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近
代
政
治
理
論
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

中

村

敏

子

一
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
説
に
お
け
る
結
婚
と
家
族

本
稿
は
、
近
代
国
家
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
し
た
ロ
ッ
ク
の
政
治
理
論
が
、
女
性
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
問
題
を
持
っ
て
い
た
か
を
分

析
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
こ
こ
で
は
、
彼
の
家
族
や
女
性
に
関
す
る
議
論
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
登
場
し
た

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
議
論
を
、
彼
の
議
論
の
背
景
に
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
説
と
共
に
考
察
す
る
。

一
九
七
〇
年
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
運
動
以
来
、
女
性
た
ち
は
、
自
由
と
平
等
を
標
榜
し
社
会
契
約
に
基
づ
き
成
立
し
た
と
さ
れ
る
近

代
国
家
に
お
い
て
、
な
ぜ
自
分
た
ち
が
男
性
と
同
じ
よ
う
な
自
由
と
平
等
を
享
受
で
き
な
い
か
を
問
う
て
き
た
。
そ
し
て
、
近
代
国
家
に

お
い
て
は
国
家
と
家
族
が
分
離
さ
れ
、
女
性
が
家
族
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
こ
と
が
そ
の
主
要
な
問
題
構
造
と
し
て
あ
る
こ
と
を
解
明

し
て
き
た
。
そ
の
構
造
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
し
た
の
が
ロ
ッ
ク
の
政
治
理
論
で
あ
る
。
彼
は
、
王
の
権
力
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
父
の

権
力
か
ら
の
継
承
に
よ
る
と
す
る
神
授
権
説
に
対
し
て
、
家
族
と
国
家
を
分
離
し
、
家
族
に
お
け
る
父
の
権
力
と
国
家
に
お
け
る
王
の
権

力
は
異
な
る
と
し
た
う
え
で
、
国
家
権
力
の
形
成
に
関
わ
る
理
論
を
提
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
国
家
は
神
の
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
間
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の
「
作
為
」
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
家
族
と
い
う
領
域
は
、
中
世
以
来
変
わ
ら
ず
神
の
秩
序

の
中
に
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
熱
心
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
、
家
族
関
係
が
神
の
支
配
す
る
領
域
で

あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ロ
ッ
ク
の
思
想
の
考
察
に
は
、
彼
に
影
響
を
与
え
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
説
の
中
で
女

性
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
に
関
す
る

１
）

拙
稿
に
お
い
て
、
西
洋
に
お
い
て
は
聖
書
の
「
創
世
記
」
が
男
女
関
係
の
原
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
し
、
そ
こ
に
カ
ト

リ
ッ
ク
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
が
付
け
加
わ
っ
て
、
女
性
や
性
に
つ
い
て
の
否
定
的
教
説
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
れ

で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
批
判
と
し
て
登
場
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
説
に
お
い
て
は
、「
創
世
記
」が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
男

女
の
関
係
や
家
族
が
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
、
ル
タ
ー
の
教
説
を
中
心
に
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
改
革
運
動
は
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
有
様
に
対
す
る
批
判
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク

の
教
説
と
反
対
の
教
説
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
拙
稿
で
み
た
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
聖
書
の
記
述
に
は

な
い
さ
ま
ざ
ま
な
教
義
を
付
け
加
え
、
自
ら
の
組
織
の
重
要
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
主
張
に
は
、
ま
ず
そ

の
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
の
核
心
に
あ
る
「
恩
寵
の
み
、
信
仰
の
み
」
と
い
う
主
張
が
で

て
く
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
聖
書
に
書
か
れ
た
内
容
の
み
に
基
づ
く
信
仰
を
め
ざ
し
た
。

こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
も
「
創
世
記
」
の
話
は
重
要
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
彼
ら
の
神
学
は
、
原
罪

の
再
解
釈
と
、
そ
れ
が
神
と
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
持
つ
含
意
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で

２
）

あ
る
。」
ル
タ
ー
は
、「
楽
園
」
に
お

け
る
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
神
に
対
す
る
反
抗
が
人
間
を
完
全
に
腐
敗
さ
せ
た
の
で
、
人
間
は
キ
リ
ス
ト
の
恩
寵
に
よ
っ
て
し
か
救
わ
れ
な
い

と
説
い
た
。
こ
れ
は
、
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
主
流
と
な
っ
た
、
現
世
に
お
け
る
人
間
の
行
為
に
よ
り
神
の
恵
み
を
回
復
で
き

る
と
す
る
主
張
に
対
抗
す
る
も
の
だ
っ
た
と

３
）

い
う
。
ま
た
ル
タ
ー
派
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
独
身
主
義
に
対
し
て
家
族
生
活
の
重
要
性
を
主
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張
し
た
。
こ
れ
は
、「
創
世
記
」
の
記
述
に
お
け
る
「
産
め
よ
、
増
え
よ
」
と
い
う
神
の
言
葉
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ

４
）

っ
た
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
聖
書
を
字
義
ど
お
り
に
読
む
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
聖
書
に
書
か
れ
た
こ
と
は
真
実
で
あ

る
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
物
語
は
歴・
史・
と
し
て
理
解
さ

５
）

れ
た
。
そ
の
よ
う
な
読
み
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ヴ

が
「
楽
園
」
に
お
い
て
蛇
に
唆
さ
れ
「
原
罪
」
の
も
と
を
つ
く
っ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
、
夫
に
従
う
よ
う
神
が
命
令
し
た
こ
と
は
、
歴・
史・

的・
事・
実・
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
ル
タ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
神
の
命
令
ゆ
え
に
、
女
性
は
自
分
の
意
志
に
従
っ
て
生
き
て
は
い
け
な
い
、
す
べ

て
夫
に
従
い
な
さ
い
と
教

６
）

え
る
。
ま
た
、
神
が
女
性
を
ア
ダ
ム
の
肋
骨
か
ら
創
っ
た
の
は
、
女
性
が
彼
の
上
に
立
つ
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
男
性
も
女
性
も
神
が
創
ら
れ
た
よ
う
に
あ
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
男
性
と
女
性
の
関
係
を
太
陽
と
月
に
な

ぞ
ら
え
、
太
陽
の
方
が
優
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
、
そ
れ
は
神
が
そ
の
よ
う
に
創
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
人
間
が
変
え
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
と
い
う
の
で

７
）

あ
る
。（
こ
れ
は
女
性
を
抑
圧
す
る
言
説
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
儒
教
の
陰
陽
説
と
同
じ
主
張
で
は
な
い
か

）す
な

わ
ち
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
に
お
い
て
も
、
女
性
に
対
す
る
男
性
の
支
配
は
、
神
の
定
め
た
も
の
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
、
女
性
の
本
性
や
役
割
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
で
、

相
違
よ
り
も
類
似
性
の
方
が
多
い
と
分
析
さ
れ
て

８
）

い
る
。

両
者
の
最
も
大
き
な
相
違
は
、
男
女
関
係
お
よ
び
家
族
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
お
い
て
は
、

男
女
の
性
関
係
そ
し
て
結
婚
は
否
定
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
ル
タ
ー
は
、
神
が
イ
ヴ
を
創
り
ア
ダ
ム
に
与
え
た

こ
と
こ
そ
、
男
女
が
結
婚
す
る
こ
と
を
神
が
意
図
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
女
性
は
生
殖
の
「
助
け
手
」
と
し
て

創
ら
れ
た
。「
原
罪
」
の
後
に
は
そ
こ
に
邪
悪
な
欲
情
が
混
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
結
婚
の
本
来
の
目
的
は
今
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
神
は
男
女
間
の
愛
こ
そ
、
最
も
偉
大
で
純
粋
な
愛
で
あ
る
と
し
た
の
だ
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
結
婚
は
、
子
ど
も
を
産
み
、
欲

情
を
ひ
と
つ
の
回
路
に
誘
導
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
存
在
す
る
と
さ
れ
た
。
結
婚
に
よ
り
二
人
は
、
相
互
に
相
手
の
「
囚
わ
れ
の
身
」
と
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な
り
、
欲
情
を
そ
こ
に
囲
い

９
）

こ
む
。
こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
同
様
「
原
罪
」
と
欲
情
を
結
び
つ
け
そ
れ
を
否
定
す
る
と

い
う
原
則
を
取
り
な
が
ら
、
結
婚
と
い
う
制
度
に
お
い
て
は
そ
れ
が
許
さ
れ
る
と
教
え
た
の
で

10
）

あ
る
。

ル
タ
ー
は
、
結
婚
の
目
的
そ
し
て
主
要
な
義
務
と
は
子
ど
も
を
産
む
こ
と
だ
と
述
べ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
は
、
単
に
子
ど

も
が
生
ま
れ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
も
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
異
教
徒
に
も
子
ど
も
は
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、

子
ど
も
が
神
に
奉
仕
し
、
神
を
讃
え
、
神
を
崇
拝
す
る
よ
う
育
て
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
彼
ら
が
天
国
へ
至
る
こ
と
の
で
き
る

ま
っ
す
ぐ
な
道
な
の
だ
と
教
え
る
の
で

11
）

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
義
務
を
果
た
す
父
と
母
は
、
子
ど
も
に
対
し
て
は
使
徒
で
あ
り
、
司
教
で
あ

り
、
ま
た
司
祭
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
が
子
ど
も
た
ち
に
福
音
を
教
え
る
か

12
）

ら
だ
。

子
ど
も
に
対
し
て
は
こ
の
よ
う
に
父
と
母
が
同
列
に
置
か
れ
て
い
て
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
男
女
の
間
で
は
、
女
性
が
男
性
に
従

う
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ル
タ
ー
は
、
女
性
の
天
職
は
子
ど
も
を
産
む
こ
と
で
あ
り
、
夫
に
従
っ
て
家

政
を
受
け
持
つ
こ
と
で
あ
る
と
教
え
た
。
女
性
は
神
に
よ
り
そ
の
よ
う
に
創
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
の
こ
と
を
肉
体
の
形
態
と

結
び
つ
け
て
弁
証
し
た
。「
男
性
は
広
い
胸
と
小
さ
な
腰
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
知
恵
を
持
つ
。
女
性
は
家
に
い
る
べ
き
な
の
だ
。
な

ぜ
な
ら
女
性
は
大
き
な
腰
と
尻
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
静
か
に
座
っ
て
い
る
べ
き
な
の
だ
か
ら
。」「（
女
性
は
言
葉
を
持
っ
て
い
る
が
、）
彼

女
た
ち
は
ば
か
げ
た
や
り
方
で
脈
絡
も
な
く
話
す
。
穏
健
さ
と
い
う
も
の
な
し
に
す
べ
て
を
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
し
、
乱
暴
に
話
す
。
こ
こ
か

ら
、
女
性
は
家
政
の
た
め
に
創
ら
れ
、
男
性
は
秩
序
を
保
ち
、
世
界
の
物
事
に
つ
い
て
統
治
し
、
戦
い
、
そ
し
て
正
義
に
関
わ
る
こ
と
を

扱
う
こ
と
が
わ
か
る
。」「
女
性
が
賢
く
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
ほ
ど
、
彼
女
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
こ
と
は

13
）

な
い
。」こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
は
、

男
女
の
性
別
役
割
が
神
に
よ
り
創
ら
れ
、
男
性
は
統
治
を
受
け
持
ち
、
女
性
は
無
秩
序
の
世
界
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
肉
体
的
形
態
に
関

連
づ
け
て
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ル
タ
ー
は
結
婚
生
活
を
肯
定
し
て
も
、
そ
こ
に
お
け
る
男
性
支
配
は
神
の
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
ク
ロ
ー
サ
ー
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に
よ
れ
ば
、
ル
タ
ー
派
は
、
社
会
的
不
平
等
は
神
の
意
志
に
よ
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
、
統
治
す
る
人
は
そ
の
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て

い
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
と

14
）

い
う
。
そ
し
て
結
婚
に
お
け
る
男
女
の
関
係
は
、
社
会
秩
序
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
し
て
重
要
だ
と
考
え
て

い
た
。
き
ち
ん
と
し
た
結
婚
関
係
が
な
け
れ
ば
、
真
の
統
治
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
悪
魔
に
唆
さ
れ
や
す
い
イ
ヴ
の
子
孫
で
あ
る

女
性
た
ち
は
、
し
っ
か
り
押
さ
え
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

15
）

っ
た
。
ル
タ
ー
の
考
え
た
家
族
に
お
い
て
、
男
性
の
権
力
は
そ
れ
ほ
ど
強
調

さ
れ
な
い
。
結
婚
生
活
に
お
け
る
愛
情
の
重
要
性
が
強
調

16
）

さ
れ
、
男
性
は
妻
を
「
棍
棒
」
な
ど
の
武
器
で
は
な
く
、
優
し
い
言
葉
に
よ
っ

て
統
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
ら

17
）

れ
る
。
し
か
し
、
男
性
の
支
配
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
単
に
努
力
目
標

と
な
ろ
う
。

一
般
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
家
族
に
お
い
て
男
性
が
主
人
と
し
て
家
族
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
状
況
を
、
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
宗
教
改
革
は
、
教
会
の
持
っ
て
い
た
権
力
を
男
性
が
自
分
た
ち
の
手
に
握
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
が
、
そ
の
こ

と
は
、
家
族
に
お
い
て
男
性
に
よ
る
女
性
に
対
す
る
抑
圧
を
増
す
と
い
う
状
況
を
生
み
出
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
教
会
に
代
わ
っ
て
男
性
が
、

自
分
の
家
族
に
お
け
る
「
司
祭
で
あ
り
、
司
教
で
さ
え
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
男
性
は
、
彼
の
統
治
下
に
あ
る
家
族
の
敬
虔
な
行
動

に
責
任
が
あ
っ
た
。」
こ
う
し
て
「
宗
教
改
革
は
、
男
性
が
女
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
性
を
増
し
、
そ
の
た
め
の
権
力
を
高
め
た
の

で
あ

18
）

っ
た
。」

以
上
み
た
よ
う
に
、
ル
タ
ー
の
教
え
は
、
結
婚
や
家
族
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
「
道
徳
的
な
悪
」
と

い
う
属
性
か
ら
女
性
を
解
放
し
た
が
、
家
族
に
お
け
る
男
性
支
配
を
神
の
定
め
た
も
の
と
規
定
し
、
さ
ら
に
家
族
に
お
け
る
性
別
分
業
を
、

肉
体
的
形
態
の
違
い
と
関
連
さ
せ
て
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
女
性
に
関
す
る
教
え
を
考
察
し
た
ダ
グ
ラ
ス
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
に
あ
る
よ
う

な
結
婚
に
関
す
る
縛
り
を
、
非
人
間
的
で
、
神
の
与
え
て
く
れ
た
生
殖
と
い
う
贈
り
物
に
反
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
、
結
婚
と
は
男
女
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双
方
に
と
り
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
主
張
は
一
般
に
信
徒
に
自
由
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
女
性
に
関
し
て

み
る
と
、
状
況
は
従
来
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
宗
教
改
革
者
た
ち
は
、
家
父
長
制
的
な
結
婚
を
神
の
与
え
た
も
の
と
考
え

て
お
り
、
そ
れ
を
単
に
愛
情
と
尊
敬
に
よ
っ
て
人
間
的
な
も
の
に
す
る
べ
き
だ
と
し
た
。
女
性
は
子
ど
も
を
教
え
た
り
、
家
政
の
管
理
を

す
る
の
は
自
由
だ
が
、
家
庭
の
主
人
で
あ
る
夫
に
従
う
べ
き
で
あ
り
、
夫
に
よ
る
暴
力
行
為
さ
え
、
重
大
な
怪
我
や
信
仰
の
放
棄
と
い
う

危
険
が
な
け
れ
ば
、
辛
抱
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
は
結
婚
に
お
け
る
相
互
性
を
重
視
し
て
、
婚
姻
に
お

け
る
夫
の
権
力
は
、「
王
国
に
お
け
る
も
の
と
い
う
よ
り
社
会
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
彼
の
「
創
世
記
」
解
釈
に
お
い
て
は
、

ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
伴
侶
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と

19
）

い
う
。
し
か
し
彼
も
、
女
性
た
ち
の
知
的
能
力
に
対
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
敬

意
を
払
わ
な
か
っ
た
と

20
）

い
う
。

ダ
グ
ラ
ス
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
解
釈
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、
結
婚
の
目
的
が
生
殖
や
欲
情
の
回
避
で
は
な
く
、
相
互
に
愛

し
合
い
助
け
合
う
と
い
う
も
の
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
点
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
結
婚
お
よ
び
家
族

に
関
す
る
教
え
の
内
容
が
、
男
女
が
愛
情
で
結
び
つ
き
、
性
別
分
業
に
よ
り
家
庭
を
運
営
し
て
い
く
と
い
う
「
近
代
家
族
」
の
モ
デ
ル
を

提
供
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
家
族
に
お
い
て
も
、
家
父
長
制
が
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
説
を
前
提
と
し
て
、
ロ
ッ
ク
の
議
論
を
考
察
す
る
。

１
）

中
村
敏
子
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」『
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
』
第
四
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

２
）

K
a
th
leen M

.
C
ro
w
th
er,
A
d
a
m
 
a
n
d
 
E
v
e in
 
th
e P
ro
testa
n
t R
efo
rm
a
tio
n
(C
a
m
b
rid
g
e U
P
,
2010)

p
p
.2.

３
）

Ib
id
.,
p
p
.3.

４
）

Ib
id
.,
p
p
.4.

５
）

こ
の
こ
と
に
よ
り
一
七
世
紀
に
は
、「
エ
デ
ン
の
楽
園
」の
場
所
や
ノ
ア
の
箱
舟
が
残
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
場
所
に
つ
い
て
の
探
索
や
、
ア
ダ
ム
を
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は
じ
め
人
間
の
祖
先
た
ち
が
長
生
き
だ
っ
た
の
は
、「
楽
園
」に
お
い
て
野
菜
だ
け
を
食
べ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
ヴ
ェ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
思
想
な
ど

が
現
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
科
学
の
進
展
に
よ
り
、
人
間
が「
原
罪
」で
失
っ
た
状
態
が
回
復
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。Ph

ilip C
.A
lm
o
n
d
,

A
d
a
m
 
a
n
d
 
E
v
e in
 
S
ev
en
teen
th
-C
en
tu
ry
 
T
h
o
u
g
h
t
(C
a
m
b
rid
g
e U
P
,
1999)

、
特
に
、C

h
a
p
ter 2,

3.

６
）

S
u
sa
n C
.
K
a
ra
n
t-N
u
n
n a
n
d M
erry E

.
W
iesn
er-H

a
n
k
s(ed
.),
L
u
th
er
 
o
n
 
W
o
m
en
:
A
 
S
o
u
rceb
o
o
k
(C
a
m
b
rid
g
e U
P
,
2003)

p
p
.23.

７
）

Ib
id
.,
p
p
.96.
C
ro
w
th
er,
A
d
a
m
 
a
n
d
 
E
v
e in
 
th
e P
ro
testa
n
t R
efo
rm
a
tio
n
,
p
p
.107.

８
）

C
ro
w
th
er,
A
d
a
m
 
a
n
d
 
E
v
e in
 
th
e P
ro
testa
n
t R
efo
rm
a
tio
n
,
p
p
.106.

９
）

K
a
ra
n
t-N
u
n
n a
n
d W

iesn
er-H

a
n
k
s(ed
.),
L
u
th
er
 
o
n
 
W
o
m
en
:
A
 
S
o
u
rceb
o
o
k
,
p
p
.90 ～

91.

10
）

女
性
や
性
に
関
す
る
ル
タ
ー
の
教
え
は
、
パ
ウ
ロ
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
教
え
に
近
い
。
そ
れ
は
、
ペ
テ
ロ
に
基
礎
を
置
く
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
し

て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
が
パ
ウ
ロ
を
重
視
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
ル
タ
ー
は
初
め
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
会
の
修
道
士
だ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ク
リ
ス
タ
ン
『
宗
教
改
革
』（
創
元
社
、
一
九
九
八
年
）
三
三
頁
お
よ
び
中
村
敏
子
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア

サ
ン
」」
参
照
。

11
）

K
a
ra
n
t-N
u
n
n a
n
d W

iesn
er-H

a
n
k
s(ed
.),
L
u
th
er
 
o
n
 
W
o
m
en
:
A
 
S
o
u
rceb
o
o
k
,
p
p
.91.

12
）

Ib
id
.,
p
p
.108.

13
）

Ib
id
.,
p
p
.28 ～

29.

14
）

C
ro
w
th
er,
A
d
a
m
 
a
n
d
 
E
v
e in
 
th
e P
ro
testa
n
t R
efo
rm
a
tio
n
,
p
p
.5.

15
）

Ib
id
.,
p
p
.112.

16
）

K
a
ra
n
t-N
u
n
n a
n
d W

iesn
er-H

a
n
k
s(ed
.),
L
u
th
er
 
o
n
 
W
o
m
en
:
A
 
S
o
u
rceb
o
o
k
,
p
p
.90.

17
）

Ib
id
.,
p
p
.95.

18
）

P
a
tricia C

ra
w
fo
rd
,
W
o
m
en
 
a
n
d
 
R
elig
io
n
 
in
 
E
n
g
la
n
d
 
1
5
0
0
-
1
7
0
0
(R
o
u
tled
g
e,1996)

p
p
.42 ～

43.

さ
ら
に
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
は
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
方
が
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
対
し
て
厳
し
い
締
め
付
け
を
行
な
い
、
女
性
を
家
庭
に
縛
り
付
け
る
政
策
を
と
っ
た
と
も
指
摘
し
て
い

る
。

19
）

Ja
n
e D
em
p
sey D

o
u
g
la
ss,
W
o
m
en
,
F
reed
o
m
,
a
n
d
 
C
a
lv
in
(T
h
e W
estm

in
ster P

ress.
1985)

p
p
.85 ～

86.

20
）

エ
リ
ジ
ア
・
シ
ュ
ル
テ＝

フ
ァ
ン＝

ケ
ッ
セ
ル
「
天
と
地
の
あ
い
だ
の
処
女
と
母
」
デ
ュ
ビ
ィ
・
ペ
ロ
ー
監
修
『
女
の
歴
史

十
六
｜
十
八
世
紀
１
』

（
藤
原
書
店
、
一
九
九
五
年
）
二
二
一
頁
。
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二
、
ロ
ッ
ク
の
議
論
と
「
自
然
」
の
問
題

ロ
ッ
ク
の
議
論
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
「
父
権
論
」
に
対
す
る
反
論
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
家
族
に
関
す
る
議
論
の
中
心
は
、
政

治
的
権
力
と
父
権
と
い
う
二
つ
の
権
力
が「
完
全
に
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
分
離
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
全
く
違
っ
た
根
拠
に
も
と
づ
き
、

全
く
異
な
っ
た
目
的
の
た
め
に
与
え
ら

１
）

れ
た
」
こ
と
を
示
す
点
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
『
統
治
二
論
』
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
家
族
に
関
す

る
議
論
は
、
権
力
の
起
源
や
性
質
を
論
ず
る
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
家
族
と
い
う
人
間
集
団
が
そ
も
そ
も

こ
の
世
に
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
権
力
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
家
族
の
機
能
と
目
的
を
論
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
基
調
を
な
す
の
は
、
神
の
意
図
で
あ
る
。
彼
が
批
判
の
対
象
と
し
た
の
が
フ
ィ
ル
マ
ー
の
神
授
権
説
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
議
論
の

根
本
は
聖
書
の
解
釈
に
関
わ
る
。
特
に
フ
ィ
ル
マ
ー
が
王
権
の
基
礎
と
し
た
、「
創
世
記
」に
お
け
る
ア
ダ
ム
の
イ
ヴ
へ
の
支
配
を
命
ず
る

神
の
言
葉
の
解
釈
が
問
題
と

２
）

な
る
。
ロ
ッ
ク
の
議
論
の
主
眼
は
フ
ィ
ル
マ
ー
の
「
父
権
論
」
に
反
論
す
る
た
め
で
あ
る
の
で
、
全
体
と
し

て
男
性
と
女
性
に
関
す
る
議
論
が
一
貫
性
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
議
論
は
散
漫
で
あ
り
、
一
貫
し
た
論
理
を
読
み
取
る
の
は

な
か
な
か
難
し
い
が
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
神
は
人
間
が
ひ
と
り
で
い
る
の
は
い
け
な
い
と
考
え
、
人
間
が
社
会
を
創
る
「
義
務
」
を
課
し
た
。
そ
の
最
初
の

社
会
は
、
男
性
と
妻
と
の
間
で
始
ま
る
。
彼
は
フ
ィ
ル
マ
ー
へ
の
反
論
の
な
か
で
、「
創
世
記
」
の
中
で
神
が
「
原
罪
」
後
に
女
性
に
夫
へ

の
従
属
を
命
じ
た
言
葉
は
、
ア
ダ
ム
に
人
類
全
体
へ
の
支
配
権
を
与
え
た
も
の
で
は
な
く
、
イ
ヴ
へ
の
罰
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈

す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
女
性
全
体
が
夫
に
従
属
す
べ
き
だ
と
い
う
通
常
の
（ordinarily

）
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と

３
）

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
命
令
に
よ
り
神
は
女
性
の
運
命
を
決
定
し
、
夫
へ
の
従
属
を
命
じ
た
。
人
間
の
法
や
国
家
の
慣
習
が
女
性
の
夫
へ

の
従
属
を
定
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
自
然
の
な
か
に
基
礎
を
持
つ
（a F

oundation in N
ature

）」
と
い
う
の
で

４
）

あ
る
。
す
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な
わ
ち
夫
の
女
性
に
対
す
る
家
父
長
制
支
配
は
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
も
神
の
命
令
（
す
な
わ
ち
自
然
）
を
根
拠
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
も
し
こ
れ
が
ア
ダ
ム
に
何
ら
か
の
権
力
を
与
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
婚
姻
に
お
け
る
権
力

で
あ
っ
て
政
治
的
権
力
で
は
な
い
。
そ
の
権
力
は
、
夫
が
家
族
に
お
け
る
私
的
な
関
心
事
に
つ
い
て
命
令
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
共

同
の
こ
と
に
つ
い
て
、
妻
よ
り
自
分
の
意
志
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
妻
の
従
属
を
当
然
の
こ
と

と
す
る
が
、
彼
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
、
夫
の
権
力
が
「
生
死
に
関
わ
る
政
治
的
権
力
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と

に
は
留
意
す
る
必
要
が

５
）

あ
る
。

こ
う
し
て
神
が
女
性
の
夫
へ
の
従
属
を
命
令
し
た
と
述
べ
る
ロ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
人
間
が
創
る
家
族
に
お
い
て
は
、
そ
の
従

属
の
状
況
は
そ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
な
い
。
彼
は
、
婚
姻
関
係
を
、
生
殖
と
種
の
継
続
を
目
的
と
し
て
、
そ
れ
に
必
要
な
相
互
の
肉
体
の
結

合
の
た
め
に
、
男
性
と
女
性
の
合
意
に
よ
り
成
立
す
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
相
互
扶
助
と
共
同
の
利
益
も
生
じ
る
と
い
う
の

で

６
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
成
立
す
る
婚
姻
関
係
に
お
い
て
、
夫
と
妻
は
異
な
る
悟
性
を
持
つ
の
で
、
異
な
る
意
志
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
最
後
の
決
定
権
を
ど
ち
ら
が
持
つ
か
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
そ
れ
は
「
自
然

に
よ
り
（naturally

）」、「
よ
り
能
力
が
あ
り
、
よ
り
強
い
」
男
性
の
担
当
と

７
）

な
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
は
「
自
然
」
に
よ
り
夫
に
従
属
し
、

夫
が
「
自
然
」
に
よ
り
婚
姻
関
係
に
お
け
る
決
定
権
を
握
る
。

だ
が
ロ
ッ
ク
は
、
女
性
が
家
族
の
主
人
に
な
る
こ
と
を
認
め
て

８
）

い
る
し
、
契
約
に
よ
り
女
性
が
離
婚
す
る
こ
と
も
認
め
て

９
）

い
た
。
彼
の

議
論
は
基
本
的
に
フ
ィ
ル
マ
ー
の
議
論
に
反
対
す
る
た
め
な
の
で
、
夫
に
絶
対
的
な
権
力
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の

考
え
方
を
ま
と
め
る
と
、
神
に
よ
っ
て
女
性
が
夫
に
従
属
す
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、
そ
の
関
係
は
権
力
的
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

夫
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
に
述
べ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
え
に
そ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
フ
ィ
ル
マ
ー
の

議
論
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
彼
に
と
っ
て
は
、
親
子
関
係
の
議
論
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
。
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ロ
ッ
ク
は
、
上
の
よ
う
に
成
立
し
た
婚
姻
関
係
が
持
続
す
る
の
は
、
種
の
保
存
の
た
め
に
子
孫
が
自
律
す
る
ま
で
養
育
す
る
必
要
が
あ

る
か
ら
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
は
「
無
限
の
賢
明
な
る
創
造
者
（M

10
）

ak
er

）」
が
、
自
身
の
手
に
な
る
作
品
の
な
か
に
組
み
込
ん
だ
ル
ー
ル
で

あ
る
。
こ
う
し
て
婚
姻
関
係
の
重
要
な
目
的
と
し
て
、
子
ど
も
の
養
育
が
論
じ
ら
れ
る
。
彼
は
、
神
に
よ
り
直
接
創
造
さ
れ
た
ア
ダ
ム
は

完
全
な
人
間
と
し
て
創
ら
れ
た
の
で
、
始
め
か
ら
神
が
彼
に
植
え
付
け
た
「
理
性
の
法
」
の
指
令
に
よ
っ
て
、
自
己
の
行
為
を
統
治
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
ア
ダ
ム
か
ら
す
べ
て
の
人
類
が
生
ま
れ
た
の
だ
が
、
彼
ら
は
子
ど
も
と
し
て
生
ま
れ
、
無
知
で
理
性
を
使
え

な
い
の
で
、
親
に
よ
る
養
育
と
教
育
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ロ
ッ
ク
は
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
を
始
め
と
す
る
両
親
は
、「
自
然
の
法
」

に
よ
り
、
彼
ら
の
産
ん
だ
子
ど
も
た
ち
を
「
保
全
し
、
栄
養
を
与
え
、
教
育
す
る
義
務
を
負
っ
て

11
）

い
た
」
と
す
る
。「
自
然
の
法
」
と
は
神

に
よ
り
与
え
ら
れ
た
「
理
性
の
法
」
で
あ
り
、
人
間
が
服
す
べ
き
法
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
法
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
自

由
が
許
さ
れ
る
の
で

12
）

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
理
性
の
未
発
達
な
子
ど
も
は
、
両
親
の
支
配
下
に

13
）

あ
る
。

人
間
の
家
族
に
お
け
る
親
子
関
係
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
神
の
意
図
に
よ
る
。
神
は
「
両
親
を
、
人
類
の
存
続
と
子
ど
も

に
生
命
を
与
え
る
と
い
う
彼
の
偉
大
な
計
画
に
お
け
る
道
具
と
な
し
」、子
ど
も
た
ち
を
養
育
し
教
育
す
る
こ
と
を
両
親
の
義
務
と
し
た
の

で

14
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
親
子
関
係
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、
神
が
両
親
に
課
し
た
、
子
ど
も
を
世
話
し
育
て
上
げ
る
と

い
う
義
務
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
親
の
権
力
は
、
こ
の
義
務
に
と
も
な
っ
て
の
み
生
ず
る
と
さ

15
）

れ
る
。
彼
は
、
も
し
理
性
も
使
え
な

い
状
態
で
子
ど
も
に
自
由
を
許
し
て
し
ま
う
と
、そ
れ
は
子
ど
も
を
野
獣
の
群
れ
に
放
り
出
す
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。

そ
れ
ゆ
え
神
が
両
親
に
対
し
、
未
成
年
の
子
ど
も
を
統
治
す
る
権
威
を
与
え
た
の
で

16
）

あ
る
。

し
か
し
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
権
力
を
す
ぐ
に
骨
抜
き
に
し
て
し
ま
う
。
こ
の
権
力
は
、
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
間
だ
け
の
一
時
的
な
も

の
で
あ
る
し
、
子
ど
も
の
生
命
や
所
有
権
に
は
及
ば
な
い
。
神
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
世
話
（care

）
を
行
な
う
こ
と
を
両
親
の
仕
事
と

し
た
が
、
彼
ら
に
「
適
切
な
や
さ
し
さ
と
、
こ
の
権
力
を
押
さ
え
よ
う
」
と
す
る
傾
向
を
与
え
た
。「
そ
れ
は
、
彼
（
神
）
の
叡
知
が
意
図
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し
た
よ
う
に
、
子
ど
も
が
必
要
と
す
る
か
ぎ
り
、
子
ど
も
の
た
め
に
そ
れ
を
使
う
た
め
で

17
）

あ
る
。」「
神
は
子
孫
に
対
す
る
優
し
さ
な
ど
を

人
間
の
性
質
の
原
則
の
な
か
に
織
り
混
ぜ
た
の
で
、
両
親
が
彼
ら
の
権
力
を
厳
し
す
ぎ
る
や
り
方
で
使
う
恐
れ
は
ほ
と
ん
ど

18
）

な
い
。」「
配

慮
（care
）」「
優
し
さ
」「
愛
情
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
両
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
態
度
が
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
神
に
よ
り

意
図
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
両
親
が
こ
の
よ
う
な
優
し
さ
を
も
っ
て
子
ど
も
の
養
育
と
教
育
と
い
う
義
務
を
遂
行
す
る
と
き
、
そ
れ
は
無
償
の
愛
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
、
両
親
の
義
務
に
対
し
て
、
子
ど
も
は
両
親
を
尊
敬
し
、
彼
ら
の
幸
福
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
を
行
な
う
義
務
を
負
う
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
両
親
の
義
務
に
対
し
て
は
、
子
ど
も
か
ら
の
「
孝
行
（filial

19
）

duty

ま
たp

20
）

iety

）」

と
い
う
見
返
り
が
、
当
然
の
義
務
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
義
務
は
一
生
の
間

21
）

続
く
。
し
か
し
、
子
ど
も
か
ら
の
両
親
に

対
す
る
敬
意
な
ど
の
義
務
も
無
限
の
も
の
で
は
な
く
、
両
親
が
与
え
て
く
れ
た
配
慮
や
費
用
そ
し
て
親
切
の
量
に
応
じ
て
増
減
す
る
と
い

う
の
で

22
）

あ
る
。（
一
見
愛
情
に
基
づ
く
家
族
関
係
の
裏
に
、
計
算
が
あ
る

）

こ
れ
に
関
連
し
て
ロ
ッ
ク
の
議
論
で
特
徴
的
な
の
が
、
人
間
関
係
に
お
け
る
土
地
所
有
の
重
要
性
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
が
唯
一
父
権
の
具

体
的
効
果
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
が
、
土
地
の
相
続
に
関
し
て
、
父
が
自
分
の
気
に
入
っ
た
子
ど
も
に
相
続
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
子
ど
も
は
相
続
を
期
待
し
て
、
父
の
気
分
を
損
ね
な
い
よ
う
に
す
る
。「
こ
れ
は
子
ど
も
の
服
従
に
と
っ
て
、
小
さ
な
拘
束
と
は
い
え

23
）

な
い
。」
こ
こ
で
も
物
が
人
間
関
係
を
媒
介
す
る
。

さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
ロ
ッ
ク
が
土
地
の
相
続
を
媒
介
と
し
て
、
親
の
結
ん
だ
国
家
と
の
契
約
が
子
ど
も
に
引
き
継
が
れ
る
と
説
明
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
土
地
の
享
有
に
は
、
そ
の
土
地
の
あ
る
国
家
の
統
治
に
従
う
こ
と
が
条
件
と
し
て
付
随
し
て
い
る
の
で
、
父
が
臣

民
で
あ
る
国
家
の
統
治
に
、
土
地
を
相
続
し
た
子
孫
を
も
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
父
の
契
約
が
子
孫
を
拘
束
す
る
と
考
え
ら
れ
る

と
い
う
の
で

24
）

あ
る
。
父
の
結
ん
だ
契
約
が
な
ぜ
子
ど
も
た
ち
に
引
き
継
が
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
契
約
論
の
弱
点
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
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ク
は
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
も
土
地
と
い
う
物
を
媒
介
と
し
て
議
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
土
地
の

相
続
を
承
諾
す
る
こ
と
で
、
統
治
に
対
す
る
服
従
に
「
暗
黙
の
同
意
」
を
与
え
て
い
る
と
さ

25
）

れ
た
。

ロ
ッ
ク
の
論
ず
る
親
子
関
係
は
、
以
上
の
よ
う
に
非
常
に
権
力
性
が
弱
い
。
彼
が
国
家
権
力
と
父
権
と
の
違
い
を
主
張
し
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
当
然
で
あ
ろ
う
。
彼
の
描
く
親
は
善
意
に
満
ち
て
い
る
。
常
に
子
ど
も
の
生
存
と
養
育
と
教
育
を
義
務
と

心
得
、
愛
情
深
い
。
こ
う
し
て
親
の
子
に
対
す
る
関
係
が
、
権
力
関
係
で
は
な
く
世
話
を
す
る
義
務
な
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
母
親
が
登

場
す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
彼
は
父
権
に
つ
い
て
と
い
い
な
が
ら
、
子
ど
も
に
対
す
る
親
の
義
務
を
論
ず
る
と
き
は
、
一
貫
し
て
「
両

親
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
を
養
育
し
教
育
す
る
た
め
の
権
力
は
母
も
分
け
持
っ
て

26
）

お
り
、
子
ど
も
の
親
に
対

す
る
義
務
は
母
に
も
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
ら

27
）

れ
る
。
す
な
わ
ち
女
性
は
、
女
主
人
に
な
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
子
ど
も
か
ら
も
尊

敬
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
が
、
夫
に
は
服
従
す
る
の
が
「
自
然
の
こ
と
だ
」
と
ロ
ッ
ク
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ロ
ッ
ク
の
家
族
に
関
す
る
議
論
が
、
神
の
意
図
を
前
提
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
男
女
が
結
婚

し
、
子
ど
も
を
育
て
る
と
い
う
の
は
、
神
の
賢
明
な
計
画
に
よ
り
意
図
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
人
間
は
神
の
「
道
具
」
と
し
て
、
定
め
ら

れ
た
目
的
に
従
っ
て
行
動
す
る
。
こ
れ
は
、「
原
罪
」
の
結
果
人
間
が
「
永
遠
の
生
命
」
を
失
っ
た
か
ら
で

28
）

あ
る
。
そ
の
た
め
人
間
は
、
こ

の
世
で
結
婚
関
係
を
続
け
る
こ
と
で
、
生
殖
に
よ
る
種
の
保
存
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
家
族
は
、
人
間

の
「
生
命
の
永
続
性
」
を
保
証
す
る
た
め
の
集
合
体
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
家
族
関
係
に
関
す
る
ロ
ッ
ク
の
叙
述
を
み
る
と
、
人
間
の
家
族
特
に
両
親
は
、
丸
ご
と
神
の
計
画
の
な
か
で
行
動
す
る
も

の
と
さ
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
神
の
操
り
人
形
で
あ
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
神
か
ら
権
力
を
引
き
出
し
た
が
、
そ
の
議
論
に
宗
教
的
含
意
は

薄
か
っ
た
。
彼
の
議
論
に
お
い
て
、
神
か
ら
の
授
権
の
あ
と
の
人
間
の
行
動
は
、
直
接
神
か
ら
の
影
響
を
受
け

29
）

な
い
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
の

場
合
、
王
権
は
神
を
起
源
と
し
な
い
の
に
対
し
、
家
族
そ
の
も
の
が
神
の
世
界
計
画
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
家
族
の
な
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か
で
人
間
ら
し
さ
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
子
ど
も
が
親
に
対
す
る
義
務
を
計
算
す
る
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
が
何
度
も
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
意
図
に
従
っ
た
家
族
に
お
け
る
関
係
は
愛
情
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
権
力

的
な
関
係
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
か
え
っ
て
家
族
に
お
け
る
人
間
関
係
の
権
力
性
を
曖
昧
に
す
る
。
現
に
夫
が
夫
婦
間
の
決

定
権
を
持
ち
、
親
が
子
ど
も
の
た
め
に
決
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
決
定
が
他
者
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ

が
何
ら
か
の
意
味
で
権
力
性
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
愛
情
に
よ
り
理
由
付
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
反
対
す

る
の
は
難
し
い
。
ロ
ッ
ク
は
妻
に
対
す
る
権
力
を
も
含
め
て
「
父
権
（P

aternal pow
er

）」
を
明
確
に
は
主
張
し
な
か
っ
た
が
、
彼
の
議

論
は
「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（paternalism

）」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
父
は
、「
優
し
く
注
意

30
）

深
く
」（
神
に
与
え
ら
れ
た
）
自
ら
の
理
性
に

よ
り
（
お
そ
ら
く
家
族
皆
の
こ
と
を
思
っ
て
）
皆
を
統
治
す
る
。

そ
こ
で
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
家
族
関
係
の
位
置
付
け
が
、「
自
然
」と
い
う
語
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ

る
「
自
然
」
と
は
、
何
の
前
提
も
な
く
生
じ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
自
然
」
は
神
の
秩
序
で
あ

り
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
と
り
「
自
然
の
法
」
が
神
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
理
性
を
意
味
す
る
こ
と
は
共
通
認
識
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ

ク
も
同
様
の
認
識
を
示
し
て

31
）

い
た
。
す
な
わ
ち
彼
の
言
う
「
自
然
」
と
は
、
神
の
意
図
し
た
秩
序
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の

論
じ
た
家
族
に
お
け
る
人
間
関
係
は
、
神
の
創
っ
た
「
自
然
」
に
よ
る
関
係
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
夫
や
妻
そ
し
て
子
ど
も
は
、
神
の

定
め
た
目
的
の
た
め
に
、
神
の
定
め
た
よ
う
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
ロ
ッ
ク
の
言
う
「
自
然
」
は
、
人
間
の
行
動
に

対
し
て
規
範
性
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
「
自
然
」
で
あ
る
か
ら
「
そ
う
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
神
を
背
景
に

持
つ
「
自
然
」
と
い
う
語
が
、
の
ち
に
女
性
を
縛
る
働
き
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

国
家
に
関
す
る
革
命
に
関
わ
っ
た
人
々
（
男
性
た
ち
）
は
家
族
の
構
造
を
変
え
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
国
家
を
創
る
契
約

は
、
家
族
の
父
た
ち
が
締
結
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ル
マ
ー
が
い
み
じ
く
も
、
聖
書
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
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ど
も
た
ち
」「
す
べ
て
の
信
徒
た
ち
」「
す
べ
て
の
人
々
」
と
い
う
時
の
す
べ
て
と
は
、
人
民
全
体
で
は
な
く
、「
す
べ
て
の
父
た
ち
」
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
よ

32
）

う
に
、
王
権
に
お
い
て
フ
ィ
ル
マ
ー
に
反
対
す
る
議
論
を
展
開
す
る
論
者
に
お
い
て
も
、
彼
と

同
じ
よ
う
に
、「
個
人
」
や
「
人
々
」
が
父
た
ち
を
意
味
し
、
彼
ら
だ
け
が
国
家
に
関
す
る
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
点
に
異
論
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
国
家
と
分
離
さ
れ
た
家
族
に
関
し
て
み
る
と
、
ロ
ッ
ク
の
議
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
家
族
関
係
を
神
の
「
自
然
」

と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
あ
る
べ
き
行
動
の
規
範
を
強
制
し
、
家
族
は
権
力
で
は
な
く
愛
情
に
も
と
づ
く
集
団
だ
と
す
る
こ
と

で
、
家
族
の
な
か
の
権
力
性
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
近
代
に
お
け
る
女
性
を
め
ぐ
る
問
題
の
根
底
に
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
近
代
に
お
け
る
国
家
と
家
族
の
関
係
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
、
ロ
ッ
ク
に

よ
っ
て
政
治
的
な
構
造
と
し
て
構
成
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
家
族
に
お
い
て
は
、
神
の
制
定
に
よ
る
家
父
長
制

が
当
然
の
こ
と
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
男
性
は
、
宗
教
改
革
と
政
治
的
革
命
に
よ
っ
て
、
教
会
権
力
と
王
の
権

力
を
自
分
の
手
に
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

１
）

Jo
h
n L
o
ck
e,
T
w
o T
rea
tises o

f G
o
v
ern
m
en
t
(P
eter L

a
slett(ed

.),
C
a
m
b
rid
g
e U
P
,1970)

II,C
h
a
p
ter V

I,
71,p

p
.314.

ロ
ッ
ク
の
『
統

治
二
論
』
に
関
し
て
は
、
そ
の
全
訳
も
存
在
す
る
。
伊
藤
宏
之
訳
『
全
訳

統
治
論
』
柏
書
房
、
一
九
九
七
年
）
本
稿
で
は
、
女
性
や
家
族
に
関
す
る
ロ
ッ

ク
の
議
論
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
を
吟
味
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る
た
め
、
基
本
的
に
彼
の
原
文
に
基
づ
き
考
察
す
る
。

（
２
）

フ
ィ
ル
マ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
中
村
敏
子
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
権
力
論
の
構
造
」『
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
』
第
五
〇
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

３
）

Ib
id
.,
I,
C
h
a
p
ter V

,
47,
p
p
.173.

４
）

Ib
id
.,
I,
C
h
a
p
ter V

,
47,
p
p
.173 ～

174.

５
）

Ib
id
.,
I,
C
h
a
p
ter V

,
48,
p
p
.174.

６
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

II,
78,
p
p
.319.

７
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

II,
82,
p
p
.321.
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８
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

II,
76,
p
p
.318.

９
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

II,
82,
p
p
.321.

離
婚
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
同
様
に
認
め
て
い
た
と
い
う
。D

o
u
g
la
ss,
W
o
m
en
,
F
reed
o
m
,
a
n
d

 
C
a
lv
in
,
p
p
.86.

10
）

L
o
ck
e,
T
w
o
 
T
rea
tises o

f
 
G
o
v
ern
m
en
t,
II,
C
h
a
p
ter V

II,
79,
p
p
.319.

11
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
56,
p
p
.305.

12
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
58 ～

59,
p
p
.306 ～

307.

13
）

理
性
に
関
し
て
い
え
ば
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
時
代
に
、
科
学
、
哲
学
そ
し
て
神
学
を
あ
わ
せ
て
、
す
べ
て
「
理
性
」
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
と
い
う

運
動
が
起
こ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
あ
り
、
哲
学
と
宗
教
と
の
調
和
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
理
性
は
「
神
の
声
」
で
あ

り
、
真
実
は
理
性
に
よ
り
発
見
さ
れ
、
哲
学
は
必
ず
信
仰
に
導
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
考
え
が
一
八
世
紀
の
精
神
を
形
作
っ
て
お
り
、
物
理
学
に
お

け
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
形
而
上
学
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
は
、
ふ
た
り
と
も
自
然
と
神
の
秩
序
を
示
し
た
と
さ
れ
る
。J.

R
.
H
.
M
o
o
rm
a
n
,
A
 
H
isto
ry o
f th
e

 
C
h
u
rch o

f E
n
g
la
n
d
(M
o
reh
o
u
s P
u
b
lish
in
g
,1994)

p
p
.254 ～

256.

ニ
ュ
ー
ト
ン
と
神
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
Ｅ
・
マ
ニ
ュ
エ
ル『
ニ
ュ
ー

ト
ン
の
宗
教
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

14
）

L
o
ck
e,
T
w
o T
rea
tises o

f G
o
v
ern
m
en
t,II,C

h
a
p
ter V

I,
66,p

p
.311.

ち
な
み
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、「
人
間
の
い
か
な
る
部
分
も
罪
か
ら
自
由
で

は
な
く
、
人
間
か
ら
生
じ
る
す
べ
て
の
も
の
は
罪
に
帰
す
る
も
の
と
な
る
」と
考
え
て
い
た
。
人
間
は
堕
落
し
、
ま
っ
た
く
そ
の
中
に
善
性
を
持
た
な
い
が
、

神
の
恵
み
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
れ
を
克
服
し
得
る
。
そ
の
た
め
、
神
の
言
葉
に
従
っ
た
生
活
を
す
る
た
め
の
教
育
の
重
要
性
が
非
常
に
強
調
さ
れ
た
と
い
う
。

教
育
の
重
視
も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
に
あ
る
伝
統
で
あ
る
。J.F

.

ホ
ワ
イ
ト『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
礼
拝
』（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二

〇
〇
五
年
）
一
一
四
〜
一
一
六
頁
。

15
）

L
o
ck
e,
T
w
o
 
T
rea
tises o

f
 
G
o
v
ern
m
en
t,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
58,
p
p
.306.

16
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
63,
p
p
.309.

17
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
63,
p
p
.309.

18
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
67,
p
p
.312.

19
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
71,
p
p
.314.

20
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
74,
p
p
.316.

21
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
66,
p
p
.311.
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22
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
67,
p
p
.312.

23
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
73,
p
p
.315.

24
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
73,
p
p
.315.

25
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

III,
119,

p
p
.348.

26
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
64,
p
p
.310.

27
）

Ib
id
.II,C

h
a
p
ter V

I,
69,p

p
.313.

そ
の
根
拠
の
中
心
は
、
聖
書
に
お
け
る
「
十
戒
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
部
分
。Ib

id
.,I,C

h
a
p
ter V

I,

61,
p
p
.185,

187.

28
）

ロ
ッ
ク
の
「
原
罪
」
解
釈
に
つ
い
て
は
、「
堕
落
以
前
ト
以
後
ノ
人
間
」『
ロ
ッ
ク
政
治
論
集
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

29
）

中
村
敏
子
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
権
力
論
の
構
造
」
参
照
。

30
）

L
o
ck
e,
T
w
o
 
T
rea
tises o

f
 
G
o
v
ern
m
en
t,
II,
C
h
a
p
ter V

III,
110,

p
p
.342.

31
）

Ib
id
.,
II,
C
h
a
p
ter V

I,
56 ～

57,
p
p
.305.

32
）

S
ir R
o
b
ert F

ilm
er,
‘P
a
tria
rch
a
’
in P
a
tria
rch
a
 
a
n
d
 
O
th
er
 
W
ritin

g
s
(Jo
h
a
n
n P
.
S
o
m
m
erv
ille(ed

.),
C
a
m
b
rid
g
e U
P
,
1991)

p
p
.23.

三
、
近
代
国
家
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
張

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
家
族
と
国
家
を
分
け
、
家
族
関
係
を
神
の
「
自
然
」
か
ら
説
明
し
た
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
論
を
基
礎
と
し
て
創

ら
れ
た
近
代
国
家
の
な
か
で
、
女
性
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
女
性
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
展
開

し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

ロ
ッ
ク
は
、
妻
の
夫
へ
の
服
従
は
「
自
然
に
基
礎
を
持
つ
」
と
論
じ
て
い
た
。
こ
こ
で
使
わ
れ
る
「
自
然
」
と
い
う
語
は
、
神
の
「
自

然
」
か
ら
く
る
言
葉
で
あ
り
、
妻
と
夫
と
の
関
係
に
お
け
る
あ
る
べ
き
秩
序
を
前
提
に
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
神
に
よ
る
規
範
性
を
含
ん
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だ
語
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
自
然
」と
い
う
語
に
よ
り
女
性
の
状
態
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
神
の
存
在
が
後
方
に
退
い
て
も
、
そ
れ
に

代
わ
っ
て
科
学
が
、
神
の
創
っ
た
女
性
と
い
う
存
在
を
、「
生
物
と
し
て
の
自
然
」と
い
う
言
説
に
よ
り
弁
証
し
続
け
た
。
す
な
わ
ち
、
骨

格
や
ホ
ル
モ
ン
な
ど
肉
体
の
構
造
の
分
析
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
肉
体
と
い
う
「
自
然
」
そ
の
も
の
か
ら
来
る
女
性
の
劣
等
性
が
、
科・

学・
的・
に・
論
証
さ
れ
て
い
く
の
で

１
）

あ
る
。

こ
う
し
て
、
女
性
は
「
自
然
」
に
近
い
存
在
で
あ
る
、「
自
然
」
に
持
っ
て
生
ま
れ
た
肉
体
に
左
右
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
子

ど
も
を
産
む
生
物
と
し
て
の
「
自
然
」
こ
そ
が
女
性
の
本
質
な
の
だ
と
い
う
内
容
の
言
説
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
科
学
の
言
説
が
女
性
を
「
自
然
」
に
近
い
も
の
と
み
な
す
こ
と
で
、
女
性
は
女
性
と
し
て
の
肉
体
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
言
説
が
拡

大
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
言
説
が
広
が
る
様
相
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
説
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
イ
ヴ
が
「
原
罪
」
の
張
本
人
で
あ

る
と
非
難
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
と
同
様
の
現
象
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
女
性
が「
自
然
」に
近
い
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
く
の
に
対
し
、
国
家
の
秩
序
形
成
に
関
わ
る
男
性
は
、
理
性
に
も
と

づ
く
「
作
為
」
に
よ
り
創
造
を
担
う
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
も
と
も
と
国
家
形
成
の
基
礎
と
な
る
自
然
法
は
、
理
性
と
し
て

神
に
よ
っ
て
人
間
（
男
性
）
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。
女
性
は
「
自
然
」
の
肉
体
に
よ
り
人
間
を
産
む
の
に
対
し
、

男
性
は
「
理
性
」
に
よ
り
「
文
化
」
を
産
む
。
人
間
の
も
つ
理
性
が
重
視
さ
れ
肉
体
は
そ
の
劣
位
に
置
か
れ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
文
化

の
中
で
、
肉
体
に
縛
ら
れ
る
女
性
が
人
間
と
し
て
劣
位
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
家
族＝

女
性＝

肉

体
・
愛
情＝

自
然
と
い
う
構
図
と
、
国
家＝

男
性＝

理
性＝

作
為
・
文
化
と
い
う
構
図
が
で
き
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
国
家

の
領
域
を
「
公
」、
家
族
の
領
域
を
「
私
」
と
呼
び
、「
公
」
が
「
私
」
の
優
位
に
た
つ
と
い
う
位
置
付
け
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

２
）

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
神
に
よ
る
「
自
然
」
が
科
学
に
よ
る
「
自
然
」
に
変
わ
っ
て
も
、「
自
然
」
と
い
う
語
に
よ
り
女
性
の
こ
の
世
で
の
位
置
付

け
が
行
な
わ
れ
る
構
図
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
構
造
が
創
ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
も
と
も
と
神
に
よ
り「
男
性
」
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と
「
女
性
」
と
い
う
性
の
区
別
（
セ
ッ
ク
ス
）
を
持
っ
た
人
間
が
創
ら
れ
、
男
性
に
よ
る
女
性
の
支
配
が
定
め
ら
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち

そ
れ
が
「
自
然
」
だ
と
い
う
教
説
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
政
治
理
論
に
よ
り
家
族
と
国
家
は
別
の
原
理
に
よ
り
成
り
立

つ
集
団
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
女
性
は
家
族
と
い
う
「
自
然
」
の
領
域
に
属
し
、
国
家
の
秩
序
形
成
に
は
関
わ
ら
な
い
も
の
と
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
男
女
の
関
係
か
ら
生
ず
る
次
世
代
の
人
間
の
養
育
は
、
女
性
の
肉
体
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
家
族
と
い
う

「
私
的
」
領
域
に
お
い
て
女
性
が
担
当
す
べ
き
事
項
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国
家
権
力
は
そ
こ
に
は
関
わ
ら
な
い
。

一
九
七
〇
年
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
こ
の
構
造
を
問
題
視
し
た
。
そ
の
構
造
を
変
え
る
た
め
に
女
性
た
ち
が
提
示
し

た
の
が
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
よ
り
、
神
の
創
っ
た
性
の
区
別
（「
セ
ッ
ク
ス
」）
を
解
体
し
、
男
女
間
の

家
父
長
制
支
配
と
「
公
・
私
」
の
領
域
の
区
別
を
克
服
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
通
常
日
本
に
お
い
て
は
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
を

「
社
会
的
性
差
」、「
セ
ッ
ク
ス
」
を
「
生
物
学
的
性
差
」
と
呼
び
、
後
者
を
、
生
物
と
し
て
生
ま
れ
つ
き
持
つ
「
自
然
的
な
」
性
差
と
し
て

理
解
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
「
自
然
」
と
い
う
概
念
は
、
日

本
人
の
解
す
る
ご
と
く
人
間
の
作
為
が
及
ば
ず
「
偶
然
そ
の
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
秩
序
に
お
い
て
、
な

る
が
ま
ま
に
自
然
に
成
立
す
る
も
の
な
ど
あ
り
え
な
い
。
す
べ
て
が
神
の
創
造
に
よ
る
の
で
あ
り
、「
自
然
」
と
は
神
の
「
作
為
」
に
よ
り

作
ら
れ
た
秩
序
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
性
中
立
的
で
普
遍
的
な
「
人
間
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
の
人
間
は
、

神
に
よ
り
男
性
ま
た
は
女
性
と
し
て
創
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
セ
ッ
ク
ス
」
と
は
、
神
に
よ
る
男
女
の
分
類
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
違
い
は
、
男
女
の
肉
体
的
な
一
体

化
の
た
め
に

３
）

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
男
女
関
係
の
本
質
で
あ
り
、「
セ
ッ
ク
ス
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
男
女
の
間
に
は
必
ず
家
父
長
制
が
成
立
す
べ
き
で
あ
る
と
、
神
は
命
令
し
て
い
た
。

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」概
念
は
、
そ
の
よ
う
な
家
父
長
制
秩
序
を
打
破
す
る
た
め
に
登
場
し
た
。
家
父
長
制
秩
序
の
根
本
に
、
神
の
定
め
た
男
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性
／
女
性
と
い
う
「
セ
ッ
ク
ス
」
の
二
分
法
が
あ
り
、
そ
の
分
類
の
帰
結
と
し
て
男
女
は
一
体
化
す
る
運
命
に
あ
る
。
そ
の
関
係
に
お
い

て
家
父
長
制
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
家
父
長
制
を
完
全
に
解
体
す
る
た
め
に
は
、
根
底
に
あ
る
性
の
二
分
法
に
関
す
る
神
の
決
定
権
そ
の

も
の
を
打
ち
壊
す
必
要
が
あ
る
。「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
家
父
長
制
の
基
本
を
な
す
人
間
（
男
性
）
の
創
造
と
性
別
決
定
権

を
も
含
め
て
神
の
秩
序
を
破
壊
し
、
性
に
関
わ
る
す
べ
て
の
事
項
を
、
人
間
の
作
為
に
よ
り
再
構
築
し
直
す
と
い
う
含
意
を
持
っ
た
概
念

で
あ
る
。
そ
れ
が
「
社
会
的
」
性
差
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
想
が
こ
の
よ
う
に
根
源
的
な
神
の
秩
序
の
問
題
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
主
張
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
は
、
そ
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
の
違
い
に
よ
り
い
く
つ
か
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
本
稿
で
の
議
論

と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
で
あ

４
）

ろ
う
。

ま
ず
、
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
よ
う
な
家
族
と
国
家
・
市
場
の
「
私
」
と
「
公
」
の
二
分
法
の
克
服
を
め
ざ
す
の
が
、
リ
ベ
ラ

ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
国
家
と
家
族
が
「
公
」
と
「
私
」
に

分
離
さ
れ
、
女
性
が
家
族
と
い
う
「
私
」
の
領
域
に
押
し
こ
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
、
女
性
た
ち
も
そ
の
境
界
を
超
え
て
、「
公
・
私
」
と

も
に
自
律
性
や
個
人
の
選
択
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
家
族
に
お
け
る
女
性
や
子
ど
も
の
問
題
を
統
治
権
力
の
問

題
と
連
続
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

こ
れ
に
対
し
、
二
分
さ
れ
た
社
会
構
造
を
生
命
の
生
産
と
物
の
生
産
（
す
な
わ
ち
出
生
の
保
障
対
生
存
の
保
障
）
に
関
わ
る
家
族
対
社

会
と
い
う
構
図
で
と
ら
え
る
の
が
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
家
族
に
お
い
て
女
性
に

振
り
分
け
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
（
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
子
ど
も
の
生
命
の
生
産
も
含
ま
れ
る
）
が
、
社
会
に
お
け
る
物
の
生
産
の
基

礎
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
無
価
値
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
そ
の
よ
う
な
社
会
構
造
の
変
革
を
め
ざ

す
。
す
な
わ
ち
こ
の
二
つ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
に
お
い
て
は
、
近
代
に
成
立
し
た
社
会
構
造
に
お
い
て
家
族
と
、
国
家
ま
た
は
社
会
が
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分
断
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
を
連
結
さ
せ
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
に
主
張
さ
れ
た
た
め
、
女
性

の
問
題
と
子
ど
も
の
出
生
が
統
治
と
統
合
さ
れ
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

他
方
、
神
の
秩
序
か
ら
派
生
し
た
「
自
然
」
と
い
う
概
念
に
女
性
が
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
女
性
が
「
文
化
」
を
担
う
男
性
の

下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
家
父
長
制
構
造
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
理
論
は
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、

近
代
の
政
治
理
論
で
分
け
ら
れ
た
「
自
然
」＝

女
性
、「
作
為
」＝

男
性
と
い
う
構
図
に
お
け
る
「
自
然
」
を
、
地
球
や
生
物
そ
し
て
環
境
と

い
う
自
然
界
の
意
味
を
も
含
む
も
の
に
読
替
え
、
自
然
界
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
男
性
の
「
作
為
」
の
原
理
よ
り
も
、
自
然
と
一
体
化
し

協
同
す
る
女
性
の
原
理
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
近
代
に
お
け
る
「
作
為
」
と
い
う
原
理
に
対
す
る
評
価
を
逆
転
し
、

「
自
然
」
の
優
位
性
を
主
張
す
る
。
ま
た
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
同
じ
く
男
性
と
女
性
の
違
い
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
こ
か

ら
、
女
性
に
は
他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
（
ケ
ア
）
や
共
感
と
い
う
よ
う
な
独
自
の
「
文
化
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
攻
撃
的
で
競
争
的
な

男
性
の
「
文
化
」
よ
り
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

こ
の
二
つ
の
理
論
は
、
根
本
的
に
は
男
性
と
女
性
の
違
い
を
認
め
た
上
で
、「
作
為
」
や
「
文
化
」
と
結
び
つ
く
男
性
の
優
位
に
代
わ
っ

て
、「
自
然
」
と
結
び
つ
く
女
性
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
「
自
然
」
と
「
文
化
」
の
分
断
の
構

造
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
劣
位
に
置
か
れ
て
い
た「
自
然
」に
付
随
す
る
価
値
の
重
要
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は

近
代
の
作
り
出
し
た
構
造
を
逆
転
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
男
性
と
女
性
の
間
に
あ
る
家
父
長
制
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
ま
た
、「
公
」「
私
」
に
分
断
さ
れ
た
社
会
構
造
に
対
す
る
具
体
的
な
変
革
の
道
筋
を
持
た
ず
に
女
性
の
「
自
然
」
を
肯
定
す
る

こ
と
は
、
女
性
を
「
自
然
」
の
存
在
と
す
る
近
代
の
作
り
出
し
た
問
題
構
造
を
温
存
さ
せ
る
危
険
性
を
も
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
、
神
の
定
め
た
「
自
然
」
の
秩
序
に
対
す
る
最
も
先
鋭
的
な
批
判
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
て
い
る
。
特
に
そ
の
論
客
で
あ
っ
た
フ
ァ
イ
ア
ス
ト
ー
ン
は
、
神
の
秩
序
に
お
い
て
、
神
が
生
命
を
産
み
出
し
、
男
女
の
性
の
区
別
を
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定
め
た
と
い
う
神
話
に
対
し
て
根
源
的
な
批
判
を
加
え
、
そ
れ
を
超
え
る
対
案
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
人
間
を
人
工
的
に
産
み
出
す
人

工
生
殖
の
構
想
で
あ
る
。
神
に
よ
る
性
の
規
定
と
、
罰
に
よ
っ
て
女
性
に
与
え
ら
れ
た
出
産
と
い
う
行
為
に
よ
り
女
性
が
「
自
然
」
の
肉

体
に
縛
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
工
生
殖
に
よ
っ
て
、
人
間
を
産
み
出
す
こ
と
か
ら
女
性
を
解
放
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
に
よ
り
女
性
は
、
神
の

創
っ
た
「
自
然
」
に
お
け
る
「
セ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
性
の
二
分
法
を
超
越
し
、
性
に
関
わ
る
す
べ
て
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
女
性
も
、
近
代
が
め
ざ
し
た
本
当
の
「
個
人
」
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
フ
ァ
イ
ア
ス
ト
ー
ン
の

「
性
の
弁
証
法
」と
い
う
主
張
で

５
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
が
男
女
を
産
み
出
し
女
性
の
従
属
を
定
め
た
と
い
う
神
話
に
対
し
て
、
人
間
が
そ

の
よ
う
な
力
を
奪
取
し
変
革
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
三
つ
の
理
論
は
、
す
べ
て
こ
れ
ま
で
女
性
の
抑
圧
の
根
拠
と
さ
れ
た
神
に
よ
る
「
自
然
」
と
い
う
領
域
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
そ
こ

か
ら
構
造
を
変
え
て
い
こ
う
と
い
う
理
論
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
が
「
自
然
」
と
「
作
為
・
文
化
」
と
い
う
分
断
を
受
け
入
れ
る
の
に
対
し
、
フ
ァ
イ
ア
ス
ト
ー
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
に

よ
っ
て
創
ら
れ
た
女
性
を
め
ぐ
る
問
題
の
根
底
に
最
も
鋭
く
切
り
込
ん
だ
。
そ
し
て
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
こ
の
世
に
お
い
て
も
神
の
領
域

と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
た
「
自
然
」
の
領
域
を
、
す
べ
て
人
間
の
「
作
為
」
に
よ
る
領
域
に
変
え
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
統
治
だ
け
で
な
く
、
生
命
に
関
し
て
も
、
人
間
は
神
に
頼
る
こ
と
な
く
自
立
し
て
生
き
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
、
最
終
的
に
は
、
近
代
に
至
る
革
命
に
よ
っ
て
国
家
の
政
治
秩
序
に
お
い
て
神
の
定
め
た
家
父
長
制
が

転
覆
さ
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
男
女
間
に
お
け
る

性
と
生
殖
の
秩
序

に
お
い
て
も
神
に
よ
る
秩
序
を
転
覆
し
、
そ
の
根
本
に
あ
る
男

女
の
性
別
を
も
含
め
て
、
神
で
は
な
く
人
間
が
す
べ
て
の
秩
序
を
作
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
運
動
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

に
よ
り
神
の
秩
序
の
解
体
を
め
ざ
し
た
近
代
は
完
成
す
る
は
ず
で

６
）

あ
る
。

し
か
し
、
女
性
の
問
題
を
政
治
思
想
の
な
か
で
一
貫
し
て
分
析
し
て
き
た
ペ
イ
ト
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
男
性
と
女
性
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と
い
う「
生
態
そ
の
も
の
は
抑
圧
的
で
は

７
）

な
い
」。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
提
起
し
た
問
題
は
、
男
女
が
と
も
に
性
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
否
定

せ
ず
に
次
世
代
の
生
命
の
育
成
を
保
障
し
、
男
女
双
方
に
抑
圧
の
な
い
人
間
社
会
の
秩
序
を
ど
の
よ
う
に
創
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
男
性
に
よ
る
社
会
契
約
に
代
わ
る
国
家
形
成
お
よ
び
家
族
形
成
の
理
論
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う

に
構
想
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
我
々
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

１
）

こ
れ
に
関
し
て
は
、
エ
ヴ
リ
ー
ヌ
・
ベ
リ
オ＝

サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
「
医
学
と
科
学
の
言
説
」『
女
の
歴
史

一
六
〜
一
八
世
紀

』（
藤
原
書
店
、
一
九

九
五
年
）
お
よ
びL

o
n
d
a S
ch
ieb
in
g
er(ed

.),
F
em
in
ism
 
a
n
d
 
th
e B
o
d
y
(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2000)

参
照
。
ま
た
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る

科
学
の
言
説
と
性
概
念
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
江
原
由
美
子
・
山
崎
敬
一
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
社
会
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
の
中
の
高
橋
さ
き
の

「
身
体
性
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
参
照
。

２
）

詳
し
く
は
、Ca

ro
le P
a
tem
a
n
,
T
h
e D
iso
rd
er o
f
 
W
o
m
en
(S
ta
n
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,1989).

特
に
、‘2 T

h
e F
ra
tern
a
l S
o
cia
l C
o
n
tra
ct’

お
よ
び‘6 F

em
in
ist C

ritiq
u
es o
f th
e P
u
b
lic /P

riv
a
te D

ich
o
to
m
y
’

参
照
。

３
）

こ
の
肉
体
の
一
体
化
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
結
婚
の
本
質
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
現
在
の
教
会
法
に
も
勿
論
そ
れ
に
つ
い
て
の
規
定
が

あ
り
、
教
会
法
解
釈
書
で
は
、
一
体
化
の
成
就
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
中
村
敏
子「
家
父
長
制
か
ら
み
た
明
治
民
法
体
制
」『
北
海
学

園
大
学
法
学
研
究
』
第
四
五
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

４
）

本
稿
で
の
ま
と
め
は
筆
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
参
考
に
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、参
考
と
し
て
は
、Lo

rra
in
e C
o
d
e
(ed
.),
E
n
cyclo

p
ed
ia o
f F
em
in
ist

 
T
h
eo
ries

(R
o
u
tled
g
e,
2000),

Ju
d
ith E

v
a
n
s,
F
em
in
ist T

h
eo
ry T

o
d
a
y
(S
a
g
e P
u
b
lica
tio
n
s,
1995),

S
a
ra
h G
a
m
b
le(ed

.),
T
h
e R
o
u
tled
g
e

 
C
o
m
p
a
n
io
n
 
to F
em
in
ism
 
a
n
d
 
P
o
stfem

in
ism

(R
o
u
tled
g
e,
2001)

の
な
か
のS

u
e T
h
o
rn
h
a
m
,
‘S
eco
n
d W
a
v
e F
em
in
ism
’

、
川
崎
修
・
杉
田

敦
編
『
現
代
政
治
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
の
井
上
匡
子
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
政
治
理
論
」
な
ど
。

５
）

シ
ェ
ラ
ミ
ス
・
フ
ァ
イ
ア
ス
ト
ー
ン
『
性
の
弁
証
法
』（
評
論
社
、
一
九
七
二
年
）
一
七
頁
参
照
。

６
）

そ
の
詳
し
い
含
意
に
つ
い
て
は
、
中
村
敏
子
「
政
治
思
想
史
か
ら
み
た
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
意
味
」『
創
文
』
五
三
一
号
（
創
文
社
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

７
）

P
a
tem
a
n
,
T
h
e D
iso
rd
er
 
o
f
 
W
o
m
en
,
p
p
.126.
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