
一
九
七
０
年
代
、
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
「
家
族

史
」
の
研
究
が
極
め
て
活
発
に
行
わ
れ
、
毎
年
お
び
た
だ
し
い
数
の

文
献
が
発
行
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
事
実
に
属
す
る
。

こ
う
し
た
「
家
族
史
」
研
究
の
高
揚
に
は
、
ス
ト
ー
ン
に
よ
れ
ば
、

大
き
く
占
っ
て
次
の
二
つ
の
要
因
が
働
い
て
い
た
。
一
つ
は
、
一
九

七
い
年
代
に
は
い
り
、
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
家
族

を
と
り
ま
く
環
境
が
大
き
く
変
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
性

革
命
」
の
進
行
、
女
性
の
社
会
進
出
、
離
婚
率
の
急
上
昇
、
子
供
の

少
数
化
等
々
の
新
し
い
現
象
が
生
起
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
第
二
に

こ
う
し
た
現
実
血
の
変
化
に
対
応
し
て
学
的
変
化
が
引
き
起
こ
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
女
性
解
放
連
動
の
進
展
に
と
も
な
っ

て
、
女
性
史
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
性
役
割
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
思
想
、
運

動
史
が
、
「
性
革
命
」
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
「
性
」
の
問
題
が
重

要
な
研
究
対
象
と
し
て
浮
揚
し
て
き
た
。
ま
た
、
「
心
性
」
を
扱
う

〔
論
説
〕

I

西
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
家
族
史
研
究
の
一
視
角

Ｉ
主
に
Ｅ
・
シ
ョ
ー
タ
ー
の
仮
説
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

田
中

俊
宏

ハ
ア
ナ
ー
ル
Ｖ
学
派
が
各
国
で
注
目
さ
れ
、
従
来
の
制
度
史
的
・
発

展
史
的
研
究
に
加
え
て
、
人
間
の
日
常
生
活
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
研
究
の

必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
変
化

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
現
実
面
、
学
問
上
の
新
し
い
流
れ
は
一
九

七
○
年
代
の
怒
濤
の
時
代
を
経
て
、
八
○
年
代
に
は
い
る
と
定
着
し

て
き
た
。
尤
も
我
が
国
で
こ
の
新
し
い
潮
流
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
、

多
く
の
著
作
の
翻
訳
が
な
さ
れ
て
き
た
の
は
こ
こ
四
、
五
年
の
事
で

あ
る
。Ｅ

・
シ
ョ
ー
タ
ー
が
注
回
さ
れ
た
の
は
、
弓
言
室
②
医
長
具

三
○
号
昌
甸
Ｐ
目
毎
（
己
誤
）
の
発
表
以
降
で
あ
る
が
、
彼
の
問
題
意

識
も
現
代
の
家
族
、
男
女
が
直
面
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
状
況
の
分

析
に
あ
り
、
八
ア
ナ
ー
ル
Ｖ
学
派
の
影
響
下
で
こ
の
問
題
に
対
し
、

挑
戦
的
な
仮
説
を
提
供
し
て
い
る
。

Ⅱ

シ
ョ
ー
タ
ー
の
仮
説
は
簡
略
に
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
伝
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統
社
会
の
家
族
で
は
、
家
産
、
家
名
、
家
系
を
維
持
す
る
こ
と
を
第

一
と
し
て
生
活
が
営
ま
れ
て
お
り
、
結
婚
、
子
供
の
養
育
、
家
族
を

取
り
巻
く
環
境
と
い
う
分
野
に
お
い
て
、
近
代
社
会
の
そ
れ
と
全
く

異
な
っ
た
感
情
を
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
結
婚
に
際
し
て
は
、

家
産
、
家
名
、
家
系
を
維
持
す
る
た
め
に
、
厳
し
い
労
働
に
耐
え
る

だ
け
の
体
力
を
備
え
、
生
活
技
術
を
身
に
付
け
て
い
る
こ
と
を
基
準

に
伴
侶
を
選
ん
だ
（
も
っ
と
も
選
択
権
は
男
性
に
あ
っ
た
が
）
の
で

あ
り
、
近
代
社
会
の
よ
う
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
が
基
準
で
は

な
か
っ
た
。
子
供
（
二
才
以
下
の
幼
児
）
の
養
育
に
つ
い
て
、
伝
統

社
会
の
母
親
は
母
性
愛
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
う
。

ま
た
、
伝
統
社
会
で
は
、
家
族
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
共
同
体
と
は
わ

か
ち
が
た
く
結
び
付
い
て
お
り
、
家
族
員
は
家
族
の
絆
よ
り
も
共
同

体
の
様
々
な
組
織
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
た
。
近
代
社
会
で
は
、

家
族
は
社
会
か
ら
独
立
。
孤
立
し
、
家
庭
愛
に
よ
っ
て
構
成
員
同
士

の
絆
が
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
世
社
会
の
家
族
と
近
代
社

会
の
家
族
の
感
情
の
在
り
方
、
心
性
（
日
の
ｇ
巴
晟
）
に
は
非
常
に
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
シ
ョ
ー
タ
ー
は
こ
の
心
性
の
大
き
な
変
化
を

「
感
情
」
革
命
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
伝
統
社
会
の
人
々

は
「
感
情
」
が
欠
如
し
て
お
り
、
人
々
が
「
感
情
」
を
大
切
に
す
る

よ
う
に
な
る
の
は
近
代
社
会
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

彼
の
言
う
「
感
情
」
と
は
他
に
対
す
る
感
情
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
二
つ
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
一
つ
は
共
感
性
（
畠
目
冒
吾
己

Ⅲ

Ｅ
・
シ
ョ
ー
タ
ー
が
最
も
主
眼
を
お
い
て
分
析
し
て
い
る
の
が
、

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
の
形
成
過
程
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
一
八
世

紀
後
半
の
非
嫡
出
子
の
急
増
と
い
う
人
口
史
上
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

事
実
に
着
目
し
、
次
の
よ
う
に
問
う
。
一
八
世
紀
に
非
嫡
出
子
が
急

で
あ
る
。
こ
れ
は
感
情
面
で
相
手
と
一
体
化
す
る
、
相
手
の
気
持
に

な
り
き
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
自
発
性
（
ｇ
ｏ
目
冨
口
の
ご
）
で
あ

り
、
外
部
か
ら
の
力
に
促
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
内
か
ら
自

然
と
湧
い
て
く
る
心
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
現
象
形
態
が
、
男
女
関

係
に
お
い
て
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
で
あ
り
、
母
子
関
係
に
お

い
て
は
母
性
愛
で
あ
り
、
家
族
関
係
に
お
い
て
は
家
庭
愛
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
、
ス
ト
ー
ン
、
ア
リ
エ
ス
は
こ
う
し
た
「
感
情
」

の
変
化
が
起
こ
っ
た
の
は
十
六
世
紀
頃
か
ら
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
が
、
シ
ョ
ー
タ
ー
が
実
証
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、
彼
ら
が

と
り
あ
げ
た
上
流
階
級
で
は
な
く
、
下
層
階
級
に
「
感
情
」
革
命
が

い
つ
起
こ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
当
時
の
地
方
医
師
、

地
方
官
吏
、
好
古
学
者
、
民
俗
学
者
の
膨
大
な
証
言
を
利
用
し
て
、

そ
れ
を
一
七
五
○
年
か
ら
一
八
五
○
年
の
工
業
化
の
時
期
に
求
め
る
。

（
し
か
し
、
Ｈ
・
Ｇ
。
Ｊ
・
エ
イ
ト
ケ
ン
が
』
○
巨
吋
国
巴
呉
圃
８
国
？

日
旨
霞
の
ｇ
ご
に
お
い
て
評
し
た
よ
う
に
彼
の
史
料
の
使
用
方
法
に

は
大
い
に
問
題
を
残
し
て
い
る
。
）
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増
し
た
の
は
何
故
か
。
彼
は
、
直
載
に
そ
れ
は
人
々
の
間
で
性
交
渉

の
頻
度
が
増
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
頻
繁
に
性
交
渉
を

人
々
が
持
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
々
の
性
交
渉
に
対
す
る
意
識

の
変
化
を
意
味
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
嫡
出
子
の
増

加
と
人
々
の
性
交
渉
の
頻
度
の
間
の
正
の
相
関
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、
そ
れ
を
混
乱
さ
せ
る
よ
う
な
要
因
を
排
除
す
る
必
要
が
あ

る
。
避
妊
、
懐
妊
率
の
変
化
、
流
産
、
死
産
、
中
絶
、
嬰
児
殺
し
、

経
済
問
題
、
史
料
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
人
々
は
早
く
か
ら
避
妊

を
行
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
に
な
ん
ら
か
の
理
由
で
そ
れ
を
止

め
た
と
す
れ
ば
、
当
然
、
非
嫡
出
子
の
数
は
増
加
す
る
。
避
妊
が
行

な
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
自
体
論
議
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
シ
ョ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
上
流
階
級
の
人
々
は
早
く
か
ら

避
妊
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
一
般
化
す
る
の
は
一
八
七
○
年
以
降

で
あ
り
、
こ
の
頃
非
嫡
出
子
の
数
が
急
減
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ

る
。
食
生
活
の
改
善
に
よ
り
女
性
の
体
位
が
向
上
し
、
懐
妊
率
が
向

上
し
、
流
産
、
死
産
が
減
っ
た
場
合
に
も
、
非
嫡
出
子
の
数
が
増
加

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
中
絶
、
嬰
児
殺
し
が
減
っ
て
も
非

嫡
出
子
の
数
は
増
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
シ
ョ
ー
タ
ー

は
、
女
性
の
体
位
の
向
上
が
仮
り
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど

大
量
の
非
嫡
出
子
の
増
加
の
原
因
を
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、

ま
た
中
絶
や
嬰
児
殺
し
は
一
時
的
に
減
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
れ

は
永
続
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
に
は
む
し
ろ
増
え
る
傾
向

に
あ
っ
た
と
言
う
。
経
済
的
問
題
。
も
し
カ
ッ
プ
ル
が
結
婚
で
き
る

だ
け
の
資
金
を
も
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
非
嫡
出
子

の
数
が
増
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
不
況
期
に
は
非
嫡
出
子
の
数
は
増
え
、
好
況
期
に
は
そ
の

逆
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
事
実
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
非
嫡
出

子
の
数
は
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
一
貫
し
て

増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
史
料
上
の
問
題
は
ど
う
か
。
フ

ラ
ン
ス
で
は
婚
外
妊
娠
し
た
女
性
は
妊
娠
届
出
書
を
当
局
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
届
出
が
遺
漏
な
く
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
書
類
も
よ
り
完
全
に
整
理
さ
れ
た
こ
と
が
、
数
字
の

上
で
非
嫡
出
子
の
増
加
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
史
料

の
整
備
だ
け
で
大
量
の
非
嫡
出
子
の
出
現
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き

る
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
シ
ョ
ー
タ
ー
は
、
一
八
世
紀
後
半
に
非
嫡
出
子
の
急
増

し
た
の
は
、
人
々
の
性
交
頻
度
が
増
加
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま

た
人
々
（
シ
ョ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
特
に
女
性
が
）
が
よ
り
自
由
な
、

よ
り
自
己
充
足
的
な
心
性
・
価
値
体
系
を
身
に
付
け
た
結
果
で
あ
る

と
主
張
す
る
。
そ
れ
で
は
、
新
し
い
心
性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
人
々

は
身
に
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。
彼
は
五
つ
の
要
因
を
あ
げ
る
。

第
一
は
人
口
増
加
に
よ
っ
て
若
年
層
の
比
率
が
高
く
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
第
二
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
出
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
第
一
、
第
二
の
要
因
か
ら
彼
の
言
う
「
第
一
次
性
革
命
」
の
担
い
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手
で
あ
る
若
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
形
成
さ
れ
る
。
彼
ら
は
伝
統

社
会
に
お
け
る
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ュ
ア
を
創
出
す
る
。
伝
統
社
会
に
お

い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
家
産
、
家
系
、
家
名
を
軸
に
結
婚
が

行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
子
孫
に
継
承
す
べ
き
家
産
を
持
た
ず
、

家
系
、
家
名
に
対
す
る
執
着
も
弱
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
伝
統

社
会
の
支
配
的
な
価
値
基
準
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
価
値
基
準
を
創

り
出
す
の
で
あ
る
。
第
三
に
都
市
化
の
進
行
で
あ
る
。
非
嫡
出
子
は

Ｐ
・
ラ
ズ
レ
ッ
ト
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
都
市
部
で
ま
ず
増
加
す
る
。

こ
れ
は
、
若
者
が
親
元
を
離
れ
て
都
会
に
移
動
す
る
と
、
親
や
共
同

体
の
管
理
が
行
き
届
か
な
く
な
り
、
都
市
の
匿
名
性
が
若
者
に
自
由

を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
第
四
に
、
共
同
体
の
崩
壊
に
伴
い
地
方
的

権
威
が
失
墜
し
た
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
お

い
て
遵
守
す
べ
き
慣
習
が
あ
っ
た
が
、
中
央
集
権
化
が
進
む
と
画
一

的
な
法
律
が
そ
れ
に
代
り
、
人
々
の
行
動
を
制
約
し
て
き
た
地
方
的

権
威
が
失
墜
す
る
。
第
五
は
、
「
産
業
資
本
主
義
」
の
発
達
で
あ
る
。

人
々
は
自
己
充
足
的
、
合
理
主
義
的
価
値
基
準
に
従
っ
て
行
動
す
る

よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
市
場
経
済
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
に
労
働
市
場
に
自
ら
が
参
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
市
場
を
支
配
し
て
い
る
合
理
的
な
価
値
体
系
を
経
験
し
、

そ
れ
を
非
経
済
的
な
分
野
に
ま
で
適
用
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
シ
ョ
ー
タ
ー
が
主
眼
を
お
い
て
い
る
男
女
関
係
に
お
け
る

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
の
形
成
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
母
子

関
係
に
お
い
て
も
同
時
期
に
、
母
性
愛
の
発
達
が
見
ら
れ
る
と
言
う
。

伝
統
社
会
の
母
親
た
ち
は
一
般
に
子
供
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
。
母

親
は
平
気
で
子
供
を
長
時
間
放
置
し
て
野
良
仕
事
に
出
か
け
た
し
、

子
供
の
世
話
も
お
ざ
な
り
で
、
乱
暴
で
あ
り
、
子
供
の
死
に
際
し
て

も
嘆
き
悲
し
む
光
景
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
捨
て

子
も
多
く
、
里
子
に
だ
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
、
得
体
の
知
れ
な
い

乳
母
に
預
け
ら
れ
る
子
供
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
の
後

半
に
な
る
と
、
母
親
自
身
が
母
乳
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ミ
ル
ク
を

使
っ
て
子
供
を
育
て
る
よ
う
に
な
る
。
家
族
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
共

同
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
伝

統
社
会
に
お
い
て
は
、
家
族
員
同
士
の
結
び
付
き
よ
り
も
様
々
な
仲

間
集
団
（
た
と
え
ば
コ
ン
フ
レ
リ
）
と
の
結
び
付
き
の
ほ
う
が
強
く
、

ま
た
誕
生
、
結
婚
、
死
の
儀
礼
に
お
い
て
も
共
同
体
が
中
心
的
な
役

割
を
果
た
し
、
逸
脱
行
為
に
関
し
て
は
家
庭
内
の
問
題
で
あ
っ
て
も

共
同
体
の
人
々
が
介
入
し
た
（
た
と
え
ば
シ
ャ
リ
バ
リ
）
・
し
か
し

人
々
は
次
第
に
こ
う
し
た
共
同
体
と
の
つ
な
が
り
を
疎
遠
に
し
、
家

庭
内
に
引
き
籠
も
り
、
同
時
に
家
族
員
同
士
の
絆
を
な
に
よ
り
も
大

切
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
核
家
族
の
成
立
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
タ
ー

に
よ
れ
ば
、
核
家
族
の
特
色
は
夫
婦
と
子
供
と
い
っ
た
形
態
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
家
族
の
感
情
的
結
び
付
き
、
家
庭
愛
に
あ
る
。
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Ⅳ

Ｅ
・
シ
ョ
ー
タ
ー
の
仮
説
に
関
し
て
は
史
料
的
な
問
題
は
別
に
し

て
も
、
様
々
な
批
判
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
テ
ィ
リ
や
ス
コ
ッ
ト
は
、

一
八
世
紀
後
半
の
非
嫡
出
子
の
急
増
は
シ
ョ
ー
タ
ー
が
言
う
よ
う
に

女
性
が
自
立
し
、
自
由
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
シ
ョ
ー
タ
ー

は
こ
れ
を
「
女
性
の
解
放
」
と
言
う
）
た
め
で
は
な
く
、
結
婚
し
よ

う
に
も
結
婚
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
女
性
が

働
き
に
出
た
と
し
て
も
そ
れ
は
未
だ
家
事
労
働
の
延
長
で
あ
り
、
主

な
仕
事
は
家
事
使
用
人
、
お
針
子
、
女
工
で
あ
っ
た
。
彼
女
達
は
家

計
を
助
け
る
た
め
に
働
き
に
出
た
に
す
ぎ
ず
、
家
計
の
こ
と
を
思
え

ば
結
婚
で
き
る
状
態
に
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
非
嫡
出
子
の
増
加

の
責
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
売
春
婦
も
ま
た
同
じ
で
あ
っ
た
と

言
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
一
八
世
紀
の
後
半
と
い
う
時
期
に
、
女
性

が
今
日
と
何
じ
ょ
う
に
自
分
の
意
思
に
よ
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
は
思
え
な
い
。
フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
も
そ
れ
を
二
十
世
紀
初
め
に
求

め
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
事
例

研
究
か
ら
の
批
判
も
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
長
期
的
な
ト
レ
ン
ド
と
し
て

は
シ
ョ
ー
タ
ー
の
説
を
容
認
し
つ
つ
も
、
個
人
主
義
の
発
達
は
必
ず

し
も
性
的
な
放
縦
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
徳
的

な
規
範
に
し
た
が
う
若
者
を
生
み
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た

ル
ー
ク
ス
は
ア
リ
ェ
ス
や
シ
ョ
ー
タ
ー
と
異
な
り
、
母
性
愛
は
現
象

形
態
は
変
っ
て
も
歴
史
を
こ
え
て
存
在
す
る
こ
と
を
実
証
し
よ
う
と

し
て
い
る
。

心
性
を
解
釈
す
る
場
合
に
は
同
じ
事
実
で
あ
り
な
が
ら
、
結
論
が

異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
性
を
扱
う
場
合
に
は
次
の
二

つ
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
一
つ
は
外
面
的
な
事
象
で
は
な
く
、
内

面
的
な
事
象
を
扱
う
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
自
己
の
価
値
感
か
ら
出

来
る
か
ぎ
り
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
対
象
と
し
て
い
る

事
象
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
、
時
代
、
社
会
の
コ
ー
ド
あ
る
い
は
そ
の
史

料
の
コ
ー
ド
を
注
意
深
く
読
み
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
段
階
で
は
シ
ョ
ー
タ
ー
の
仮
説
に
向
け
ら
れ
た

様
々
な
批
判
の
当
否
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、

シ
ョ
ー
タ
ー
の
仮
説
を
め
ぐ
っ
て
、
ご
く
一
般
的
な
問
題
を
指
摘
し

て
お
く
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
人
間
の
心
性
の
捉
え
か
た

で
あ
る
。
人
間
の
本
性
は
歴
史
を
超
え
て
不
変
で
あ
る
と
言
う
人
々

が
い
る
。
い
つ
の
時
代
に
も
子
供
を
思
う
母
親
の
気
持
は
変
ら
な
い

し
、
男
女
の
間
の
愛
も
変
ら
な
い
。
た
だ
現
象
形
態
が
異
な
る
だ
け

で
本
質
は
同
じ
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
心
性

の
研
究
は
た
だ
そ
の
現
象
形
態
を
な
ぞ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
な
る

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
中
世
に
も
母
と
子
の
間
や
男
女
間
に
心
の
交

流
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
シ
ョ
ー
タ
ー
の
言

、
、
、
、

う
よ
う
に
そ
の
有
り
様
は
本
質
的
に
全
く
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
と
現
代
の
若
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者
の
愛
の
有
り
様
も
異
質
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
は
新
た
な

意
識
革
命
の
只
中
に
あ
る
と
シ
ョ
ー
タ
ー
は
言
う
。
現
代
で
は
、
さ

ら
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
が
純
化
さ
れ
、
人
々
は
よ
り
自
由
な

性
行
動
を
採
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
離
婚
の
増
加
の
原
因
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
ア
ジ
ア
的
な
日
本
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
と

で
は
相
違
が
あ
る
。
シ
ョ
ー
タ
ー
の
仮
説
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
ョ
－

ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
は
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
な
説
で
は
な
い
よ
う
に
思

え
る
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
現
在
ま
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ

ヴ
が
庶
民
の
間
に
定
着
し
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
・
ラ
ヴ
は
「
近
代
的
自
我
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
成
立
と
関

係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
我
を
持
ち
依
存

し
あ
う
こ
と
な
く
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
行
動
す
る
こ
と
を
前
提

に
し
て
初
め
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。

人
類
学
者
プ
レ
イ
ン
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
は
特
殊
西
欧
的
な

価
値
で
あ
る
と
述
べ
る
（
ロ
バ
ー
ト
・
プ
レ
イ
ン
『
友
人
た
ち
／
恋

人
た
ち
』
み
す
ず
書
房
）
・
彼
は
ま
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
が
も

た
ら
す
孤
独
化
、
愛
の
砂
漠
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
今
日
の
日

本
ほ
ど
家
族
、
愛
、
性
、
結
婚
、
友
情
な
ど
人
々
の
結
び
に
お
け
る

感
情
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
時
は
な
い
。
シ
ョ
ー
タ
ー
は
次
の

よ
う
に
自
ら
の
仮
説
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
「
感
情
の
変
化
が
ど

う
し
て
起
っ
た
か
に
つ
い
て
の
私
の
考
察
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
だ

け
で
も
正
当
化
し
う
る
。
第
一
に
歴
史
の
専
門
家
が
私
の
分
析
の
結

果
に
憤
激
し
て
、
反
論
す
る
た
め
に
研
究
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
：
…
・
誤
り
が
あ
る
と
わ
か
っ
て
も
、

こ
の
問
題
が
全
く
無
視
さ
れ
る
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
。
第
二
に
、
学

者
達
の
煩
わ
し
い
議
論
よ
り
も
、
日
常
世
界
に
関
心
を
持
っ
て
い
る

読
者
が
、
七
○
年
代
に
家
族
生
活
に
生
じ
た
事
に
つ
い
て
多
少
と
も

私
の
議
論
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
よ
い
と
考
え
て

い
る
。
」

（
福
岡
大
学
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
史
）
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