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特
　集

日
本
研
究
の
道
し
る
べ
―
―
必
読
の
一
〇
〇
冊

　

一
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
は
変
わ
っ
た
か

　
一
九
八
〇
年
代
︑
社
会
的
性
差
︑
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
視
点
が
本

格
的
に
登
場
し
た
︒
こ
の
新
し
い
概
念
は
︑
女
ら
し
さ
／
男
ら
し
さ
に
違
和
感

を
覚
え
︑
そ
の
窮
屈
な
殻
を
破
り
た
い
と
考
え
て
い
た
人
々
に
大
き
な
期
待
を

も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
︒
研
究
者
の
み
な
ら
ず
学
生
た
ち
に
も
魅
力
的
に
見
え
た
︒

江
原
由
美
子
ら
が
著
し
た
最
初
期
の
教
科
書
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
社
会
学
︱
︱
女

た
ち
／
男
た
ち
の
世
界
﹄（
新
曜
社
︑
一
九
八
九
）
は
︑
柴
門
ふ
み（

1
）

の
イ
ラ
ス
ト

が
表
紙
を
飾
る
オ
レ
ン
ジ
色
の
ソ
フ
ト
カ
バ
ー
で
あ
っ
た
︒
当
時
の
気
分
が
よ

く
現
れ
て
い
る
︒

　
そ
れ
か
ら
三
十
年
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
は
学
術
的
に
確
固
た
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン

を
築
い
た
︒
ま
た
社
会
に
お
い
て
は
︑
一
九
八
五
年
に
男
女
雇
用
機
会
均
等
法

（
そ
の
後
何
度
も
改
定
）
が
︑
一
九
九
九
年
に
は
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
が

制
定
さ
れ
︑
男
女
格
差
是
正
へ
の
枠
組
み
は
一
定
程
度
整
え
ら
れ
た
︒

　
し
か
し
︑
現
実
の
男
女
の
社
会
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
や
性
役
割
は
期
待
さ
れ
た
ほ

ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
︒
二
〇
一
七
年
も
世
界
の
男
女
平
等
ラ
ン
キ
ン
グ（

2
）

に
お
い

て
日
本
は
一
一
四
位
︑
先
進
国
で
飛
び
抜
け
て
低
い
︒
今
や
こ
れ
が
日
本
の

﹁
特
徴
﹂
で
あ
る
か
の
よ
う
で
︑
日
本
研
究
の
一
要
素
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
変
わ
り
に
く
い
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
は
家
族
の
あ
り
よ
う

と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
︒
言
い
尽
く
さ
れ
た
言
葉
で
は
あ
る
が
﹁
男
は

仕
事
︑
女
は
家
庭
﹂
︱
︱
こ
の
構
図
は
今
も
概
ね
続
い
て
い
る（

3
）

︒
未
婚
で
あ
っ

て
も
必
ず
し
も
こ
の
状
況
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
分
業
体
制

を
前
提
と
す
る
労
働
シ
ス
テ
ム
︑
福
祉
シ
ス
テ
ム
が
走
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

ジ
ェ
ン
ダ
ー
　G

ender

平
井
晶
し
ょ
う

子こ

キ
ー
ワ
ー
ド
： 

性
役
割
︑
性
別
役
割
分
業
︑
良
妻
賢
母
︑
近
代
家
族
︑
日
本
的
経
営
︑
主
婦
︑
母
︑
ケ
ア
労
働
︑
東
ア
ジ
ア
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本
稿
で
は
︑
こ
の
頑
強
に
見
え
る
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
を
ひ
も
と
く
た

め
︑
比
較
的
入
手
し
や
す
い
単
著
を
中
心
に
紹
介
す
る
︒
性
別
役
割
分
業
は
い

つ
︑
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
た
の
か
︑
当
事
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
意
識
で
こ
の

プ
ロ
セ
ス
を
進
め
て
き
た
の
か
（
受
け
入
れ
て
き
た
の
か
）︑
女
性
た
ち
は
ど
の

よ
う
な
気
持
ち
で
ケ
ア
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
か
︑
欧
米
の
経
緯
と
は
異
な
る

日
本
的
な
る
過
程
︑
ま
た
ア
ジ
ア
の
な
か
の
差
異
も
踏
ま
え
た
成
果
か
ら

﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
見
る
日
本
﹂
を
考
え
る
（
お
も
に
日
本
語
文
献
を
扱
う
が
い
く

つ
か
は
英
訳
も
あ
る
︒
読
み
や
す
い
方
で
読
ん
で
も
ら
え
れ
ば
と
思
う
）︒

　

二
　
主
婦
の
誕
生

落
合
恵
美
子
﹃
21
世
紀
家
族
へ
﹄

　
第
一
章
が
﹁
女
は
昔
か
ら
主
婦
だ
っ
た
か
﹂
で
始
ま
る
落
合
恵
美
子
﹃
21
世

紀
家
族
へ
︱
︱
家
族
の
戦
後
体
制
の
見
か
た
・
超
え
か
た
﹄（
初
刊
一
九
九
四；

第
三
版
︑
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
四

（
4
）

）
で
は
︑
高
度
経
済
成
長
期
の
日
本
家
族
の
特
徴

が
﹁
主
婦
化
﹂﹁
二
人
っ
子
﹂﹁
人
口
ボ
ー
ナ
ス
世
代
﹂
か
ら
説
明
さ
れ
る
︒
こ

こ
で
注
目
す
る
主
婦
化
は
女
子
労
働
力
率
と
い
う
指
標
を
も
と
に
︑
時
代
ご
と

の
推
移
か
ら
導
き
出
さ
れ
︑﹁
女
が
主
婦
﹂
と
い
う
性
役
割
が
日
本
で
普
及
し

た
の
は
高
度
経
済
成
長
期
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒

　
本
書
は
大
学
で
の
講
義
を
も
と
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
︑
章
ご
と
に

﹁
問
い
と
答
え
﹂
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
構
成
に
な
っ
て

い
る
︒
第
一
章
の
﹁
女
は
昔
か
ら
主
婦
だ
っ
た
か
﹂
と
の
問
い
は
︑﹁
女
は
主

婦
﹂
と
い
う
当
た
り
前
を
問
い
直
す
斬
新
な
問
い
で
あ
り
︑
次
章
以
下
も
目
か

ら
鱗
う
ろ
こ

が
落
ち
る
よ
う
な
﹁
問
い
と
答
え
﹂
が
並
ぶ
︒

　
落
合
は
欧
米
の
家
族
史
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
成
果
を
踏
ま
え
︑
産
業
化
・
工

業
化
の
な
か
で
職
住
が
分
離
し
︑
労
働
が
有
償
／
無
償
に
分
か
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ

に
男
性
／
女
性
が
割
り
当
て
ら
れ
て
き
た
こ
と
︑
欧
米
先
進
国
で
は
二
十
世
紀

前
半
に
主
婦
化
が
進
ん
で
き
た
こ
と
を
整
理
し
た
う
え
で
︑﹁
で
は
日
本
は
？
﹂

と
問
う
︒
た
と
え
ば
︑
図
1－

3
女
子
労
働
力
率
の
長
期
変
動
（
一
九
〇
〇
～

一
九
九
五
年
）
で
は
︑
二
十
世
紀
の
百
年
間
の
女
子
労
働
力
率
を
︑
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
︑
ア
メ
リ
カ
︑
ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
を
対
比
さ
せ
る

（
二
三
頁
）︒﹁
産
業
化
・
工
業
化
は
女
性
を
主
婦
化
さ
せ
る
﹂
と
言
わ
れ
て
も

﹁
欧
米
女
性
の
方
が
労
働
力
率
は
高
い
は
ず
﹂
と
い
う
認
識
は
な
か
な
か
変
わ

ら
な
い
︒
し
か
し
︑
一
九
七
〇
年
ま
で
の
七
十
年
間
︑
日
本
の
女
子
労
働
力
率

が
欧
米
先
進
国
と
比
べ
て
圧
倒
的
に
高
い
こ
と
を
見
せ
ら
れ
る
と
納
得
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
︒

　
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
が
出
る
よ
う
に
世
代
の
違
い
に
よ
る
主
婦
化
の
推
移
も
示

さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
日
本
で
は
高
度
経
済
成
長
に
伴
い
主
婦
が
増
え
た
こ
と
︑

言
い
か
え
る
と
戦
後
生
ま
れ
の
団
塊
世
代
が
も
っ
と
も
主
婦
化
し
た
層
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒
戦
後
︑
家
か
ら
の
解
放
を
め
ざ
し
た
団
塊
世
代
は
﹁
友
達
夫

婦
﹂﹁
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
﹂
を
形
成
し
た
が
︑
彼
ら
が
も
っ
と
も
性
別
役
割
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分
業
家
族
を
生
き
た
こ
と
に
な
る
︒

　
本
書
は
︑
説
得
力
の
あ
る
︑
し
か
も
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
デ
ー
タ
で
︑
戦
後

日
本
の
性
役
割
や
家
族
の
特
徴
を
説
明
す
る
︒
と
き
に
産
業
化
・
工
業
化
の
な

か
で
﹁
普
遍
的
﹂
に
形
成
さ
れ
て
き
た
﹁
近
代
家
族
﹂
的
展
開
と
し
て
︑
と
き

に
日
本
の
伝
統
家
族
と
の
関
連
か
ら
︑
と
き
に
乳
幼
児
死
亡
率
の
改
善
と
い
う

人
口
学
的
要
因
か
ら
︑
デ
ー
タ
を
取
り
出
し
解
が
導
き
出
さ
れ
る
︒
本
書
全
体

を
読
み
通
す
こ
と
で
︑
主
婦
化
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
︑
戦
後
日
本
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
特
性
・
家
族
特
性
が
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
る
一
冊
と
な
っ
て
い
る
︒

木
本
喜
美
子
﹃
家
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
企
業
社
会
﹄

　
主
婦
化
を
進
め
た
団
塊
世
代
（
一
九
四
七
～
四
九
年
生
ま
れ
）
に
は
言
わ
ず
と

知
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
顔
が
あ
る
︒
高
度
経
済
成
長
の
推
進
者
で
あ
る
︒
高
度

経
済
成
長
ま
で
は
終
身
雇
用
も
年
功
序
列
も
な
く
︑
当
然
︑
日
本
的
経
営
も
な

か
っ
た
︒
急
激
な
工
業
化
︑
経
済
成
長
の
過
程
で
︑
大
量
の
労
働
者
を
必
要
と

す
る
企
業
と
︑
農
村
か
ら
都
市
に
出
て
き
て
小
さ
な
幸
せ
を
求
め
た
労
働
者
と

そ
の
家
族
︑
両
者
が
手
を
携
た
ず
さ

え
作
り
上
げ
た
の
が
日
本
的
経
営
で
あ
る
こ
と
を
︑

木
本
喜
美
子
の
﹃
家
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
企
業
社
会
︱
︱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
プ

ロ
ー
チ
の
模
索
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
一
九
九
五
）
は
教
え
て
く
れ
る
︒
本
書

は
決
し
て
読
み
や
す
い
本
で
は
な
い
が
︑
企
業
社
会
と
の
関
係
を
抜
き
に
日
本

の
性
役
割
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
理
論
編
が
苦
手
な
方
は
第
三
部
﹁
家

族
と
︿
企
業
社
会
﹀﹂
だ
け
で
も
読
ん
で
ほ
し
い
︒

　
本
書
は
︑
一
九
八
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
ト
ヨ
タ
自
動
車
の
労
働
者
調
査
・
生

活
実
態
調
査
を
ベ
ー
ス
に
︑﹁
世
界
に
名
だ
た
る
長
時
間
労
働
体
制
の
国
日
本

に
お
い
て
︑
他
の
先
進
工
業
諸
国
に
比
し
て
家
族
の
相
対
的
安
定
性
が
み
ら
れ

る
の
は
何
故
な
の
か
﹂（
一
頁
）
と
︑
企
業
と
家
族
の
あ
り
方
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
視
点
か
ら
問
う
た
労
作
で
あ
る
︒
そ
し
て
ト
ヨ
タ
と
い
う
大
企
業
の
事
例
か

ら
で
は
あ
る
が
︑
日
本
家
族
が
安
定
し
て
い
る
の
は
︑﹁︿
企
業
社
会
﹀
が
︿
近

代
家
族
﹀
モ
デ
ル
を
企
業
内
福
利
厚
生
制
度
な
ど
を
通
し
て
付
与
し
︑
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
た
か
ら
で
あ
り
︑
労
働
者
そ
し
て
家
族
の
側
も
︑
物
質
優
先
主
義
と

い
う
価
値
観
を
共
有
す
る
限
り
で
︿
企
業
社
会
﹀
を
下
支
え
し
て
き
た
﹂（
五

頁
）
か
ら
と
結
論
づ
け
る
︒
日
本
的
雇
用
慣
行
も
性
役
割
も
︑
正
体
不
明
の
何

も
の
か
に
強し

い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
成
長
を
続
け
た
い
企
業
と
︑
豊
か
さ

を
求
め
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
が
﹁
相
互
に
浸
透
し
合
い
︑
一
種
の
均
衡
状

態
﹂（
五
頁
）
の
な
か
で
作
り
上
げ
た
﹁
共
犯
関
係
﹂
の
成
せ
る
技
で
あ
っ
た

と
読
み
解
く
︒

　
こ
れ
ら
二
冊
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑﹁
女
は
主
婦
﹂
と
い
う
性
役
割
は
︑

大
正
期
の
新
中
間
層
で
産
声
を
上
げ
︑
高
度
経
済
成
長
の
過
程
で
広
く
浸
透
し
︑

︿
企
業
社
会
﹀
と
手
を
携
え
て
日
本
家
族
を
特
徴
づ
け
て
き
た
︒
で
は
︑
日
本

的
経
営
が
ゆ
ら
い
で
い
る
現
在
︑︿
企
業
社
会
﹀
と
﹁
共
犯
関
係
﹂
に
あ
っ
た

家
族
は
ど
う
な
る
の
か
︒
現
時
点
で
見
え
て
い
る
の
は
﹁
家
族
を
つ
く
ら
な
い

（
＝
未
婚
化
）﹂
と
い
う
選
択
の
広
が
り
で
あ
る（

5
）

︒
わ
れ
わ
れ
に
は
﹁
従
来
の
家
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族
﹂
か
﹁
未
婚
﹂
か
し
か
道
は
な
い
の
か
︱
︱
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
︒

落
合
や
木
本
が
示
す
よ
う
に
︑﹁
従
来
の
家
族
﹂
も
初
め
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
︒
た
か
だ
か
数
十
年
前
に
で
き
た
も
の
で
あ
る（

6
）

︒

　

三
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
日
本
的
特
徴
：
母
役
割

　
次
に
母
役
割
に
焦
点
を
移
そ
う
︒

　
近
代
家
族
は
い
ず
れ
の
社
会
で
も
﹁
子
ど
も
中
心
主
義
﹂
の
要
素
を
含
ん
で

お
り
︑
母
で
あ
る
こ
と
が
女
性
の
重
要
な
役
割
と
さ
れ
る
︒
そ
の
な
か
で
も
日

本
は
と
く
に
（
夫
婦
の
情
緒
的
関
係
が
相
対
的
に
弱
く
）
親
子
の
絆
が
強
い
社
会

と
言
わ
れ
て
き
た
︒
子
ど
も
に
何
か
あ
る
と
親
の
責
任
︑
と
く
に
母
の
責
任
︑

母
の
子
育
て
が
問
わ
れ
る
︒

小
山
静
子
﹃
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
﹄

　
日
本
的
と
い
わ
れ
る
強
い
母
役
割
の
基
底
に
は
良
妻
賢
母
規
範
が
横
た
わ
る
︑

と
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
小
山
静
子
は
こ
の
常
識
を
覆
す
︒
そ
の

画
期
的
著
作
が
﹃
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
﹄（
勁
草
書
房
︑
一
九
九
一

（
7
）

）
で
あ
る
︒

　
小
山
に
よ
る
と
︑
江
戸
期
は
﹁︹
女
性
を
︺
劣
等
視
す
る
価
値
観
の
も
と
で
︑

夫
や
舅
姑
に
対
し
て
従
順
な
妻
や
嫁
﹂（
二
三
四
頁
）
を
求
め
た
の
で
あ
り
︑

母
役
割
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
明
治
以
降
の
近
代
国
家
の
建
設
に

あ
た
り
︑
子
ど
も
を
育
て
︑
教
育
す
る
母
役
割
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑

や
が
て
家
事
に
責
任
を
も
つ
妻
役
割
も
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒

男
性
は
生
産
活
動
や
兵
役
に
従
事
す
る
こ
と
で
近
代
国
家
の
国
民
と
し
て
直

接
的
に
統
合
さ
れ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
女
性
は
家
事
・
育
児
を
担
う
こ
と
で
間

接
的
に
近
代
国
家
の
国
民
に
統
合
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
﹁﹁
良
妻
賢
母
﹂
と
い
う

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
︑﹁
男
は
仕
事
︑
女
は
家
庭
﹂
と
い
う
近
代
的
な
性
別
役
割

分
業
に
即
応
し
︑
近
代
社
会
の
形
成
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
﹂

（
二
三
四
頁
）
と
結
論
づ
け
る
︒
良
妻
賢
母
が
近
代
国
家
に
要
請
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
公
教
育
の
な
か
で
普
及
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
私
た
ち
は
﹁
良
妻
賢
母
﹂
思
想
が
近
代
的
思
想
で
あ
る
と
は
知
ら
ず
︑
日
本

の
悪
し
き
伝
統
（
あ
る
い
は
良
き
伝
統
）
と
信
じ
て
き
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
良
妻

賢
母
的
女
性
像
か
ら
の
解
放
は
古
い
伝
統
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
︒

し
か
し
︑
実
際
に
は
そ
れ
は
戦
後
家
族
が
求
め
た
近
代
家
族
的
な
る
も
の
で

あ
っ
た
︒
戦
後
の
母
親
た
ち
は
﹁
教
育
マ
マ
﹂
と
陰
口
を
叩
か
れ
た
り
︑
育
児

不
安
を
抱
え
た
り
︑
迷
い
な
が
ら
不
安
の
な
か
で
孤
独
な
育
児
を
行
っ
て
き
た
︒

何
が
日
本
的
伝
統
な
の
か
︑
何
が
近
代
家
族
的
な
の
か
︑
自
分
た
ち
は
何
を
求

め
︑
何
を
否
定
し
た
い
の
か
︑
実
の
と
こ
ろ
よ
く
分
か
ら
な
い
混
沌
と
し
た
状

況
の
な
か
で
母
役
割
を
模
索
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
の

成
り
立
ち
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
︑
複
雑
に
絡
ん
だ
糸
が
よ
う
や
く
ほ
ど
け

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
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瀬せ

地ち

山や
ま

角か
く

﹃
東
ア
ジ
ア
の
家
父
長
制
﹄

落
合
恵
美
子
・
山
根
真
理
・
宮
坂
靖
子
編
﹃
ア
ジ
ア
の
家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄

　
良
妻
賢
母
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
親
子
中
心
の
家
族
像
や
母
役
割
中
心
の
女

性
像
は
︑
欧
米
と
の
対
比
で
顕
著
に
な
る
と
と
も
に
︑
ど
こ
か
（
東
）
ア
ジ
ア

的
と
も
見
な
さ
れ
て
き
た
︒
そ
ん
な
な
か
︑
い
ち
早
く
日
本
を
東
ア
ジ
ア
に
位

置
づ
け
直
し
実
証
的
に
検
討
し
た
の
が
︑
瀬
地
山
角
の
﹃
東
ア
ジ
ア
の
家
父
長

制
︱
︱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
比
較
社
会
学
﹄（
勁
草
書
房
︑
一
九
九
六

（
8
）

）
で
あ
る
︒
瀬

地
山
は
︑
韓
国
︑
台
湾
︑
中
国
︑
北
朝
鮮
と
い
う
四
个
国
と
の
対
比
で
日
本
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
を
読
み
解
き
︑
当
時
と
し
て
は
独
自
の
境
地
を
切
り
開
い
た
︒

瀬
地
山
も
女
性
労
働
力
率
を
有
力
な
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
︑
社
会
主
義
体
制

／
資
本
主
義
体
制
︑
漢
民
族
／
朝
鮮
民
族
と
い
う
二
つ
の
軸
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
社
会
の
﹁
性
に
基
づ
く
権
力
や
役
割
の
配
分
﹂（
二
頁
）
を
比
較
し
た
︒

　
そ
し
て
︑
儒
教
的
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
の
は
朝
鮮
半
島
だ
け
で
あ
り
︑

日
本
や
中
国
︑
台
湾
は
儒
教
の
影
響
が
あ
ま
り
強
く
な
い
こ
と
︑
東
ア
ジ
ア
の

な
か
で
も
日
本
の
母
役
割
の
強
さ
が
﹁
特
殊
﹂
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

つ
ま
り
︑
欧
米
と
の
対
比
で
浮
か
び
上
が
る
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
は

（
東
）
ア
ジ
ア
的
と
一
括
り
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
︑
特
殊
日
本
的
で
あ
る

こ
と
を
知
ら
し
め
た
︒

　
当
時
︑
瀬
地
山
は
一
人
で
日
本
と
東
ア
ジ
ア
四
个
国
の
比
較
を
行
っ
た
が
︑

そ
の
後
︑
国
際
共
同
研
究
が
進
み
︑
よ
り
広
範
囲
の
比
較
社
会
学
的
実
証
研
究

が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
な
か
で
も
︑
東
南
ア
ジ
ア
も
含
む
六
个
国
比

較
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
の
日
本
的
特
徴
を
あ
ぶ
り
出
し
た
の
が
︑
落
合
恵

美
子
・
山
根
真
理
・
宮
坂
靖
子
編
の
﹃
ア
ジ
ア
の
家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄（
勁

草
書
房
︑
二
〇
〇
七

（
9
）

）
で
あ
る
︒
子
育
て
と
介
護
に
焦
点
を
あ
て
︑
だ
れ
が
ど

の
程
度
︑
担
っ
て
い
る
の
か
を
︑
中
国
︑
タ
イ
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
︑
台
湾
︑
韓

国
︑
日
本
で
比
較
す
る
︒
と
く
に
子
ど
も
の
ケ
ア
に
つ
い
て
は
︑
母
親
︑
父
親
︑

親
族
︑
家
事
労
働
者
︑
施
設
（
保
育
園
・
幼
稚
園
）
が
ど
の
よ
う
に
役
割
を
分

担
し
て
い
る
の
か
の
比
較
が
な
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
特
徴
が
よ
く
わ
か

る
︒

　
欧
米
の
読
者
に
は
︑
現
代
の
日
本
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
比
較
か

ら
入
る
方
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
︒
舩
橋
惠
子
の
﹃
育
児
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
﹄（
勁
草
書
房
︑
二
〇
〇
六
）
で
は
︑
子
育
て
中
の
共
働

き
夫
婦
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
夫
婦
の
﹁
葛
藤
﹂
の
事
例
が

示
さ
れ
る
︒
共
働
き
で
子
育
て
を
す
る
と
い
う
同
じ
状
況
が
比
較
さ
れ
る
た
め
︑

国
ご
と
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
の
違
い
︑
そ
れ
へ
の
社
会
の
対
応
の
差
が
よ
く
わ

か
る
︒

上
野
千
鶴
子
編
﹃
主
婦
論
争
を
読
む
　
全
記
録
﹄

　
本
節
の
最
後
に
日
本
的
特
徴
を
理
解
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
資
料
︑
上
野
千
鶴
子

編
﹃
主
婦
論
争
を
読
む
　
全
記
録
﹄（
全
二
巻
︑
勁
草
書
房
︑
一
九
八
二
）
を
挙

げ
て
お
こ
う
︒
こ
れ
は
︑
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
三
度

繰
り
広
げ
ら
れ
た
﹁
主
婦
論
争
﹂
の
全
記
録
で
あ
る
︒
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日
本
で
は
一
九
五
〇
年
代
と
い
う
比
較
的
早
い
段
階
で
︑
母
／
主
婦
を
め
ぐ

る
独
自
の
議
論
が
起
き
て
い
た
︒
た
と
え
ば
一
九
五
九
年
に
は
文
化
人
類
学
者

の
梅
棹
忠
夫
が
︑
や
が
て
主
婦
は
存
在
意
義
を
失
う
だ
ろ
う
と
主
張
す
る
﹁
妻

無
用
論
﹂
を
著
し
大
き
な
話
題
に
な
っ
た
︒
主
婦
論
争
は
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
で

繰
り
広
げ
ら
れ
︑
書
き
手
も
評
論
家
︑
経
済
学
者
︑
文
学
者
︑
主
婦
な
ど
多
様

な
人
々
が
参
加
す
る
興
味
深
い
論
争
で
あ
っ
た
︒
こ
の
資
料
集
を
編
ん
だ
上
野

は
︑
一
九
八
二
年
の
解
説
で
﹁
主
婦
を
取
り
巻
く
状
況
が
根
本
的
に
は
変
化
し

て
い
な
い
﹂﹁
論
点
が
ほ
と
ん
ど
出
つ
く
し
て
い
る
﹂﹁
日
本
の
主
婦
論
争
は
︑

そ
の
時
期
の
早
さ
と
︑
論
争
の
水
準
の
高
さ
で
︑
注
目
す
べ
き
﹂
と
主
婦
論
争

を
評
価
し
て
い
る
︒
あ
ら
た
め
て
目
を
通
し
︑
早
く
か
ら
こ
れ
だ
け
の
論
点
が

出
そ
ろ
い
な
が
ら
︑
今
日
に
至
っ
て
も
﹁
男
は
仕
事
︑
女
は
家
庭
﹂
と
い
う
構

図
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
驚
く
︒

　

四
　
現
代
の
ケ
ア
労
働
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識

　
戦
後
の
日
本
社
会
で
は
︑
水
道
︑
ガ
ス
︑
電
気
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
充

実
し
︑
新
し
い
電
化
製
品
が
次
々
と
発
売
さ
れ
︑
家
事
は
格
段
に
楽
に
な
る
と

思
わ
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
現
実
に
は
﹁
楽
﹂
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
な
の

か
︒
そ
の
答
え
と
し
て
﹁
な
る
ほ
ど
！
﹂
と
納
得
さ
せ
ら
れ
た
三
冊
を
紹
介
す

る
︒

品
田
知
美
﹃
家
事
と
家
族
の
日
常
生
活
﹄

　
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
家
事
・
育
児
時
間
は
減
っ
た
の
か
︑
増
え
た
の
か
︒
生

活
時
間
調
査
や
食
事
調
査
の
記
録
を
も
と
に
︑
昭
和
初
期
か
ら
の
家
事
の
変
化

を
質
・
量
か
ら
徹
底
的
に
追
求
し
た
の
が
品
田
知
美
の
﹃
家
事
と
家
族
の
日
常

生
活
︱
︱
主
婦
は
な
ぜ
暇
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
﹄（
学
文
社
︑
二
〇
〇
七
）
で

あ
る
︒
品
田
の
記
述
は
極
め
て
具
体
的
で
︑
ど
の
よ
う
な
家
事
に
ど
れ
だ
け
時

間
を
費
や
し
て
い
た
の
か
︑
昭
和
の
は
じ
め
頃
の
家
に
は
ど
の
よ
う
な
道
具
が

あ
り
︑
毎
日
何
を
食
べ
て
い
た
の
か
︑
読
み
物
と
し
て
も
非
常
に
お
も
し
ろ
い
︒

　
一
九
四
〇
年
以
降
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
分
析
を
行
っ
た
本
書
は
︑

一
九
七
〇
年
頃
ま
で
﹁
主
婦
役
割
﹂
と
一
括
で
き
る
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
は
な

く
︑
職
業
階
層
に
よ
る
違
い
が
大
き
い
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
提
示
す
る
（
主

婦
論
争
が
多
様
に
な
り
得
た
の
も
主
婦
役
割
の
多
様
性
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な

い
）︒
ま
た
︑
主
婦
が
一
般
化
し
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
︑
二
〇
〇
〇
年
代
ま

で
︑
主
婦
の
家
事
時
間
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
と
も
言
う
︒
便
利
に
な
っ

て
も
や
は
り
家
事
は
減
ら
な
い（

10
）

︒

　
ま
た
本
書
で
は
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
と
の
比
較
か
ら
︑
現
代
日
本
の
家
事

時
間
が
長
い
理
由
の
ひ
と
つ
に
子
ど
も
の
﹁
お
手
伝
い
﹂
を
挙
げ
る
︒
日
本
の

子
ど
も
は
い
く
つ
に
な
っ
て
も
﹁
手
が
か
か
る
﹂
の
に
対
し
︑
欧
米
で
は
大
き

く
な
る
ほ
ど
﹁
役
に
立
つ
﹂︒
夫
婦
関
係
で
は
な
く
母
役
割
を
重
視
す
る
日
本

の
家
族
で
は
︑﹁
手
の
か
か
る
﹂
子
ど
も
の
存
在
は
﹁
必
要
﹂
な
の
か
も
し
れ

な
い
︒
家
事
時
間
の
分
析
は
家
族
関
係
の
本
質
を
考
え
る
手
が
か
り
も
与
え
て
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く
れ
る
︒

山
田
昌
弘
﹃
近
代
家
族
の
ゆ
く
え
﹄

　
家
事
・
育
児
に
﹁
手
を
か
け
る
﹂
意
味
を
︑
近
代
家
族
の
本
質
的
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
と
し
て
見
せ
て
く
れ
る
の
が
山
田
昌
弘
の
﹃
近
代
家
族
の
ゆ
く
え
︱
︱
家

族
と
愛
情
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
﹄（
新
曜
社
︑
一
九
九
四
）
で
あ
る
︒
山
田
は
﹁
パ

ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ
ル
﹂
や
﹁
婚
括
﹂
と
い
う
流
行
語
の
生
み
の
親
で
あ
り
︑

現
代
社
会
を
鮮
や
か
に
切
り
取
る
名
手
で
あ
る
︒
本
書
も
専
門
書
で
あ
り
な
が

ら
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
議
論
が
進
む
︒

　
な
ぜ
家
事
は
楽
に
な
ら
な
い
の
か
︒
山
田
は
︑
愛
情
で
結
び
つ
い
て
い
る
は

ず
の
近
代
家
族
は
︑
愛
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
家
族
の
情
緒
的
役
割
を
担
う

と
さ
れ
る
妻
は
︑
そ
の
愛
情
を
表
現
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
︒
そ

の
た
め
近
代
家
族
で
は
︑
家
事
に
料
理
や
掃
除
と
い
う
機
能
だ
け
で
は
な
く
︑

愛
情
表
現
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
る
︒
愛
情
表
現
ゆ
え
に
家
事
は
﹁
自
ら
を

拡
大
再
生
産
す
る
構
造
﹂
に
な
っ
て
お
り
︑﹁
際
限
な
く
続
け
な
く
て
は
な
ら

な
い
﹂（
一
五
九
頁
）︒
山
田
は
日
本
的
特
徴
と
し
て
で
は
な
く
︑
近
代
家
族
が

も
つ
そ
も
そ
も
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
示
す
︒

大
和
礼
子
﹃
生
涯
ケ
ア
ラ
ー
の
誕
生
﹄

　
三
冊
目
は
︑
大
和
礼
子
の
﹃
生
涯
ケ
ア
ラ
ー
の
誕
生
︱
︱
再
構
築
さ
れ
た
世

代
関
係
／
再
構
築
さ
れ
な
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
﹄（
学
文
社
︑
二
〇
〇
八
）
で
あ

る
︒
大
和
は
介
護
に
対
す
る
女
性
た
ち
の
意
識
に
注
目
し
︑
未
だ
﹁
再
構
築
さ

れ
な
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
﹂︑
す
な
わ
ち
生
涯
に
わ
た
り
ケ
ア
の
担
い
手
で
あ

り
続
け
た
い
と
願
う
女
性
た
ち
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を
描
き
出
す
︒

　
日
本
の
場
合
︑
家
族
に
関
す
る
法
律
︑
制
度
を
変
え
る
に
は
長
い
時
間
が
か

か
る
（
夫
婦
別
姓
法
案
が
未
だ
に
提
出
も
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
︑
時
間
を
か
け
て

も
一
向
に
進
ま
な
い
こ
と
が
多
い
）︒
し
か
し
︑
介
護
の
社
会
化
を
め
ざ
す
介
護

保
険
制
度
だ
け
は
例
外
的
に
短
期
間
で
成
立
し
た
︒
そ
れ
は
な
ぜ
か
︒
こ
れ
が

大
和
の
問
い
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
︒
本
来
な
ら
﹁
親
の
介
護
を
子
ど
も
が
す
る

の
は
日
本
の
美
徳
で
あ
り
︑
そ
れ
を
保
険
で
ま
か
な
い
他
人
に
ゆ
だ
ね
る
と
は

け
し
か
ら
ん
﹂
と
ケ
チ
が
付
き
そ
う
な
法
案
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ

が
通
っ
た
の
は
﹁
親
の
介
護
が
イ
ヤ
﹂
だ
か
ら
介
護
を
社
会
化
し
て
ほ
し
い
の

で
は
な
く
︑
一
九
七
〇
年
代
以
降
︑
主
婦
と
し
て
母
役
割
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
中
心
に
据
え
て
き
た
女
性
た
ち
の
︑
い
つ
ま
で
も
﹁
ケ
ア
す
る
﹂
側
で

あ
り
た
い
と
の
願
い
︑
手
塩
に
掛
け
て
育
て
た
子
ど
も
に
介
護
﹁
さ
れ
る
﹂
こ

と
を
拒
否
し
た
︑
そ
の
現
れ
だ
っ
た
か
ら
と
説
明
す
る
︒
極
め
て
鋭
い
考
察
で

あ
る
︒

　
親
の
介
護
を
し
た
女
性
た
ち
の
︑
子
を
思
う
気
持
ち
が
介
護
の
社
会
化
を
も

た
ら
し
︑
世
代
関
係
は
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
女
性

た
ち
は
夫
か
ら
も
子
ど
も
か
ら
も
ケ
ア
を
受
け
ず
﹁
生
涯
ケ
ア
ラ
ー
﹂
で
あ
る

こ
と
を
願
う
︒
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
は
解
体
さ
れ
ず
︑
む
し
ろ
強
化
さ

れ
た
と
大
和
は
言
う
︒
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こ
れ
ら
三
冊
に
共
通
す
る
の
は
︑
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
主
婦
化
が
本
格
化

し
て
以
降
︑
主
婦
役
割
に
没
入
し
て
い
く
女
性
像
で
あ
る
︒
主
婦
か
ら
の
解
放

で
は
な
く
︑
む
し
ろ
没
入
し
︑
必
死
に
子
ど
も
へ
愛
情
を
注
ぐ
母
の
姿
で
あ
る
︒

女
性
が
専
業
主
婦
に
な
れ
る
経
済
状
況
が
崩
れ
て
き
た
今
日
も
な
お
︑
こ
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
か
ら
抜
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
︒

　

五
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
歴
史

　
こ
れ
ま
で
現
代
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
を
見
て
き
た
が
︑
日
本
に
は
魅
力
的
な

女
性
史
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
の
世
界
も
広
が
っ
て
い
る
︒
歴
史
的
研
究
を
読
ん
で

み
た
い
方
の
た
め
に
︑
三
つ
の
シ
リ
ー
ズ
を
挙
げ
て
お
こ
う
︒

　
一
つ
目
は
︑
言
わ
ず
と
知
れ
た
女
性
史
の
大
家
︑
脇
田
晴
子
を
中
心
に
編
集

さ
れ
た
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
日
本
史
﹄（
共
編
︑
上
下
巻
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑

一
九
九
四
）
で
あ
る
︒﹁
宗
教
と
民
俗
﹂﹁
身
体
と
性
愛
﹂（
以
上
︑
上
巻
）﹁
主

体
と
表
現
﹂﹁
仕
事
と
生
活
﹂（
以
上
︑
下
巻
）
と
︑
テ
ー
マ
別
に
編
集
さ
れ
た

ユ
ニ
ー
ク
な
論
文
集
で
あ
る（

11
）

︒

　
残
り
は
︑
一
九
八
〇
年
代
︑
女
性
史
研
究
が
も
っ
と
も
勢
い
の
あ
る
時
代
に

女
性
史
総
合
研
究
会
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
﹃
日
本
女
性
史
﹄（
全
五
巻
︑
東
京

大
学
出
版
会
︑
一
九
八
二
）
と
﹃
日
本
女
性
生
活
史
﹄（
全
五
巻
︑
東
京
大
学
出
版

会
︑
一
九
九
〇
）
で
あ
る
︒
こ
ち
ら
は
時
代
別
に
編
集
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
好

き
な
時
代
か
ら
入
れ
る
シ
リ
ー
ズ
に
な
っ
て
い
る
︒

　
今
回
の
文
献
案
内
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
︑
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
は
﹁
男
性
学
﹂﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
﹂﹁
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
﹂﹁
ト
ラ
ン

ス
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
な
ど
見
る
べ
き
ト
ピ
ッ
ク
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
︒
別
の
機
会

が
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
︒

注（
1
）  

漫
画
家
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
︒
マ
ン
ガ
の
代
表
作
に
﹃
東
京
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
﹄﹃
あ
す

な
ろ
白
書
﹄︑
エ
ッ
セ
イ
の
代
表
作
に
﹃
恋
愛
論
﹄
な
ど
︒

（
2
）  

世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
﹁
世
界
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
報
告
書2017

﹂
よ
り
︒

（
3
）  

現
代
は
﹁
男
は
仕
事
︑
女
は
家
庭
＋
仕
事
﹂
と
も
言
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
女
性
の
有

償
労
働
が
増
え
て
も
︑
お
も
な
稼
ぎ
手
役
割
を
男
性
が
担
い
︑
お
も
な
家
事
・
育
児
責

任
を
女
性
が
担
う
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
は
続
い
て
い
る
た
め
︑
本
稿
で
は
ジ
ェ
ン

ダ
ー
関
係
は
概
ね
変
わ
っ
て
い
な
い
と
理
解
し
て
い
る
︒

（
4
）  

英
訳
が
あ
る
︒Em

iko O
chiai, T

he Japanese Fam
ily System

 in Transition: A
 Sociological 

A
nalysis of Fam

ily C
hange in Postw

ar Japan, T
okyo: LT

C
B

 International L
ibrary 

Foundation, 1997.

（
5
）  

現
在
の
未
婚
化
の
状
況
に
つ
い
て
は
︑
平
井
晶
子
・
床
谷
文
雄
・
山
田
昌
弘
編
﹃
出

会
い
と
結
婚
﹄（
日
本
経
済
評
論
社
︑
二
〇
一
七
）
を
参
照
︒

（
6
）  
現
状
に
つ
い
て
は
筒
井
淳
也
﹃
仕
事
と
家
族
︱
︱
日
本
は
な
ぜ
働
き
づ
ら
く
︑
産
み

に
く
い
の
か
﹄（
中
公
新
書
︑
二
〇
一
五
）
を
︑
新
し
い
可
能
性
に
つ
い
て
は
牟
田
和
恵

編 

﹃
家
族
を
超
え
る
社
会
学
︱
︱
新
た
な
生
の
基
盤
を
求
め
て
﹄ （
新
曜
社
︑ 

二
〇
一
〇
） 

を
参
照
︒
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（
7
）  
英
訳
が
あ
る
︒K

oyam
a Shizuko, R

y ōsai K
enbo: T

he Educational Ideal of “G
ood W

ife, 

W
ise M

other” in M
odern Japan, translated by Stephen Filler, Leiden: B

rill, 2015.

（
8
）  

英
訳
が
あ
る
︒Sechiyam

a K
aku, Patriarchy in East A

sia: A
 C

om
parative Sociology of 

G
ender, translated by Jam

es Sm
ith, Leiden: B

rill, 2013.

（
9
）  

英
訳
で
は
な
い
が
英
語
の
類
書
（E

m
iko O

chiai and B
arbara M

olony, eds., A
sia’s 

N
ew

 M
others: C

rafting G
ender Roles and C

hildcare N
etw

orks in East and Southeast A
sian 

Societies, G
lobal O

riental, 2008
）
が
あ
る
︒

（
10
）  

ア
メ
リ
カ
と
対
比
し
て
読
み
た
い
読
者
は
︑R

uth Schw
artz C

ow
an, M

ore W
ork for 

M
other: T

he Ironies of H
ousehold Technology from

 the O
pen H

earth to the M
icrow

ave, 

B
asic B

ooks, 1983

（﹃
お
母
さ
ん
は
忙
し
く
な
る
ば
か
り
︱
︱
家
事
労
働
と
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
の
社
会
史
﹄
高
橋
雄
造
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
〇
）
を
合
わ
せ
て
読
む

と
日
本
の
特
徴
が
よ
く
わ
か
る
︒

（
11
）  

英
訳
が
あ
る
︒W

akita H
aruko, A

nne B
ouchy, and U

eno C
hizuko, eds., G

ender and 

Japanese H
istory, 2vols., translation editor G

erry Yokota-M
urakam

i, O
saka U

niversity 

Press, 1999


