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Be:r・kley

むniversity

本
書
は
、
近
代
臼
本
に
お
け
る
社
会
科
学
の
形
成
期
か
ら
現
在
ま
で
の
「
社

会
科
学
者
と
し
て
の
知
識
人
た
ち
」
7
)

を
対
象
と
し
た
歴
史
研
究
で
あ
る
。
経

玉区
白

済
学
史
な
ど
の
舘
々
の
学
問
分
野
の
史
的
記
述
は
こ
れ
ま
で
も
あ
っ
た
が

5

、

よ
り
広
く
、
日
本
の
社
会
科
学
と
い
う
視
点
か
ら
、
戦
前
戦
後
の
知
的
潮
流
を

寺自

英
語
閣
の
読
者
に
紹
介
し
た
著
作
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
本
書
が
最
初
の
も
の

で
あ
り
、

そ
の
点
に
ま
ず
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

本
書
全
体
の
評
価
と
し
て
は
、
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ

Barshay , Andrew E. , (2004) 

う
に
患
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
最
後
に
触
れ
た
い
。
著
者
の
ア
ン
ド
リ
ュ1
・

パ
l

シ
ェ
イ
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
の
歴
史
学
部
教
授
で
あ

り
、
日
本
研
究
セ
ン
タ
i

所
長
を
務
め
て
い
る
。
著
書
と
し
て
は
、
h
H
Q尽
き
え

宮
町
込
町
内
定
む
ご
ミ
宮
古
江
口
~
缶
、
き
~
豆
町
、
与
存

h
h
s
hミ

9
5

・
(
∞
四
円
w
a
a

g

仏
戸
内
)
回
〉
ロ
間
四
回
目
回
一
己
ロ
ル

5
E
q
え
の
と
向
。
g
U
M
M円
四
回
目
ゆ
芯
∞
∞
)
が
あ
り
、
こ

れ
は
既
に
吋
南
原
繁
と
長
谷
川
如
是
関
1

国
家
と
知
識
人
・
丸
山
長
男
の
二
人

の
締
|
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

-
唱
甲
山
山
)

と
し
て
隅
翻
訳
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

2
0
0
4

年
6

月
2
5

日
に
東
京
女
子
大
学
で
行
わ
れ
た
第
6

田
丸
山
異
男
文

庫
記
念
講
演
会
に
お
け
る
講
演
が
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
(
「
社
会
科
学
史

の
観
点
か
ら
み
た
丸
山
異
男
」
吋
思
想
』
ま
2
3
0

な
お
、
こ
の
講
演
は
本
書

の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
自
身
に
よ
る
本
書
の

手
鏡
な
要
約
を
知
り
た
い
方
は
、
こ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
る
と
良
い
だ
ろ
う
。

本
書
の
構
成
は
、
第
1

章
と
結
論
部
が
総
論
に
、
第
2

章
が
近
代
日
本
社
会

科
学
史
の
概
説
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
第

3

章
か
ら
7

章
ま
で
が
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事
例
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
章
で
は
、
日
本
に
お
け
る
社
会
科
学
の
、

い
く
つ
か
の
主
要
な
傾
向
を
代
表
す
る
知
識
人
と
し
て
、
戦
前
の
講
鹿
派
マ
ル



ク
ス
主
義
か
ら
山
田
盛
太
郎
(
第
3

章
)
、
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
か

ら
宇
野
弘
蔵
(
第
4

章
)
、
宇
野
学
派
か
ら
大
内
力
、
馬
場
宏
二
、
玉
野
井
芳

郎
(
第
5

章
)
、
市
民
社
会
派
と
し
て
内
田
義
彦
と
平
田
清
明
(
第6
4
5、
そ

し
て
近
代
主
義
者
と
し
て
丸
山
麗
男
(
第
7

章
〉
が
附
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

表
題
に
あ
る
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
諸
傾
向
の
中
で
も
特
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て

い
る
の
は
、
著
者
が
近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
科
学
の
ニ
大
潮
流
と
み
な
す
、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
近
代
主
義
で
あ
る
。
た
だ
し
著
者
は
、
戦
前
の
講
鹿
派
マ
ル

ク
ス
主
義
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
分
析
が
、

そ
の
後
の
日
本
の
社
会
科
学
の
方

向
性
を
大
き
く
決
定
付
け
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
た
め
、
講
座
派
か
ら
事
例

研
究
が
始
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
後
の
社
会
科
学
者
に
つ
い
て
の

記
述
も
講
座
派
や
マ
ル
ク
ス
主
義
全
般
と
の
対
決
と
い
う
視
点
が
軸
と
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
構
成
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
が
当
時
の
知
識
人
に
も
た
ヲ
り
し
た

影
響
の
大
き
さ
と
い
う
点
で
は
、
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
が
、
マ
ル
ク
ス

の
流
行
以
前
に
関
し
て
は
、
第
2

叢
の
概
説
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
り
、

そ
の
時
期
の
社
会
科
学
の
撮
り
起
こ
し
に
研
究
の
余
地
が
残
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
日
本
に
お
け
る
社
会
科
学
を
研
究
対
象
と
し
た
書
物
と
し
て
は
、

見

す
る
と
非
常
に
奇
妙
な
こ
と
に
、
本
書
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
吋
ア
ン
ナ
・
カ

レ
i

ニ
ナ
』
の
な
か
の
、
あ
る
登
場
人
物
へ
の
言
及
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
人
物
と
は
ト
ル
ス
ト
イ
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
の
典
型
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ

ア
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
人
物
、
セ
ル
ゲ
イ
・
コ
ズ
ヌ
イ
シ
ェ
フ
で
あ
る
。
彼

は
都
市
に
生
活
す
る
進
歩
的
知
識
人
で
あ
り
、
休
暇
の
際
に
弟
リ

?
i
'

ビ
ン
の

農
村
を
訪
れ
れ
ば
、
す
す
ん
で
農
民
と
話
を
し
、
彼
ら
を
「
愛
し
か
っ
理
解
し

て
い
る
」
と
諮
る
よ
う
な
人
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
農
村
が
自
ら
の
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生
活
の
場
で
あ
り
、
自
ら
を
民
衆
の
一
人
と
し
て
由
民
認
す
る
リ
ョ
i

ピ
ン
の
目

を
通
す
こ
と
で
、
欺
織
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
コ
ズ
ヌ
イ
シ
ェ
フ
に
と
っ

て
農
村
は
、
あ
く
ま
で
余
暇
の
た
め
の
場
に
過
ぎ
な
い
。
彼
は
自
分
の
好
ま
な

い
階
級
の
人
間
と
の
対
比
に
お
い
て
農
民
を
愛
し
、
ま
た
普
通
の
人
間
と
は
異

な
る
存
在
と
し
て
農
民
を
理
解
し
て
い
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、

日
本
の
社
会
科
学
者
を
扱
う
本
書
に
と
っ
て
、
こ
の
コ
ズ
ヌ
イ

シ
ェ
フ
が
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
彼
の
行
動
が
、
あ
る
特
定
の
社
会
に
お

け
る
社
会
科
学
者
の
行
動
パ
タ
ー
ン
の

つ
を
示
し
て
い
る
か
ら
だ
。
あ
る
特

の
社
会
と
は
、
著
者
が
「
発
展
的
疎
外
」
戸
時
〈
四
日
8
5
8
仲
間
同
即
日
M
g
a
gロ
)
と

い
う
概
念
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
社
会
で
あ
る
。
発
麗
的
疎
外
と
は
、

具
体
的
に
は
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
、

日
本
と
い
う
、
環
大
西
洋
の
列
強
に
よ
る

植
民
地
化
を
免
れ
た
後
発
の
帝
国
に
共
有
さ
れ
た
条
件
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地

域
で
は
「
遅
れ
、
後
進
性
、

H

伝
統
μ

の
突
出
と
い
っ
た
こ
と
が
、
歴
史
的

H

文
化
的
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
逃
れ
ら
れ
な
い
特
徴
と
な
っ
た
L
E
、
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
「
こ
の
疎
外
が
発
展
的
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
環
大
西
洋
に
お
い
て
、

既
に
発
展
の
主
要
な
モ
デ
ル
が
達
成
さ
れ
て
お
り
、
他
者
は
そ
れ
を
求
め
て
努

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
発
展
が
蝶
外
さ
れ
て
い

た
と
い
う
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の

H

モ
デ
ル
日
出μ
が
同
時
に
脅
威
で
も
あ
り
、
物

質
的
違
い
や
欠
如
を
、
見
下
し
た
態
度
や
軽
蔑
、
相
互
的
な
恐
怖
の
対
象
と
し

て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
絶
え
ず
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

だ
」
E
o

著
者
は
、

一
般
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
閣
に
お
け
る
社
会
科
学
は
、
そ
の

国
が
辿
っ
た
近
代
化
の
過
程
に
大
き
く
条
件
付
け
ら
れ
る
と
仮
定
し
た
上
で
、



ド
イ
ツ
、

ロ
シ
ア
、
日
本
で
は
、
こ
の
発
展
的
疎
外
が
社
会
科
学
の
主
要
な
条

件
の

つ
で
あ
っ
た
、
と
主
張
す
る

2
0

こ
れ
が
本
蓄
を
貫
く
主
要
な
テ

i

ゼ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
発
展
的
疎
外
は
社
会
科
学
者
の
行
動
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
終
盤
に
お
い
て
、
コ
ズ
ヌ
イ
シ
エ

フ
が
S

年
間
の
労
苦
を
つ
ぎ
込
ん
で
完
成
し
た
著
作
は
、
学
界
に
学
問
上
の
革

命
を
、
世
間
に
熱
烈
な
興
奮
の
渦
を
巻
き
組
こ
す
と
い
う
彼
の
期
待
に
反
し
て
、

読
書
界
か
ら
全
く
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
無
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
生

じ
た
空
慮
感
を
、
彼
は
ス
ラ
ブ
問
題
(
四
千
万
の
ス
ラ
ブ
民
族
の
解
放
)
に
打

ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

現
れ
て
い
る
よ
う
な
、
汎
ス
ラ
ブ
主
義
へ
向
か
う
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
、
畏
衆

に
対
す
る
罪
悪
感
の
反
動
と
し
て
生
じ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
、

そ
の
後

の
ロ
シ
ア
知
識
人
の
革
命
的
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
傾
倒
、
と
い
っ
た
傾
向
こ
そ
、

発
展
的
諜
外
下
の
知
識
人
の
行
動
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
と
し
て
著
者
が
み
な
す
も

の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
臼
本
の
社
会
科
学
の
歴
史
を
、
地
球
規
模
で
の
不
均
衡
と
い
う

視
点
か
ら
、
掴
民
間
家
の
領
域
を
超
え
て
、
広
範
な
地
域
に
共
有
さ
れ
た
経
験

と
し
て
記
述
す
る
試
み
は
、
著
者
自
身
が
発
展
的
疎
外
の

つ
の
帰
結
と
み
な

す
、
臼
本
に
「
永
遠
の
特
殊
性
」
(
宮
5
5
E

官
E
S

耳
石
)
(
己
を
見
出
そ
う

と
す
る
傾
向
を
避
け
る
た
め
の
苦
心
の
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
域
研
究
の

新
し
い
あ
り
方
の
一
つ
と
し
て
も
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
発
展
的
疎
外

と
い
う
主
張
に
説
得
力
を
持
た
せ
た
い
の
な
ら
ば
、
著
者
が
発
展
的
疎
外
を
経

験
し
た
と
み
な
す
他
の
地
域
と
の
比
較
研
究
が
欠
か
せ
な
い
が
、

で
は
、

そ
れ
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
発
展
的
疎
外
を
軸
と
し
て
理
解
さ
れ
る
近
代
田
本
の
社
会

科
学
の
特
徴
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
知
識
人
に
否
定
的
な
ト
ル
ス
ト

イ
と
は
異
な
り
、
筆
者
は
社
会
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
社
会
科
学
者
の
役
割
に

期
待
を
寄
せ
る
。
実
際
に
は
、

一
人
の
社
会
科
学
者
が
社
会
の
現
実
の
作
用
を

「
暴
露
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
・
・
・
・
・
・
社
会
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
集
合
的
意
志

へ
と
変
化
す
る
」
(
さ
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
現
象
が
、
あ
る
時
期
の
臼
本
の
社
会
科
学
に
お
い
て
超
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
著
者
の
諮
る
近
代
日
本
社
会
科
学
史
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

著
者
は
臼
本
の
社
会
科
学
史
を
叙
述
す
る
に
あ
た
っ
て

5

つ
の
契
機

〈5
0
5
白
口
同
)
を
導
入
し
て
い
る
。
そ
れ
は1
)
新
伝
統
主
義
2
2
5
円
安5
B
E
g
-

2
)
自
由
主
義
、

マ
ル
ク
ス
主
義
、

5
)
文
化
主
義

3 

4
)
近
代
主
義
、

(
g
E
g
r
g
)
、

の
5

つ
で
あ
る
。

-
)
l
8
9
0
年

そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
は
、

代
前
後
、
2
)
大
正
期
、
3
)
1
2
2
0
年
代
後
半
、
4
)
終
戦
車
後
か
ら
ω

年
安
保
ま
で
、
5
)
ω
年
安
保
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
を
主
要
な
時
期
と

し
て
想
定
し
て
い
る
が
、
単
な
る
時
期
区
分
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、

個
々
の
契
機
が
特
定
の
時
期
に
お
け
る
単
な
る
流
符
で
は
な
く
、

そ
の
構
成
要

素
が
発
展
的
疎
外
下
の
社
会
科
学
の
主
要
な
特
徴
と
み
な
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、

そ
れ
ら
が
特
定
の
時
期
を
越
え
て
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
、
を
指
摘

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

1 

新
伝
統
意
義

誉会F

新
伝
統
主
義
は
、
制
度
と
し
て
の
社
会
科
学
の
成
立
期
ま
で
に
形
作
ら
れ
た

311 



イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
さ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
広
く
共
有
さ
れ
た
後
進
性
の
意
識

の
下
で
国
家
主
導
の
近
代
化
を
推
し
進
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
近
代
化

に
よ
っ
て
生
じ
る
混
乱
を
抑
制
す
る
た
め
の
新
た
な
伝
統
の
創
造
で
あ
る
。
てコ

ま
り
、
後
進
性
の
意
識
の
下
で
、
発
展
の
障
害
と
な
る
と
み
な
さ
れ
た
封
建
的

「
伝
統
」
が
排
除
さ
れ
る
一
方
で
、
閤
家
統
合
の
た
め
に
役
立
つ
と
さ
れ
る

「
伝
統
い
が
選
択
さ
れ
、
創
造
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
心
を
な
す

の
が
「
家
族
国
家
」
観
で
あ
る
。
新
伝
統
主
義
は
、
資
本
主
義
の
発
達
が
農
村

か
ら
の
搾
取
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
国
家
が
ご

つ
の
大
き
な
村
共
同
体
円
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
う
こ
と
で
、
生
じ
か
ね
な

い
対
立
を
覆
い
隠
す
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
新
伝
統
主
義
が
支
え
た
国

家
主
導
の
近
代
化
は
、
政
治
学
で
は
、
自
由
民
権
運
動
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
自

然
法
思
想
か
ら
、
ド
イ
ツ
国
家
学
∞
仲
間
忠
師
事
お
の
選
択
的
受
容
へ
、
経
済
学
で

は
、
明
治
初
期
の
謡
、
深
諭
吉
や
関
口
卯
吉
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
古
典
的
自
由
主

義
か
ら
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
選
択
的
受
容
へ
、
社
会
学
で
は
。

g
5
5
z
m
、

つ
ま
り
共
同
体
の
規
範
の
重
視
と
い
っ
た
形
で
社
会
科
学
を
規
定
す
る
よ
う
に

な
る
。
こ
れ
ら
は
最
終
的
に
は
国
家
学
会
(
お
∞
斗
)
、
国
家
経
済
会
(
日
3
0
)、

社
会
政
策
学
会

(
3
3
)

の
設
立
に
よ
っ
て
制
度
的
に
舷
立
さ
れ
る
の
で
あ

ヲ
Q
。

一
方
、
著
者
は
、
こ
う
し
た
国
家
と
資
本
主
義
に
よ
る
農
村
の
慣
習
の
破

壊
や
、
家
族
国
家
観
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
農
村
の
「
家
」
の
象
徴
的
価
値
の
収

奪
に
対
す
る
批
判
者
と
し
て
、
ま
た
同
時
に
土
着
的
な
も
の
の
本
質
化
を
推
し

進
め
た
人
物
と
し
て
、
柳
田
間
男
と
彼
の
民
俗
学
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
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2 

自
由
主
義

新
伝
統
主
義
が
生
み
出
し
た
タ
ブ

i
i

天
皇
制
、
家
、
労
働
問
題
|
に
対
し

て
、
「
社
会
科
学
が
ネl
シ
ョ
ン

閤
家
、
人
員
|
に
対
し
て
責
務
が

あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
責
務
を
達
成
す
る
た
め
の
受
容
可
能
な

手
段
の
一
踊
を
広
げ
よ
う
と
す
る
手
段
、
な
い
し
戦
略
」
〈
思
を
と
っ
た
の
が
自
由

で
あ
り
、
こ
れ
は
美
濃
部
達
吉
と
吉
野
作
造
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
自
由
主
義
は
、
所
与
の
制
度
に
す
で
に
理
想
が
内
在
し
て
い

る
も
の
と
捉
え
、
必
要
な
の
は
、
そ
の
理
想
の
完
全
な
実
現
で
あ
る
と
し
た
た

め
に
、
制
度
そ
の
も
の
の
変
革
よ
り
も
個
人
的
な
理
想
主
義
へ
向
か
う
傾
向
が

強
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
後
の
深
刻
な
不
況
の
景
況
を
受
け
た
政
治
の
激
化

の
た
め
に
自
由
主
義
は
周
辺
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

3 

マ
ル
ク
ス
主
義

こ
う
し
た
な
か
、

日
本
社
会
に
お
け
る
対
立
を
、
は
じ
め
て
分
析
し
た
の
が

マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
マ
ル
ク
ス
主
義
は
「
臼
本
に
お
け
る
社
会

思
想
の
、
そ
れ
以
降
の
す
べ
て
の
歴
史
を
条
件
付
け
る
こ
と
と
な
っ
た
」

;
)
O

著
者
は
、
山
田
盛
太
郎
の
『
臼
本
資
本
主
義
分
析
』
を
戦
前
の
マ
ル
ク
ス

の
到
達
点
と
し
て
評
価
す
る
一
方
で
、
文
化
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
社
会
統
合
に

お
い
て
果
た
す
役
割
を
無
視
し
た
こ
と
の
弊
害
を
指
摘
す
る
。
山
田
は
日
本
の

農
村
の
半
封
建
的
性
格
を
指
摘
す
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
農
村
か
ら
の
搾
取
を



覆
い
隠
す
新
伝
統
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
う

し
た
意
味
で
山
田
は
、
発
展
的
疎
外
が
も
た
ら
す
後
進
性
の
意
識
に
無
自
覚
で

あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
封
建
遺
制
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
た
日
本
の
資
本
主

義
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
後
進
性
の
意
識
を
強
め
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
共
同
体
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
無
自

党
さ
か
ら
く
る
問
題
性
は
、
政
治
運
動
が
弾
圧
さ
れ
危
機
に
陥
っ
た
擦
に
、

「
階
級
」
を
「
民
族
い
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
共
同
体
へ
の
胆
婦
を
も
た
ら
し

た
(
戦
時
中
の
一
一
一
木
清
)
だ
け
で
な
く
、
戦
後
に
は
有
沢
広
巳
の
計
画
経
済
に

関
す
る
仕
事
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
官
僚
的
思
想
と
の
奇
妙
な

交
錯
を
も
、
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
著
者
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
資
本
主
義
の
特
殊
性
の
主
張
と
い
う
講

鹿
派
の
問
題
を
乗
り
越
え
た
も
の
と
し
て
宇
野
弘
蔵
の
理
論
を
評
価
す
る
。
字

野
は
、
日
本
の
資
本
主
義
を
「
実
在
す
る
規
範
か
ら
の
単
な
る
逸
脱
ゃ
、
永
続

す
る
文
化
の
現
わ
れ
と
し
て
で
は
な
く
」
〈
約
三そ
う
し
た
「
特
殊
」
な
形
態
の

前
提
と
な
っ
て
い
る
、
後
発
の
発
展
園
に

般
的
な
決
定
要
因
を
見
出
そ
う
と

し
た
。
さ
ら
に
そ
の
決
定
要
因
を
、
彼
の
発
展
に
関
す
る
段
階
論
に
位
置
づ
け

る
こ
と
で
、
日
本
の
資
本
主
義
を
資
本
主
義
一
般
の
発
展
原
理
に
お
い
て
理
解

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
段
階
論
に
お
い
て
、

商
主
義
、
自
由
主
義
、
帝
国
主
義
と
い
う
三
つ
の
段
階
し
か
認
め
な
い
限
り
、

宇
野
理
論
は
、
そ
れ
が
最
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
5
0

年
代
に
お
い
て
|
そ
れ
は
、

つ
ま
り
世
界
経
済
が
ま
だ
定
義
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
と
思
わ

れ
た
時
だ
っ
た
の
だ
が

i

す
で
に
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

4 

近
代
主
義

講
座
派
に
お
い
て
も
宇
野
学
派
に
お
い
て
も
、
排
除
さ
れ
て
い
た
の
は
、
文

化
、
主
体
性
、

エ
ー
ト
ス
と
い
っ
た
規
点
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
規
点
を
故
り
入

れ
る
こ
と
で
、
講
座
派
に
よ
る
日
本
社
会
分
析
を
乗
り
越
え
、
新
伝
統
主
義
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
明
る
み
に
出
し
た
の
が
近
代
主
義
で
あ
る
。
著
者
は
丸
山
に

対
し
て
与
え
ら
れ
て
き
た
様
々
な
批
判
を
検
討
し
て
い
る
。
典
型
的
な
批
判
は
、

丸
山
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
理
想
視
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
筆
者
は
、
丸
山
自
身
が
、
自
分
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
に
多
く
を
負
っ

て
い
る
が
、

そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
が
人
類
共
通
の
遺
産
だ
か
ら
な
の
で

あ
っ
て
、
地
の
文
化
に
普
遍
的
価
値
を
認
め
な
い
の
で
は
な
い
と
し
た
発
言
を

引
い
て
き
て
い
る
。
筆
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
よ
り
も
、
特
に
戦
時
中

の
丸
山
が
封
建
制
や
資
本
主
義
、
近
代
性
と
い
っ
た
範
轄
を
実
体
視
す
る
傾
向

が
あ
っ
た
こ
と
の
方
が
問
題
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
の
山
之
内

靖
ら
に
よ
る
批
判
に
関
し
て
は
、
「
臼
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

(
3
2
)

の
な
か
の
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
合
理
化
と
比
例
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非

合
理
化
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
一
文
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
山
之
内

が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
合
理
化
を
目
指
し
た
国
民
国
家
の

思
想
家
と
し
て
の
丸
山
と
い
う
側
面
を
認
め
つ
つ
も
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非

合
理
化
」
と
い
う
命
題
と
切
り
離
し
て
丸
山
を
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
反
論

す
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
非
合
理
化
」
が
何
を
意
味
す
る
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の
か
は
暖
昧
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
丸
山
に
つ
い
て
も
発
麗
的
疎
外
と
い



う
文
脈
に
お
け
る
知
識
人
一
般
の
問
題
の

っ
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
の
が
著
者
の
立
場
で
あ
る
。
丸
山
に
代
表
さ
れ
る
近
代
主
義
が
、
55 

年
体
制
と
「
共
犯
関
係
い
に
あ
っ
た
と
す
る
よ
う
な
近
年
の
批
判
を
著
者
は
受

け
入
れ
て
い
な
い
が
、
近
代
主
義
が
、
高
度
成
長
の
も
た
ら
し
た
大
規
模
な
社

会
変
容
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
近
代
主

義
は
近
代
化
論
と
い
う
成
長
主
義
(
加
g
g

宏
氏
出
)
に
淑
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

5 

文
化
主
義

高
度
経
済
成
長
が
も
た
ら
し
た
大
き
な
変
化
は
農
村
問
題
を
消
滅
さ
せ
、
発

展
的
疎
外
と
い
う
、

日
本
の
社
会
科
学
に
統
一
を
与
え
て
い
た
主
要
な
条
件
の

一
つ
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
っ
た
。
後
進
性
の
意
識
は
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
へ
と
皮

転
し
、
江
戸
時
代
に
日
本
の
高
度
成
長
の
原
因
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
や
、
柳

回
日
出
男
の
影
響
か
ら
日
本
の
「
土
着
」
の
文
化
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
文
化

主
義
が
台
顕
す
る
。
著
者
は
中
根
千
枝
と
村
上
泰
亮
に
言
及
し
て
い
る
が
、
詳

し
く
検
討
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
著
者
に
よ
れ
ば
発
展
的
疎
外
と
い
う
間

題
を
「
解
決
」
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
扱
っ
て
い
る
対
象
の
分
析
と

い
う
よ
り
も
そ
の
兆
候
で
あ
る
」
{
立
と
手
厳
し
い
。
著
者
は
現
在
の
社
会
科
学

の
特
徴
を
、
か
つ
で
あ
っ
た
統

性
が
失
わ
れ
た
結
果
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

最
後
に
、
本
窪
田
の
評
価
と
し
て
二
つ
の
問
題
を
指
播
し
て
お
こ
う
。一
つ
は
、

本
書
が
丸
山
岡
県
男
と
石
田
雄
に
よ
る
研
究
に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
た
め
に
、
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近
年
の
、
例
え
ば
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
研
究
成

果
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
白
は
、
本
書
が
「
知
識
人
い
を

対
象
と
し
た
こ
と
で
、
社
会
科
学
史
と
し
て
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
分
野
も
多
く
、

不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
何
ら
か
の
視
点
の

眼
定
は
必
要
だ
が
、
知
識
人
を
対
象
と
し
て
し
ま
え
ば
、
個
人
と
し
て
は
有
名

で
な
く
と
も
社
会
的
に
は
大
き
な
機
能
を
果
た
す
官
僚
の
よ
う
な
社
会
集
団
に

つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
ネ
ガ
と
し
て
し
か
扱
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
総
力
戦

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
戦
後
日
本
の
社
会
シ
ス
テ
ム
と
近
代
主
義
が
共
犯
関
係

に
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
批
判
は
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
本
書
が
有
効
な
批
判
を
提
出
で
き
て
い
な
い
こ
と
の

原
因
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
視
点
の
欠
如
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、

こ
の
よ
う
な
形
で
非
西
洋
世
界
に
お
け
る
社
会
科
学
の
歴
史
の
コ
ン
パ
ク
ト
な

紹
介
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
比
較
研
究
の
偲
進
に
貢
献
し
、
新
た
な
視
点
か
ら

の
社
会
科
学
の
見
直
し
に
貢
献
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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