
小
特
集

イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
︱
ベ
ア
ー
テ
・
ビ
ン
ダ
ー
論
文
に
寄
せ
て

門

田

岳

久

は
じ
め
に

本
稿
で
は
︑
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
族
学
研
究
所
教
授
で
あ
る
ベ
ア
ー
テ
・
ビ
ン
ダ
ー
︵
P
rof.D
r.B
eate
B
in
d
er︶
に
よ

る
︑
近
年
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
論
文
に
引
き
着
け
て
︑
民
俗
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
意
義
を
考
え
た
い
︒

ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
族
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
が
“D
oin
g
G
en
d
er”と
表
現
で
き
る
ご
と
く
︑
社
会
的
実
践
と
し
て
の
側
面
を

持
っ
た
研
究
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
︑
不
平
等
の
是
正
︑
女
性
の
生
活
世
界
に
お
け
る
権
力
の
可
視
化
に
傾
注
し
て
き
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
︒
次
い
で
近
年
の
注
目
す
べ
き
研
究
例
と
し
て
︑
日
本
の
コ
ス
プ
レ
に
お
け
る
中
性
性
の
表
現
︑
性
差
別
撤
廃
に
取
り
組
む
サ
ッ

カ
ー
運
営
組
織
の
民
族
誌
的
研
究
︑
ト
ラ
ン
ス
セ
ク
シ
ャ
ル
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
政
策
と
医
療
に
注
目
し
た
研
究
︑
そ
し
て
二
〇
〇
六
年

に
ド
イ
ツ
で
可
決
さ
れ
た
反
差
別
へ
の
政
治
的
取
り
組
み
で
あ
る
﹁
一
般
平
等
取
り
扱
い
法
﹂
に
関
す
る
︑
ビ
ン
ダ
ー
自
身
の
法
人
類
学

的
研
究
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
小
稿
で
は
ビ
ン
ダ
ー
の
紹
介
な
ら
び
に
本
論
の
背
景
と
な
る
ド
イ
ツ
民
俗
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究

の
布
置
に
関
す
る
解
説
を
施
し
た
い
︒
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一

ベ
ア
ー
テ
・
ビ
ン
ダ
ー
教
授
に
つ
い
て

現
代
ド
イ
ツ
民
俗
学
を
代
表
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
者
で
あ
る
ビ
ン
ダ
ー
は
︑
学
部
か
ら
博
士
課
程
ま
で
を
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
経

験
文
化
学
研
究
所
で
過
ご
し
︑
博
士
号
を
取
得
後
︑
二
〇
〇
七
年
に
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
か
ら
教
授
資
格
を
取
得
し
た
︒
い
く
つ
か
の
大
学

の
講
師
等
を
経
て
︑
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
研
究
所
の
教
授
職
を
短
期
間
務
め
た
あ
と
︑
二
〇
〇
八
年
以
降
は
現
職
で

あ
る
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
の
教
授
を
務
め
て
い
(１
)

る
︒
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
出
さ
れ
た
博
士
論
文
は
日
常
生
活
の
電
化
に
関
す
る
民
族
誌

で
あ
り
︑
科
学
技
術
と
民
衆
生
活
の
接
合
を
捉
え
た
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
︹
二
〇
〇
五
︺
以
来
の
同
大
学
の
〝
伝
統
〟
を
引
き
継

い
だ
も
の
と
言
え
る
︒
教
授
資
格
論
文
は
ベ
ル
リ
ン
に
焦
点
を
当
て
た
都
市
民
族
誌
で
あ
り
︑
住
民
や
都
市
計
画
家
な
ど
様
々
な
立
場
の

人
々
の
記
憶
や
日
常
的
実
践
︑
都
市
計
画
な
ど
の
政
治
的
動
静
と
の
人
び
と
の
付
き
合
い
を
空
間
的
視
点
で
描
い
て
い
る
︹
B
in
d
er
二

〇
〇
九
︺
︒

教
授
資
格
論
文
は
一
見
彼
女
の
現
在
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
と
は
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
日
常
と

政
治
が
密
接
に
結
び
つ
く
状
況
を
解
き
ほ
ぐ
す
視
点
は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
出
自
な
ど
の
社
会
的
不
平
等
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
国
家
的
な

政
策
や
法
が
︑
人
び
と
の
日
常
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
﹁
翻
訳
﹂
さ
れ
て
い
る
の
か
を
捉
え
よ
う
と
す
る
現
在
の
研
究
テ
ー
マ
に
も
通
底

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
た
大
都
市
ベ
ル
リ
ン
の
流
動
性
を
見
よ
う
と
す
る
点
に
は
︑
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
の
教
え
子
で
あ
り
キ
ャ
リ

ア
後
半
で
は
欧
州
の
多
文
化
的
状
況
に
着
目
し
て
き
た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
カ
シ
ュ
ー
バ
︵
元
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
︶︹
二
〇
一
〇
︺
の
影
響

も
感
じ
ら
れ
る
︒
そ
の
意
味
で
ビ
ン
ダ
ー
は
︑
ナ
チ
ズ
ム
の
影
響
の
も
と
懐
古
的
な
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ィ
ー
ク
で
あ
っ
た
V
olk
sk
u
n
d
e
か

ら
日
常
／
文
化
を
動
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
E
u
rop
ean
E
th
n
olog
y
へ
と
様
変
わ
り
し
た
︑
戦
後
ド
イ
ツ
民
俗
学
の
〝
改
革
〟
路
線
を
正

し
く
継
承
し
た
研
究
者
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
︒

ビ
ン
ダ
ー
は
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
民
俗
学
者
で
あ
る
の
と
同
等
の
力
配
分
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
者
で
も
あ
る
︒
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
で
は

学
際
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
セ
ン
タ
ー
の
代
表
に
あ
り
︑
日
本
民
俗
学
会
年
会
で
の
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
︵
二
〇
一
八
年
一
〇
月
︶
の
直
後
一

一
月
に
は
︑
同
大
学
で
“A
rch
iv
in
g
F
em
in
ist
F
u
tu
res.T
em
p
orality
an
d
G
en
d
er
in
C
u
ltu
ralA
n
aly
sis”と
い
う
︑
民
俗
学
を
含

インターセクションとしてのジェンダー研究
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む
文
化
研
究
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
歴
史
的
蓄
積
を
批
評
す
る
大
規
模
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
い
る
︒

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
D
G
V
︵
D
eu
tsch
e
G
esellsch
aft
fü
r
V
olk
sk
u
n
d
e︑
ド
イ
ツ
民
俗
学
会
︶
の
女
性
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
委
員
会

が
主
催
し
た
も
の
で
あ
(２
)
る
︒
ビ
ン
ダ
ー
が
代
表
を
務
め
る
こ
の
委
員
会
に
は
約
二
五
〇
名
の
メ
ン
バ
ー
が
所
属
し
て
お
り
︑
Ｄ
Ｇ
Ｖ
の
総

会
員
数
が
約
一
二
〇
〇
名
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
ド
イ
ツ
民
俗
学
に
お
い
て
は
概
ね
二
割
強
の
研
究
者
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
を
専
門

的
に
行
っ
て
い
る
か
︑
少
な
く
と
も
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
数
が
多
い
か
少
な
い
か
は
と
も
か
く
︑
ド
イ
ツ
民

俗
学
の
戦
後
の
改
革
に
お
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
果
た
し
て
き
た
役
割
は
大
き
く
︑
本
報
告
に
も
そ
れ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

二

無
作
為
の
政
治
性
に
対
す
る
批
判
的
検
証

ビ
ン
ダ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
他
の
欧
米
諸
国
同
様
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
は
一
九
六
〇
年
代
の
学
生
運
動
を
契
機

と
し
て
盛
り
上
が
り
︑
女
性
解
放
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
も
強
く
連
動
し
た
運
動
体
と
し
て
の
実
践
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
︒
庶
民
の
日

常
生
活
に
お
け
る
社
会
的
性
差
の
生
産
の
プ
ロ
セ
ス
と
︑
そ
れ
を
隠
蔽
し
再
生
産
さ
せ
て
き
た
権
力
関
係
を
記
述
す
る
と
い
う
点
に
お
い

て
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
は
既
存
の
民
俗
学
の
保
守
性
を
大
き
く
変
革
さ
せ
て
き
た
︒

そ
れ
ま
で
の
民
俗
学
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
︑
既
に
日
本
語
で
も
多
く
紹
介
さ
れ
︑
と
り
わ
け
河
野
眞
の
一
連

の
著
作
は
ナ
チ
ズ
ム
と
の
関
係
で
輪
郭
が
形
成
さ
れ
た
戦
前
の
ド
イ
ツ
民
俗
学
に
関
す
る
包
括
的
な
理
解
を
提
供
し
て
い
る
︹
河
野

二

〇
〇
(３
)
五
︺
︒
端
的
に
言
え
ば
そ
れ
は
︑
V
olk
︵
民
族
︶
の
L
eb
en
︵
生
活
︶
の
不
変
性
︑
同
質
性
︑
固
有
性
に
焦
点
を
当
て
た
文
献
学
的
志

向
を
持
つ
研
究
で
あ
っ
た
︒
こ
の
場
合
V
olk
は
伝
統
を
保
持
す
る
下
層
・
農
民
層
と
い
う
意
味
合
い
と
︑
ド
イ
ツ
民
族
と
い
う
人
種
主
義

の
色
濃
い
国
家
主
義
的
民
衆
像
と
の
二
面
が
あ
る
が
︑
民
俗
学
は
そ
の
伝
統
的
生
活
を
た
だ
記
述
す
る
と
い
う
地
味
な
作
業
に
徹
し
て
き

た
︒
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
父
権
主
義
的
な
家
族
・
近
隣
関
係
を
は
じ
め
と
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
﹁
ド
イ
ツ
人
﹂
の
民

衆
像
を
作
り
出
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

従
っ
て
戦
後
の
ド
イ
ツ
民
俗
学
の
使
命
は
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
貢
献
し
て
き
た
概
念
で
あ
る
﹁
フ
ォ
ル
ク
ス
レ
ー
ヴ
ェ
ン
と
の
決
別
﹂
で

小特集 日本民俗学会・ドイツ民俗学会共催国際シンポジウム「ドイツ民俗学の最前線」

64



あ
り
︑﹁
現
代
と
の
つ
な
が
り
﹂
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ゴ
ェ
ッ
チ
ェ
＝
エ
ル
テ
ン
が
﹁
民
俗
文
化
と
い
う
構
成
概
念
の
下
に
あ
り
が
ち

な
静
止
状
態
と
継
続
性
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
か
ら
﹁
力
動
性
と
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
問
い
﹂
へ
の
変
化
と
表
現
し
た
よ
う
に
︹
ゴ
ェ
ッ

チ
ェ
＝
エ
ル
テ
ン
二
〇
一
八
︺︑
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
文
学
に
近
い
分
野
で
あ
っ
た
旧
来
の
民
俗
学
は
︑
歴
史
学
・
社
会
学
︵
つ
ま
り
歴
史

的
視
点
を
持
っ
た
社
会
科
学
︶
へ
と
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
完
全
に
歴
史
学
あ
る
い
は
社
会
学
の
一
部
門
に
下

る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
の
視
点
を
民
俗
学
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑
具
体
的
に
は
日
常
史
研
究
に
端
を
発
す
る

﹁
日
常
﹂︵
A
lltag
︶
概
念
︑
ま
た
米
国
人
類
学
や
英
国
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
依
拠
す
る
﹁
文
化
﹂︵
K
u
ltu
r︶
概
念
の
導
入

に
よ
っ
て
︑
人
び
と
の
生
活
に
お
け
る
﹁
力
動
性
と
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
展
す
る
よ
う
に

な
っ
た
︒

加
え
て
戦
後
ド
イ
ツ
民
俗
学
の
大
き
な
変
化
は
︑
民
族
誌
的
な
記
述
と
い
う
自
ら
の
行
為
が
持
つ
政
治
性
に
自
覚
的
に
な
っ
た
点
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
農
村
に
お
い
て
伝
統
的
な
V
olk
sleb
en
を
民
族
誌
と
し
て
︵
あ
る
い
は
博
物
館
所
蔵
の
た
め
の
資
料
と
し
て
︶
た

だ
記
述
す
る
と
い
う
行
為
は
一
見
非
政
治
的
に
見
え
る
が
︑
例
え
ば
農
村
に
お
け
る
規
範
や
慣
習
が
男
性
中
心
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ロ
ー
ル

︵
性
別
役
割
と
そ
の
分
業
︶
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
良
き
伝
統
と
し
て
固
定
化
す
る
権
力
関
係
が
日
常
生
活
に

埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
を
批
判
的
な
ス
タ
ン
ス
で
相
対
化
せ
ず
︑
単
に
﹁
事
実
﹂
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
は
︑
記
述
行
為

を
通
し
て
結
果
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
や
権
力
を
肯
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
無
批
判
な
記
述
と
言
う
の
は

実
は
極
め
て
強
い
政
治
性
を
有
し
た
営
み
で
あ
る
︒
日
常
史
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
形
成
し
て
き
た
の
は

決
し
て
一
部
の
党
幹
部
で
は
な
く
︑
悪
意
の
な
い
民
衆
で
あ
り
︑
そ
の
日
々
の
蓄
積
で
あ
る
︹
ポ
イ
カ
ー
ト

二
〇
〇
五
︺︒
民
俗
学
も
ま

た
︑
農
民
生
活
の
伝
統
的
側
面
を
記
録
す
る
と
い
う
﹁
悪
意
の
な
い
﹂
行
為
を
通
じ
て
︑
行
為
遂
行
的
に
︑
ナ
チ
ズ
ム
の
宣
伝
に
加
担
し

た
の
で
あ
る
︹
河
野

二
〇
〇
(４
)
五
︺︒

ビ
ン
ダ
ー
は
本
論
の
序
盤
に
お
い
て
︑
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
に
言
及
し
な
が
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
﹁
日
々
の
実
践
と
組
織
化
さ
れ
た

秩
序
の
継
続
的
に
更
新
さ
れ
た
効
果
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
日
常
の
些
細
な
振
る
舞
い
や
言
語
活
動
な
ど
︑
何
ら
か
の
行
為
が
同
時
に
あ
る

種
の
事
実
の
確
定
や
遂
行
と
同
等
の
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
︑言
語
学
者
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
か
ら
バ
ト
ラ
ー
に
至
る﹁
パ

インターセクションとしてのジェンダー研究
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フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
﹂︵
行
為
遂
行
性
︶
の
理
論
と
し
て
定
着
し
て
お
り
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
重
要
な
ア
イ
デ
ィ
ア
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
は
︑
ビ
ン
ダ
ー
の
言
う
よ
う
に
日
常
の
な
か
で
行
為
遂
行
的
に
生
み
出
さ
れ
て
き
た
男
女
間
の
不
平
等
や
抑

圧
を
可
視
化
さ
せ
︑
民
俗
学
に
日
常
批
判
・
文
化
批
判
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
大
い
に
貢
献
し
て
き
た
と
言
っ
て
良
い
︒
ま
た
行

為
遂
行
性
へ
の
着
目
は
︑
か
つ
て
の
民
俗
学
の
よ
う
に
﹁
静
止
状
態
と
継
続
性
﹂
と
に
見
え
る
民
衆
生
活
の
伝
統
的
側
面
を
﹁
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
に
﹂
記
述
す
る
ス
タ
ン
ス
を
維
持
し
た
ま
ま
で
は
︑
性
差
の
容
認
や
抑
圧
を
生
み
出
す
権
力
関
係
を
是
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
明
る
み
に
出
し
た
︒
要
す
る
に
一
見
作
為
の
な
い
民
俗
学
の
記
述
も
ま
た
︑
性
差
を
容
認
し
再
生
産
す
る
﹁
組
織
化
さ

れ
た
秩
序
﹂
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
民
俗
学
に
内
在
す
る
危
う
い
政
治
性
を
相
対
化
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研

究
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
視
点
の
大
き
な
貢
献
で
あ
る
と
い
え
る
︒

三

視
点
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
・
女
性
研
究
は
民
俗
学
に
と
っ
て
一
つ
の
対
象
︑
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
同
時
に
︑
い
か
な
る
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
︵
あ
る
い
は
用
い
る
こ
と
の
求
め
ら
れ
る
︶
一
つ
の
視
点
︑
も
の
の
見
方
で
あ
る
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
観
点
か

ら
対
象
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
現
代
社
会
の
様
々
な
局
面
で
特
権
的
な
立
場
が
付
随
し
て
い
た
り
︑
不
平
等
性
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
た

り
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
ビ
ン
ダ
ー
は
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ン
︵
交
点
︶
と
い
う
言
葉
を
使
い
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
他
の
異
な
る
シ

ス
テ
ム
と
共
に
作
用
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
彼
女
の
言
う
よ
う
に
性
差
に
代
表
さ
れ
る
不
平
等
性
は
必
ず
し
も
目
に
見
え
る
わ

か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
く
︑﹁
組
織
や
代
表
機
関
や
キ
ャ
リ
ア
に
よ
り
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
︑
固
め
ら
れ
︑
あ
る
い
は
液
化
さ
れ
﹂
て
い
る
︒

ゆ
え
に
︑
そ
の
﹁
不
平
等
や
権
力
の
諸
形
式
を
︑
特
別
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
す
る
﹂
こ
と
が
必
要
と
な
(５
)
る
︒﹁
視
点
と
し

て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
と
い
う
考
え
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
︑
最
後
に
日
本
の
民
俗
学
に
反
照
さ
せ
な
が
ら
考
え
た
い
︒

日
本
の
民
俗
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
は
︑
加
賀
谷
真
梨
ら
若
い
世
代
の
研
究
者
ら
の
活
動
に
も
関
わ
ら
ず
︑
二
割
超
が
そ
の
分

野
に
帰
属
意
識
を
持
つ
ド
イ
ツ
民
俗
学
に
比
べ
て
未
だ
に
全
体
的
な
関
心
を
持
た
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
日
本
の
民
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俗
学
で
は
女
性
民
俗
研
究
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
化
さ
れ
た
研
究
の
蓄
積
が
多
く
あ
る
が
︑
こ
こ
で
重
要
な
の
は
単
に
﹁
女
性
な
ら
で
は
の
民

俗
﹂
を
対
象
と
し
て
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑﹁
視
点
﹂
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
様
々
な
領
域
を
架
橋
的
に
見
る
︑
と

い
う
方
法
論
的
な
方
策
で
あ
る
︒
ビ
ン
ダ
ー
の
言
う
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
物
事
を
捉
え
る
の
は
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
で

可
能
な
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
を
敢
え
て
し
な
い
︵
U
n
d
oin
g
︶
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
今
度
は
そ
の
意
図
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
で

は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
で
見
る
／
見
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
加
賀
谷
は
︑
そ
の
視
点
を
持
た
な
い
既
存
の
民
俗
学
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

女
で
あ
れ
男
で
あ
れ
︑
人
間
を
規
定
し
て
い
る
力
の
作
用
や
文
脈
を
看
過
し
︑
人
間
の
生
存
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い

る
か
を
構
築
主
義
的
な
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
な
く
︑﹁
社
会
﹂
と
分
断
し
た
形
で
描
い
て
き
た
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
社
会
﹂
を

多
元
的
な
制
度
が
交
錯
し
人
間
の
行
為
に
陰
に
陽
に
影
響
を
与
え
︑
か
つ
そ
う
し
た
力
学
の
中
で
人
び
と
が
行
為
実
践
を
行
う
場
と
し

て
想
定
し
て
こ
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︹
加
賀
谷

二
〇
一
四

一
五
七
︺
︒

ビ
ン
ダ
ー
は
現
在
︑
単
に
﹁
女
性
研
究
﹂
と
い
う
枠
を
超
え
︑
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
不
平
等
に
係
わ
る
法
や
制
度
と
︑
人
び
と
の
日
常
的

な
実
践
や
規
範
意
識
の
関
係
を
研
究
し
て
い
る
︒
い
わ
ば
加
賀
谷
の
言
う
よ
う
に
﹁
人
間
を
規
定
し
て
い
る
力
の
作
用
や
文
脈
﹂
を
︑
個
々

人
の
営
み
と
併
せ
て
考
え
る
取
り
組
み
で
あ
る
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
持
つ
と
言
う
こ
と
は
︑
ま
ず
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
私
た
ち
が

見
聞
き
で
き
る
個
人
の
語
り
や
地
域
の
景
観
︑
モ
ノ
︑
人
び
と
の
行
為
と
い
っ
た
比
較
的
ミ
ク
ロ
な
対
面
的
状
況
で
生
じ
る
現
象
を
︑
社

会
的
な
制
度
︑
政
策
︑
歴
史
な
ど
の
マ
ク
ロ
な
も
の
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
考
え
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
様
々
な
ス
ケ
ー
ル
で

結
び
つ
く
多
と
し
て
の
社
会
制
度
の
間
︵
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ン
︶
に
こ
そ
不
平
等
性
を
再
生
産
し
是
認
す
る
規
範
や
権
力
が
埋
め
込
ま

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
︑
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ン
を
見
ず
に
﹁
眼
前
の
事
実
﹂
に
の
み
視
野
を
矮
小
化
す
る
こ
と
は
︑
権
力
に
と
っ
て
最

も
都
合
の
良
い
描
写
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒

ビ
ン
ダ
ー
は
本
論
に
お
い
て
︑
注
目
す
べ
き
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
一
例
と
し
て
日
本
の
﹁
ヴ
ィ
ー
ズ
ス
﹂︵
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
系
︶
を
描
い
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た
ナ
デ
ィ
ー
ン
・
ハ
イ
マ
ン
の
博
士
論
文
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
ハ
イ
マ
ン
は
ヴ
ィ
ー
ズ
ス
の
表
現
者
た
ち
の
身
体
性
が
ヘ
テ
ロ
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
で
﹁
き
わ
め
て
超
感
性
的
﹂︑
つ
ま
り
既
存
の
価
値
規
範
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
と
い
い
︑
ビ
ン
ダ
ー
も
こ
れ
に

対
し
て
﹁
分
か
ち
合
わ
れ
た
思
考
の
優
位
と
価
値
の
地
平
を
超
越
﹂
し
て
い
る
現
象
だ
と
述
べ
る
︒
こ
こ
か
ら
私
は
︑
ヴ
ィ
ー
ズ
ス
と
い

う
特
異
で
逸
脱
的
な
表
現
形
態
で-

し-

か-

﹁
超
越
﹂
で
き
な
い
日
本
の
若
者
を
取
り
巻
く
身
体
規
範
の
強
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
︒
要
す

る
に
日
本
社
会
に
構
造
化
さ
れ
た
﹁
こ
う
で
あ
る
べ
き
だ
﹂
と
い
う
画
一
的
な
縛
り
の
強
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
ハ

イ
マ
ン
の
博
士
論
文
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
︑
こ
う
し
た
規
範
を
学
校
教
育
な
ど
を
通
し
て
再
生
産
さ
れ
る
規
律
訓
練
の
制
度
化
と
照

ら
し
合
わ
せ
れ
ば
︑
よ
り
ヴ
ィ
ー
ズ
ス
と
い
う
一
地
点
か
ら
見
え
て
く
る
権
力
の
広
が
り
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ヴ
ィ
ー
ズ
ス
は
ビ
ン

ダ
ー
の
言
う
よ
う
に
﹁
社
会
に
お
け
る
特
殊
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂
で
あ
る
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
を

﹁
特
殊
な
も
の
﹂
と
し
て
生
み
出
し
て
い
る
社
会
的
な
制
度
を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
の
事
例
へ
の
ミ
ク

ロ
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑﹁
同
時
に
社
会
的
秩
序
を
扱
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
な
り
え
る
﹂
の
で
あ
る
︒
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英
文
で
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
B
en
d
ix

︹
2014︺
を
参
照
︒

⑷

日
本
の
民
俗
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
を
沖
縄
研
究
か
ら
検

討
し
た
加
賀
谷
は
︑﹁
霊
的
能
力
の
あ
る
女
性
﹂﹁
た
く
ま
し
い
女
性
﹂

と
い
っ
た
表
象
に
よ
り
︑
伝
統
社
会
で
割
り
当
て
ら
れ
た
社
会
領
域

に
女
性
を
押
し
込
め
固
定
化
す
る
研
究
者
／
現
地
社
会
の
認
識
が
に

じ
み
出
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︹
加
賀
谷

二
〇
一
〇
︑
二
〇
一

四
︺︒
こ
の
点
か
ら
も
︑
日
独
の
民
俗
学
に
お
い
て
同
様
の
無
作
為

な
政
治
性
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

⑸

近
年
の
ド
イ
ツ
民
俗
学
の
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
は
難
民
︑
移
民
の
研

究
で
あ
る
が
︑
移
民
研
究
に
お
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
が
重
要
で

あ
る
こ
と
は
ラ
イ
ム
グ
ル
ー
バ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
︹
ラ
イ
ム
グ

ル
ー
バ
ー

二
〇
〇
八

九
八
︺︒
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