム
|
|
文
法
用
語
か
ら
世
界
認
識

の
基
本
概
念
ヘ

第
一
に
お
さ
え
て
お
く
べ
き
は
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
l
」
と
は
、
も
と
も
と
は
文
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法
用
語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
文
法
上
の
用
法
と
の
関
係
は
、

一
方
で
明
瞭
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で

ま
だ
検
討
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
に
み
ち
て
も
い
る
。
明
瞭
だ
と
い
う
の
は
、

文
法
上
の
用
法
に
お
い
て
は
、
何
か
を
男
性
ま
た
は
女
性
と
指
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
必
ず
形
式
上
の
規
則
が
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
検
討

さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
の
は
、
多
く
の
イ
ン
ド
H

ヨ
l

ロ
ッ
パ
系
言
語
に
は
、
無
性
も
し
く
は
中
性
の
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。
文
法
に
お
い
て
は
ジ
エ
ン
ダ

1
と
は
、
固
有
の
性
質
を
客
観

的
に
述
べ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
「
諸
現
象
を
分
類
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
」
、

『
社
会
的
に
合
意
さ
れ
た
識
別
の
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
風
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
ま
た
分
類
と
い
う
こ
と
は
、
識
別
や
個
別
の
グ
ル
ー
プ
分
け
を
可
能
に

し
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
同
士
の
関
係
と
い
う
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
」
。
(
向
上

五
十
四
頁
)

男
性
形
と
女
性
形
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
名
詞
の
前
に
つ
け
る
定
冠
詞
や
形

容
調
の
語
尾
変
化
と
い
っ
た
「
形
式
上
の
規
則
」
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
た
と

え
ば
、
ド
イ
ツ
語
で
は
「
月

E
R
Z
S仏
)
」
は
男
性
名
調
、
「
太
陽
(
庄
町

ωoロ
ロ
叩
こ
は
女
性
名
詞
で
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
反
対
に
「
月

(
Z

E
S
)
」
が
女
性
名
詞
、
「
太
陽

(
-
m
g
gロ
)
」
が
男
性
名
詞
で
あ
る
。
本
来
、

も
の
と
語
と
の
聞
に
必
然
的
な
対
応
関
係
は
な
い

(
ソ
シ
ュ

l
ル
の
い
う
よ
う

に
、
「
木
」
そ
の
も
の
と
英
語
の
可

2
や
フ
ラ
ン
ス
語
の

E
号
目
、
ド
イ
ツ

一
詰
の
色
町
円
切
さ
B
の
よ
う
な
語
と
の
つ
な
が
り
は
恋
意
的
で
あ
る
)

の
と
同

じ
よ
う
に
、
文
法
上
の
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
も
ま
た
、
基
本
的
に
は
恋
意
的
な
も

の
で
あ
る
。
だ
が
ま
た
、
中
性
の
よ
う
な
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
二
分
法
以
外
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
新
し
い
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
の
用
法
を
引
き
だ
し
た
の
は
、

九
七

0
年
代
、
「
男
ら
し
き
」
や
「
女
ら
し
き
」
と
い
っ
た
性
に
も
と
づ
く
区
別
は

本
来
的
な
も
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
社
会
的
な
性
質
の
も
の
だ
と
主
張
し
ょ

う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
運
動
が
最
初
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
う
し

て
、
男
女
の
性
差
を
生
物
学
的
に
決
定
さ
れ
た
不
動
の
も
の
と
見
る
通
念
に
対

抗
し
て
、
性
差
や
性
役
割
は
社
会
的
・
文
化
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
見
方
か
ら
、
「
ジ
ェ
ン
ダ

I
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
ス
コ
ッ
ト
は
、
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
を
「
肉
体
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的
差
異
に
意
味
を
付
与
す
る
知
」
と
明
確
に
定
義
し
た
う
え
で
、
「
ジ
エ
ン
ダ

ー
」
が
単
に
直
接
的
な
両
性
関
係
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
多
く
の
社
会
関
係
の

場
に
存
在
し
て
、
「
人
聞
が
世
界
を
認
識
し
、
構
築
す
る
さ
い
の
基
本
的
概
念

の
ひ
と
つ
」
と
し
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
事
例
を
挙
げ
て
論
証
し
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
l
」
に
ひ
と
つ
の
強
力
な
分
析
用
概

念
と
し
て
の
役
割
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

B 

ジ
ェ
ン
ダ
l
分
析
の
三
つ
の
立
場

次
に
、
歴
史
学
に
お
け
る
ジ
エ
ン
ダ
l
分
析
の
理
論
的
立
場
を
、

ス
コ
ッ
ト

は
一
九
人

0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
出
て
き
た
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
分
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類
し
て
い
る

(
同
上
六
十
一
頁

1
)
。
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
そ
の
問

題
点
と
を
挙
げ
る
。

① 

家
父
長
制
理
論
派
に
よ
る
「
生
殖
」
と
「
セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
」
の
解
釈

家
父
長
制
度
の
な
か
で
の
女
性
の
従
属
に
も
っ
ぱ
ら
関
心
を
集
中
し
て
き
た

こ
の
立
場
で
は
、
生
殖
労
働
の
性
質
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
神
秘
化
に
つ

い
て
の
研
究
、
ま
た
セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
研
究
が
中
心
と
な
っ
て

い
る
。
後
者
を
代
表
す
る
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
性
的
関
係
に
固
有

の
不
平
等
に
つ
い
て
論
じ
、

聞
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
の
問
題
点
は
、
分
析
の
基
本
と
な
る
「
肉
体
的
差
異
」

一
九
人
0
年
代
に
反
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
運
動
を
展

に
の
み
依
拠
し
て
、
そ
れ
を
、
普
遍
的
で
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
み
の
る
。

つ
ま
り
、
ジ
エ
ン
ダ
ー
そ
の
も
の
の
非
歴
史
性
が
前
提
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
階
級
や
人
種
と
い
っ
た
他
の
不
平
等
と
ジ
エ
ン
ダ

ー
と
が
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

② 

マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
よ
る
「
ジ
エ
ン
ダ
l
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」

の
研
究

マ
ル
ク
ス
主
義
の
伝
統
の
な
か
で
、

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
批
評
と
の
調
和
を
見
い

だ
そ
う
と
す
る
こ
の
立
場
は
、
資
本
制
と
家
父
長
制
と
い
う
こ
重
シ
ス
テ
ム
が

ど
う
連
動
し
て
い
る
か
を
分
析
す
る
。
こ
こ
で
は
、
家
族
や
セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ

イ
は
、
最
終
的
に
は
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
「
生
産
様
式
の
産
物
」
と
見
な

さ
れ
る
。
セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
を
歴
史
的
文
脈
の
産
物
と
み
な
す
M
・
フ

1
コ

ー
か
ら
の
影
響
も
受
け
て
、
「
性
の
政
治
学
(
ジ
ェ
ン
ダ

1
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
)
」

を
探
求
の
焦
点
と
す
る
人
々
は
、
「
ジ
エ
ン
ダ
l
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
問
題

に
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
個
々
の
主
体
の
「
ジ
エ
ン
ダ
l
・
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ

イ
の
精
神
構
造
」
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ジ
エ
シ
カ
・
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
が
試
み
た
よ
う
に
支
配
と
従
属
(
主
人
と
奴
隷
)

関
係
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
し
て
い
く
に
は
、
経
済
的
・
社
会
的
状
況
の
因
果

性
を
重
視
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

③ 

精
神
分
析
理
論
に
よ
る
「
主
体
の
構
築
」
の
ジ
ェ
ン
ダ

I
性
の
説
明

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
、
精
神
分
析
学
派
に
依
拠
し
て

主
体
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
1
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
生
成
と
再
生
産
を
説
明
し

ょ
う
と
す
る
こ
の
立
場
は
、
英
米
系
の
対
象
関
係
論
と
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ス
ト
構

造
主
義
と
に
分
類
で
き
る
。

一
方
の
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
学
派
に
は
、
幼
年
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時
代
の
実
際
の
体
験
の
影
響
を
強
調
す
る
ナ
ン
シ
l
・
チ
ヨ
ド
ロ
ウ
や
、
主
体

の
構
築
よ
り
も
「
行
動
の
道
徳
的
発
達
」
の
方
に
よ
り
関
心
が
注
ぐ
キ
ャ
ロ

ル
・
ギ
リ
ガ
ン
が
い
る
。
後
者
の
著
書
「
も
う
一
つ
の
声
」
は
、
男
性
的
な
正

義
や
権
利
の
道
徳
体
系
に
対
し
て
、
よ
り
具
体
的
な
人
間
関
係
に
即
し
た
女
性

的
な
道
徳
原
理
(
ケ
ア
)
を
主
張
し
て
い
る
。
他
方
の
フ
ラ
ン
ス
学
派
で
は
、

と
く
に
ジ
ェ
ン
ダ

I
の
伝
達
、
解
釈
、
表
現
に
お
け
る
「
言
語
の
中
心
性
」
に

力
点
が
お
か
れ
、
そ
の
さ
い
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ラ
カ
ン
が
呼
ぴ
だ
さ
れ
る
。
無
意
識

を
「
主
体
の
構
築
」
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と
す
る
ラ
カ
ン
理
論
に
よ
れ
ば
、

子
供
を
象
徴
秩
序
へ
と
誘
導
す
る
「
言
一
泊
巴
を
と
お
し
て
、
ジ
エ
ン
ダ
ー
に
よ

る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
構
築
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
き
わ
め
て
不
安
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定
な
も
の
で
あ
る
。
意
味
の
シ
ス
テ
ム
と
同
じ
よ
う
に
主
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ

テ
イ
も
、
「
差
異
化
」
や
「
区
別
」
の
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
ず
、
首
尾
一
貫
性

や
共
通
理
解
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
暖
味
さ
や
対
立
要
素
を
押
さ
え
こ
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
は
、
男
性
と
女
性
の
二
項
対
立

を
固
定
化
す
る
危
険
性
が
あ
り
、
映
画
理
論
家
の
テ
レ
サ
・
ド
・
ロ

1
レ
テ
イ

ス
の
示
唆
す
る
よ
う
に
、
「
主
体
性
の
構
築
」
は
さ
ら
に
社
会
的
・
歴
史
的
文

脈
の
な
か
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

C 

「
ジ
ェ
ン
ダ

I
」
の
定
義
|
|
「
差
異
に
も
と
づ
く
社
会
関
係
の
構
成
要

素
」
、
「
権
力
関
保
の
レ
ト
リ
カ
ル
な
表
現
」

ス
コ
ッ
ト
は
、
基
本
的
に
は
第
三
の
立
場
を
擁
護
し
な
が
ら
、
歴
史
学
と
い

う
研
究
分
野
に
お
い
て
「
分
析
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
の
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
を

さ
ら
に
明
確
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
既
存

の
理
論
群
を
批
判
的
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
し
て
い
く
(
こ
と
が
ら
の
「
因
果
関

係
」
よ
り
も
そ
の
「
意
味
」
を
追
求
す
る
)
方
向
性
の
な
か
で
行
わ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

「
歴
史
学
の
研
究
者
と
し
て
は
・
・
・
・
・
・
自
分
た
ち
の
分
析
方
法
を
厳
し
く
吟
味

し
、
作
業
仮
説
を
明
確
に
し
、
変
化
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
き
る
と
考
え
て
い

る
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
単
一
の
起
源
を
求
め
る
代
わ
り
に
、
解
き
ほ

ぐ
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど

E
い
に
絡
み
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
向
上
七
十
四
頁
)
。

さ
ら
に
ま
た
、
社
会
的
権
力
を
、
統
一
的
で
集
権
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は

な
く
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ
l
の
い
う
よ
う
に
、
「
非
対
等
な
関
係
が
星
座
の

よ
う
に
ば
ら
ま
か
れ
た
も
の
、
社
会
的
な
『
力
の
場
』
の
な
か
で
あ
ち
ら
こ
ち

ら
に
生
じ
る
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
。

最
終
的
に
、
ス
コ
ッ
ト
自
身
の
ジ
エ
ン
ダ
l
の
定
義
は
、
二
つ
の
相
互
に
連

関
す
る
命
題
で
表
わ
さ
れ
る
(
七
十
五
頁
)
。

ジ
エ
ン
ダ
l
と
は
、
両
性
問
に
認
知
さ
れ
た
「
差
異
に
も
と
づ
く
社
会
関

(2) 
係

の
構
成
要
素
で
あ
る

ジ
エ
ン
ダ
l
と
は
、
「
権
力
関
係
」
を
表
わ
す
第
一
義
的
な
方
法
で
あ
る
。

ωに
は
、
次
の
四
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。
①
「
文
化
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ

た
シ
ン
ボ
ル
」
(
た
と
え
ば
イ
プ
や
聖
母
マ
リ
ア
)
が
、
多
数
の

(
し
ば
し
ば
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相
矛
盾
す
る
)
表
象
を
導
き
だ
す
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、

い
か
な
る
文
脈

に
お
い
て
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
。
②
シ
ン
ボ
ル
の
意
味
を
決
定
す
る
「
規
範

的
概
念
(
規
範
的
言
説
こ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
宗

教
的
・
教
育
的
・
科
学
的
・
法
的
・
政
治
的
教
義
と
し
て
表
現
さ
れ
、
実
際
に

は
男
性
性
と
女
性
性
と
い
う
固
定
的
な
二
項
対
立
以
外
の
可
能
性
の
「
拒
否
や

抑
圧
」
の
う
え
に
成
り
立
つ
。
③
こ
の
種
の
分
析
に
さ
い
し
て
、
政
治
的
な
要

素
と
と
も
に
「
社
会
的
な
制
度
や
組
織
」
に
も
注
目
す
る
こ
と
。
④
主
観
的
な

ジ
エ
ン
ダ
l
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
現
実
の
も
の
と
し
て

「
構
築
」
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
広
範
囲
の
実
践
や
社
会
組
織
、

ま
た
歴
史
的
に
固
有
の
「
文
化
表
現
」
と
関
連
づ
け
て
い
く
こ
と
。
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同
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ジ
エ
ン
ダ
l
と
は
そ
の
な
か
で
、
ま
た
は
そ
れ

を
手
段
と
し
て
「
権
力
」
が
表
わ
さ
れ
る
第
一
義
的
な
場
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
伝
統
の
な
か
で
、
ジ

エ
ン
ダ
l
は
つ
ね
に
、
権
力
を
表
示
す
る
方
法
で
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
う

し
た
事
態
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
に
よ
る
分
析
の
ひ
と
つ

の
焦
点
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ピ
エ

l
ル
・
ブ
ル
デ
ュ

l
も
ま
た
、
ジ

エ
ン
ダ
ー
に
よ
る
「
世
界
の
二
分
割
」
が
、
「
集
団
幻
想
の
な
か
で
も
最
も
堅

固
な
基
礎
を
も
つ
も
の
」
と
し
て
作
動
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
性

差
と
は
「
差
異
化
」
を
表
わ
す
た
め
の
第
一
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
「
ジ
エ
ン
ダ
l
の
正
当
化
機
能
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
ガ
ヤ
ト

リ
・
ス
ピ
ヴ
ア
ツ
ク
が
ジ
ェ
ン
ダ
l
の
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
的
用
法
(
「
女
性
」

と
し
て
の
「
植
民
地
」
)
に
つ
い
て
鋭
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ジ
エ
ン
ダ
l
的
表
現
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
の
人
間
の
相
互
関
係
を
、

ア
ナ

ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
理
解
す
る
手
だ
て
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ジ
エ
ン
ダ
l

は
と
く
に
、
政
治
権
力
が
概
念
化
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
、
批
判
さ
れ
る
と
き
に

く
り
返
し
論
拠
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
貴
族
に

対
す
る
市
民
階
級
、
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
l
に
対
す
る
労
働
者
が
、
軟
弱
で
浪
費
的

な
「
女
性
」
的
存
在
に
対
す
る
剛
毅
で
生
産
的
な
「
男
性
」
的
存
在
と
し
て
表

現
さ
れ
て
き
た
。
〈
ジ
エ
ン
ダ
l
・
メ
タ
フ
ァ

l
〉
と
も
呼
ぶ
べ
き
そ
う
し
た

用
法
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
l
を
論
拠
と
し
な
が
ら
、
逆
に
ま
た
、
男
性
と
女
性
の
意

味
的
な
対
比
を
強
め
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

「『男』

や
『
女
』
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
中
に
何
も
入
っ
て
い
な
い
と

同
時
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
は
み
だ
し
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
」
、
と
ス

コ
ッ
ト
は
言
う
。
「
何
も
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
は
究
極
的
で
超
越
的
な
意
味
な
ど
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
は
み
だ
し
て

い
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
が
た
と
え
固
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
き

で
も
、
そ
の
中
に
は
そ
れ
以
外
の
、
否
定
さ
れ
た
り
抑
圧
さ
れ
た
定
義
が
依
然

と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
(
向
上
八
十
四
頁
)
。
ス
コ
ッ
ト
が
主
張

す
る
の
は
、
男
性
と
女
性
と
い
う
対
立
を
、
既
知
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
む

し
ろ
不
確
定
な
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
、
そ
の
都
度
の
文
脈
に
応
じ
て
定
義
さ

れ
る
も
の
、
く
り
返
し
構
築
さ
れ
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ジ
エ

ン
ダ
l
は
、
性
だ
け
で
な
く
階
級
や
人
種
を
も
含
ん
だ
政
治
的
・
社
会
的
平
等
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と
い
う
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
と
の
結
合
の
中
で
、
再
定
義
さ
れ
、
再
構
築
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
」
(
同
上
八
十
六
頁
)
。

E.
近
代
に
お
け
る
「
美
的
言
説
」
の
成
り
立
ち
と
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
l
的
含
意

ー
ー
ー
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に

以
上
の
よ
う
な
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
概
念
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
美
的
/
感
性
的

な
も
の
」
に
つ
い
て
の
探
究
の
な
か
で
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
l
」
を
軸
と
し
た
ア
プ

ロ
l
チ
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
よ
う
。
(
も
ち
ろ
ん
、
上
述
の
ス
コ

ツ
ト
が
ポ
ス
ト
構
造
主
義
を
高
く
評
価
し
、
ま
た
は
っ
き
り
と
構
築
主
義
の
立
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場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
と
い
う
視
点

を
と
る
こ
と
は
、
既
存
の
理
論
体
系
そ
の
も
の
の
問
い
な
お
し
を
も
迫
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
代
か
ら
「
美
」
は
「
真
」
や
「
普
」
と
な
ら
ぷ
高
い
価

値
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
に
は
じ
ま
る
「
美
」
を
め
ぐ
る
思
索
の
系

譜
が
あ
る
。
ま
た
、
「
芸
術
」
に
関
し
て
は
、
詩
学
や
修
辞
学
(
近
代
で
は
文

芸
学
)
、
絵
画
論
、
建
築
論
、
音
楽
論
が
そ
れ
ぞ
れ
長
い
伝
統
を
も
っ
。
こ
う

し
た
「
美
」
の
形
而
上
学
や
諸
「
芸
術
」
の
制
作
論
に
加
え
て
、

一
八
世
紀
に

入
っ
て
、
人
間
の
美
的
経
験
一
般
に
か
か
わ
る
「
感
性
」
や
「
美
に
つ
い
て
の

判
定
能
力
(
趣
味
こ

へ
の
関
心
が
起
こ
り
、
こ
れ
ら
を
主
な
考
察
対
象
と
す

る
「
学
」
と
し
て
の
「
美
学
/
感
性
学
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
近
代
的

な
市
民
社
会
が
形
を
な
し
、
国
家
意
識
が
芽
ば
え
て
き
た
こ
の
時
期
、
「
近
代
」

の
先
頭
を
切
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
に
対
抗
し
て
植
民
地
を

拡
大
し
つ
つ
帝
国
へ
の
道
を
歩
み
だ
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
啓
蒙
思
想
の

高
ま
り
が
草
命
へ
と
い
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
震
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
、
他
方
ド
イ
ツ
で
は
、
国
家
統
一
へ
の
政
治
的
な
遅
れ
に
観
念
論
や
ロ
マ
ン

主
義
思
想
が
む
す
び
つ
い
て
い
く
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
時
期
に
、
啓
蒙
主
義
的

な
知
の
三
分
法
に
よ
り
、
理
論
(
認
識
)
、
実
践
(
行
為
)
と
な
ら
ぶ
「
美

的
/
感
性
的
な
」
領
域
が
確
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
に
は
さ

ら
に
、
個
別
の
芸
術
分
野
に
か
か
わ
る
歴
史
学
、
そ
し
て
芸
術
一
般
を
扱
う
理

論
的
研
究
が
、
専
同
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、
「
美
的
/
感
性
的
な
も
の
」
に
つ

い
て
の
近
代
的
な
捉
え
方
を
生
み
だ
し
、
「
美
学
」
や
「
芸
術
学
」
を
成
立
さ

せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
「
美
的
な
も
の
」
が
担
う
べ
き
社
会
的

な
役
割
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
社
会
の
個
々
の
構
成
員
が
「
市
民
」
あ
る
い
は

「
国
民
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
感
性
レ
ベ
ル
で
自
覚
す
る
た
め
の

「
紐
帯
」
と
な
る
こ
と
、

つ
ま
り
人
々
の
社
会
的
連
帯
の
鮮
と
な
る
こ
と
で
あ

る
。
い
わ
ば
、
「
共
通
感
覚
」
と
し
て
の
「
感
性
的
」
能
力
と
い
う
、

一
種
の

要
請
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
い
く
つ
か
の
共
通
了
解

が
含
ま
れ
て
い
た
。
「
美
的
主
体
」
で
あ
る
た
め
に
は
一
定
の
階
層
、

一
内
疋
の

民
族
/
人
種
、
そ
し
て
ジ
エ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
、
と
い
う
共
通
了

解
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ジ
ェ
ン
ダ
l
(性
差
の
社
会
的
規
定
)
と
い
う
指
標
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は
、
「
美
的
な
も
の
」
に
か
か
わ
る
シ
ス
テ
ム
や
言
説
全
体
に
、
は
っ
き
り
と

し
た
バ
イ
ア
ス
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
「
見
る
」
主
体
と

「
見
ら
れ
る
」
対
象
の
非
・
対
称
性
(
ア
・
シ
ン
メ
ト
リ
ー
)
に
お
い
て
、
ま

た
、
芸
術
家
に
よ
る
作
品
の
創
造
(
生
産
て
そ
の
所
産
で
あ
る
芸
術
作
品

(
商
品
)

の
価
値
づ
け
、
そ
し
て
作
品
の
受
容
(
消
費
)
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム

の
な
か
で
、
ジ
エ
ン
ダ
l
は
、
自
明
の
決
定
因
と
な
っ
て
い
た
。
言
い
か
え
れ

ば
、
近
代
社
会
に
お
け
る
美
や
芸
術
の
制
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
、
ジ
エ
ン
ダ

l

的
な
要
素
は
大
き
く
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
根

深
く
近
代
社
会
の
構
造
全
体
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、
意
識
化

さ
れ
ず
、
問
題
化
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
問
題
化
す
る
視
座
そ
の
も
の
が
ま
ず
ほ
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と
ん
ど
不
可
能
だ
っ
た
と
い
え
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
「
近
代
美
学
」
の
成

立
し
た
一
人
世
紀
に
お
い
て
、
「
美
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
諸
言
説
が
ど
の
よ

う
な
ジ
エ
ン
ダ

l
的
合
意
を
も
っ
て
い
た
の
か
、

い
く
つ
か
の
事
例
を
と
り
あ

げ
な
が
ら
ス
ケ
ッ
チ
的
に
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

A 

〈
美
的
主
体
〉
と
し
て
の
「
趣
味
の
あ
る
人
(
ヨ

S
0
2
8
g
)」

一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
市
民
社
会
の
形
成
期
に
は
、
上
述
の
よ

う
に
、
「
美
的
な
も
の
」
が
新
し
い
市
民
の
理
想
や
近
代
的
な
主
体
像
を
構
築

す
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
「
美
的
な
も
の
」
の
シ
ス
テ
ム

を
形
成
す
る
の
は
、
美
や
諸
芸
術
に
か
か
わ
る
制
度
や
文
化
産
業
(
ア
カ
デ
ミ

l
、
ミ
ュ

I
ジ
ア
ム
、
シ
ア
タ
ー
、
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
l
ル
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
)
、

理
論
書
を
は
じ
め
と
し
て
啓
蒙
書
や
評
論
、
旅
行
記
、
小
説
等
の
活
字
文
化
の

な
か
で
生
み
だ
さ
れ
る
美
的
言
説
、
社
交
や
日
常
生
活
の
な
か
で
の
慣
習
的
な

ハ
ピ
ト
ス
と
い
っ
た
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
根
底
に
お
い
て
ジ

エ
ン
ダ
l
的
な
合
意
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
(
こ
う
し
た
な
か
で

形
を
な
し
て
き
た
「
美
学
」
と
い
う
学
問
領
域
|
|
「
美
的
な
も
の
」
に
つ
い

て
の
理
論
的
言
説
ー
ー
ー
も
ま
た
、
お
の
ず
と
ジ
エ
ン
ダ
l
的
な
要
素
に
よ
っ
て

強
く
色
づ
け
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
)

一
例
と
し
て
、

一
人
世
紀
初
頭
に
啓
蒙
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動
の
な
か

で
称
揚
さ
れ
は
じ
め
た
、
「
趣
味

(
E
2
0こ
の
能
力
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
た

と
え
ば
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ア
デ
イ
ソ
ン
は
、
彼
の
主
催
す
る
評
論
雑
誌
『
ス
ベ
ク

テ
イ
タ
l
」
(
一
七
一
一
|
一
七
一
二
)

で
、
「
美
的
な
も
の
」
を
評
価
で
き
る

能
力
と
し
て
の
「
趣
味
」
を
重
要
視
す
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
「
洗
練
さ
れ
た

想
像
力

Eo--z-包
括
吉
田
氏
。
ロ
)
」
を
も
っ
人
、
「
俗
人
(
〈
己
宮
門
)
」
と
対
比

し
て
い
る
。
「
趣
味
」
を
も
つ
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
社
会
的
な
差
異
化
の

目
印
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ス
ベ
ク
テ
イ
タ
1
氏
な
る
人
物
は
、
主

と
し
て
ク
ラ
ブ
や
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
で
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
を
第
一
の
読
者
と

し
て
想
定
し
て
い
る
が
、
ま
た
、
「
本
誌
が
役
に
立
つ
の
は
、
ご
婦
人
方
を
お

い
て
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
も
付
け
加
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、

庇
護
者
と
し
て
の
態
度
に
す
ぎ
な
い
。

「
ご
婦
人
方
に
ふ
さ
わ
し
い
時
間
つ
ぶ
し
ゃ
娯
楽
を
見
つ
け
る
努
力
は
ま
だ

十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
私
は
し
ば
し
ば
考
え
る
。
ご
婦
人
の
楽
し
み
[
化
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粧
や
菓
子
作
り
]
は
、
:
:
:
人
間
と
い
う
種
族
よ
り
女
性
と
い
う
性
別
に
合
わ

せ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
:
:
:
も
ち
ろ
ん
、
ド
レ
ス
の
飾
り
に
さ
ら
に
心
の

美
(
回
目
白

E
-
2
0同
匹
。
富
山
口
門
田
)
が
加
わ
っ
て
、
男
性
鑑
賞
者
(
宮
丘
町
・

回
匹
。
E
2印
)
に
愛
だ
け
で
な
く
一
種
の
畏
敬
や
尊
敬
を
抱
か
せ
る
女
性
が
大

勢
お
ら
れ
る
の
も
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
だ
が
。
私
は
、
本
誌
を
日
刊
で
発
行

し
て
、
そ
う
い
う
方
々
の
数
を
増
や
し
た
い
と
思
う
。
人
を
向
上
は
さ
せ
ず
と

も
害
の
な
い
娯
楽
を
い
つ
も
提
供
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
、
女
性
読

者
の
心
を
多
く
の
つ
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら
別
の
方
へ
と
向
け
た
い
の
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
女
性
は
、
ま
ず
は
美
的
主
体
と
い
う
よ
り
美
的
対
象
と
見
ら
れ
て
い

る
の
が
わ
か
る
。
こ
の
雑
誌
は
、
表
向
き
は
女
性
を
も
読
者
と
し
て
、
イ
ギ
リ



芸術とジェンダー一「美的なものJの近代性

ス
の
市
民
層
の
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
な
か
に
引
き
入
れ
な
が
ら
、
実
質
的
に

は
む
し
ろ
女
性
を
文
化
の
周
縁
へ
と
位
置
づ
け
る
立
場
を
く
ず
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
「
美
的
主
体
」
と
「
美
的
対
象
」
と
い
う
二
項
関
係
に
は
、
「
見
る
も

の
」
と
「
見
ら
れ
る
も
の
」
と
の
非
対
称
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
ま
な
ざ

し
の
主
体
と
し
て
の
「
精
神
的
」
存
在
と
、
ま
な
さ
し
の
対
象
と
し
て
の
「
物

体
的
」
存
在
と
の
二
項
関
係
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
趣
味
」

へ
の
か
か
わ
り
方
が
男
性
と
女
性
で
は
っ
き
り
異

な
る
こ
と
は
、
ジ
ヨ
ナ
サ
ン
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の

『
通
(
円
。
ロ
ロ
。
2
8
Z同
)

の
術
の
品
格
・
確
実
性
・
快
・
有
用
性
に
つ
い
て
の
論
考
』
(
一
七
一
九
)

よ
う
な
書
物
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。
こ
の
書
は
、
美
や
芸
術
に
通
じ
る
こ
と
が
、

国
家
の
モ
ラ
ル
を
向
上
さ
せ
、
ま
た
富
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
、

と
い
う
前
提
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

「
通
[
目
利
き
]

で
あ
る
た
め
に
は
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
先
入
見
か
ら

可
能
な
か
ぎ
り
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
彼
は
、
明
断
で
正
確
な

思
考
法
と
推
論
法
を
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
し
い
観
念
の
受

け
入
れ
方
、
取
り
扱
い
方
が
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
一
貫

し
て
確
実
な
だ
け
で
な
く
偏
り
の
な
い
判
断
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

男
性
が
、
広
い
文
化
的
な
教
養
を
身
に
つ
け
て
、
対
象
へ
の
鑑
識
眼
(
距
離

を
お
い
た
ま
な
ざ
し
)
を
養
う
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
が
市
民
た

る
べ
き
ひ
と
つ
資
格
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、

「
美
的
な
も
の
」
に
か
か
わ
る
制
度
は
、
専
門
家
と
し
て
の
芸
術
家
の
地
位
を

確
立
さ
せ
、

ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
を
創
設
(
一
七
六
人
)
し
た
り
、
美
術

市
場
や
出
版
産
業
を
推
進
し
て
文
化
商
品
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
女
性
は
「
た
し
な
み

2
2
0
5
1
2
v
g
g同
)
」
を
身
に
つ
け
、

個
人
的
な
文
化
消
費
(
ピ
ア
ノ
や
絵
の
お
稽
古
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
等
)
を
通
し

て
、
自
分
を
洗
練
さ
れ
た
仕
方
で
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

た
。
音
楽
や
ス
ケ
ッ
チ
の
趣
味
は
、
あ
く
ま
で
家
庭
の
な
か
で
の
ア
マ
チ
ュ
ア

の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
(
風
俗
画
や
挿
絵
版
画
で
は
、
家
庭

に
あ
る
べ
き
女
性
像
が
教
訓
的
な
仕
方
で
描
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、
音
楽
に
う

の

つ
つ
を
抜
か
し
す
ぎ
で
は
堕
落
し
て
し
ま
う
、
等
々
。
)

ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ

ミ
l
の
創
設
時
に
は
ア
ン
ジ
ェ
リ
カ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
と
メ
ア
リ
・
モ
l
ザ
!
と

い
う
二
人
の
女
性
画
家
が
参
加
し
て
い
た
が
、

ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
全
員
の
集
合
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肖
像
画
に
は
、
男
性
ヌ
l
ド
の
モ
デ
ル
が
同
席
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
二
人

の
肖
像
だ
け
が
上
方
の
壁
に
か
け
ら
れ
た
枠
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
は
、
「
ま
な
ざ
す
」
者
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
、
「
ま
な
ざ
さ
れ

る
」
者
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
両
方
が
潜
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
前
者
は
た
と

え
ば
、
中
立
の

(
無
関
心
的
な
)
美
的
判
断
を
下
す
こ
と
と
、
そ
れ
が
実
は
欲

望
の
回
避
・
置
換
と
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
美
的
主
体
と
し
て
の
特
権

の
行
使
者
で
あ
る
こ
と
は
、
同
時
に
受
動
的
な
観
察
者
で
し
か
な
い
、
と
い
っ

た
パ
ラ
ド
ク
ス
。
そ
し
て
後
者
は
逆
に
、
無
垢
な
美
的
対
象
で
あ
る
こ
と
と
、

自
意
識
的
な
駆
け
引
き
の
主
体
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
文
化
消
費
の
主
人
公
と
し

て
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
自
己
自
身
を
商
品
化
す
る
た
め
の
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も
の
で
あ
る
、
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
、
「
所
有
権
」
(
と

く
に
土
地
の
所
有
)
に
基
づ
く
当
時
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
複
合
的
な
現
象
を
分
析
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
的
主
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
や
共
同
体
へ
の

帰
属
意
識
に
お
け
る
「
美
的
な
も
の
」
の
役
割
、
美
的
感
情
の
分
類
学
、
近
代

の
消
費
文
化
に
お
け
る
高
尚
・
低
俗
の
分
割
と
も
絡
ん
だ
差
異
化
や
疎
外
の
構

造
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

B 

「
出
吾
巴
と
「
美
」
|
|
〈
ジ
ェ
ン
ダ
l
・
メ
タ
フ
ァ
l
v

ス
コ
ッ
ト
は
、
ジ
エ
ン
ダ
l
の
第
二
の
定
義
と
し
て
「
権
力
関
係
の
レ
ト
リ

ツ
ク
的
な
表
現
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
「
美
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま

な
言
説
は
と
り
わ
け
、
そ
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
満
ち
て
い
る
。
こ
こ
で
は

他
の
領
域
よ
り
も
さ
ら
に
、
わ
か
り
や
す
い
説
明
方
式
と
し
て
ジ
エ
ン
ダ
1
が

用
い
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
ジ
エ
ン
ダ
l
(男
性
と
女
性
の
社
会
的
差

異
)
そ
の
も
の
の
意
味
も
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
自
体
、
「
美

的
な
も
の
」
の
シ
ス
テ
ム
が
す
ぐ
れ
て
、
権
力
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
反
映

し
、
ま
た
補
強
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

典
型
的
な
例
は
、
「
崇
官
巴
と
い
う
美
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
エ
ド
マ
ン
ド
・
パ

l
ク
は
『
崇
高
と
美
の
わ
れ
わ
れ
の
観
念
の
起
源
に
関

す
る
哲
学
的
研
究
』
(
一
七
五
七
)
に
お
い
て
、
「
崇
高

Z
E
E
-
B
O
)
」
を
「
美

S
E
E
M可
)
」
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
あ
ざ
や
か
に
性
格
づ
け
た
。
こ
の
書

の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
一
人
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
一
種
の
「
崇
高
」

熱
を
呼
ぴ
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
パ
ー
ク
は
ま
ず
、
「
美
し
い
も
の
」

へ
の
感

情
を
、
人
々
が
互
い
に
交
わ
り
連
帯
し
よ
う
と
す
る
「
社
会
」
的
な
衝
動
を
む

す
ぴ
つ
け
、
「
崇
高
な
も
の
」

へ
の
感
情
を
、
個
人
の
|
|
つ
ね
に
危
険
に
さ

ら
さ
れ
う
る
|
|
「
自
己
保
存
」
の
衝
動
に
む
す
び
つ
け
る
。

つ
ま
り
、
「
美
」

が
「
快
」
を
と
お
し
て
調
和
的
な
人
間
同
士
の
交
流
に
か
か
わ
る
の
に
対
し
て
、

「
崇
高
」
は
「
恐
怖
」
と
高
揚
感
を
と
お
し
て
、
個
と
し
て
の
主
体
の
能
動
的

な
生
き
方
に
か
か
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
崇
世
巴
と
「
美
」
の
対
比
は
、
そ
の

男
性
的
性
格
と
女
性
的
性
格
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
組
の

〈
対
関
係
〉

の
聞
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
こ
の
言
説
の
根
底
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

こ
に
は
〈
ジ
エ
ン
ダ
l
・
メ
タ
フ
ァ

1
〉
と
い
え
る
も
の
が
見
て
と
れ
る
。
そ
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れ
は
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
述
に
も
合
意
さ
れ
る
。

「
崇
高
な
対
象
は
そ
の
体
積
が
巨
大
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
美
し
い
対
象
は

比
較
的
小
さ
い
。
美
は
滑
ら
か
で
磨
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
偉
大
な
も
の

は
ご
つ
ご
つ
し
て
無
頓
着
で
あ
る
。
美
は
直
線
を
避
け
る
が
、
気
づ
か
れ
な
い

よ
う
に
そ
こ
か
ら
逸
れ
る
。
偉
大
な
も
の
は
た
い
て
い
は
直
線
を
愛
し
、
そ
れ

か
ら
逸
れ
る
場
合
も
し
ば
し
ば
急
な
角
度
で
折
れ
る
。
美
は
暖
味
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
が
、
偉
大
な
も
の
は
暗
く
陰
欝
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
美
は
軽
や
か

で
繊
細
で
あ
り
、
偉
大
な
も
の
は
が
っ
し
り
と
重
み
す
ら
あ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
。

だ
が
、
こ
の
対
関
係
は
、
そ
れ
を
眺
め
、
語
る
主
体
が
一
方
に
偏
っ
て
い
る
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た
め
に
、
完
全
な
対
称
性
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
パ
ー
ク
は
「
美
」

に
つ
い
て
説
明
す
る
と
き
に
は
、
典
型
と
し
て
の
「
女
性
の
美
」
を
つ
ね
に
も

ち
だ
し
、
結
局
「
美
」

一
般
に
当
て
は
ま
る
特
徴
で
規
定
す

一
般
を
「
女
性
」

る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
「
美
」
を
対
象
と
し
て
眺
め
る
主
体
は
男
性
で
あ
っ
て
、

女
性
は
一
般
に
、
眺
め
る
主
体
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
眺
め
ら
れ
る
べ
き
美
的

対
象
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
崇
官
巴
の
方
は
、
当
の
対
象

か
ら
の
距
離
化
を
要
求
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
圧
倒
的
な
力
に
よ
っ
て
〈
同
化
〉

や
〈
一
体
化
〉
を
も
迫
る
よ
う
な
ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
対
象
と
し
て
、

つ
ま

り
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
対
象
の
位
置
に
留
ま
り
が
た
い
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
「
美
」
が
、
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
他
者
と
の
共
生
に
か
か
わ
る
と
す
れ
ば
、

「
息
苦
巴
は
、
否
定
の
危
機
を
通
し
て
、
陀
立
す
る
主
体
の
存
立
を
目
覚
め
さ

せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
想
像
力
に
よ
る
一
種
の
擬
似
|
恐
怖
を

通
し
て
逆
に
、
自
己
|
支
配
す
る
主
体
性
が
獲
得
さ
れ
、
確
認
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
崇
高
」
を
め
ぐ
る
二
元
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
も
と
づ

く
一
連
の
言
説
は
、

一
定
の
説
得
力
を
も
っ
て
人
々
の
経
験
を
造
形
す
る
こ
と

に
な
る
。
男
性
的
な
能
動
性
と
女
性
的
な
受
動
性
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る

〈
ジ
ェ
ン
ダ
l
・
メ
タ
フ
ァ

1
〉
は
、
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
「
崇
高
」

と
「
美
」
と
い
う
こ
つ
の
経
験
を
類
型
化
し
、
そ
の
意
味
内
包
を
形
成
し
て
い

く
の
に
大
い
に
力
を
も
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
男
・
女
と
い
う
、

一
見
普

遍
的
で
自
然
な
関
係
の
力
学
に
と
ど
ま
ら
な
い
、

一
人
世
紀
後
半
の
ヨ

l
ロ
ツ

パ
に
お
け
る
社
会
や
国
家
の
発
展
に
伴
う
多
次
元
に
お
よ
ぶ
〈
支
配
の
力
学
〉

も
、
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
〈
ジ
エ
ン
ダ
l
・
メ
タ
フ
ァ

l
〉

に
よ
る
説
明
方
式
は
、
単
に
美
学
理
論
に
と
っ
て
の
概
念
装
置
と
し
て
働
く
だ

け
で
な
く
、
よ
り
広
い
社
会
的
・
政
治
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
も
絡
み
合
っ
て

多
義
的
な
意
味
を
内
包
し
、
重
層
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え

るc 

も
う
ひ
と
つ
の
「
崇
高
」

1
l
tゴ
シ
ッ
ク
の
風
景

さ
て
、
「
崇
責
巴
の
も
う
ひ
と
つ
の
現
れ
方
と
し
て
、

一
八
世
紀
末
の
ゴ
シ

ツ
ク
小
説
の
普
及
の
な
か
で
の
美
的
言
説
の
変
容
に
つ
い
て
、
最
後
に
少
し
触

れ
て
お
こ
、
っ
。
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一
人
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
近
代
社
会
の
公
的
な
営
み
に
参
与
で
き
た
の

は
市
民
層
の
男
性
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
女
性
は
文
化
的
な
営
み
か
ら
ま
っ
た
く

排
除
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
公
的
領
域
と
私
的
領
域
、
国
家
(
制
度
)

と
家
庭
(
生
活
)
と
い
う
二
分
法
で
い
え
ば
、
後
者
の
場
に
割
り
当
て
ら
れ
て

い
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
時
代
の
女
性
の
行
動
範
囲
は
か
な
り
限
ら
れ
て
は

い
た
が
、
そ
れ
で
も
文
化
的
な
知
と
し
て
の
美
的
言
説
を
自
分
の
も
の
と
す
る

機
会
は
あ
っ
た
。
た
と
え
周
縁
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
、
趣
味
の
|
|
理
論
的

考
察
で
は
な
く
と
も
|
|
実
践
に
か
か
わ
り
、
ま
た
た
ん
に
消
費
す
る
だ
け
で

な
く
生
産
に
も
参
加
す
る
女
性
た
ち
は
存
在
し
た
。
と
り
わ
け
、

一
人
世
紀
末

か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
一
時
期
、
女
性
の
問
で
人
気
を
博
し
た
ゴ
シ
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ツ
ク
・
ロ
マ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る
大
衆
的
な
恐
怖
小
説
は
、
ま
さ
に
、
通
俗
的
・

娯
楽
的
な
亘
書
巴
熱
の
も
う
ひ
と
つ
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
作
者
の
大
半
は
、

女
性
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
代
表
的
な
作
品
は
、

ア
ン
・
ラ
ド
ク
リ
フ
の
ー『

ニL

ー
ド
ル
フ
ォ
城
の
謎
』
(
一
七
九
四
)

で
あ
る
。
ゴ
シ
ッ
ク
・
ロ
マ
ン
ス
の
人

気
の
背
景
に
は
、
当
時
流
行
の
風
景
美
学
も
大
き
な
要
素
と
し
て
は
た
ら
い
で

お
り
、
そ
の
叙
述
の
全
体
に
、
「
崇
官
巴
や
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
を
め
ぐ
る

語
群
が
、
常
套
句
的
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
ゴ
シ
ッ
ク
・
ロ
マ
ン
ス
を
書
き
、
読
む
女
性
た
ち
に
と
っ
て
「
崇
肯
巴

は
、
パ

l
ク
の
よ
う
に
た
ん
に
自
己
を
投
影
で
き
る
よ
う
な
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の

経
験
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
「
ユ

1
ド
ル
フ
ォ
城
の
謎
」

で
は
、

主
人
公
の
エ
ミ
リ
ー
が
、
叔
母
の
夫
で
あ
る
モ
ン
ト
I
ニ
と
い
う
悪
漢
に
、
理

由
も
知
ら
さ
れ
ず
に
フ
ラ
ン
ス
の
田
園
的
な
自
分
の
故
郷
か
ら
イ
タ
リ
ア
の
彼

の
城
へ
と
連
れ
て
い
か
れ
る
。
廃
嘘
の
よ
う
な
古
城
は
、

い
か
に
も
ゴ
シ
ッ
ク

風
の
舞
台
設
定
で
あ
る
。

「
エ
ミ
リ

1
は、

モ
ン
ト
l
ニ
の
も
の
だ
と
わ
か
る
そ
の
城
を
、
重
苦
し
い

畏
れ
の
念
を
も
っ
て
見
つ
め
た
。
と
い
う
の
も
、
沈
み
ゆ
く
陽
の
光
に
照
ら
さ

れ
て
は
い
た
が
、
そ
の
城
の
ゴ
シ
ッ
ク
的
な
荘
厳
さ
や
、
濃
い
灰
色
の
石
壁
の

た
め
、
城
は
陰
欝
で
崇
高
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
っ
た
。
見
つ
め
て
い

る
う
ち
に
光
は
壁
沿
い
に
消
え
て
い
き
、
あ
と
に
は
憂
欝
な
紫
色
の
影
が
、
微

か
な
霞
が
山
に
忍
び
よ
る
に
つ
れ
深
く
深
く
広
が
っ
て
い
っ
た
。
上
方
の
銃
眼

付
き
胸
壁
は
ま
だ
夕
陽
に
染
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
も
す
ぐ
に
日
差
し
は
消
え

去
り
、
建
物
全
体
が
重
々
し
い
夕
闇
に
包
ま
れ
た
。
沈
黙
し
孤
立
し
た
崇
高
な

姿
は
、
さ
な
が
ら
帝
王
の
ご
と
く
、
そ
の
孤
高
の
領
域
に
侵
入
し
よ
う
と
す
る

も
の
す
べ
て
を
院
み
つ
け
、
威
圧
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
」
。

こ
の
城
は
、
外
側
か
ら
眺
め
る
よ
り
も
内
側
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
み
る
と
、

さ
ら
に
、

エ
ミ
リ
l
の
存
在
を
脅
か
す
恐
怖
と
謎
に
満
ち
た
、
し
か
も
何
か
魅

惑
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
暗
い
域
の
中
で
光
と

情
報
と
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
モ
ン
ト
l
ニ
と
い
う
権
力
者
の
姿
に
重
ね
あ
わ

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
崇
高
」
は
、
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
閉
塞
状
況
に
お

か
れ
た
女
性
の
強
迫
観
念
と
悦
惚
と
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
感
情
を
呼
ぴ
お
こ

す
も
の
と
な
る
。
「
暗
さ
」
は
、
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
隅
て
ら
れ
、

-つ
ね

に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
媒
介
的
な
知
し
か
手
に
で
き
な
い
と
い
う
、
「
近
代
」

62 

社
会
に
お
け
る
〈
他
者
〉
の
ア
ン
ピ
ヴ
ア
レ
ン
ト
な
状
況
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
。

パ
ー
ク
の
「
息
苦
巴
の
モ
デ
ル
か
ら
の
こ
う
し
た
逸
脱
こ
そ
が
、
規
範
的
な
美

的
言
説
へ
の
も
う
ひ
と
つ
の
か
か
わ
り
方
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

J¥ 

世
紀
後
半
か
ら
出
て
き
た
「
崇
官
巴
と
い
う
美
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
隆
盛
は
、
近

代
社
会
の
秩
序
を
形
成
す
る
ま
さ
に
基
層
的
な
も
の
と
密
接
に
か
か
わ
る
と
同

時
に
、
ま
た
そ
う
し
た
秩
序
を
危
う
く
き
せ
る
よ
う
な
も
の
と
も
深
く
か
か
わ

っ
て
い
た
こ
と
が
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

ゴ
シ
ッ
ク
・
ロ
マ
ン
ス
だ
け
で
な
く
旅
行
記
の
風
景
描
写
に
も
見
ら
れ
る
女

性
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
は
、
た
と
え
ば
、
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
や
風
景
美
学
の
語
棄
を
用
い
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
は
一
様
に
、
規
範
的
言
説
か
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ら
ど
こ
か
逸
脱
し
、
か
す
か
な
不
協
和
音
を
響
か
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼

女
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
「
眺
め
る
主
体
」
(
「
美
的
主
体
」
)
と
い
う
自

分
の
立
場
に
何
か
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
女
性

自
身
が
、
通
常
は
「
美
的
対
象
」
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
ら
の
感
じ
と
っ
た
こ
う
し
た
異
和
感
を
、
た
と
え
ば
、

近
代
美
学
の
根
本
原
理
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
た
「
無
関
心
性
」
や
「
距
離
」

に
対
す
る
と
ま
ど
い
や
疑
義
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
か
ら
再
ぴ
主
流
の
美
学
の
言

説
を
読
み
直
し
て
み
る
な
ら
ば
、
逆
に
、
近
代
美
学
そ
の
も
の
を
支
え
て
い
た

政
治
的
・
社
会
的
論
理
が
、
ジ
エ
ン
ダ
ー
だ
け
で
な
く
階
級
や
人
種
(
民
族
)

も
含
め
た
複
合
的
な
視
点
か
ら
垣
間
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
問
題
は
、
従
来
の
よ
う
な
学
説
史
的
な
研
究
だ
け
で
は
お
そ
ら
く

浮
上
し
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
学
的
、
社
会
学
的
、
そ
し
て
カ
ル
チ
ユ
ラ

ル
・
ス
タ
デ
ィ
l
ズ
的
な
手
法
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
複
数
の

分
野
に
わ
た
る
横
断
的
な
研
究
が
不
可
欠
と
な
ろ
う
。
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
有
効
な
仕
方
で
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
的
な
問
題
点

が
明
ら
か
に
な
り
、
既
存
の
学
問
分
野
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
が

必
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ジ
エ
ン
ダ

1
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

た
ん
に
新
し
い
研
究
主
題
を
追
加
す
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
既
存
の

学
問
研
究
が
も
っ
前
提
や
基
準
そ
の
も
の
の
批
判
的
再
検
討
を
導
く
こ
と
に
な

る
、
と
い
う
見
通
し
で
あ
る
。
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
は
、
美
学
や
芸
術
学
を
根
本

的
に
構
築
し
な
お
す
契
機
と
な
り
う
る
の
か
。
そ
の
答
え
は
、
ま
ず
「
分
析
カ

テ
ゴ
リ
l
」
と
し
て
の
「
ジ
エ
ン
ダ
l
」
を
ど
の
よ
う
に
明
確
化
し
、
ど
こ
ま

で
展
開
さ
せ
ら
れ
る
か
、
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注(
1
)
た
と
え
ば
、
日
本
語
で
読
め
る
も
の
を
訳
書
も
含
め
て
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

鈴
木
・
千
野
・
馬
淵
編
著
『
美
術
と
ジ
エ
ン
ダ
l
|
|
非
対
称
の
視
線
」
(
プ
リ
ユ

ッ
ヶ
、
一
九
九
七
年
)
、
笠
原
美
智
子
『
ヌ
I
ド
の
ボ
リ
テ
ィ
ク
ス
|
|
女
性
写
真

家
の
仕
事
』
(
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
)
、
若
桑
み
ど
り
『
戦
争
が
つ
く
る
女
性

像
」
(
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
)
、
ロ
ジ
カ
・
パ
l
カ
l
/
グ
リ
ゼ
ル
ダ
・
ポ
ロ

ッ
ク
『
女
・
ア
l
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ー
ー
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
読
み
な
お
す
芸
術

表
現
の
歴
史
」
(
萩
原
弘
子
訳
、
新
水
社
、
一
九
九
二
年
)
、
グ
リ
ゼ
ル
ダ
・
ポ
ロ

ッ
ク
『
視
線
と
差
異
|
|
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
読
む
美
術
史
」
(
萩
原
弘
子
訳
、
新
水

社
、
一
九
九
八
年
)

(
2
)

の
同
・
国
広
島
恒
国
包
ロ
待
。
回
同
1
0
】
可
ロ
関
口
円
国
自
由
同

mUH--bssar師
宮
、
同
S
S
Z
H

同M悶可崎、同町民巴町

L
ロ内訳白ロ白

CHM-E@ω
・同
M-N・回
E
ロ
円
四
待
。
・
問
。
叫
国
自
由
百
円
相
門
戸
・

『
問
、
と
お
な
S
Q詰
弘
司
コ
H札
止
な
お
宮
〉
g
H
F向
HhnpMMOロロ回
ML4白ロ
E
m
Z
E

C
E
S
E
-許可

p
m田P
H由む日・

2
口
・
ご
く
最
近
、
こ
の
テ
l
マ
に
つ
い
て
の
概
説
的

な
入
門
書
が
出
た
。
。
向
。
】
句
ロ
関
o
g
B
4
0
F
C
g
h出向可

SHR出〉
g
H
F尚之内的〉『
H

HHHHヲ
cn同宮内
UHSF
河口ロ己申島
mm-NOO串・

(
3
)
』

o
g
d司一色町
n
v
m
g
F
p
a
q
a
E
H
r
h
u
o
N
R
H
R
n
:『
自
民
也
、

F

P

E
号
泣

c
-
J
E
g
(ジ
ョ
l
ン
・
当
・
ス
コ
ッ
ト
「
ジ
エ
ン
ダ
l
と
歴
史
学
」
荻
野
美
穂

訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
)

(
4
)

。
円
〉
包
吋
g
u
S吋在ロ
hw
の
巳
官
民
g
k
r・呂
S
E
E
S
-
p
g
c
m
g唱何回同白ロ向日

ロ丘四一
E
m
v
g
γ
p
z
m
d司
u
a
p円
当
O
B
B
.田閏占区内同】時々

L
C∞
∞
(
キ
ヤ
サ
リ
ン
・

マ
ツ
キ
ノ
ン
+
ア
ン
ド
レ
ア
・
ド
ウ
ォ

1
キ
ン
『
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
性
差
別
」

中
里
見
博
+
森
田
成
也
訳
、
青
木
書
底
、
二
O
O
二
年
)
。

(
5
)

。『・臼

2
丘
町
由
回
目
旦
目
白
山
口
・
司
、
H間
切
ロ
ロ
礼
的
色
、
-Foq同
~MM白河
nFOQ担
QNH乞師、

同可同ヨ吉弘臼司品、

SHh同
HF問
、
さ
定
問
言
。
「
NVDS弘司自同九口、
r
同M恒三
vmoロ
回
D
O
E
-
E∞∞

(
ジ
ェ
シ
カ
・
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
『
愛
の
拘
束
」
寺
沢
み
づ
ほ
訳
、
青
土
社
、
一
九
九

六
年
)
。
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