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米
国
文
化
に
お
け
る

エ
イ
ズ
と

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念

エ
イ
ズ
出
現
直
前
の
米
国

「
個
人
主
義
」
文
化

の
分
析

田
中

雅
彦

〈
要
旨
〉

本
稿

の
目
的

億

エ
イ
ズ

出
現
直
前

の
米

国
の
文
化
状
況
を
文
化
分
析

に
よ

っ
て
把
握

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り

わ
け

一
九
六
〇
～

七
〇
年
代

に
か
け

て
、
米
国

「
個

人
主
義
」
文
化
内
に
何

が
起
こ

っ
た
の
か
を
理
解

す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し

て
こ
の
作

業
は
、
現
在
の
米
国
に
み
ら
れ
る

エ
イ
ズ

現
象

(特

に

「
犠
牲
者

非
難
」
)
を
分
析
す

る
た
め

の
準
備
で
あ
る
。

エ
イ
ズ
と

「
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
と
の
関
わ
り
に
注
目
す
る
の
は
、
個

人
を
強

調
す
る
方
向

に

「
個
人
主
義
」
解
釈
が
進
む
時
代
に
お

い
て
、

こ
の
新
し

い
概
念

が
果

た

し
た
役
割
を
見
極
め
る

こ
と
が
本
稿

の
目
的

に
と

っ
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ

る
。
今

回
は

二

つ
の

「
ラ
イ

フ
ス
タ
イ

ル
」
概
念
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
生
じ
る
文

化

・
歴
史
的
背
景

を
追

っ
て
い
く

。

一
方
は

「
自
己
表
現
」
と
し

て
用

い
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
他
方

は
公
衆
衛
生
学

に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も

の
で
あ

る
。

こ
の
新
し

い
概

念
は
、
米
国

h
個
人
主
義
」
文
化

が
独
自

に
持

つ
世
界
観
や

エ
ト
ス
の
中

で
組
み
立
て

ら
れ
、
解
釈
さ
れ
、
生
じ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
う

し
た
概
念
が
絡
ん

で
く

る
た
め

に
、

エ
イ
ズ

発
生
後
に
米
国
で
生
じ
た

「
犠
牲
者

非
難
」
は
独
自

性
を
帯
び

る
こ
と

に
な
る
。

本
稿

は
ま
た
文
化
分
析
を
中
心

に
置

い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り

「
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
」

概
念
や

「犠
牲
者

非
難
」

は
、
文
化
的
真
空

で
は
な
ぐ

「
文
化
」

の
な
か

で
生
じ
る

こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

キ

ー
ワ
r
ド

エ
イ
ズ
、
「
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
」
概

念
、

「
犠
牲
者
非
難
」

米
国

「
個
人
主
義
」

文
化

、
文
化
分
析

、
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1

は
じ
め
に

一
九
八

一
年
に
最
初
の
患
者
が
報
告
さ
れ
て
以
来
、
米
国
に
お
い
て
エ
イ
ズ

に
関
わ
る
様

々
な
言
説
が
大
量
に
生
産
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
こ
で
は

「
犠
牲

者
非
難
」
渉
現
れ
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
反
対
も
同
様
の
激
し
さ
と
速
さ
で
生

じ
て
い
る
。
.
こ
の
混
乱
と
も
呼
べ
る
状
態
が
現
在
起
き
て
い
る
理
由
を
理
解
す

る
に
は
、
エ
イ
ズ
出
現
直
前
ま
で
の
と
り
わ
け

一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
に
か
け

て
米
国

「
個
人
主
義
的
」
文
化
内
で
何
が
お
こ

っ
て
い
た
の
か
を
知
る
必
要
が

あ
る
。
こ
う
し
た
エ
イ
ズ
直
前
の
文
化
状
況
を
文
化
分
析
に
よ
り
把
握
す
る
こ

と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
益
。
筆
者
は
文
化
分
析
を
軸
と
し
た
米
国
の
エ
イ
ズ
分

析
、
つ
ま
り
現
在
の

(特
に

「犠
牲
者
非
難
」
の
)
状
況
を
対
象
と
す
る
研
究

へ
の
足
掛
か
り
と
し
て
本
稿
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
米
国
の
エ
イ
ズ
を
米
国
文

化
に
お
い
て
読
む
と
い
う
、

一
見
当
た
り
前
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
わ
れ
て

い
な
い
作
業
の
た
め
の
準
備
段
階
と

い
っ
て
も
良
い
。

ま
た
論
題
が
示
す
と
お
り
エ
イ
ズ
と

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
と
の
関
わ

り
に
注
目
す
る
の
は
、
エ
イ
ズ
直
前

の
状
況
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
際
に

「
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
新
し
い
概
念
が
果
た
し
た
役
割
を
見
極
め
る
こ
と
が
、

本
稿
の
目
的
に
と

っ
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
言
葉
は
生
活
様
式
や
生
き
方
を
あ
ら
わ
す
も

.

の
と
し
て
日
常
的
に
使
わ
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
が
、
使
用
さ
れ
る
文
脈
や

領
域
の
違
い
に
よ

っ
て
そ
の
意
味
も
変
化
す
る
。
今
回
は
エ
イ
ズ
と
の
関
わ
り

を
考
え
た
場
合
に
重
要
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
も
の
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。

ま
ず

一
つ
め
の
も
の
と
し
て
、
最
初
の
エ
イ
ズ
患
者
が
報
告
さ
れ
る
直
前
ま

で
に
米
国
文
化

の
な
か
で
特
殊
に
発
達
し
て
き
た
、
「
自
己
表
現
」
と
し
て
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
が
あ
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
る

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」

と
い
う
言
葉
は
次
に
述
べ
る
公
衆
衛
生
の
も
の
よ
り
広
い

(そ
の
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
含
め
た
生
き
方
全
体
に
関
連
し
て
く
る
)
意
味
を
持
ち
、
ま
た

米
国
文
化
が
持

つ
独
特
の
エ
ト
ス
の
中
で
作
り
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
も

一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
と
い
う
文
化
的
に
も
政
治
的
に
も
特
徴
的
な
動

き
を
見
せ
た
時
代
を
成
立
の
背
景
と
し
て
持

っ
て
い
る
。

次
に
公
衆
衛
生
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
概
念
が
あ
る
。
こ
れ
は
お
も
に
慢

性
疾
患
予
防
の
た
め
に
使
わ
れ
る
概
念
で
あ
り
、
疾
病
分
布
の
大
幅
な
変
化
と

と
も
に
確
立
し
た
。
し
か
し
エ
イ
ズ
に
対
す
る
予
防
と
し
て
も
、
そ
の
病
原
が

確
定
で
き
な
か

っ
た
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
感
染
経
路
が
確
定
し
た
後
も
根
本

的
治
療
薬
が
な
い
た
め
に

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
式
予
防
法
が
推
し
進
め
ら
れ

て
い
る
。
現
在
ま
で
に
、
エ
イ
ズ
予
防
の
対
象
と
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
ハ
イ

リ
ス
ク
グ
ル
ー
プ
か
ら

ハ
イ
リ
ス
グ
ビ
ヘ
イ
ビ
ア
ー

へ
と
変
わ

っ
て
き
て
い

る
。
し
か
し
彼
ら
渉
定
義
す
る

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
に
注
目
し
、
「正
し
い

知
識
こ
そ
ワ
ク
チ
ソ
」
と
し
て
行
動
変
化
、
つ
ま
り

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」

の

変
化
を
求
め
る
教
育
を
お
こ
な

っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

本
稿
で
は
以
上
二
つ
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
が
生
じ
て
く
る
流
れ
を

追

っ
て
い
く
が
、
こ
の
概
念
が
関
係
し
て
い
る
た
め
に
エ
イ
ズ
発
生
後
に
米
国

で
生
じ
た

「
犠
牲
者
非
難
」
は
他
の
時
代
や
場
所
の
も
の
と
違

っ
た
様
相
を
帯

び
る
こ
と
に
な
る
。
今
回
は
、
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
そ
の
独
自
性
を
示
す

方
法
を
取
ら
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
エ
イ
ズ
直
前
の
文
化

・
歴
史
的
背
景
を
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ス
ケ
ヅ
チ
す
る
こ
と
で
、
米
国

「個
人
主
義
」
的
文
化
内
に
お
い
て
い
か
に

「
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
が
生
じ

「
犠
牲
者
非
難
」

の
米
国
的
表
現
が
用
意
さ
れ

る
に
い
た

っ
た
の
か
に
関
す
る
見
取
り
図
を
描
こ
う
と
思
う
。
ま
ず
そ
の
際
に

文
化
分
析
が
果
た
す
役
割
を
概
観
し
て
み
る
。

皿

文
化
分
析
か
ら
見
た

「犠
牲
者
非
難
」

「あ
る
人
び
と
の
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
個
別
性
を
稀
薄
に
し

(1
)

て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
そ
の
通
常
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

(2
)

こ
の
C
.
ギ
ア
ツ
の
言
葉
は
文
化
人
類
学
、
文
化
分
析
に
お
け
る
出
発
点
で

(3
)

あ
る
と
同
時
に
到
達
月
標
で
も
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
の
根
底
に

流
れ
る
思
想
は
何
も
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
出
発
点
と
し
て
は
人
類
学
に

馴
染
み
の
も
の
で
あ
る
。

「人
類
(9暮
年
o
℃
ol
)」
と
い
う
種

、
も
し
く
は
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
る

「人

類
の
基
本
的
統

一
性
」
を
そ
の
視
界

に
入
れ

つ
つ
、
同
時
に
小
規
模
で
特
殊
性

や
狭
自
性
を
持

つ
も
の
と
し
て
異
文
化
を
研
究
し
て
き
た
人
類
学
は
、
通
常
性

(普
遍
)
と
個
別
性

(特
殊
)
と
い
う
両
極
を
同
時
に
取
り
扱
う
視
点
を
持

っ

て
い
る
。
そ
れ
を
学
説
史
的
に
み
れ
ば
時
代
に
よ

っ
て
個
別
に
傾
い
た
り
普
遍

を
強
調
し
た
り
と
、
そ
の
あ
り
方
は
様

々
で
あ
る
。
こ
の
両
極
を
行
き
来
す
る

振
り
子
の
位
置
取
り
を
調
停
す
る
こ
と
は
簡
単
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
し
、
調

停
の
困
難
さ
が
原
動
力
と
な

っ
て
人
類
学
の
思
想
を
次
の
段
階

へ
と
押
し
進
め

(4
)

た

と

も

い

え
る

。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
先
の
引
用
文
が
、
到
達
目
標
と

し
て
は
あ
ま
り
に
も
都
合
の
良
い
も
の
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
文

化
分
析
は
通
常
性
と
低
別
性
と
い
う
両
極
を
同
時
に
扱
う
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
通
常
性
を
重
視
し
て
個
別
性
を
軽
視
す
る
態
度
や
、
そ
の
逆
の
態
度
を
と

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
か
ら
ギ
ア
ツ
特
有
の
意
味

・
象
徴
概
念
や
「意
味
と
象
徴

の
シ
ス
テ
ム
」

と
し
て
文
化
を
捉
え
る
作
業
を
前
提
と
し
て
文
化
分
析
に
つ
い
て
考
え
て
み

る
。ま

ず
彼
の
使
う
概
念

の
特
徴
と
し
て
重
要
と
思
わ
れ
る
点
を
と
り
あ
え
ず
三

(
5
)

つ
だ
け
あ
げ
て
お
く
。
ま
ず

「
『
い
か
な
る
物
体
、
行
為
、
出
来
事
、
質
な
い

し
関
係
で
も
概
念
の
運
び
手
と
な
る
も
の
』
が

『
象
徴
』
で
あ
り
、
『そ
の
[運

(6
)

ば
れ
た
]概
念
が
そ
の
象
徴

の
音
心味
で
あ
る
』
」
と
い
う
こ
と
。
次
に

「特
定
の

象
徴
と
特
定
の
意
味
と
を
結
び

つ
け
て
い
る
の
は
…
特
定
社
会
に
生
き
そ
の
象

(7
)

徴
を
所
有
し
使
用
し
て
い
る
特
定
の
人

々
で
あ
る
」
こ
と
。
最
後
に
象
徴
は
公

共
的
で
観
察
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は

「普
遍
的
な
法
則
や

神
秘
的
な
過
程
や
隠
さ
れ
た
論
理
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
日
常
的
公
共
的
常
識

(8
)

的
な
実
際
の
社
会
行
動
の
場
」
に
お
い
て
象
徴
と
意
味
が
結
び

つ
く
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
概
念
を
利
用
す
る
文
化
分
析
と
は

「
特
定
文
化
自
身

の
内
に
含
ま

(9
)

れ
る
解
釈
を
解
釈
す
る
と
い
う

『
二
重
解
釈
学
』
の
作
業
」
で
あ
る
。
あ
る
文

化
に
属
す
る
人

々
は
そ
の
文
化
特
有
の
意
味
を
持
つ
象
徴
を
使
う
こ
と
で
彼
ら

の
世
界
を
構
築
し
、
ま
た
そ
れ
ら
を
彼
ら
自
身
が
読
み
取
り
解
釈
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
彼
ら
が
生
を
営
ん
で
い
る
状
態
を
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
が
彼
ら
の

米国文化 におけ るエイズ と 「ライフス タイル」概念129



「肩
越
し
に
」
読
み
取
る
こ
と
、
そ
れ
が

「解
釈
の
解
釈
」
を
お
こ
な
う
文
化

分
析
で
あ
る
。
こ
う
し
て
象
徴
と
意
味
の

「解
釈
」
を
中
心
と
し
た
ア
プ
ロ
ー

(10
)

チ
と
し
て
文
化
分
析
を
位
置
づ
け
た
な
ら
ば
、
通
常
性
と
個
別
性
を
そ
こ
で
同

時
に
扱
う
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
次
に

「犠
牲
者
非
難
」
を
文
化
分

析
す
る
場
合
の
例
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
示
し
て
い
く
。

'病
者
や
感
染
者
に
対
す
る
差
別

、
病
気
に
絡
む
差
別
は
人
間
の
歴
史
を
通
じ

て
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
病
気
に

罹

っ
た
理
由
を
病
者
の
道
徳
的
欠
陥
や
社
会
的
ノ
ル
マ
の
不
履
行
に
対
す
る
当

然
の
帰
結
と
し
て
説
明
し
、
そ
の
責
任
を
病
者
に
帰
し
て
非
難
す
る

「犠
牲
者

非
難
(詆
oぼ
ヨ
よ
冨
巨
昌
σq
)」
と
い
う
現
象
、
ま
た
梅
毒
を
イ
タ
リ
ア
人
は
フ
ラ

ン
ス
病
と
呼
び
、

一
方
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
ナ
ポ
リ
病
と
称
し
た
と
い
う
十
五
世

紀
末
の
エ
ピ
ソ
…
ド
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

「病
気
は

『外
』
か

ら
来
る
」
と
い
う
病
気
観
な
ど
、
病

気
に
関
す
る
研
究
で
頻
繁
に
扱
わ
れ
て
い

る
こ
れ
ら
の
も
の
は
場
所
や
時
代
を

問
わ
ず
繰
り
返
し
て
現
れ
て
き
て
い
る
。

さ
て
こ
の
事
実
を
知
る
者
な
ら
ば

、
医
療
人
類
学
の
最
初
期
の
テ
ク
ス
ト
か

ら
、
D
.
ラ
ン
デ

ィ
に
よ
る
次
の
文
章
を
読
む
際
に
少
し
違
和
感
を
お
ぼ
え
る

に
違
い
な
い
。

「前
産
業
化
社
会
は
個
人
の
行
動

に
関
し
て
そ
の
当
人
の
責
任
と
過
失
と
を

非
常
に
強
調
す
る
。
そ
の
た
め
健
康

の
維
持
は
通
例
複
雑
な
タ
ブ
ー
体
系
の
遵

守
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
社
会
的

6
精
神
的

・
道
徳
的
法
を
犯
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
病
気
に
な

っ
た
場
合
の
多

く
は
そ
の
人
自
身
が
罪
人
で
あ
る
と
考
え

(11
)

ら

れ

る

こ
と

に

な

る

。
」

し
か
し

一
九
七
七
年
に

「
前
産
業
化
社
会
」
に
限
定
し
て
記
述
さ
れ
た

「犠

牲
者
非
難
」
と
い
う
現
象
は
、
未
開
と
文
明
、
開
発
途
上
と
先
進
、
周
縁
と
中

心
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
文
明

・
経
済
の
発
展
段
階
、
も

し
く
は
過
去

・
現
在
と
い
う
時
間
軸
に
関
係
な
く
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば

「犠
牲
者
非
難
」
は

一
九
八
○
年
代
に
エ
イ
ズ
を
め
ぐ

っ
て
米
国
で
生

じ
て
い
る
。

(12
)

ラ
ン
デ

ィ
は

「
前
産
業
化
社
会
」
に
限

っ
て

一
般
化
し
て
し
ま

っ
た
の
だ
が
、

こ
う
し
た

「前
産
業
化
社
会
の
人

々
は
犠
牲
者
非
難
を
す
る
」
と
い
う
表
現
「
だ

け
」
で
終
わ
る
な
ら
ば
、
多
か
れ
少
な
か
れ
人
間

一
般
に
当
て
は
ま
る
事
象
に

言
及
す
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め

「前
産
業
化
社
会
」
と
い
う
限

定
条
件
は
か
え

っ
て
違
和
感
を
生
み
、
そ
れ
な
ら
ば

「
あ
ら
ゆ
る
人
間

(社
会
)

は
」
と
い
う
文
章
に
差
し
替
え
た
方
が
良
い
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
こ
こ
で
確
認
し
た
い
こ
と
は

「人
間
」
が

一
般
的
に
持

つ
傾
向
を
強

調
し
て

「人
は
皆
同
じ
」
と
言
う
だ
け
で
満
足
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に

「所

変
わ
れ
ば
品
変
わ
る
」
を
持
ち
出
し
て
き
て

「人
は
皆
同
じ
」
を
全
否
定
す
る

事
で
も
な
い
。
問
題
に
し
た
い
の
は
そ
の
説
明
方
法
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
間
の

一
般
的
傾
向

・
通
常
性
を
時
代
や
場
所
を
限
定
し
て
示
す
だ

け
で
は
何
か
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
通
常
性
を
個
別
性
と
同

一
視

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
今
回
の
場
合
に
は
、
米
国
に

「犠
牲
者
非
難
」
が
あ

る
と
説
明
す
る
だ
け
で
は

一
般
的
す
ぎ
て
不
十
分
で
あ
り
、
逆
に

「犠
牲
者
非

難
」
は
米
国
に
し
か
な
い
と
説
明
す
る
こ
と
は
当
然
誤
り
と
な
る
。

こ
こ
で
重
要
と
な

っ
て
く
る
の
が

「米
国
の
犠
牲
者
非
難
」
を
説
明
す
る
こ
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と
で
あ
り
、
そ
の
際
に
用
い
る
の
が
文
化
分
析
で
あ
る
。
そ
れ
・は
米
国
文
化
と

い
う

「
意
味
と
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
」
内
に
お
け
る

「犠
牲
者
非
難
」
の
組
み
立

-

て
ら
れ
方
や
そ
れ
が
生
じ
る
プ

ロ
セ
ス
の
独
自
性
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の

「
米
国
の
犠
牲
者
非
難
」
を
構
築
し
独
自
性
を
与
え
て
い
る
の

は
、
根
底
的
に
は
米
国

「
個
人
主
義
」
と
い
う
文
化
的
資
源
で
あ
る
。
そ
し
て

エ
イ
ズ
直
前
ま
で
に
そ
の
文
化
的
資
源
に
よ
り
構
築
さ
れ
て
い
た

「
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
」
概
念
も
ま
た
、
エ
イ
ズ
に
よ
る

「米
国
の
犠
牲
者
非
難
」
に
対
し
て

影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
、
エ
イ
ズ
に
よ

っ
て
生
じ
た

「米
国
の
犠
牲
者
非
難
」

を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
る
文
化

・
歴
史
的
背
景
の
特
徴
を
、
「
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
」
概
念
を
軸
に
置
き
、
文
化
分
析
を
通
じ
て
示
し
て
い
く
。

皿

米
国
の
エ
イ
ズ
問
題
と
そ
の
解
釈

ま
ず
は
じ
め
に
エ
イ
ズ
発
生
後
の
米
国
の
状
況
を
簡
単
に
見
て
み
る
が
、
単

に
現
状
を
報
告
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
彼
ら
が
い
か

に
エ
イ
ズ
を
解
釈
し
て
い
る
か
を
解
釈
す
る
文
化
分
析
の
方
法
を
使
い
、
米
国

文
化
の
土
台
と
も
言
え
る
テ
ー
マ
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
テ
ー

マ
に
関
す
る

議
論
は
、
米
国
に
お
い
て
い
ま
だ
決
着
を
み
て
い
な
い
。
エ
イ
ズ
は
そ
れ
に
触

れ
た
た
め
に
激
し
い
反
応
を
引
き
起

こ
し
た
の
で
あ
る
。

エ
イ
ズ
の
経
歴
と
特
徴
は
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
イ
ソ
パ
ク
ト
を
与

え
る
内
容
を
持

っ
て
い
る
。
最
初
に
男
性
同
性
愛
者
に
圧
倒
的
な
割
合
で
患
者

が
現
れ
た
こ
と
、
根
本
的
な
治
療
薬
が
な
い
こ
と
、
潜
伏
期
間
が
あ
る
こ
と
、

死
亡
率
が
高
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
特
徴
だ
け
.を
見
れ
ば

他
の
病
気
に
見
ら
れ
る
も
の
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
だ
け
同
時
に
抱
え
て
い
る

も
の
は
ま
ず
な
い
と
言

っ
.て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
エ
イ
ズ
の
持

つ
多
方
面

へ
の
影
響
力
は
次
の
引
用
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。

「
エ
イ
ズ
は
、
米
国
社
会
を
分
断
し
て
い
る
多
く
の
社
会
的

・
政
治
的
問
題

を
私
た
ち
に
吟
味
さ
せ
、
そ
し
て
医
学
的

・
社
会
的
援
助
の
シ
ス
テ
ム
が
抱
え

(13
)

て
い
る
多
く
の
弱
点
と
欠
点
を
強
調
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。」

こ
の
こ
と
は

「
エ
イ
ズ
を
何
の
問
題
と
見
る
の
か
」
と
い
う
問
題
設
定
が
幾

通
り
に
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
同
時
に
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
米

国
保
険
制
度

の
不
十
分
さ
を
指
摘
す
る
者
が

い
る
。
「
性
的
表
現
の
も

っ
と
も

親
密
な
行
為
が
死
に
つ
な
が
る
と
き
、
人
々
は
い
か
に

『愛
し
合
え
る
』
の
だ

ろ
う
か
」
と
問
う
者
は
文
学
の
古
典
に
そ
の
答
え
を
求
め
る
。
「
社
会
的
に
構

造
化
さ
れ
た
不
平
等
、
ジ
ェ
ソ
ダ
ー
支
配
、
不
当
な
特
権
、
そ
し
て
選
択
的
に

市
民
の
自
由
を
制
約
す
る
こ
と
に
よ
り
法
、
秩
序
、
公
衆
衛
生
を
維
持
し
よ
う

と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
意
図
」
を
終
焉
さ
せ
る
こ
と
と
エ
イ
ズ
問
題
の
解
決

を
同

一
視
す
る
者
は

「
エ
イ
ズ
に
対
す
る
戦
い
は
搾
取
的
で
協
調
性
を
欠
く
組

(14
)

織
的
条
件
に
対
す
る
戦
い
」
に
な
る
と
み
る
。

も
ち
ろ
ん
問
題
設
定
が
同
じ
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
解
答
は
様

々
に
用
意
さ
れ

て
い
る
。
非
常
に
米
国
的
で
、
ま
た
極
端
な
例
を
紹
介
す
る
。

米 国文化におけ るエイズ と 「ライフスタイル」概念

 

職

「
民
主
党
に
と

っ
て
、
エ
イ
ズ
は
福
祉
予
算
の
大
幅
削
減
に
よ

っ
て
も
た
ら



さ
れ
た
災
い
の

一・つ
だ

っ
た
。

一
方

、
共
和
党
に
と

っ
て
は
、
こ
の
流
行
病
は

リ
ベ
ラ
ル
派
の
俗

っ
ぽ

い
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
よ

っ
て
育
成
さ
れ
た
性
的
放
縦

の
当
然
の
報
い
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
派
が
本
当
は
気
に
も
と
め
を
い
人
び
と
を

襲

っ
た
の
だ

っ
た
。
こ
う
し
て
、
共
和
党
政
権

の
時
代
に
広
が

っ
た
疫
病
は
、

共
和
党
に
と

っ
て
は
明
ら
か
に
そ
の
元
凶
は
民
主
党
に
あ
り
、

一
方
、
民
主
党

(15
)

に
と

っ
て
エ
イ
ズ
は
共
和
党
の
疫
病

だ

っ
た
。」

こ
の
よ
う
に
エ
イ
ズ
問
題
を
め
ぐ
る
解
釈

(
エ
イ
ズ
の
問
題
化
と
そ
れ

へ
の

解
答
方
法
)
の
あ
り
方
を
み
て
い
く

と
、
舞
台
と
な

っ
て
い
る
場
の
社
会

・
文

化
的
状
況
の
特
徴
が
見
え
て
く
る
。
米
国
の
エ
イ
ズ

へ
の
反
応
は
、
例
え
ば
日

本
の
そ
れ
と
比
べ
て
も
、
多
様
で
あ
り
数
量
も
圧
倒
的
で
あ
る
。
こ
の
理
由
の

一
つ
と
し
て
、、
米
国
社
会

・
文
化
が
根
底
的
に
持

つ
セ
ン
シ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
エ

イ
ズ
が
触
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り

「個
人
の
権
利
対
公
共
善
」
「個

人
主
義
を
め
ぐ
る
解
釈
」
と
い
う
米

国
文
化
に
と

っ
て
最
重
要
で
あ
り
な
が
ら

統

一
見
解
が
な
い
永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
絶
え
ず
議
論
さ
れ
て

い
る
も
の
に
エ
イ
ズ
が
関
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
「
エ
イ
ズ
を
何
の
問
題
と
見
る

の
か
」
と
い
う
問
い
は
こ
の
既
存
の
テ
ー
マ
へ
と
絡
み
取
ら
れ
て
い
く
面
を
持

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
米
国
に
お
け

る
エ
イ
ズ
関
連
の
政
治
運
動
や
圧
力
団
体

の
活
動
が
持

つ
特
徴
は
、
様

々
な
要
素
が
交
差
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に

引
用
し
た
あ
る
団
体
の
要
求
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

テ
ス
ト
と
隔
離

へ
の
反
対
、
『
H
I
V
感
染
者
が
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
彼

ら
自
身
に
影
響
を
及
ぽ
す
意
志
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
彼
ら
自
身
が
積
極
的

(16
)

に
そ
の
決
定
に
参
加
で
き
る
こ
と
』」

.ま
た
エ
イ
ズ
を
含
め
た
健
康
の
た
め
の
闘
争
と
「第
三
世
界
の
自
由
化
運
動
、

反
レ
イ
シ
ズ
ム
運
動
、
職
場
の
衛
生
と
安
全
の
た
め
の
運
動
」
と
を

「
社
会
変

(17
)

革
の
た
め
の
闘
い
」
と
し
て
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め
る
者
も
い
る
。

こ
の
よ
う
に
米
国
で
以
前
か
ら
盛
ん
だ

っ
た
権
利
闘
争
に
エ
イ
ズ
が
組
み
込

ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
エ
イ
ズ
が
関
わ
る
運
動
に
お
い
て
も
彼
ら
の
戦
略
は
以

前
の
も
の
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
う
ま
く
組

み
込
め
た
た
め
に
エ
イ
ズ
に
対
す
る
彼
ら
の
反
応
や
運
動
が
過
激
と
も
言
え
る

ほ
ど
盛
り
上
が

っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
彼
ら
と
逆

の
立
場
の
人
々
に
も
当
て
は
ま
る
。

一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
に
米
国
で
生
じ
た

家
族
の
意
味
や
そ
の
構
成
、
女
性
の
役
割
、
性
に
関
す
る
現
代
的
で
リ
ベ
ラ
ル

な
変
化
に
対
し
て
反
対
し
て
き
た
多
く
の
グ
ル
ー
プ
に
と

っ
て
も
、
エ
イ
ズ
は

彼
ら
の
運
動
や
反
応
を
加
速
さ
せ
る
契
機
で
あ

っ
た
。
例
え
ば

「
道
徳
多
数
派

(
モ
ラ
ル

・
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
)」
に
代
表
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
的
思

考
は
エ
イ
ズ
出
現
時
に

「
犠
牲
者
非
難
」
を
道
徳
的
言
語
で
広
め
た
の
だ
が
、

そ
こ
で
は
以
前
か
ら
の
主
張
を
、
例
え
ば
同
性
愛
を
道
徳
的
退
廃
と
す
る
主
張

を
強
調
し
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
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「
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ど
試
薬

へ
の
ア
ク
セ
ス
、
匿
名
検
査
の
実
施
、
入
国
と
出
国

の
自
由
、
レ
ズ
ビ
ア

ン
・
ゲ
イ
の
権
利
、
女
性
の
妊
娠

・
出
産
の
権
利
、
強
制

W

米
国

「
個
人
主
義
」
と
そ
の
解
釈



こ
こ
で
は
前
章
で
述
べ
た
米
国
文
化
の
テ
ー
マ
に
統

一
見
解
が
な
い
と
は
ど

う
い
う
こ
ど
か
を
ま
ず
み
て
い
く
。
そ
れ
は
米
国

「個
人
主
義
」
の
解
釈
に
関

わ
る
問
題
で
あ

っ
た
。
「個
人
主
義
」
は
、
米
国
人
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か

と
い
う
問
い
に
答
え
る
文
化
的
資
源

で
あ
り
、
彼
ら
が
生
を
営
む
、
つ
ま
り
世

界
を
つ
く
り
エ
ト
ス
で
満
た
す
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
重
要

な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
め
ぐ

っ
て
は
解
釈
の
揺
れ
が
お
こ

っ
て
い
る

(18
V

の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
R
.
N
.
ベ
ラ
ー
ら
の

『
心
の
習
慣
』
を
利
用

し
て
、
米
国
人
は
い
か
に

「
個
人
主
義
」
を
解
釈
し
て
い
る
の
か
を
解
釈
し
て

い
く
。『心

の
習
慣
』
は
、
米
国
の

「
個
人
主
義
」
は
決
し
て
内
発
的
な
も
の
で
は

な
く
、
そ
れ
が

「
反
伝
統
的
た
ろ
う
と
す
る
こ
と
じ
た
い
、
個
人
主
義
的
伝
統

の

一
部
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば

「
リ
ベ
ラ
ル
対
保
守
」
と
い

う
対
立
も
米
国
が

「共
有
す
る
個
人
主
義
の
理
解
の
仕
方
の
相
違
に
由
来
し
て

い
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
こ
の
対
立

は
深
刻
な
政
治
的
結
果
を
も
た
ら
す
も
の

で
は
あ
る
が
、
本
来
は
政
治
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(19
)

佐

々
木
も
ま
た
こ
の
対
立
を
米
国
特
有
の
も
の
と
見
る
。
枠
組
み
の

「
リ
ベ

ラ
ル
対
保
守
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

「自
由
主
義
対
保
守
」
と

一
見
同
じ
よ
う
に

見
え
る
が
、
そ
の
内
容
は
全
く
正
反
対
な
面
を
持

つ
。
例
え
ば
、
米
国
の
保
守

主
義
は
夜
警
国
家
的
な
小
さ
な
政
府
を
主
張
し
、
政
府
の
介
入
を
で
き
る
限
り

押
さ
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
そ
れ
は
自
由
主
義
の
主
張

で
あ
り
、
保
守
主
義
の
も
の
で
は
な

い
。

こ
の

「奇
妙
な
保
守
主
義
」
は
、
米
国
の
保
守
主
義
が
保
守
す
べ
き
も
の
と

さ
れ
る
中
心
価
値
は
自
由
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
保
守
主
義
の
よ
う
に
貴
族

制

・
身
分
制
で
は
な
か

っ
た
点
に
起
源
を
持

つ
。
つ
ま
り
こ
の

「自
由
主
義
の

枠
内
で
の
み
存
在
を
認
め
ら
れ
る
」
保
守
主
義
と
い
う
特
異
な
形
態
が
出
現
し

た
の
は
・
い
わ
ば

「
文
化
的
圧
力
O
.の
中
な
の
で
あ
る
・

一
方

二
・
i
デ
・
ー

ル
に
代
表
さ
れ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
も
ま
た

「
ア
メ
リ
カ
伝
統
の
自
由
と
平
等
を

奉
じ
、
そ
の
意
味
で
保
守
主
義
と
共
通
の
基
盤
を
持

っ
て
い
る
」
と
言
え
る
。

つ
ま
り
米
国
の
保
守
主
義
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
違

い
は
自
由
や
平
等
と
い
う
価

値
の
解
釈
の
仕
方
、
重
点
の
置
き
方
に
あ
り
、
「そ
の
境
界
線
は
甚
だ
微
妙
で

.

あ
る
と
と
も
に
流
動
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
の
で
あ
る
。
.

こ
う
し
て
佐
々
木
の
政
治
分
析
も
ま
た
、
米
国
に
お
け
る
政
治
的
対
立
の
原

因
は
、
根
本
的
に
対
立
す
る
政
治
形
態
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
と
い
う
よ
り
は
基
本

的
価
値
の
理
解

・
解
釈
の
違
い
に
よ
り
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

再
び

『
心
の
習
慣
』
に
戻
る
が
、
そ
こ
で
は
米
国
の
文
化
の
核
心
に
位
置
す

る
個
人
主
義
的
伝
統
が
四
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
か
.に
生
き
る

べ
き
な
の
か
と
い
う
生
き
方
の
指
針
と
.な
る
個
人
主
義
に
対
す
る
四
つ
の
解
釈

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
聖
書
的

・
市
民

(共
和
主
義
)
的

・
功
利
的

・
表
現
的
個

人
主
義
と
呼
ば
れ
る
。
四
つ
の
も
の
が
共
有
す
る
根
底
の
理
想
、
出
発
点
は
次

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

「
こ
れ
ら
の
伝
統
が
い
か
に
相
違
し
て
い
よ
う
と
も
、
ま
た
そ
こ
か
ら
来
る

個
人
主
義
の
理
解
が
い
か
に
相
違
し
て
い
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
は
共
通
す
る
要

素
も
ま
た
あ
り
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
基
礎
と
な

っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
個
人
の
尊
厳
を
信
じ
て
い
る

い
や
、
そ
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の
聖
性
さ
え
も
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
ら
考
え
、
自
ら
判
断
し
、
自
ら
の

決
定
を
行
い
、
自
ら
適
す
る
と
思
う
人
生
を
送
る
私
た
ち
の
権
利
を
侵
害
し
よ

う
と
す
る
い
か
な
る
も
の
も
、
道
徳
的
に
誤
り
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
冒
涜
と

見
な
さ
れ
る
。」

で
は
こ
う
し
た
四
つ
の
個
人
主
義
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持

つ

の
だ
ろ
う
か
。

聖
書
的

・
市
民
的
な
も
の
は
個
人
主
義
と
は
い
え
、
.よ
り
大
き
な
全
体
性
に

対
す
る
知
覚
を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
全
体
性
は
神
で
あ

っ
た
り
、
公
共
善
に
貢

献
す
る
市
民
の
集
ま
り
で
あ
る
政
府

で
あ

っ
た
り
す
る
。
し
か
し
そ
こ
に
お
い

て
は
、
個
人
の
自
立
性
は
道
徳
的

・
宗
教
的
義
務
と
い
う
文
脈
の
中
に
位
置
づ

け
ら
れ
、
あ
る
条
件

の
も
と
で
は
自

由
だ
け
で
は
な
く
服
従
も
ま
た
正
当
化
さ

れ
る
と
い
う
特
徴
を
共
通
し
て
持

っ
て
い
る
。

功
利
的

・
表
現
的
個
人
主
義
は
先

の
も
の
が
内
在
し
て
い
た
不
平
等

(夫
と

妻
、
主
人
と
従
僕
、
指
導
者
と
信
奉
者
、
富
め
る
も
の
と
貧
し
い
も
の
の
間
に

あ

っ
た
権
利
と
義
務
の
不
平
等
)
を
、
個
人
の
尊
厳
を
さ
ら
に
追
求
す
る
と
い

う
形
で
、
批
判
し
て
い
っ
た
。

功
利
的
個
人
主
義
と
表
現
的
個
人
主
義
の
違
い
は
、
個
人
が
行
動
す
る
際
の

動
機
の
解
釈
が
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
。
前
者
は
、
人
間
生
活
で
は
個
人

は
あ
る
目
的
に
関
し
て
自
己
利
益
最
大
化
の
努
力
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
社
会

は
自
己
利
益
増
大
の
た
め
だ
け
に
個
人
が
加
入
す
る
契
約
に
よ
り
出
現
す
る
も

の
と
見
る
。
}.」
の
性
質
か
ら
経
済
的
な
理
解
と
親
近
性
を
持

つ
。
後
者
は
、
個

人
は
感
情
と
直
感
の
独
特
の
核
を
持
ち
、
個
性
実
現
の
た
め
に
こ
の
核
を
展
開

し
表
現
す
る
の
が
人
生
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
そ
の
た
め
計
算
や
利
益

と
い
っ
た
人
生
に
明
け
暮
れ
る
功
利
主
義
的
個
人
主
義

へ
の
対
抗
的
な
側
面
を

持

っ
て
い
る
。

歴
史
的
に
見
れ
ば
功
利

・
表
現
的
個
人
主
義
が
聖
書

・
市
民
的
個
人
主
義
を

・犠
牲
に
し
な
が
ら
勢
力
を
伸
ば
し
て
く
る
。
そ
れ
に
は
社
会

・
経
済
的
発
展
と

い
う
新
し
い
状
況
が
関
連
し
て
く
る
が
、
聖
書

・
市
民
的
個
人
主
義
が
現
在
に

お
い
て
完
全
に
過
去
の
遺
物
に
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
に
こ
の
四
つ
の
バ
ラ
ソ
ス
を
い
か
に
と
る
か
、
個
人
主
義
を
い
か

に
解
釈
す
る
か
で

「リ
ベ
ラ
ル
対
保
守
」
や

「
個
人
の
権
利
対
公
共
善
」
と
い

う
ス
ペ
ク
ト
ル
の
中
の
そ
の
人
の
位
置
取
り
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

V

「
自
己
表
現
」
と
し
て
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
の
出
現

ー

「個
人
主
義
」
解
釈
の
先
鋭
化
1

前
章
で
み
た
米
国
文
化

の

「
個
人
主
義
」
は
、
本
稿
で
対
象
と
す
る

一
九
六

〇
～
七
〇
年
代
に
は
あ
る

一
定
方
向
に
解
釈
が
先
鋭
化
し
て
く
る
。
そ
れ
は
、

よ
り
ラ
デ

ィ
カ
ル
に

「
個
人
」
を
強
調
す
る
方
向
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
の
中
で

「
自
己
表
現
」
と
し
て
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
も
生
じ
て
く
る
。

「
パ
ー
ソ
ナ
ル

・
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル

・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
や
オ
ル
タ
ネ
イ
テ
ィ
ブ

・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
な
ど
と
様

々
な
名
で
呼
ば
れ
る
も
の
と

と
も
に
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
概
念
の
大
衆
化
は

一
九
六
〇
年
代
に
始
ま
る
。
個
人

が

『自
ら
の
こ
と
を
自
ら
お
こ
な
う
』
権
利
に
対
し
て
賛
同
す
る
新
し
い
世
代
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の
批
判
者
達
に
よ
り
因
習
的
な
価
値

、

(21
>

さ

れ

た

。
」

規
則
、
そ
し
て
生
き
方

の
多
く
が
攻
撃

こ
の
引
用
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
伝
統
や
因
習
に
対
す
る
反
抗
・・
カ
ウ

ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
形
を
と

っ
た
こ
の
動
き
は

一
九
六
〇
年
代
の
米
国

を
席
巻
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
批
判

の
対
象
に
し
て
い
く
。

一
九
八
○
年
初
頭

の
エ
イ
ズ
発
生
に
い
た
る
ま
で
の
二
十
年
間
は
、
そ
れ
ま
で
の
慣
例
が
打
ち
破

ら
れ
て
い
く
と
い
う
変
化
が
急
激
に
生
じ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
家
族
の
概

念
や
そ
の
構
成
の
変
化
、
社
会
に
お

い
て
女
性
が
果
た
す
役
割

の
拡
大
、
性
的

道
徳
観
の
変
化
か
ら
黒
人
差
別
撤
廃

を
求
め
る
公
民
権
運
動
ま
で
様

々
な
面
に

見
ら
れ
た
。
抑
圧
さ
れ
て
い
た
権
利

の
主
張
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
紛
争
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
支
配
体
制
を
う
ち
崩
す
と
い
う
運
動
に
も
つ
な
が

っ
た
。

そ
ん
な
中
で
、
生
き
方
、
食
事
、
仕
事
、
性
生
活
、
何
に
し
て
も
あ
る

「
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
を
之
る
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
つ
の

「
自
己
表
現
」
で
あ
る
と

(22
V

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
土
壌
が
つ
く
ら
れ
る
。

、な
か
で
も
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ゲ
イ

・
リ
ベ
レ
イ
シ
ョ
ン
と
し
て
顕
在
化
す
る

性
を
め
ぐ
る
動
き
は
大
き
な
影
響
力

を
み
せ
る
。
そ
こ
で
の
テ
ー
マ
は
誰
が
誰

の
身
体
や
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
か
と
い
う
も
の
で
、

彼
ら
の
答
え
は
当
然

「
個
人
に
こ
そ
、
そ
の
権
利
が
存
在
す
る
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
自
分
以
外
に

一
体
誰
が
自

ら
の
身
体
や
生
き
方
を
統
制
し
指
示
す
る

も
の
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
家
か
伝
統
か
。
ど

ん
で
も
な
い
。
そ
ん
な

も
の
に
囚
わ
れ
て
い
て
は
本
当

の
自

由
と
は
言
え
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は

「
個
人
の
権
利
」
が

「
自
己
表
現
」
を
お
こ
な
う
権
利
と
み
な
さ

れ
る
。
そ
れ
は

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
言
葉
に
結
び

つ
き
そ
の
意
味
内

容
と
な
る
。
こ
う
し
て

「自
己
表
現
」
と
し
て
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
は
伝

統

・
文
化

・
規
則

・
因
習
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
に
そ
し
て
内
発
的
に
生
き
る

積
極
的

・
自
主
的

・

「個
人
主
義
的
」
な
生
き
方
と
さ
れ
る
。
、あ
る

「
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
」
を
と
る
の
は
そ
の
人
自
身
の
判
断
で
あ
り
、
決
定
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
が
根
づ
き
、
説
得
力
を
持

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
時
期
に
慣
例
が
打
ち
破
ら
れ
て
い
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
根

本
的
な
米
国
の
価
値
や
精
神
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

逆
に
、
こ
の
時
期
の
米
国
に

「個
人
主
義
」
が
新
た
に
出
現
し
た
と
い
う
理
解

も
成
立
し
な
い
。
そ
の
建
国
以
来

「個
人
主
義
」
は
米
国
の
精
神
的
支
柱
と
な

っ
て
い
る
か
ら
だ
。

で
は

一
九
六
〇
年
代
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
「
個
人
」
を
よ
り
強
調
す
る

個
人
主
義
が
先
鋭
化
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
個
人
主
義
の
解
釈

(23
)

よ
り
別
の
個
人
主
義
の
解
釈
が
活
発
に
な

っ
て
い
く
時
代
と
言
え
る
。

一
九
六

〇
年
代
に
お
こ

っ
た

一
連
の
運
動
は

「伝
統
か
ら
の
離
脱
」
「
自
由
」
を
実
現

.

し
た
と
宣
言
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
は
米
国
的
文
化

・
伝
統
で
あ

(以
)

る

「
個
人
主
義
」
の

一
部
で
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
時
代
に
現
れ

た

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
も
ま
た

「個
人
主
義
」
と
い
う

「文
化
」
の

「特
定

的
」
発
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て

「独
自
独
行
」
や

「成
功
こ
そ
道
徳
的
に
善
で
あ
る
」
と
い
う
米

国
的
個
人
主
義
に
馴
染
み
の
あ
る
テ
ー
マ
と
あ
い
ま

っ
て
、
自
ら
の
意
志
で
選

択
し
行
動
す
る
と
い
う

「個
人
」
を
よ
り
強
烈
に
打
ち
出
す
個
人
主
義
が
先
鋭

化
し
て
い
っ
た
。
個
人
の
ま
わ
り
に
存
在
す
る
外
的
要
因
を
矮
小
化
し
、
個
人
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の
と
る
選
択
や
行
動
、
つ
ま
り
個
人
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
は
そ
の
個
人
自

身
の
責
任
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
、

こ
こ
で
は
自
ら
の
行
動
選
択
の
幅
は
広
が
る
も
の
の
、
そ
の
行
動
が
失
敗
し
た

と
き
の
責
任
は
偲
人
に
の
み
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
成
功
も
失
敗

も
原
因
は
個
人
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
病
気
の
場
合
に
は
病
人
に

対
す
る

「犠
牲
者
非
難
」
を

「
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
」
の
失
敗
と
い
う
明
確
な
言

語
で
表
す
こ
と
に
な
る
。

一

こ
う
し
た

「犠
牲
者
非
難
」
的
論
理
は
机
上
に
お
い
て

「
個
人
主
義
」
を
突

き
詰
め
て
い
け
ば
出
て
く
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に

生
じ
た
も
の
は
単
な
る
論
理
や
抽
象

で
は
な
く
、
影
響
力
や
説
得
力
を
伴

っ
た

現
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
米
国
人
の
生
き
方
の
指
針
と
な
る

「個
人

主
義
」
に
よ

っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た

「
自
己
表
現
と
し
て
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」

は
現
実
で
力
を
持

つ
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
生
じ
る
こ
と
に
な
る

「犠
牲
者
非
難
」
も
同
様
の
結
果
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
文
化
的
に
承

認
さ
れ

「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
持

つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

W

公
衆
衛
生
学
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論

米
国
文
化
内
に
お
い
て
、
よ
り

「
個
人
」
を
打
ち
だ
す
方
向
に

「
個
人
主
義
」

の
解
釈
が
進
ん
で
い
く
時
代
に
は
、
公
衆
衛
生
学
の
方
法
論
も

「
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
」
予
防
法
の
確
立
に
よ
り
同
様

の
傾
向
が
強
ま

っ
て
い
く
。
二
つ
の

「
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
が
見
せ
る
傾
向

の

一
致
に
何
か
確
固
た
る
因
果
関
係
が
あ

る
の
か
ど
う
か
は
、
今
の
時
点
で
は
筆
者
に
は
判
断
で
き
な
い
。
た
だ
、
公
衆

衛
生
学
的

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
は
こ
の
時
代
に
生
じ
た
か
ら
個
人
を
強
調

す
る
傾
向
を
持

っ
た
と
は

「単
純
に
」
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
性
質
は
、

社
会
科
学
に
お
い
て
行
動
科
学
が
主
流
を
占
め
る
流
れ
や
疾
病
分
布
の
変
化
に

影
響
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ま
ず
は
じ
め
に
米
国
の
社
会
科
学
に
お
け
る
行
動
科
学
の
隆
盛
を

簡
単
に
追
う
こ
と
に
す
る
。
こ
の
動
き
は

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
を
単
純

に

「行
動
パ
タ
ー

ン
」
を
示
す
だ
け
の
言
葉
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

(
一
)
行
動
科
学
的
分
析

・
記
述
概
念

二
〇
世
紀
前
半
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
前
史
と
い
っ
た
も
の
を
見
て
み
れ

ば
、
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
に
至
る
ま
で
の
道
に
は
大
き
く
言

っ
て
二
つ
の
線

が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
集
団
に
焦
点
を
絞

っ
た
社
会
学
的
な
使
わ
れ
方
と
個

人
に
注
目
す
る
心
理
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
は
職
業
集
団
な
ど
の
社
会

的
地
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
あ
る
。
後
者
に
は
A
.
ア
ド
ラ
ー

の
個
人
心
理
学
理
論
の
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
で
は

「
個
人
」
は

「人
生

・
生
活

に
お
い
て
は
目
的
を
持

つ
行
為
者
」
と
さ
れ
、
個
人
の
独
自
性
や
方
向
づ
け
ら

れ
た
目
標
を
表
現
す
る
場
と
し
て
生
活
様
式
が
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た

基
礎
づ
け
か
ら
そ
の
後
の
世
代
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」

を
進
ま
せ
る
。

つ
ま
り

一
九
六
〇
年
前
後
に
は
社
会
学
者
は
、
労
働
者
階
級
や

都
市
近
郊
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と
い
っ
た
社
会
的

・
文
化
的
集
団
の
研
究

を
行

っ
た
。
ま
た

一
方
、
心
理
学
的
な
方
向
と
し
て

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概

(25
V

念
は

「パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ス
タ
イ
ル
」
研
究
に
適
合
し
て
い
っ
た
。

で
は
米
国
内
に
視
点
を
移
し
て
み
よ
う
。

一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
に
は
社
会
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科
学
の
分
野
に
お
い
て
人
間
の

「行
動
」
に

つ
い
て
の
研
究
、

つ
ま
り

「
行
動

科
学
」
が
主
流
を
占
め
は
じ
め
売
こ
と
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
目
立

っ
た
も
の

と
し
て
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

「
社
会
工
学
」
の
隆
盛
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

様

々
な
問
題
領
域
を
対
象
と
し
て
い

っ
た
。

「問
題
を
発
見
し
、
そ
れ
の
解
決

に
必
要
な
研
究
計
画
を
組
織
し
、
解
決
を

指
示
す
る
と
い
う
、
専
門
家
集
団
の
こ
う
し
た
活
躍
は
社
会
福
祉
に
止
ま
ら
ず

住
宅
問
題
、
非
行
問
題
、
都
市
再
開
発
、
教
育
等
多
く
の
領
域
に
及
ん
だ
。
そ

(26
V

こ
に
は
ま
た
行
動
科
学
の
成
否
が
か
か

っ
て
い
た
。」

し
か
し
こ
こ
に
は
、
社
会
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
社
会
工
学
的
行
動
科

学
に
よ
り
解
決
で
き
る
と
い
う
オ
プ

テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
潜
み
、
ま
た
人
間
の
行
動

に
問
題
原
因
を
設
定
し
、
社
会
問
題
解
決
の
た
め
に
は
個
詼
の
行
動
変
化
を
促

す
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
れ
ば
よ
い
と
い
う
安
易
な
前
提
が
あ

っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ

は
、
人
間
の
行
動
を
包
括
的
に
捉
え
る
視
点
が
欠
如
し
た
も
の
、

つ
ま
り
文
化

的

・
経
済
的
状
況
と
い
う
個
人
が
行
動
す
る
文
脈
や

「場
」
を
軽
視
し
た

「個

人
主
義
的
」
な
も
の

(問
題
の
原
因
を
個
人
の
行
動
に
見
る
、
人
間
を
社
会
文

化
的
文
脈
か
ら
切
り
離
す
、
と
い
う
意
味
で
個
人
主
義
的
)
で
あ

っ
た
。
結
局

社
会
工
学
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
下
で
の

「貧
困
と
の
戦

い
」
の
失
敗
と
と
も
に

い

っ
せ
い
に
非
難
を
あ
び
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
う
七
た
行
動
科
学
の
隆
盛
は

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
に
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
く
。・
人
間
の
行
動
を

「
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
語
で
説
明
す
る
の

だ
が
、
そ
の
際
に

「
行
動
パ
タ
ー
ン
」
が

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と
同

一
視
さ

れ
使
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
人
間
に
行
動
変
化
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
組
む
社
会
工
学

・
行
動
科
学
的
戦
略
は
、
同
様
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を

持

つ
公
衆
衛
生
学
的
実
践
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
戦
略
の
前
提
と

な
る
人
間
行
動
の
個
人
主
義
的
捉
え
方
、
ま
た
行
動
パ
タ
ー
ン
と
し
て

「
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
」
を
捉
え
る
こ
と
な
ど
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(二
)
公
衆
衛
生
学
的

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
の

「
個
人
主
義
的
」
傾
向

公
衆
衛
生
学
的

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
は
、
そ
の
特
徴

の
ひ
と
つ
と
し
て
、

「
個
人
主
義
的
」
傾
向
を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
そ
れ

が

「個
人
主
義
的
」
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
公
衆
衛
生
で
使
う

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
は
行
動
科
学
的
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
前
節
で
述
べ
た
行
動
科
学
が
持

つ

「
個
人
主
義
的
」
傾
向
を
そ
の

ま
ま
持

っ
て
い
る
。
そ
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
の
内
容
は
人
間
の

「行
動
」

に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
病
気
や
事
故
死
の
危
険
要
因
と
し
て
同
定
さ
れ
る
特

定
の
行
動

(例
え
ば
喫
煙
、
ア
ル

コ
ー
ル
や
ド
ラ
ッ
グ

の
使
用
習
慣
、
体
重
管

理
か
ら
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
装
着
に
い
た
る
ま
で
)
と
い
う
狭
い
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
。
「
自
己
表
現
」
と
し
て
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
が
持

つ
意
味
の
広

さ
と
は
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。
し
ば
し
ば

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
言

葉
と
と
も
に

「文
化
」
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
る
が
、
「行
動
の
差
」
を
単
純

に

「文
化
の
差
」
と
す
る
典
型
的
な
行
動
主
義
的
文
化
観
を
見
せ
る
。
ま
た
環

境

へ
の
適
応
と
し
て

「文
化
」
を
と
ら
え
る
生
態
人
類
学
的
な
観
点
も
持

っ
て

い
る
。
し
か
し

「
人
々
に
行
動
の
変
化
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
」
公
衆
衛
生
学
的

実
践
に
対
し
て
、
こ
う
し
た

「文
化
」
概
念
が
ど
れ
だ
け
有
益
な
も
の
か
は
非
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27
)

常
に
疑
問
で
あ
る
。

ま
た

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
は

「
伝
統
的
」
公
衆
衛
生

(環
境

・
制
度

・

社
会
と
い

っ
た
外
的
要
因
か
ら
予
防
に
接
近
す
る
方
法
論
を
理
想
と
す
る
立

場
)
か
ら
よ
く
批
判
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
批
判
の
多
く
は
そ
の

「
個
人
主
義

的
」
傾
向
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
に

「
個
人
主
義

的
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
が
予
防
医
学
と
同
列
の
方
法
を
取
る
ご
と

に
関
連
し
て
い
る
。・
ワ
ク
チ
ン
な
ど
の
化
学
物
質
か

「
正
し
い
知
識
」
と
い
う

科
学
的
知
識
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
両
者
は
外
的
要
因
を
軽
視
し
丶
個
人

に
対
し
て
予
防
手
段
の
介
入
を
集
中
さ
せ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
伝
統
的
」

公
衆
衛
生
の
環
境
ア
プ

ロ
ー
チ
と
対
比
さ

、

れ
る
形
で

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
論
は
個
人
主
義
的
で
あ
り
す
ぎ
る
」
と
の
批
判

が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

「犠
牲
者
非
難
」
と
の
関
わ
り
で
も
、
そ
の

「個
人

主
義
的
」
傾
向
を
指
摘
さ
れ
る
。
病
気
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
個
々
人
が
気
を

つ
け
れ
ば
よ
い
、
逆
に
言
え
ば
病
気
に
な
る
の
は

一
定
の
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」

を
と
り
続
け
、
行
動
を
変
え
な
い
個
人
の
責
任
で
あ
る
と
す
る

「犠
牲
者
非
難
」

的
見
方
が

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論

に
潜
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は

「
自

己
表
現
」
と
し
て
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
に
内
在
し
て
い
た

「犠
牲
者
非
難
」

の
論
理
と
伺
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
衆
衛
生
学
的

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論

の
場
合
に
は

「
『正
し
い
知
識
』
を
与
え
ら
れ
た
人
間
は
当
然
自
ら
危
険
を
回

避
す
る
」
と
い
う
個
人
主
義
的
で
、
さ
ら
に
科
学
合
理
的
な
人
間
観
が
前
提
と

(28
V

さ
れ
結
果
と
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
人
間
を
社
会
や
文
化
と
い
っ
た
大
き
な
文
脈
か
ら
切
り
離
し
、
科

学
合
理
的

・
自
律
的
に
行
動
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
点
が
「個
人
主
義
的
」

と
言
え
る
。

(三
)
公
衆
衛
生
学
的

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
の
出
現

最
後
に

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
が
公
衆
衛
生
の
中
心
を
占
め
て
く
る
流
れ

を
、
ま
ず
疾
病
分
布
の
変
化
と
い
う
歴
史
か
ら
、
次
に
公
衆
衛
生
内
部
の
文
脈

か
ら
捉
え
て
み
る
。

・

一
九
世
紀
末
か
ら

一
九
五
〇
年
代
に
い
た
る
細
菌
学
と
そ
れ
に
続
く
免
疫
学

の
進
歩
は
地
球
上
の
疾
病
分
布
パ
タ
ー
ソ
を
塗
り
替
え
て
し
ま
い
、
「科
学
の

勝
利
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
を
築
き
上
げ
る
。
そ
れ
ま
で
治
療
や
予
防
が
で
き
ず

に
大
量
の
死
亡
者
を
出
し
続
け
て
い
た
感
染
性
疾
患
が
次

々
と
こ
の
時
代
に
人

,

類
の
脅
威
で
は
な
く
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

代
表
例
を
あ
げ
る
と
、
ペ
ニ
シ
リ
ン
の
発
見

.(
一
九
二
八
年
)
は
多
く
の
細

菌
性
疾
患
の
治
療
に
効
果
を
見
せ
、
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ソ
の
発
見

(
一
九
四

三
年
)
に
続
く
、
カ
ナ
マ
イ
シ
ン
な
ど
の
発
見
は
結
核
を
治
療
可
能
に
し
た
。

ま
た
免
疫
学
の
発
展
に
よ
り

一
九
四
〇
年
代
に
イ
ソ
フ
ル
エ
ン
ザ
、
発
疹
チ
フ

ス
、
黄
熱
に
対
す
る
有
効
安
全
な
ワ
ク
チ
ソ
開
発
が
可
能
に
な

っ
た
。

こ
う
し
て
そ
れ
ま
で
何
世
紀
に
も
わ
た

っ
て
人
類
の
脅
威
で
あ
り
続
け
た
死

に
至
る
病
の
多
く
が
飼

い
慣
ら
さ
れ
た
結
果
、
感
染
性
疾
患
に
よ
る
死
亡
率
の

激
減
を
引
き
起
こ
し
、
平
均
余
命
の
延
長
に
直
接
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

一
九

四
〇
～
五
〇
年
代
に
は
科
学
に
対
す
る
信
仰
が
人
類
の
感
染
死
か
ら
の
解
放

」と

い
う
具
体
的
成
果
を
伴

っ
て
頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
人
類
が
病
死
か
ら
永
久
に
解
放
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
感
染
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性
疾
患
の
影
響
か
ら
逃
れ
た
瞬
間
、
そ
れ
ま
で
陰
に
隠
れ
て
い
た
慢
性
疾
患
が

表
面
に
浮
き
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

心
臓
病
に
代
表
さ
れ
る
慢
性
疾
患

の
増
加
と
平
均
余
命
の
延
長
と
い
う
現
象

と
は
表
裏

一
体
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ま
で
人
類
の
多
く
は
慢
性
疾
患
で

命
を
落
と
す
前
に
感
染
性
疾
患
で
死
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
今
世
紀

は
じ
め
に
お
け
る
米
国
の
三
大
死
因
は
、
第

一
位
が
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
お
よ
び

肺
炎
で
あ
り
、
第
二
位
以
下
は
結
核
、
下
痢
及
び
腸
炎
と
続
い
て
い
た
。
す
べ

て
感
染
性
疾
患
で
あ
り
主
に
若
年
層

に
患
者
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が

一
九
〇

〇
～
五
六
年
の
間
に
結
核
、
肺
炎
、
流
感
に
よ
る
死
亡
率
は
な
ん
と
九
〇
%
の

減
少
を
み
せ
、

一
九
五
七
年
の
平
均
余
命
は

一
九
〇
〇
年
に
比
べ
て
二
十
三
年

伸
び
て
い
る
。

一
九
五
〇
年
代
の
三
大
死
因
は
心
臓
病
、
が
ん
、
、脳
血
管
損
傷

(29
)

と
い
う
順
位
に
な

っ
て
お
り
、
老
人
層
の
患
者
が
多
く
な

っ
て
い
る
。

科
学
進
歩
の
結
果
、
皮
肉
に
も

一
九
六
〇
年
代
に
は
科
学
へ
の
楽
観
的
な
称

賛
の
言
葉
は
聞
か
れ
な
く
な
る
。
前
述
し
た
社
会
工
学
の
失
敗
な
ど
、
様
々
な

要
因
が

こ
の
科
学
不
信

の
雰
囲
気
づ
く
り
に
関
わ

っ
て
い
る
が
、
健
康

の
分
野

で
は
慢
性
疾
患
の
増
加
が
ひ
と
つ
の
原
因
と
な

っ
て
い
る
。
抗
生
物
質
や
ワ
ク

チ
ン
と
い
う
科
学
の
力
で
は
駆
逐
で
き
な
い
も
の
が
残

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
当

然
と
い
え
ば
当
然
の
結
果
で
あ
る
。

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
が

一
九

六
〇
年
代
以
降
に
公
衆
衛
生
で
中
心
を
し

め
る
の
は
以
上
の
疾
病
パ
タ
ー
ン
の
変
動
が
契
機
と
な

っ
て
い
る
。

変
動
以
前
の
時
代
、
つ
ま
り
感
染
性
疾
患
と
い
う
難
解
な
パ
ズ
ル
に
明
快
な

答
え
を
用
意
し
た
細
菌
学
が
発
達
す
る

「科
学
の
勝
利
」
の
時
代
に
宀
伝
統
的
」

公
衆
衛
生
の
存
在
基
盤
は
崩
壊
を
迎

え
て
い
た
。
環
境
や
社
会
の
改
革
と
い
う

大
規
模
で
金

の
か
か
る
こ
と
を
せ
ず
と
も
、
注
射

一
本
に
よ
る
予
防
や
治
療
で

人
間
は
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
細
菌
学

や
免
疫
学
に
よ
る
治
療
や
化
学
的
予
防
が
通
用
し
な
い
慢
性
疾
患
の
時
代
に
な

る
と
、
行
動
に
焦
点
を
置
き
予
防
教
育
を
中
心
と
す
る

「
ラ
イ
フ
ス
ダ
イ
ル
」

論
が
重
宝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
戦
後
の
米
国
に
お
と
ず
れ
た
公
衆
衛

生
の
没
落
は
方
法
論
的
な
失
敗
で
は
な
い
、
実
際
に
は
役
立

っ
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
成
果
の
ア
ピ
ー
ル
に
失
敗
し
た
り
政
治
に
疎
い
こ
と
が
公
衆
衛
生
の
衰

(
03
)

退
に
結
び

つ
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
反
省
も
う
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
感
染

性
疾
患
の
時
代
に
お
か
し
た
存
在
意
義
の
証
明
失
敗
を
次
の
時
代
に
は
持
ち
越

す
ま
い
と
い
う
決
意
も
原
動
力
と
な
り
、
慢
性
疾
患
の
時
代
に

「
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
」
論
を
強
く
主
張
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
う
し
て
慢
性
疾
患
予
防
と
し
て
確
立
さ
れ
た

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
と

そ
れ
を
土
台
に
し
た
予
防
教
育
を
感
染
性
疾
患
で
あ
る
エ
イ
ズ
に
流
用
し
た
理

由
は
、
慢
性
か
感
染
性
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
予
防
の
際
に
問
題
と
な
る
要

因
が
重
要
視
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
ワ
ク
チ
ソ
が
な
い
こ
と
、
予
防
に

は

「行
動
」
へ
の
注
目
が
重
要
と
さ
れ
た
こ
と
が
決
め
手
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
な
ぜ

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
が
公
衆
衛
生
の
中
心
に
な

っ
て
き
た

か
は
、
「伝
統
的
」
公
衆
衛
生
と

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
の
う
ち
ど
ち
ら
の

方
法
論
が
予
防
に
効
果
的
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
も
、
あ
ま
り
明
確
に

答
え
は
出
て
こ
な
い
。
ど
ち
ら
か

一
方
だ
け
で
は
予
防
が
効
果
的
に
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
論
が
出
現

し
て
く
る
過
程
は
か
な
り
状
況
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
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W

お
わ
り
に

ー

「犠
牲
者
非
難
」
の
文
化
分
析

へ
ー

こ
れ
ま
で
追

っ
て
き
た

「個
人
主
義
」
解
釈
の
先
鋭
化
に
よ
る

「
ラ
イ
フ
ス
.

タ
イ
ル
」
の
出
現
と
、
公
衆
衛
生
学
内
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
の
出
現
と
い

う

二
つ
の
流
れ
の
間
に
確
固
た
る
因
果
関
係
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か

く
、
た
だ
確
実
な
の
は
米
国
で
は

「
個
人
」
を
強
調
す
る
傾
向
が
エ
イ
ズ
直
前

の
状
況
を
組
み
立
て
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た

「
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
は
単
に
状
況
の
写
し
鏡
で
は
な
く
、
現
実
に
影
響
を
与
え
、

状
況
を
作
り
出
す
決
定
的
要
素
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
」
と
い
う
新
し
い

「象
徴
」
が
米
国
文
化
内
で
生
ま
れ
た
と
言
え
る
。

ど
ち
ら
の

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
概
念
も

「個
人
主
義
」
的
な
人
間
観
を
持

っ
て
い
る
た
め

「犠
牲
者
非
難
」
を
論
理
的
に
導
く
と
言
え
る
が
、
た
だ
論
理

・
概
念
的
に

「個
人
主
義
」
的
な
だ
け
で
は

「犠
牲
者
非
難
」
は
漠
然
と
し
た

姿
を
と
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
米
国

「個
人
主
義
」
文
化
の
持

つ
世
界
観
と

エ
ト
ス
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
象
徴
で
表
現

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「犠
牲
者
非
難
」
は
、
米
国
文
化
内
に
お
い
て
圧
倒
的

な
知
的
感
情
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
伴
い
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

米
国
と
い
う
特
定

の
文
化
的
文
脈

に
お
い
て
、
エ
イ
ズ

の

「
犠
牲
者
非
難
」

が
い
か
に
組
み
立
て
ら
れ
た
か
を
示
し
、
そ
の
具
体
的
事
例
を
提
示
す
る
こ
と

は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
文
化
的
真
空
で
は
な
く
圧
力
の
中

で
生
じ
た
こ
と
は
、
本
稿
が
文
化
分
析
に
よ
り
示
し
た
エ
イ
ズ
直
前
の
状
況
を

考
え
れ
ば
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
思
う

。
ま
た
、
文
化
的
圧
力
の
中
で
生
じ
た
こ

と
は
ラ
ベ
ル
貼
り
に
例
え
ら
れ
る
単
純
な

「
病
気
の
意
味
づ
け
」
で
は
な
く
、

複
雑
な
相
互
作
用
で
あ
り
、
文
化
的
に
構
築
さ
れ
る

「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
関
連

し
た
深
み
の
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
う

し
た
理
解
は
、
文
化
を
完
全
に
無
視
し
て
し
ま
う
か
、
阻
害
要
因
や
適
応
要
因

と
し
て
し
か
み
な
い
方
法
よ
り
も
、
実
践
的

(公
衆
衛
生
学
的
実
践
、
そ
し
て

ま
た
反
差
別
へ
の
実
践
)
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
化
分
析
に
よ
り

「文
化
」
を
正
面
か
ら
扱
う
こ
と
が
重

要
と
な
る
の
で
あ
る
。

注(1
)
ρ
O
国
国
胃
目
N
"
目
9

ぎ
什興
買
簿
註

8
ω
o
h
9

巨

お
。。
し

O
認
"
Ud
琶

oじU
o
o犀
9

P
犀

宀
吉
田
禎
吾
他
訳

『
文
化
の
解

釈
学
1
』
岩
波

現
代
選

書
、

一
九
八
七
年

、

二
四
頁
。
凵
邦
訳
を
参
考
に
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
が
、
本
文
中
の
引
用
は
田
中
が

訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

(2
)
文
化
分
析
が
文
化
入
類

学
の
す
べ
て
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
中

心
の

ひ
と

つ
で
あ
ろ
う

。
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
も
と
つ

い
た
文
化
分
析

の
実
践

例
と

し
て
、
ρ
O
国
国
菊
弓
N

"彡
勺
o
窃
o
P

目
§
Φ
矯
o
ロ
α
O
o
巳

ロ
o
什
貯

bd
p
鐸
置
8
①
堕
言

O
.O
国
国
図
↓
N
(ド
㊤
刈
ω
),

[
「
バ

リ

に

お

け

る

人

間

・
時

間

・
行
為

ー

文

化

の

分

析

に
関
す

る
考
察
」

『文
化

の
解

釈
学

皿
』
凵

ま
た
は
小
泉
潤

二

「
マ
ム
の
時
間
象

徴

グ

ア
テ

マ
ラ
の
事
例
ど
文
化
分
析

の

一
方
向
」
吉

田
禎
吾
編

『
異
文
化

の
解

読
』

一
九

八
九
年

、
平
河
出
版
社

、
を
参
照
さ
れ
た

い
。
ま
た
本
稿

で
言
及
さ
れ

る

「
文
化
分
析
」
は
先

の
論
文
を
参
考

に
さ
せ

て
い
た
だ
き

、
自
分
な
り

に
ま
と

め
た
も

の
で
あ
る
。

.

(
3
)
引
用
文
だ
け

で
は
、
訳
文

の
関
係
上
、
通
常
性
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
重
点

を
置

い
て

い
る
よ
う

に
み
え
る
が
、
す
ぐ
見
る
よ
う
に
そ
う
で
は
な

い
。
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(4
)

例
え
ば

、
進

化
論
、
構

造

・
機

能
主
義
、
文
化
相
対

主
義
、
文
化
と
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ

ィ
論
、.
新

進
化
論
、
構
造
主
義
な
ど
は

「
人
間

(普
遍
)
と
文
化

(個
別
)」

の
関
係
を
捉
え
る
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
枠
組
み
を
持

っ
て

い
る
。

こ
こ
で
は
同
列
に

並
べ
た
が

「
理
論
」
と
し
て
同

一
線
上
に
あ
る

の
で
は
決
し
て
な
く
、
「
世
界
に

.

お
け
る
生

(一凶臨Φ
)
の
多
様

性
と
い
う
事
実
」

に
向

き
合
う
際

に
示

す
独
自

の

「
態

度

・
姿
勢
」
を
持

つ
点

で
同
じ
時
元

に
並
び
う

る
と
考

え
る
。

(
5
)
ギ
ア

ツ
解
釈
学

の
特
徴
を
理
解
す
る
た
め

に
は
次

の
論
文
を
参
照
さ
れ
た

い
。

小
泉
濁

二

「
ギ

ア
ツ
の
解
釈
」
江
淵

一
公

・
伊
藤
亜
人
編

『
儀
礼
と
象
徴
』

一
九

八
三
年

、
九
州
大
学

出
版
会

。
ま
た
本
文
中

に

「
三

つ
だ
け
」

あ
げ
た

の
は
紙
幅

の
都
合

に
よ
る
田
中

の
選
択

で
あ
る
。

(6
)
小
泉

、
同
書

、
五

二
頁
。

(7
)
同
書
、
五
四
頁
。

(8
)
同
書
、
五
五
頁
。

(9
)
同
書
、
五
九
頁
。

(
10
)
「
解
釈
」
ア
プ

ロ
ー
チ
は
文
化
分
析
だ
け

に
限
ら
れ
る
も

の
で
は
な

い
。
文
化

分
析
を
志
向
し
た
研
究

で
は
な
く

て
も

、
例

え
ば
M

.
ウ

ェ
ー
バ
ー
や

C
.
ギ

ソ

.ズ
ブ

ル
グ
ら

の
著
作
か

ち
、
わ

れ
わ
れ

は
示
唆

を
得

る
こ
と
が

で
き

る
。

(
11
)
∪
ト
》
Z
U
メ

巴

b
巳
ε
同
ρ
コ

ω8
ω
Φ
}
譽

血
国
$
嵩
昌
αq
レ
Φ
刈
8
、]≦
8
ヨ
日
き

勺
ロ
ぴ
,

目
ω臣
昌
αq
O
o
こ
ぎ
o
;
や
ト⊃
QQ
H
●

.
(
12
)
こ
れ
は
ラ

ン
デ

ィ
が
人
類

学
を
未

開
社
会

(前
産

業
社
会
)
研
究

に
限
定

し
、

さ
ら
に

医
療

人
類
学
を
そ
う
し
た
人
類
学

の
下
位
分
野
と
し
て
し
か
位
置
づ
け
て

い
な

い
こ
と
か
ら
派
生
す
る
限
界
で
あ
る
。
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)
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勺
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冨
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霽
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彡
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ω
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づ
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け
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冩

它
霙
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く
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ω
o
h
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葺
げ
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δ
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尊
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暮
ξ

8

9
0
讐
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o
匿

ざ
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…
ω
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冒

器

ち

O
ρ

戸
犀

.(以

上

、

引

用

順

)

(15

)

R

.

シ
ル

ツ

『
そ

し

て

エ
イ
ズ

は
蔓

延

し

た

』

上

下
巻

、

一
九

九

一
年

(
一
九

八
七

年
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AIDS and the 'life-style' concepts in the context of the American culture. 
           -The cultural analysis of the American 'individualistic' culture 

                                     just before the emergence of AIDS -

   This paper attempts to grasp the cultural situations in the U.S.A. just before the emergence of AIDS. 

It means to understand what happened to the American 'individualistic' culture in the 1960-70's.This is 

the preparation for the study that analyzes AIDS, especially 'victim-blaming', under the present circum-

stances. For the paper's purposes, it is essential to pay attention to the relationships between AIDS and the 
'life-style'concepts

, because it is to realize the role of these new concepts in the period showed the radical 

interpretations of 'individualism'. So the paper scrutinizes two 'life-style' concepts, the first is of 
"self-expression' and the second of the Public Health , and their cultural-historical backgrounds. 

    These new concepts have the particularity, because they were constructed, interpreted and recog-

nized in the world view and ethos that the American 'individualistic' culture originally has. So the 'vic-

tim-blaming' that has emerged in the U.S.A. through these concepts after AIDS takes on the particulari-

ty. 

   And the cultural analysis in the paper will clarify that the 'life-style' concepts, and the 'victim~blam-

ing' too, emerged not in the cultural vacuum, but in the 'culture'.

Key Words 

   AIDS, 'life-style
//concept

, the American 'individualistic' culture, cultural analysis,
%victim -blaming' .

、
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AIDS and the "life-style" concepts in the context of the American culture. 
- The cultural analysis of the American "individualisticH culture 

just before the emergence of AIDS-

This paper attempts to grasp the cultural situations in the D .S.A. just before the emergence of AIDS. 

It means to understand what happened to the American "individualisticH culture in the 1960-70's.This is 

the preparation for the study that analyzes AIDS, especially "victim-blamingH
, under the present circum

stances. For the paper's purposes, it is essential to pay attention to the relationships between AIDS and the 

"life-styleH concepts, because it is to realize the role of these new concepts in the period showed the radical 

interpretations of "individualismH
• So the paper scrutinizes two "life-styleH concepts, the first is of 

"self-expressionH and the second of the Public Health, and their cultural-historical backgrounds. 

These new concepts have the particularity, because they were constructed, interpreted and recog

nized in the world view and ethos that the American "individualisticH culture originally has. So the "vic

tim-blamingH that has emerged in the D.S.A. through these concepts after AIDS takes on the particulari

ty. 

And the cultural analysis in the paper will clarify that the "life-style" concepts, and the "victim-blam

ing" too, emerged not in the cultural vacuum, but in the "culture". 

KeyWords 
AIDS, "life-style" concept, the American "individualisticH culture, cultural analysis, "victim-blaming". 


