
切
り
貼
り
さ
れ
る
自
己
語
り

二
五

は
じ
め
に

　

一
八
七
九
年
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
名
士
に
し
て
郷
土

史
家
で
あ
っ
た
エ
ド
マ
ン
ド・

ホ
イ
ー
ラ
ー
は
、
故
郷
の
歴
史
書
『
ニ
ュ
ー
ポ
ー

ト
の
歴
史
』
を
上
梓
し
た
。
そ
の
章
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
文
学
」
に
は
、
ニ
ュ
ー

ポ
ー
ト
生
ま
れ
の
作
家
た
ち
の
簡
潔
な
評
伝
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
書
籍
の
出
版

は
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
歴
史
を
記
念
す
る
た
め
に
「
住
民
た
ち
が
決
議
し
た
」
事
業

で
あ
っ
た
が
、
ホ
イ
ー
ラ
ー
自
身
は
か
な
り
早
い
段
階
で
、
自
著
の
「
文
学
」
の

章
に
ぜ
ひ
と
も
セ
ア
ラ・

ジ
ョ
セ
フ
ァ・

ヘ
イ
ル
を
記
載
し
た
い
と
考
え
て
い
た

の
だ
ろ
う（
１
）。

ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
よ
う
な
小
さ
な
田
舎
町
に
と
っ
て
、
ヘ
イ
ル
は
特

別
な
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
「
わ
が
町
の
作
家
の
な
か
で
一
流
」
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、「
わ
が
国
で
指
折
り
の
女
性
誌
で
あ
る
『
レ
デ
ィ
ー
ズ・

ゴ
ー
デ
ィ
ー

ズ・

ブ
ッ
ク
』
誌
の
編
集
者
」
で
あ
り
、「
わ
が
国
の
も
っ
と
も
卓
越
し
た
女
性
作

家
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ（
２
）。

ホ
イ
ー
ラ
ー
は
ヘ
イ
ル
の
評
伝
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、

彼
女
本
人
に
下
地
と
な
る
過
去
の
逸
話
を
送
る
よ
う
依
頼
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ヘ

イ
ル
は
故
郷
の
歴
史
書
の
な
か
に
自
分
が
作
家
と
し
て
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
異

論
な
ど
な
か
っ
た
が
、
彼
女
は
ホ
イ
ー
ラ
ー
の
依
頼
に
た
い
し
て
次
の
よ
う
に
返

信
し
た
。

ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
を
去
っ
て
か
ら
四
十
年
に
な
り
ま
す

―
わ
た
く
し
の
愛
着

の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
聞
き
出
そ
う
と
す
る
の
は
お
や

め
く
だ
さ
い
。
わ
た
く
し
の
記
憶
の
な
か
に
あ
る
場
所
を
た
ど
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。
記
憶
は
記
憶
の
ま
ま
留
め
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。〔
…
…
〕

　

つ
ま
り
、
親マ
イ
・
デ
ィ
ア
・
タ
ウ
ン
ズ
マ
ン

愛
な
る
同
郷
の
あ
な
た
、
わ
た
く
し
は
自
分
の
人
生
や
家
族

の
細
々
と
し
た
こ
と
に
触
れ
て
ほ
し
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
世
間
の
人
び
と

（the public

）
が
知
り
た
が
っ
て
い
る
の
は
、
わ
た
く
し
の
著
述
歴
に
か
か

わ
る
こ
と
だ
け
で
し
ょ
う
か
ら
、
た
ぶ
ん
、
あ
な
た
の
本
に
は
わ
た
く
し
の

切
り
貼
り
さ
れ
る
自
己
語
り

―
セ
ア
ラ
・
ヘ
イ
ル
の
自
伝
的
記
述
に
お
け
る
家
庭
性

―

増
　
田
　
久
美
子
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本
に
つ
い
て
紹
介
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
よ
い
で
し
ょ
う

―
も
し
健
康
の
心

配
が
な
く
、
あ
と
五
年
長
生
き
で
き
る
の
で
し
た
ら
、
わ
た
く
し
の
著
述
に

か
ん
す
る
略ス
ケ
ッ
チ歴

を
お
送
り
す
る
の
で
す
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
は
時
間
が
少
々

厳
し
い
の
で
す

―（
３
）。

こ
の
と
き
ヘ
イ
ル
は
八
十
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
簡
か
ら
一
年
九
か
月
後
、
ヘ
イ

ル
は
ホ
イ
ー
ラ
ー
に
自
ら
執
筆
し
た
伝
記
的
ス
ケ
ッ
チ
（
つ
ま
り
は
自
伝

0

0

的
記
述
）

を
歴
史
書
の
原
稿
と
し
て
送
り
、
そ
の
と
き
の
送
付
状
に
こ
う
記
し
た
。「〔
原
稿
〕

に
は
変
更
や
加
筆
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
文
章
が
多
す
ぎ
る
よ
う
で
し
た
ら
、

も
ち
ろ
ん
縮
約
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
そ
の
場
合
に
は
わ
た
く
し

が
短
く
し
ま
す
か
ら
、
原
稿
を
送
り
返
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
あ
な
た
は

わ
た
く
し
の
子
ど
も
時
代
の
描
写
を
依
頼
な
さ
い
ま
し
た
が
、
近
頃
は
手
す
き
の

時
間
が
な
い
の
で
す（
４
）」。

　

ホ
イ
ー
ラ
ー
と
の
書
簡
の
や
り
と
り
は
、
じ
つ
に
九
年
間
に
お
よ
ん
だ
。
そ
し

て
完
成
し
た
『
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
歴
史
』
の
「
文
学
」
の
章
に
は
、
本
人
に
よ
る

記
述
と
サ
ミ
ュ
エ
ル・

Ａ・

ア
リ
ボ
ー
ン
編
集
に
よ
る
作
家
事
典
（“A

llibone’s 

D
ictionary of A

uthors”

）
か
ら
の
引
用
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、「
セ
ア
ラ・
ジ
ョ

セ
フ
ァ・

ヘ
イ
ル
」
の
評
伝
が
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る（
５
）。
そ
れ
は
故
郷
の
歴
史
書

の
た
め
に
あ
ら
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
文
章
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
ま
で
に
何
度

か
公
表
さ
れ
た
自
伝
的
ス
ケ
ッ
チ
に
、
子
ど
も
時
代
の
思
い
出
話
を
つ
け
足
し
た

よ
う
な
文
章
で
あ
っ
た
。
い
う
な
れ
ば
、
既
存
の
文
章
を
ま
る
で
糊
と
は
さ
み
で

切
り
貼
り
し
た
よ
う
な
「
自
己
語
り
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ヘ
イ
ル
は
、
当
時
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
雑
誌
が
他
誌
（
と
く
に
英
国
の
雑
誌
）

に
発
表
さ
れ
た
記
事
や
作
品
を
無
断
で
転
載
し
て
し
ま
う
状
況
に
憤
慨
し
て
い
た
。

ボ
ス
ト
ン
で
創
刊
さ
れ
た
女
性
誌
『
レ
デ
ィ
ー
ズ・

マ
ガ
ジ
ン
』
一
八
二
九
年
一

月
号
の
巻
頭
言
に
、
同
誌
の
編
集
者
で
あ
っ
た
ヘ
イ
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
本

誌
は
寄
せ
集
め
（com

pilation

）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
国
に
出
回
っ
て
い
る

よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
古
新
聞
の
切
り
抜
き
か
ら
作
ら
れ
る
、
た
ん
な
る
『
ご
た
ま

ぜ
』（om

nium
 gatherum

）
で
は
な
い
の
で
す
。
掲
載
す
る
作
品
は
完
全
に
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
で
す（
６
）」。
こ
れ
は
「
切
り
貼
り
編
集
者
た
ち
」（scissors editors

）

へ
の
非
難
で
あ
っ
た（
７
）。
彼
女
の
こ
の
よ
う
な
編
集
方
針
は
、
一
八
三
七
年
に
『
レ

デ
ィ
ー
ズ・

マ
ガ
ジ
ン
』
誌
が
『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ・

レ
デ
ィ
ー
ズ・

ブ
ッ
ク
』
誌

に
吸
収
合
併
さ
れ
た
の
ち
、
一
八
七
七
年
に
彼
女
が
そ
の
職
を
辞
す
る
ま
で
変
わ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
自
伝
を
書
く
と
い
う
行
為
に
お
い
て
は
、
ヘ
イ
ル

は
ま
さ
し
く
「
切
り
貼
り
自
伝
作
家
」
だ
っ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
伝
と

い
う
自
己
語
り
が
テ
ク
ス
ト
ご
と
に
矛
盾
し
た
内
容
を
書
き
込
ん
で
い
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
い
ず
れ
か
の
テ
ク
ス
ト
が
偽
り
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
問
題
は
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る

―
複
数
点
在
す
る

彼
女
の
自
伝
的
ス
ケ
ッ
チ
に
お
い
て
、
本
来
な
ら
ば
他
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
べ

き
伝
記
的
ス
ケ
ッ
チ
さ
え
、
な
ぜ
ヘ
イ
ル
は
自
ら
執
筆
（
も
し
く
は
「
検
閲
」）

し
、
そ
し
て
、
そ
の
複
数
の
テ
ク
ス
ト
で
（
書
簡
を
つ
う
じ
て
ホ
イ
ー
ラ
ー
を
牽

制
し
た
よ
う
に
）「
わ
た
く
し
の
著
述
歴
に
か
か
わ
る
こ
と
」
だ
け
を
繰
り
返
す
の

か
。
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ヘ
イ
ル
は
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
に
お
い
て
、
初
期
共
和
制
時
代
の
啓
蒙
主
義
的
理

念
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
道
徳
観
に
立
脚
し
た
家
庭
性
（dom

esticity

）

を
提
唱
し
た
作
家
で
あ
る
。
そ
の
著
作
に
お
い
て
「
男
女
の
領
域
分
離
」（separate 

spheres

）
を
唱
導
し
、
白
人
中
流
階
級
の
「
感
傷
的
な
」
女
性
文
化
の
形
成
を
促

進
さ
せ
た
保
守
派
と
し
て
、
ま
た
、
女
性
が
政
治
領
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と

を
企
て
た
反
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
長
ら
く
認
識
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
彼
女
の

意
図
す
る
家
庭
性
と
は
、
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
「
女
性
の
領
域
」
の
教
義

に
反
し
て
、
女
性
の
公
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
可
能
に
さ
せ
る
思
想
で
あ
っ
た
と
わ
た

し
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
自
身
の
こ
と
ば
を
使
え
ば
、
家
庭
性
と
は
「
市

民
社
会
」（civil society

）
と
い
う
公
的
領
域
に
生
き
る
「
女
性
市
民
」（citizeness

）

を
現
前
さ
せ
る
思
想
お
よ
び
言
説
だ
っ
た（
８
）。
こ
こ
に
、
切
り
貼
り
さ
れ
た
複
数
の

自
伝
的
記
述
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
突
き
合
わ
せ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
厳
選
さ
れ
た

物
語
の
み
を
記
録
し
、
家
庭
性
レ
ト
リ
ッ
ク
を
と
お
し
て
慎
重
に
セ
ア
ラ・

ヘ
イ

ル
と
い
う
自
画
像
を
作
り
だ
し
た
。
そ
の
自
画
像
が
き
わ
め
て
世リ
ス
ペ
ク
タ
ブ
ル
な

間
体
の
よ
い
女

性
像
で
あ
り
な
が
ら
、
女
性
が
家
庭
と
い
う
私
的
空
間
か
ら
公
的
領
域
へ
参
入
す

る
姿
を
も
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
ヘ
イ
ル
は
そ
の
よ
う
な
自
画

像
／
女
性
像
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
が
領
域
の
逸
脱
と
い
う
禁
忌
を

破
る
こ
と
な
く
、
公
的
な
存
在
と
な
り
う
る
言
説
や
語
彙
を
読
者
に
教
示
し
た
と

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

セ
ア
ラ・

ヘ
イ
ル
と
い
う
女
性
作
家
は
、
今
日
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
は

い
い
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
ま
ず
ヘ
イ
ル
と
い
う
人
物
と
作
品
の
評

価・

解
釈
の
変
遷
を
た
ど
り
、
そ
し
て
、
彼
女
の
提
唱
し
た
近
代
の
家
庭
性
や
領

域
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
現
代
の
ア
メ
リ
カ
女
性
史
お
よ
び
女
性
文
学
研
究
で
は

ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
き
た
か
を
概
観
す
る
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、

ヘ
イ
ル
の
自
己
語
り
に
お
け
る
家
庭
性
と
は
何
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、

ヘ
イ
ル
と
い
う
自
画
像
に
「
真
の
女
性
ら
し
さ
」（T

rue W
om

anhood

）
の
規

範
や
美
徳
を
遵
守
さ
せ
る
と
同
時
に
、
じ
つ
は
公
的
な
主
体
と
し
て
も
出
現
さ
せ

て
い
た
の
で
あ
る
。

一
、（
反
）
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
か
帝
国
主
義
者
か 

―
セ
ア
ラ・

ヘ
イ
ル
の
ペ
ル
ソ
ナ

　

現
在
の
知
名
度
の
低
さ
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
が
、
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の

文
芸・

出
版
界
で
は
セ
ア
ラ・

ヘ
イ
ル
は
多
大
な
影
響
力
を
も
っ
た
人
物
の
ひ
と

り
で
あ
っ
た
。
ボ
ス
ト
ン
の
『
レ
デ
ィ
ー
ズ・

マ
ガ
ジ
ン
』
誌
に
お
い
て
は
一
八

二
八
年
か
ら
一
八
三
六
年
ま
で
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
発
行
さ
れ
た
『
ゴ
ー

デ
ィ
ー
ズ・

レ
デ
ィ
ー
ズ・

ブ
ッ
ク
』
誌
で
は
一
八
三
七
年
か
ら
一
八
七
七
年
ま

で
の
あ
い
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
集
者
と
し
て
ヘ
イ
ル
の
仕
事
は
お
よ
そ
半
世
紀
に

お
よ
ん
だ
。
と
り
わ
け
『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』
誌
は
、
そ
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
一
八

六
〇
年
に
は
十
五
万
人
も
の
定
期
購
読
者
を
誇
り
、
女
性
読
者
に
と
っ
て
ヘ
イ
ル

と
同
誌
は
「
客
間
の
規
範
、
キ
ッ
チ
ン
の
教
科
書

―
各
家
庭
に
お
い
て
最
後
に

頼
る
べ
き
権
威（
９
）」
で
あ
っ
た
。

　

パ
ト
リ
シ
ア・
オ
ッ
カ
ー
に
よ
る
と
、
当
時
の
女
性
編
集
者
の
多
く
は
女
性
で
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あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
自
身
の
権
力
や
権
威
の
根
源
」
と
し
て
自

己
定
義
し
た
。
じ
じ
つ
「
権
力
と
権
威
」
は
、
ヘ
イ
ル
の
文
芸・

出
版
分
野
に
お

け
る
経
歴
を
表
現
す
る
に
は
、「
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
」
用
語
で
あ
っ
た
と
い
う
）
（1
（

。

ヘ
イ
ル
は
雑
誌
に
掲
載
す
る
記
事
や
寄
稿
者
へ
の
報
酬
額
な
ど
の
決
定
権
を
掌
握

し
つ
つ
、
毎
号
欠
か
さ
ず
編
集
コ
ラ
ム
と
本
の
書
評
を
執
筆
し
、
折
あ
る
ご
と
に

自
ら
エ
ッ
セ
イ
や
短
編
物
語
や
詩
を
寄
稿
し
た
。
ま
た
、
エ
ド
ガ
ー・

ア
ラ
ン・

ポ
ー
、
ハ
リ
エ
ッ
ト・

ビ
ー
チ
ャ
ー・

ス
ト
ウ
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー・

ウ
ェ
ン
デ
ル・

ホ
ー
ム
ズ
、
リ
デ
ィ
ア・

シ
ガ
ニ
ー
と
い
っ
た
作
家
た
ち
に
作
品
発
表
の
場
を
提

供
し
つ
づ
け
、
ア
メ
リ
カ
人
作
家
や
女
性
作
家
の
輩
出
に
尽
力
し
て
い
る
）
（（
（

。
さ
ら

に
は
、
ヘ
イ
ル
は
編
集
者
と
い
う
権
威
的
な
立
場
か
ら
雑
誌
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を

利
用
し
て
読
者
に
「
共
感
」
と
「
愛
国
心
」
を
呼
び
か
け
、
寄
付
金
を
募
り
、
た

と
え
ば
、
ボ
ス
ト
ン
の
バ
ン
カ
ー
ヒ
ル
記
念
塔
の
建
設
（
一
八
四
三
年
完
成
）
を

は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
慈
善・

奉
仕
活
動
に
積
極
的
に
関
与
し
、
そ
れ
ら
を

成
功
に
導
い
た
）
（1
（

。

　

ヘ
イ
ル
は
雑
誌
編
集
の
ほ
か
に
も
、
作
家
と
し
て
の
仕
事
を
数
多
く
残
し
て
い

る
。
小
説
、
詩
集
、
エ
ッ
セ
イ
集
、
児
童
書
、
料
理
や
家
事
に
か
ん
す
る
ア
ド
バ

イ
ス
ブ
ッ
ク
に
加
え
、
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
や
著
名
な
女
性
文
筆
家
の
書
簡
集
を

編
纂
し
た
。
そ
し
て
、
一
八
五
三
年
に
九
百
頁
を
超
え
る
女
性
伝
記
事
典
『
女
性

の
記
録
』
の
初
版
を
出
版
し
て
い
る
）
（1
（

。
彼
女
が
九
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
き
、
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
あ
る
新
聞
の
訃
報
が
伝
え
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
ヘ
イ
ル
は
「
尊

敬
す
べ
き
女
性
作
家
で
あ
り
、
女
性
編
集
者
）
（1
（

」
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
「
正
典
」
が
成
立
し
は
じ
め
る
二
十
世
紀
初
頭

に
は
、
文
学
や
文
化
に
お
け
る
「
感
傷
主
義
」
が
蔑
視
さ
れ
て
い
く
風
潮
に
お
い

て
ヘ
イ
ル
の
評
価
は
凋
落
す
る
。
や
が
て
は
、
十
九
世
紀
に
活
躍
し
た
多
く
の
女

性
作
家
た
ち
（
ホ
ー
ソ
ー
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
も
の
を
書
き
散
ら
す
女
性
た
ち
」）
と

と
も
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
の

女
性
史
研
究
の
な
か
で
彼
女
の
名
は
復
活
す
る
こ
と
に
な
る

―
た
だ
し
、
女
性

の
権
利
運
動
を
厳
し
く
非
難
し
、
女
性
を
公
的
領
域
か
ら
撤
退
さ
せ
、
家
庭
に
拘

束
さ
せ
る
「
男
女
の
領
域
分
離
」
と
家
庭
性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
唱・

強
化
し
た

「
反
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
」
と
し
て
。
ヘ
イ
ル
お
よ
び
『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』
誌
は
、
バ
ー

バ
ラ・

ウ
ェ
ル
タ
ー
や
ア
ン・

ダ
グ
ラ
ス
、
ス
ー
ザ
ン・

コ
ン
ラ
ッ
ド
と
い
っ
た

家
庭
性
や
感
傷
主
義
を
批
判
す
る
批
評
家
た
ち
に
と
っ
て
、
主
た
る
攻
撃
対
象
と

な
っ
た
。
い
ま
な
お
、「
感
傷
的・

保
守
的・

反
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
」
な
ヘ
イ
ル
像

が
（
否
定
的
な
意
味
で
）
広
く
流
通
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ダ
グ
ラ
ス

ら
一
九
七
〇
年
代
の
ヘ
イ
ル
批
判
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
）
（1
（

。

　

一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
女
性
作
家
に
よ
る
テ
ク
ス
ト

研
究
が
本
格
化
し
、
家
庭
性
や
領
域
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
の
文
化
的・

政
治

的
意
義
の
再
考
お
よ
び
再
解
釈
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
と
い
う

の
は
、
ア
メ
リ
カ
女
性
史
の
分
野
で
は
、
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
の
ナ
ン
シ
ー・

コ
ッ
ト
ら
の
研
究
に
よ
り
、
領
域
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
肯
定
的
に
解
釈
す
る
議
論
が
登

場
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
セ
ア
ラ・

ヘ
イ
ル
の
再
評
価
は
こ
の
潮
流
に
お
い
て
は

じ
ま
っ
た
。
ニ
ナ・
ベ
イ
ム
、
バ
ー
バ
ラ・

バ
ー
ズ
と
ス
ザ
ン
ヌ・

ゴ
セ
ッ
ト
、
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ス
ー
ザ
ン・

ラ
イ
ア
ン
ら
は
ヘ
イ
ル
の
作
品
を
再
読
し
、
そ
こ
に
き
わ
め
て
「
政

治
的
」
な
（
も
し
く
は
「
政
治
化
さ
れ
た
」）
家
庭
性
や
領
域
思
想
を
見
い
だ
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
）
（1
（

。
い
っ
ぽ
う
、
編
集
者
と
し
て
の
ヘ
イ
ル
の
仕
事
は
、
ニ
コ
ル・

ト
ン
コ
ヴ
ィ
チ
や
ロ
ー
ラ・

マ
コ
ー
ル
ら
に
よ
る
綿
密
な
研
究
が
提
起
さ
れ
、
な

か
で
も
パ
ト
リ
シ
ア・
オ
ッ
カ
ー
は
半
世
紀
に
お
よ
ぶ
ヘ
イ
ル
の
編
集
者
と
し
て

の
キ
ャ
リ
ア
を
網
羅
的
に
分
析
し
、
作
家・

読
者・

テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
ヘ
イ
ル

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
思
想
が
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
文
学
や
文
化
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響

力
を
あ
き
ら
か
に
し
た
）
（1
（

。
一
九
九
〇
年
代
末
以
降
と
し
て
は
、「
ポ
ス
ト
領
域
批

評
」（
キ
ャ
シ
ー・

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
ら
の
用
語
）
の
視
点
か
ら
、
エ
イ
ミ
ー・

カ
プ
ラ
ン
や
ア
リ
ソ
ン・

パ
イ
プ
マ
イ
ヤ
ー
た
ち
に
よ
る
ヘ
イ
ル
の
家
庭
性
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
に
カ
プ
ラ
ン
の
議
論
は
、
保
守
的

な
家
庭
性
の
提
唱
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
キ
ャ
サ
リ
ン・

ビ
ー
チ
ャ
ー

や
ヘ
イ
ル
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
家
庭
性
と
帝
国
の
密
接
な
共
犯
関
係
を
見
い
だ

し
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
女
性
作
家
た
ち
の
政
治
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

カ
プ
ラ
ン
が
読
み
解
く
ヘ
イ
ル
の
家
庭
性
は
、
人
種
を
選
別
す
る
こ
と
で
国
家
内

部
に
「（
白
人
）
ア
メ
リ
カ
人
」
の
（
白
人
）
家ホ

ー

ム

庭
／
国
家
を
強
化
す
る
い
っ
ぽ

う
、
他
方
で
は
帝
国
的
主
体
で
あ
る
女
性
の
活
動
に
支
え
ら
れ
て
、
外
部
へ
と
伸

張
す
る
ア
メ
リ
カ
国
家
像
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
）
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
家
庭
性
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
領
域
批
評
に
お
い
て
、
ヘ
イ

ル
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ペ
ル
ソ
ナ
が
与
え
ら
れ
て
き
た

―
女
性
を
家
庭
空
間
へ
退

行
さ
せ
た
反
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
（
コ
ン
ラ
ッ
ド
）、「
女
性
の
領
域
」
の
拡
大
の
た
め
、

家
庭
と
い
う
私
的
空
間
を
「
政
治
化
し
た
」
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル・

ラ
イ
タ
ー
（
ベ
イ

ム
）、
ア
メ
リ
カ
の
文
芸・

出
版
界
に
女
性
文
化
を
構
築
し
た
有
能
な
編
集
者
（
オ
ッ

カ
ー
）、
そ
し
て
、
ア
フ
リ
カ
へ
と
お
よ
ぶ
帝
国
の
版
図
に
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
」
領
域
を
創
造
し
た
白
人
帝
国
主
義
者
（
カ
プ
ラ
ン
）。
セ
ア
ラ・

ヘ
イ
ル
を
解

釈
し
評
価
す
る
こ
と
と
は
、
畢
竟
す
る
に
、
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
女
性
史
や
女
性
文

学
批
評
に
お
け
る
家
庭
性
や
領
域
批
評
の
歴
史
と
パ
ラ
レ
ル
に
あ
る
こ
と
が
理
解

で
き
る
。二

、
家
庭
性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と「
男
女
の
領
域
分
離
」論
争

　

家
庭
性
と
は
、
男
女
の
活
動
を
公
私
で
峻
別
す
る
領
域
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
下
支

え
す
る
も
の
と
し
て
、
独
立
革
命
後
の
近
代
ア
メ
リ
カ
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た

概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
女
性
を
公
的
な
存
在
と
し
て
認
め
ず
、
私
的
で
道
徳
的
で

感
傷
的
な
存
在
と
し
て
彼
女
ら
に
「
真
の
女
性
ら
し
さ
」
や
家
庭
の
責
務

―
母

な
い
し
妻
と
し
て
、
夫
や
子
ど
も
の
養
育
、
家
事
等
の
家
庭
管
理

―
を
課
す
る

規
範
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
家
庭
性
は
「
家
庭
的
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
原
義

の
な
か
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ニ
ズ
ム
特
有
の
道
徳
観
や
感
傷
性
を
保
持
し
つ
つ
も
、

そ
の
含
意
す
る
内
容
は
言
説
の
使
い
手
ご
と
に
多
様
で
あ
り
、
往
々
に
し
て
曖
昧

で
矛
盾
に
満
ち
て
い
た
。
だ
が
、
き
わ
め
て
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、
家
庭
性
と

い
う
思
想
が
逆
説
的
に
も
女
性
た
ち
に
家
庭
の
外
で
の
公
的
活
動
の
機
会
と
、
政

治
的
存
在
と
し
て
の
根
拠
を
与
え
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
現
代
の
研

究
者
た
ち
は
家
庭
性
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
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家
庭
性
と
い
う
概
念
が
学
術
的
に
明
瞭
化
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半

の
女
性
史
家
た
ち
に
よ
る
論
考
で
あ
っ
た
。
家
庭
性
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
「
真

の
女
性
ら
し
さ
」
を
評
定
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、「
男
女
の
領

域
分
離
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
浸
透
す
る
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
に
お
い
て
、
中
流
階
級

の
白
人
女
性
た
ち
の
活
動
領
域
を
著
し
く
制
限
し
て
い
た
と
強
調
さ
れ
た
）
（1
（

。
そ
の

た
め
、
家
庭
性
は
「
女
性
の
領
域
」
や
「
真
の
女
性
ら
し
さ
」
等
の
言
説
と
と
も

に
家
庭
の
閉
域
性
や
女
性
の
従
属
的
な
地
位
を
意
味
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
後
退

の
要
因
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
女
性
史
研
究

の
な
か
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
「
女
性
の
領
域
」
が
生
み
出
す
政
治
的・

文
化
的
な
力
で
あ
り
、
家
庭
性
に
み
ら
れ
る
私
的・
道
徳
的
な
価
値
観
が
（
集
団

と
し
て
の
）
女
性
の
社
会
的
行
動
を
う
な
が
し
た
と
い
う
領
域
肯
定
論
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
十
九
世
紀
の
家
庭
と
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
役
割
分
担
が
厳

密
な
社
会
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
た
女
性
た
ち
の
非
常
に
親
密
な
領
域
で
あ
り
、

女
性
が
拘
束
さ
れ
て
い
た
場
と
い
う
よ
り
も
、
自
ら
が
積
極
的
に
形
成
し
た
女
性

固
有
の
文
化
圏
で
あ
っ
た
）
11
（

。
そ
の
よ
う
な
「
女
性
の
領
域
」
は
（
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
）
白
人
女
性
た
ち
の
連
帯
性
を
育
み
、
女
性
た
ち
自
身

に
よ
る
組
織
化
や
慈
善
活
動
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
公
的
活
動
へ
と
展
開
さ
せ
た
場
と

し
て
、
の
ち
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
「
前
提
条
件
」
で
あ
る
と
さ
え
評
さ
れ
た
）
1（
（

。

一
九
七
〇
年
代
の
女
性
史
研
究
は
、
家
庭
性
が
「
女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
場
は
家
庭

で
あ
る
」
と
の
言
説
に
よ
っ
て
十
九
世
紀
の
女
性
の
生
き
方
を
厳
し
く
束
縛
し
な

が
ら
も
、
彼
女
た
ち
に
実
質
的
な
公
的
活
動
の
機
会
や
、
私
的
領
域
か
ら
社
会・

国
家
へ
と
お
よ
ぶ
政
治
的
な
影
響
力
を
獲
得
さ
せ
た
こ
と
を
追
究
し
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、「
家
庭
的
」
な
女
性
の
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
、
女
性
史
研
究
の
対
象

は
独
立
革
命
期
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
経
験
に
も
お
よ
ん
だ
。
植
民
地
社
会
に
啓

蒙
思
想
が
浸
透
し
た
十
八
世
紀
後
期
、
英
国
製
品
の
不
買
運
動
の
さ
い
に
女
性
た

ち
は
紅
茶
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
て
代
用
品
の
利
用
を
呼
び
か
け
、
輸
入
衣
類
の
代
替

品
と
し
て
す
で
に
廃
れ
て
い
た
糸
紡
ぎ
の
習
慣
を
復
活
さ
せ
て
ホ
ー
ム
ス
パ
ン
の

布
地
を
織
っ
た
。
家
内
で
の
消
費
や
生
産
と
い
っ
た
日
常
の
営
み
が
、
女
性
た
ち

に
よ
る
愛
国
的・

政
治
的
行
為
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
11
（

。
ま
た
、
愛
国
心
を
共

有
す
る
家
族
と
い
う
帰
属
意
識
は
、
し
だ
い
に
ア
メ
リ
カ
を
独
立
へ
と
導
く
原
動

力
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
独
立
後
、
家
庭
は
ま
す
ま
す
重
要
な
国

家
基
盤
と
し
て
認
識
さ
れ
、
公
徳
心
あ
ふ
れ
る
共
和
国
市
民
が
育
成
さ
れ
る
場
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
た
）
11
（

。
こ
の
と
き
、
子
ど
も
た
ち
の
養
育
に
従
事
す
る
よ
う
奨
励

さ
れ
た
の
が
女
性
で
あ
る
。
リ
ン
ダ・

カ
ー
バ
ー
の
「
共
和
国
の
母
」
と
い
う
思

想
が
示
す
よ
う
に
、
女
性
は
共
和
国
市
民
の
育
成
と
い
う
点
で
国
家
建
設
事
業
に

政
治
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
た
と
捉
え
ら
れ
た
）
11
（

。

　

こ
う
し
て
家
庭
性
や
領
域
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る
歴
史・

文
化
研
究
が
次
々
に
重

要
な
論
考
を
生
み
出
し
て
い
く
な
か
で
、「
女
性
の
領
域
」
の
拡
大
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
運
動
と
近
接
し
て
い
た
と
の
議
論
や
、
十
九
世
紀
の
女
性
た
ち
が
過
大
に
「
真

の
女
性
ら
し
さ
」
に
固
着
し
て
い
た
と
の
認
識
は
い
く
た
び
か
見
直
さ
れ
な
が
ら
）
11
（

、

領
域
論
に
依
存
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
重
大
な
問
題
点
を
浮
上
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、

領
域
の
言
説
が
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
あ
る
い
は
「
修
辞
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
十
九
世
紀
社
会
が
現
実
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
分
離
さ

れ
て
い
た
と
の
錯
覚
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
、
領
域
論
に
よ
る
研
究

対
象
が
主
と
し
て
北
部
中
流
階
級
の
白
人
女
性
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
）
11
（

。

エ
イ
ミ
ー・
カ
プ
ラ
ン
は
領
域
批
評
の
実
践
と
家
庭
性
研
究
の
所
産
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

〔「
家
庭
礼
讃
」
あ
る
い
は
「
男
女
の
領
域
分
離
」
の
〕
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

家
庭
の
な
か
に
女
性
の
神
聖
な
る
場
が
存
在
し
、
女
性
が
道
徳
的
影
響
力
と

い
う
感
傷
の
力
を
ふ
る
う
こ
と
の
で
き
る
場
こ
そ
、
家
庭
で
あ
る
と
掲
げ
て

い
た
。
こ
れ
ま
で
研
究
者
た
ち
は
、
こ
の
家
庭
性
と
い
う
言
葉
の
多
岐
に
わ

た
る
政
治
的
な
使
用
と
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
徹
底
的
に
追
究
し
、
分
け
隔

て
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
男
女
間
の
相
互
浸
透
的
な
境
界
線
を
つ

ぶ
さ
に
脱
構
築
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
は
、
社
会
階

級
の
別
な
く
女
性
の
共
感
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
、
ま
る
で
逆
に
、
女
性

の
感
傷
の
力
で
解
消
さ
れ
る
と
謳
わ
れ
た
人
種
間
や
階
級
間
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

構
造
を
堅
持
す
る
よ
う
に
働
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
）
11
（

。

領
域
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
る
家
庭
性
や
「
感
傷
の
力
」
は
、
白
人
中
流
階
級
の

女
性
の
み
が
専
有
で
き
る
概
念
か
つ
権
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
種
や
階
級
の
境

界
線
を
超
越
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
強
固
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
領
域
論
に
み
る
女
性
た
ち
の
階
級
格
差
や
人
種
的
差
異
に
つ
い
て

の
異
議
申
し
立
て
は
、
か
な
り
早
い
時
期
に
発
表
さ
れ
た
ガ
ー
ダ・

ラ
ー
ナ
ー
の

女
工
労
働
の
歴
史
研
究
や
、
ヘ
イ
ゼ
ル・

カ
ー
ビ
ー
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア・

テ
イ
ト
、

カ
ー
ラ・

ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
た
ち
の
黒
人
女
性
文
学
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
な
さ
れ

て
き
た
）
11
（

。
だ
が
、
さ
ら
な
る
領
域
論・

家
庭
性
へ
の
批
判
は
、
キ
ャ
シ
ー・

デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
が
「
も
は
や
領
域
批
評
は
や
め
よ
う
」
と
声
を
上
げ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
明
白
と
な
っ
た
。
デ
ュ
ー
ク
大
学
出
版
の
学
術
誌
『
ア
メ
リ
カ
文
学
』

一
九
九
八
年
九
月
号
に
て
「
男
女
の
領
域
分
離
」
論
を
再
考
す
る
特
集
が
組
ま
れ

た
と
き
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
は
領
域
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る
歴
史
記
述
や
文
学
批

評
を
肯
定
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
率
直
な
批
判
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。「
す
ば
ら
し
き

女
性
の
世
界
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
ご
と
く
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
十
九
世
紀
ア
メ
リ

カ
の
歴
史
を
〔
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
領
域
と
い
う
〕
ふ
た
つ
の
対
立
項
か
ら
解

釈
す
る
こ
と
は
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
十
九
世
紀

ア
メ
リ
カ
の
社
会
や
文
学
が
お
よ
ぼ
す
多
様
で
複
雑
な
機
能
を
理
解
す
る
に
は
、

あ
ま
り
に
も
粗
雑
な

―
あ
ま
り
に
も
頑
な
で
全
体
化
し
す
ぎ
る

―
手
段
だ
か

ら
で
あ
る
）
11
（

」。
さ
ら
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
は
ジ
ェ
サ
ミ
ン・

ハ
ッ
チ
ャ
ー
と
と

も
に
「
反
―
領
域
論
」
と
も
い
え
る
意
図
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

〔
…
…
〕
わ
れ
わ
れ
が
議
論
し
て
い
る
の
は

―
評
価
す
る
対
象
が
十
九
世

紀
の
ア
メ
リ
カ
文
化
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
分
析
す
る
現
代
の
方
法
で
あ
ろ

う
と

―
権
力
と
は
ど
こ
で
終
わ
り
、
抵
抗
と
は
ど
こ
で
始
ま
る
の
か
を
正

確
に
記
す
こ
と
が
、
た
い
て
い
の
場
合
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ど

う
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
政
治
的
排
除
の
代
償
と
し
て
得
ら
れ
た
「
感
傷
の

力
」
を
評
定
し
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。「
感
傷
の
力
」
は
、（
あ
ら

ゆ
る
人
種
の
）
女
性
た
ち
を
参
政
権
か
ら
排
除
し
た
、
ま
さ
に
そ
の
政
治
シ



立
正
大
学
大
学
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紀
要
　
三
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三
二

ス
テ
ム
の
た
め
に
得
ら
れ
た
力
で
あ
っ
た
が
、
排
除
と
同
時
に
（
た
と
え
ば
、

人
種
や
階
級
に
お
け
る
）
特
権
を
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
に
も
根
ざ
し
て
い

る
。
ポ
ス
ト
領
域
批
評
は
そ
の
よ
う
に
絡
み
合
う
関
係
に
着
目
し
、
そ
れ
が

い
か
に
複
雑
で
混
乱
し
て
お
り
、
矛
盾
す
ら
し
て
い
る
の
か
を
理
解
さ
せ
て

く
れ
る
の
だ
）
11
（

。

た
し
か
に
、
家
庭
性
か
ら
生
ず
る
「
感
傷
の
力
」
は
、
家
父
長
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

（
男
性
、
政
治
、
市
場
、「
完
全
な
る
市
民
権
」、
ア
メ
リ
カ
正
典
文
学
等
々
）
に
た

い
す
る
抵
抗
の
力
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
行
動
へ
と
女
性
た
ち
を
導
き
、
ま

た
、
女
性
独
自
の
文
学
や
文
化
を
生
み
だ
し
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー

と
い
う
枠
組
み
で
は
な
く
、
彼
女
ら
と
は
異
な
る
人
種・

階
級・

宗
教
等
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
（
黒
人
、
労
働
者
階
級
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
等
々
）
に
向
け
ら
れ
た
と
き
、

そ
の
力
は
翻
っ
て
家
父
長
的
な
も
の
と
の
共
犯
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
異

質
な
も
の
を
排
除
す
る
権
力
と
し
て
も
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
十
九
世

紀
ア
メ
リ
カ
文
化
や
社
会
を
た
ん
な
る
男
女
の
領
域
の
二
項
対
立
と
し
て
み
る
だ

け
で
は
意
味
が
な
い
。
権
力
構
造
を
内
在
さ
せ
る
家
庭
性
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問

題
だ
け
で
は
な
い
種
々
の
要
素
が
入
り
組
み
、
そ
れ
が
錯
綜
す
る
関
係
性
の
な
か

に
こ
そ
、
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
文
化
の
か
た
ち
を
理
解
す
る
視
座
が
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
と
ハ
ッ
チ
ャ
ー
が
呼
び
か
け
た
「
反

―
領
域
論
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
一
連
の
論
考
を
評
価

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
諸
相
の
本
質
に
迫
り

う
る
契
機
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
）
1（
（

。

　

だ
が
、
そ
の
よ
う
に
領
域
論
が
否
定
さ
れ
る
な
か
で
、
家
庭
と
い
う
私
的
空
間

に
て
培
わ
れ
て
い
く
女
性
の
能
力
や
権
威
が
家
庭
的
な
母
親
と
い
う
役
目
に
と
ど

ま
ら
ず
、
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
女
性
の
活
動
領
域
を
家
庭
外
へ
と
拡
大
さ
せ
た

意
義
に
つ
い
て
は
、
問
い
続
け
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
女

性
た
ち
が
、
当
時
最
大
の
政
治
的
争
点
で
あ
っ
た
奴
隷
制
問
題
の
み
な
ら
ず
、
貧

困
者
の
救
済
、
節
酒
の
励
行
、
犯
罪
者
の
更
生
と
い
っ
た
種
々
の
慈
善
活
動
や
社

会
改
良
運
動
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
ら
の
行
為
は
、

家
庭
の
延
長
線
上
に
中
流
階
級
家
庭
の
道
徳
的
価
値
観
を
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題

に
結
び
つ
け
、
道
徳
的
責
務
を
担
う
母
親
と
し
て
の
立
場
を
担
保
す
る
取
り
組
み

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
社
会
的
活
動
は
、
多
く
の
女
性
た
ち
が
「
第
二
次
大
覚
醒
」

と
し
て
知
ら
れ
る
福
音
主
義
的
信
仰
の
復
興
運
動
に
参
加
し
た
こ
と
に
起
因
す
る

が
、
こ
の
と
き
に
獲
得
さ
れ
た
女
性
た
ち
の
組
織
化
と
実
務
的
な
行
動
の
経
験
は
、

家
庭
性
と
い
う
概
念
な
し
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
家
庭
性
は
、
女

性
の
「
優
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
た
道
徳
的
影
響
力
を
振
る
う
と
い
う
身
ぶ
り
に
お

い
て
、
彼
女
ら
に
公
的
な
行
為
を
正
当
化
す
る
「
合
理
的
説
明
」
と
し
て
機
能
し

た
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

す
る
と
、「
男
女
の
領
域
分
離
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
強
化
さ
れ
て
い
く
時
代
に
お

い
て
、
女
性
た
ち
が
家
庭
性
を
利
器
に
社
会
改
良
等
の
公
的
活
動
を
展
開
し
た
意

義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
女
た
ち
は
家

庭
と
い
う
私
的
領
域
と
政
治
（
へ
の
直
接
的
参
加
）
と
い
う
公
的
領
域
の
あ
い
だ

に
、
も
う
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

0

0

公
的
空
間
を
構
築
し
た
。
そ
れ
は
「
女
性
の
領
域
」
の
内
実



切
り
貼
り
さ
れ
る
自
己
語
り

三
三

が
変
容・

拡
大
し
、
あ
ら
た
な
意
味
づ
け
の
さ
れ
た
「
市
民
社
会
」
で
あ
っ
た
。

女
性
た
ち
は
、
家
庭
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
母
親
的・

道
徳
的
影
響
力
、
あ
る
い
は

そ
の
影
響
力
を
凌
ぐ
事
実
上
の
行
使
力
や
権
力
に
よ
っ
て
社
会
の
公
私
領
域
の
境

界
を
解
体
し
、
男
性
と
は
差
異
化
さ
れ
た
女
性
市
民
と
し
て
女
性
の
公
的
活
動
を

可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
的・

政
治
的
権
利
を
も
た
ず
に
女
性
の

市
民
的
行
為
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
ア
メ
リ
カ
の
政
治
状
況
に

お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
）
11
（

。
こ
の
市
民
性
が
社
会
に
お
け
る
女

性
の
新
し
い
役
割
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
セ
ア
ラ・

ヘ
イ
ル
の

よ
う
な
反
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
（
と
み
な
さ
れ
て
き
た
人
物
）
が
女
性
の
権
利
を
否
定

し
、
家
庭
性
を
提
唱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
彼
女
の
仕
事
の
本
義
が

そ
の
よ
う
な
女
性
の
自
画
像

―
子
ど
も
を
共
和
国
市
民
に
育
て
上
げ
る
母
親
と

い
う
よ
り
も
、
じ
つ
は
自
分
自
身
こ
そ
が
ア
メ
リ
カ
市
民
で
あ
ろ
う
と
す
る
女
性

像

―
を
読
者
に
示
す
た
め
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
男
女
の
領
域
分
離
」
論
争
の
展
開
を
眺
め
て
み
る
と
、「
女
性
の

領
域
」
を
支
え
る
家
庭
性
と
は
、
そ
れ
自
体
が
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
女
性
を
私
的
領
域
に
定
位
さ
せ
る
「
女
性
と
家
庭
」
と
い
う
関
係
性
は
、

建
国
期
に
は
「
共
和
国
の
母
」
と
い
う
「
政
治
的
」
役
割
の
た
め
に
国
家
建
設
の

土
台
の
う
え
に
築
か
れ
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
に
は
実
質
的
な
社
会
活
動
の
手
段
と

し
て
公
的
領
域
へ
と
開
か
れ
て
い
っ
た
。
家
庭
性
と
は
、
女
性
を
家
庭
に
と
ど
め

お
く
こ
と
を
奨
励
し
な
が
ら
、
そ
の
じ
つ
女
性
自
ら
が
公
私
を
分
け
隔
て
る
境
界

を
切
り
崩
し
、
家
庭
と
い
う
私
的
領
域
を
よ
り
大
き
な
公
的
社
会
の
な
か
に
拡
大

さ
せ
て
い
く
特
徴
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
越
境
的
流
動
性
を
も
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
切
り
貼
り
さ
れ
る
自
伝
的
ス
ケ
ッ
チ

　

本
稿
で
は
、
ヘ
イ
ル
が
一
八
七
九
年
に
亡
く
な
る
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
自
伝
的

ス
ケ
ッ
チ
を
、
本
人
が
確
実
に
「
検
閲
」
し
た
と
思
わ
れ
る
伝
記
的
記
述
も
含
め

て
五
点
と
す
る
。
最
初
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
一
八
三
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
英
米
の
女

性
詩
人
た
ち
の
詩
選
集
『
レ
デ
ィ
ー
ズ・

リ
ー
ス
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
集
し
た
の
は
ヘ
イ
ル
で
あ
る
が
、
彼
女
は
詩
人
た
ち
の
作
品

お
よ
び
評
伝
と
な
ら
ん
で
自
分
の
詩
と
自
伝
的
記
述
を
掲
載
し
た
）
11
（

。
第
二
の
ス
ケ
ッ

チ
は
、
一
八
五
〇
年
十
二
月
号
『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』
誌
上
に
て
紹
介
さ
れ
た
略
伝

で
あ
る
。
創
刊
二
十
周
年
を
記
念
す
る
特
別
号
と
し
て
、
経
営
者
で
あ
っ
た
ル
イ

ス・

Ａ・

ゴ
ー
デ
ィ
ー
が
ヘ
イ
ル
の
経
歴
と
肖
像
画
を
紹
介
し
た
）
11
（

。
第
三
の
ス
ケ
ッ

チ
は
、
ヘ
イ
ル
編
集
に
よ
る
女
性
伝
記
事
典
『
女
性
の
記
録
』（
一
八
五
三
年
初

版
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
所
収
さ
れ
た
「
ヘ
イ
ル
、
セ
ア
ラ・

ジ
ョ
セ
フ
ァ
」
の
項

目
に
は
、
ゴ
ー
デ
ィ
ー
が
自
誌
に
寄
せ
た
第
二
の
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
ほ
ぼ
全
文
が
引

用
さ
れ
、
そ
の
引
用
に
本
人
に
よ
る
記
述
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
第
四
の
ス

ケ
ッ
チ
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
エ
ド
マ
ン
ド・

ホ
イ
ー
ラ
ー
の
『
ニ
ュ
ー
ポ
ー

ト
の
歴
史
』
に
寄
稿
し
た
略
伝
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
が
『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』

誌
を
退
職
す
る
さ
い
に
書
か
れ
た
別
れ
の
こ
と
ば
（“F

ifty Y
ears of 

M
y Literary Life”

）
で
あ
る
。
ヘ
イ
ル
は
最
後
の
編
集
コ
ラ
ム
と
な
る
一
八
七
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三
四

七
年
十
二
月
号
に
自
分
の
経
歴
を
執
筆
し
た
）
11
（

。

　

か
つ
て
ヘ
イ
ル
は
読
者
た
ち
に
女
性
作
家
の
伝
記
を
読
む
重
要
性
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
伝
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。「
す
ぐ
れ
た
人
物
た
ち
の
私
的
な

0

0

0

経
歴
を
夢

中
に
な
っ
て
読
も
う
と
す
る
こ
と
が
、
つ
ね
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
伝
記
文
学

へ
の
こ
の
よ
う
な
情
熱
が
正
し
く
育
ま
れ
、
方
向
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
女

性
が
知
的
に
も
道
徳
的
に
も
向
上
す
る
う
え
で
非
常
に
力
強
い
影
響
力
を
お
よ
ぼ

す
こ
と
で
し
ょ
う
」〔
強
調
引
用
者
）
11
（

〕。
だ
が
、
後
世
の
伝
記
作
家
に
よ
る
と
、
ヘ

イ
ル
本
人
は
け
っ
し
て
自
身
の
私
生
活
を
詳
細
に
語
る
こ
と
が
な
か
っ
た
）
11
（

。
じ
じ

つ
、
い
ず
れ
の
ス
ケ
ッ
チ
に
お
い
て
も
作
家・
編
集
者
と
し
て
の
自
己
の
形
成
過

程
だ
け
が
扱
わ
れ
、
そ
こ
に
共
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
点
に
絞
ら
れ
る
。

⑴
ヘ
イ
ル
の
文
学
に
た
い
す
る
嗜
好
が
母
親
の
教
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

⑵
少
女
時
代
の
読
書
体
験
、
⑶
兄
と
夫
に
よ
る
学
問
的
指
導
が
作
家
と
し
て
の
素

地
を
作
っ
た
こ
と
、
⑷
夫
の
死
去
に
よ
り
五
人
の
子
ど
も
を
も
つ
未
亡
人
と
な
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
、
⑸
子
ど
も
た
ち
の
養
育
の
た
め
に
編
集
の
仕
事
を
引
き
受
け
、

ボ
ス
ト
ン
行
き
を
決
意
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ニ
コ
ル・

ト
ン
コ
ヴ
ィ
チ
は
、
ど
の

テ
ク
ス
ト
も
家
庭
婦
人
で
あ
っ
た
ヘ
イ
ル
が
文
芸・

出
版
界
と
い
う
公
的
領
域
へ

進
む
こ
と
に
な
っ
た
「
出イ
ベ
ン
ト

来
事
を
記
念
化
し
〔
…
…
〕
そ
の
物
語
を
繰
り
返
す
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
編
集
者
と
し
て
の
公
的
な
セ
ア
ラ・

ヘ
イ
ル
像
を
作
り
あ
げ
、

ま
た
、
そ
の
自
画
像
が
『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』
誌
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
理
想
的

な
女
性
像
を
「
具
現
化
」
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
）
11
（

。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て

作
ら
れ
た
ヘ
イ
ル
像
は
公
的
な
編
集
者
か
つ
私
的
な
「
真
の
女
性
ら
し
さ
」
の
体

現
者
で
あ
り
、
ま
さ
に
公
的
な
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
私
的
な
存
在
で
も
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

い
う
こ
と
だ
。
シ
ド
ニ
ー・

ス
ミ
ス
と
ジ
ュ
リ
ア・

ワ
ト
ソ
ン
が
定
義
す
る
よ
う

に
、
十
九
世
紀
に
書
か
れ
た
女
性
の
自
伝
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
他
者
と
共
有
す
る

た
め
に
「
表
象
」
さ
れ
た
「
自ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー

己
語
り
」
で
あ
る
）
1（
（

。
と
す
れ
ば
、
ヘ
イ
ル
の
自
伝

的
ス
ケ
ッ
チ
は
女
性
読
者
に
ど
ん
な
物
語
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
。
お
そ
ら
く
、

ヘ
イ
ル
は
女
性
が
家
庭
性
の
言
説
を
正
し
く

0

0

0

使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
的
な
存
在

で
あ
る
こ
と
の
規
範

―
「
女
性
の
領
域
」
や
「
真
の
女
性
ら
し
さ
」
な
ど
の
教

義

―
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
、
公
的
な
存
在
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
模
範
を

提
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
四
十
年
間
に
わ
た
る
自
伝
的
記
述
を
眺
め
て

み
る
と
、
切
り
貼
り
さ
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
し
だ
い
に
（
男
女
の
知

的
平
等
を
掲
げ
る
）
啓
蒙
主
義
思
想
の
影
響
が
後
退
し
、（
男
女
の
差
異
を
強
調
す

る
）
家
庭
的・

道
徳
的
な
価
値
観
が
前
景
化
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
は

最
初
の
自
伝
的
ス
ケ
ッ
チ
（
一
八
三
七
年
）
か
ら
ヘ
イ
ル
の
「
自
己
語
り
」
を
追
っ

て
み
た
い
。

　

セ
ア
ラ・

ジ
ョ
セ
フ
ァ・

ビ
ュ
エ
ル
は
、
一
七
八
八
年
に
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー

州
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
で
生
ま
れ
た
。
父
は
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
に
従
軍
し
た
経
験
を

も
つ
農
夫
で
、
母
は
「
共
和
国
の
母
」
を
体
現
す
る
よ
う
な
教
育
熱
心
な
女
性
で

あ
っ
た
）
11
（

。
当
時
の
ほ
と
ん
ど
の
女
子
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
ヘ
イ
ル
は
正
規
の

教
育
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
石
清
水
の
よ
う
に
明
晰
な
知
性
と
、
知
識

を
人
に
伝
え
る
す
ば
ら
し
い
才
能
」
を
も
っ
た
母
親
の
教
え
に
よ
り
、
早
熟
な
読

書
家
と
な
る
。
子
ど
も
の
頃
に
読
ん
だ
本
は
、「
聖
書
と
『
天
路
歴
程
』
の
ほ
か



切
り
貼
り
さ
れ
る
自
己
語
り

三
五

に
、〔
…
…
〕
ミ
ル
ト
ン
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ポ
ウ
プ
、
ク
ー
パ
ー
、
そ
し
て
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
を
何
冊
か
」
だ
っ
た
（T

he Ladies’ W
reath 384

）。
最
大
の
愛
読

書
は
七
歳
の
頃
に
読
ん
だ
ア
ン・

ラ
ド
ク
リ
フ
の
『
ユ
ド
ル
フ
ォ
城
の
怪
奇
』

（T
he M

ysteries of U
dolpho, 1794

）
で
あ
る
。「
わ
た
し
が
知
っ
て
い
た
本
の

な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
し
、
女
性

0

0

に
よ
る
も
の
は
一
冊
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
こ
こ
に
作
品

が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
読
書
体
験
の
な
か
で
〔
…
…
〕
も
っ
と
も
夢
中

に
な
っ
た
本
が
女
性

0

0

に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
ど
ん
な
に
う
れ
し
か
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
！

―
女
性
と
自
分
の
国
の
評
価
を
高
め
た
い
と
い
う
願
い
は
、

記
憶
す
る
な
か
で
わ
た
し
が
最
初
に
抱
い
た
思
い
で
し
た
」（T
he Ladies’ W

reath 

384-385

）〔
強
調
原
文
〕。
数
少
な
い
幼
少
期
の
挿
話
を
語
る
テ
ク
ス
ト
で
特
徴
的

な
の
は
、
父
親
の
存
在
が
消
し
除
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、
母
親
の
明
晰
さ
が
（
知

性
に
性
差
は
な
い
と
す
る
）
啓
蒙
主
義
的
な
言
説
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
）
11
（

。
ま
た
、
幼
い
少
女
が
女
性
作
家
を
発
見
し
た
と
き
の
無
邪
気
な
喜
び
は
、
女

性
が
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
を
読
む
こ
と
の
「
不
適
切
さ
」
を
相
殺
さ
せ
て
い
る
か
の
よ

う
に
も
思
え
る
。

　

さ
ら
に
、
ヘ
イ
ル
は
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
の
学
生
だ
っ
た
兄
か
ら
ラ
テ
ン
語
や
哲

学
を
学
び
（T

he Ladies’ W
reath 385

）、
結
婚
後
は
毎
夜
二
時
間
に
お
よ
ぶ
夫

と
の
勉
強
会
で
「
フ
ラ
ン
ス
語
、
植
物
学
、〔
…
…
〕
鉱
物
学
、
地
質
学
」
の
知
識

を
獲
得
し
た
。
弁
護
士
で
あ
っ
た
夫
の
指
導
に
よ
る
「
た
め
に
な
る
読
書
」
は
「
わ

た
し
の
理
性
を
啓
発
し
、
判
断
力
を
強
化
し
、
自
分
の
知
力
に
自
信
を
与
え
て
く

れ
た
」
と
い
う
（T

he Ladies’ W
reath 386-387

）。
そ
し
て
、
夫
の
死
去
に
よ
っ

て
五
人
の
子
ど
も
が
残
さ
れ
た
と
き
、
ヘ
イ
ル
は
次
の
よ
う
に
決
意
し
た
。

ど
う
や
っ
て
子
ど
も
た
ち
を
扶
養
し
、
教
育
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。〔
…
…
〕
わ
た
し
は
巨
万
の
富
な
ど
一
度
も
切
望
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん

―
で
す
が
、
教
育
と
い
う
利
益
を
奪
う
こ
と
は
子
ど
も
た
ち
を
「
本
当

に
貧
し
く
」
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
、
つ

い
に
こ
う
決
め
た
の
で
す
。
わ
た
し
自
ら
が
子
ど
も
た
ち
の
教
育
の
た
め
に

生
計
を
立
て
よ
う
、
と
。
彼
ら
の
父
親
は
そ
う
し
た
は
ず
な
の
で
す
か
ら
。

わ
た
し
は
す
べ
て
の
俗
世
の
苦
労
を
そ
の
目
的
の
た
め
に
捧
げ
る
こ
と
に
し
、

ど
ん
な
障
害
が
あ
ろ
う
と
、
神
の
摂
理
を
信
頼
し
、
前
へ
進
ん
で
い
こ
う
と

し
た
の
で
す
。（T

he Ladies’ W
reath 387

）

語
り
手
は
、
子
ど
も
の
教
育
を
重
視
す
る
「
共
和
国
の
母
」
の
教
え
を
成
就
す
べ

く
、
母
親
が
父
親
に
代
わ
っ
て
金
銭
を
稼
ぐ
と
い
う
「
俗
世
の
苦
労
」
を
「
神
の

摂
理
」
の
も
と
に
正
当
化
す
る
。
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
で
は
、
女
性
が
唯
一
の
子

ど
も
の
保
護
者
と
な
っ
た
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
と
お
し
て
公
然
と
「
作
家

と
し
て
生
計
を
立
て
る
」
と
申
し
開
き
す
る
こ
と
は
、「
世
間
体
に
か
な
っ
て
い

る
」
と
み
な
さ
れ
た
）
11
（

。
ま
た
、
ニ
ナ・

ベ
イ
ム
が
解
説
す
る
よ
う
に
、
女
性
作
家

た
ち
は
自
身
の
作
品
が
「
真
の
女
性
ら
し
さ
」
の
価
値
基
準

―
「
文
体
は
婉
曲

か
つ
上
品
で
繊
細
、
物
語
の
テ
ー
マ
選
び
は
家
庭
的・

社
会
的・

私
的
で
あ
る
こ

と
、
物
語
の
調
子
は
貞
淑
で
品
が
あ
り
、
道
徳
的
で
教
訓
的
で
あ
る
こ
と
」

―

に
適
合
す
る
か
ぎ
り
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
11
（

。
そ
し
て
、
ヘ
イ
ル
は
文
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三
六

筆
業
が
自
分
に
と
っ
て
「
最
大
の
資
源
」
で
あ
る
と
信
じ
、
詩
集
お
よ
び
二
巻
本

の
小
説
『
ノ
ー
ス
ウ
ッ
ド
』（
一
八
二
七
年
）
を
出
版
、
そ
の
翌
年
に
『
レ
デ
ィ
ー

ズ・

マ
ガ
ジ
ン
』
誌
の
編
集
者
と
し
て
ボ
ス
ト
ン
へ
招
か
れ
た
こ
と
を
語
る
。「
雑

誌
は
成
功
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
か
な
り
不
安
に
な
り
ま
し
た
が
、〔
…
…
〕
わ
た

し
は
〔
そ
の
招
き
を
〕
受
け
入
れ
た
の
で
す
」（T

he Ladies’ W
reath 388

）。

現
実
に
は
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
よ
う
な
小
さ
な
田
舎
町
で
は
、
子
ど
も
た
ち
を
離
散

さ
せ
て
親
類
に
預
け
、
末
息
子
だ
け
を
連
れ
て
ボ
ス
ト
ン
で
就
労
す
る
と
い
う
事

態
は
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
）
11
（

」
で
あ
っ
た

―
当
然
、
そ
の
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
は
テ

ク
ス
ト
に
は
表
出
さ
れ
て
は
い
な
い
が
。

　

ヘ
イ
ル
は
、
当
時
の
学
問・

文
壇
が
男
性
の
領
分
で
あ
る
こ
と
を
強
く
自
覚
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
第
一
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
お
よ
そ
十
五
年
後
の
第
三
ス
ケ
ッ

チ
（
一
八
五
三
年
出
版
の
『
女
性
の
記
録
』）
で
は
、
母
親
の
頭
脳
の
明
晰
さ
を
語

る
表
現
が
消
え
、
夫
か
ら
学
ん
だ
学
問
分
野
の
名
称
（「
フ
ラ
ン
ス
語
、
植
物
学
、

〔
…
…
〕
鉱
物
学
、
地
質
学
」）
が
消
え
る
。
そ
の
よ
う
に
啓
蒙
主
義
的
な
知
の
表

現
が
後
退
し
て
い
く
の
は
、
女
性
が
知
的
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
せ
ず
、
男
性
の
学

問
領
域
へ
侵
犯
し
な
い
と
す
る
語
り
手
の
態
度
を
表
明
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ

の
啓
蒙
主
義
思
想
に
代
わ
っ
て
顕
著
に
な
っ
て
い
く
の
が
、
女
性
の
家
庭
性
や
道

徳
性
を
重
視
す
る
価
値
観
で
あ
る
。
女
性
作
家
ラ
ド
ク
リ
フ
を
発
見
し
た
と
き
の

喜
び
（「
ど
ん
な
に
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
！
」）
の
あ
と
、
以
下
の
文
章

が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。

女
性
の
評
価
を
高
め
た
い
、
国
の
た
め
に
何
か
を
し
た
い
と
い
う
願
い
は
、

記
憶
す
る
な
か
で
わ
た
し
が
最
初
に
抱
い
た
思
い
で
し
た
。
こ
う
し
た
感
情

に
よ
っ
て
わ
た
し
は
健
全
な
影
響
を
受
け
、
明
確
な
目
標
を
方
向
づ
け
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。
わ
た
し
の
文
学
へ
の
探
求
は
、
い
か
な
る
種
類
の
利

己
主
義
を
も
超
え
た
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。
女
性
に
与
え
る
女
性
の
精
神
的

影
響
力
は
、
わ
た
し
の
場
合
た
い
へ
ん
重
要
だ
っ
た
た
め
、
こ
の
最
新
作
で

あ
る
『
女
性
の
記
録
』
や
そ
の
ほ
か
の
著
作
に
着
手
し
た
の
で
す
。
わ
た
し

は
こ
れ
が
家
庭
で
の
教
育
（hom

e education

）
の
補
助
に
な
っ
て
ほ
し
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
女
性
た
ち
の
模
範
と
な
る
生
き
方
は
、

社
会
の
道
徳
的
向
上
の
た
め
の
着
想
の
源
泉
と
な
り
、
力
と
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。（W

om
an’s R

ecord 687

）

ヘ
イ
ル
は
、
自
分
の
ス
ケ
ッ
チ
が
含
ま
れ
た
『
女
性
の
記
録
』
を
読
む
読
者
が
若

い
女
性
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
高
価
な
伝
記
事
典
を
購
入
す
る
人
物
が
男
性

（
父
親
や
夫
）
で
あ
る
こ
と
も
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
女
性
読

者
に
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
「
家
庭
」
で
学
習
す
る
よ
う
に
諭
す
と
と
も
に
、
男
性

（
読
者
）
に
た
い
し
て
は
別
の
こ
と
を
進
言
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
か
ら
だ

―
社
会
の
道
徳
性
を
高
め
る
こ
と
は
女
性
の
義
務
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
適

切
な
女
子
教
育
が
必
要
で
あ
る
が
、
家
庭
と
い
う
私
的
空
間
で
の
教
育
は
あ
く
ま

で
も
私
的
な

0

0

0

行
為
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
男
性
の
領
分
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
よ
う
に
。

　
『
女
性
の
記
録
』
か
ら
さ
ら
に
四
半
世
紀
ほ
ど
が
経
ち
、
ヘ
イ
ル
が
八
十
九
歳
の

と
き
に
発
表
さ
れ
た
最
後
の
自
伝
的
ス
ケ
ッ
チ
は
、『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』
誌
で
の
最
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後
の
編
集
コ
ラ
ム
と
し
て
書
か
れ
た
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
も
は
や
明
晰
な
母

親
か
ら
の
教
え
や
（
兄
や
夫
に
よ
る
）
学
問
的
知
識
の
獲
得
と
い
う
語
り
さ
え
い
っ

さ
い
省
か
れ
、「
一
八
二
七
年
に
監
督
教
会
の
ジ
ョ
ン・

Ｌ・

ブ
レ
イ
ク
牧
師
か
ら

一
通
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
」
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
（“Fifty Y

ears” 522

）。『
レ

デ
ィ
ー
ズ・

マ
ガ
ジ
ン
』
誌
の
編
集
の
仕
事
が
「
牧
師
」
か
ら
の
招
聘
で
あ
る
と

述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ボ
ス
ト
ン
で
の
文
筆
業
が
ま
す
ま
す
「
神
意
」
に
よ
る

も
の
だ
と
強
調
さ
れ
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
、
故
郷
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
を
離
れ
る
と
き

の
描
写
が
続
く
。

わ
た
し
は
夫
が
残
し
て
く
れ
た
大
切
な
家
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
ま
し

た
。〔
…
…
〕
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
家
庭
を
断
念
し
、
し
ば
し
の
あ
い
だ
、

ひ
と
り
を
の
ぞ
い
て
子
ど
も
た
ち
と
離
れ
ば
な
れ
と
な
り
、
そ
し
て
、
わ
た

し
が
ひ
ど
く
恐
れ
て
い
た
世
界
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。（“Fifty 

Y
ears” 522

）

ヘ
イ
ル
が
足
を
踏
み
入
れ
る
の
を
「
ひ
ど
く
恐
れ
て
い
た
世
界
」、
す
な
わ
ち
、
文

芸・

出
版
界
と
い
う
公
的
領
域
へ
参
入
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
こ
こ
で
も
「
神
の

意
志
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
、
あ
ら
た
な
義
務
と
責
任
」
と
し
て
是
認
さ
れ
て
い

る
（“Fifty Y

ears” 522

）。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
ス
ケ
ッ
チ
と
異
な
る
の
は
、
ヘ

イ
ル
が
「
家
庭
を
断
念
」
し
て
「
子
ど
も
た
ち
と
離
れ
ば
な
れ
」
と
な
っ
た
事
実

を
隠
蔽
す
る
こ
と
な
く
、
公
的
領
域
へ
「
向
か
っ
て
い
っ
た
」
こ
と
を
断
言
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
じ
つ
は
こ
の
最
後
の
ス
ケ
ッ
チ
の
み
、
ほ
ぼ
「
切
り
貼
り
」
の

痕
跡
の
な
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
は
自
伝
的
要
素

を
最
小
限
に
と
ど
め
、
ヘ
イ
ル
が
「
社
会
の
道
徳
的
向
上
」
の
た
め
に
成
し
遂
げ

た
公
的
活
動
の
数
々
を
中
心
に
過
去
を
ふ
り
返
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
二
段
組
み
三
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
執
筆
さ
れ
た
最
後
の
編
集
コ
ラ
ム
に
は
、

「
女
子
教
育
」「
バ
ン
カ
ー
ヒ
ル
記
念
塔
」「
女
性
医
療
使
節
団
」
等
の
項
目
が
そ
れ

ぞ
れ
立
て
ら
れ
、
市
民
社
会
で
そ
れ
ら
の
活
動
に
尽
力
し
て
き
た
ヘ
イ
ル
の
姿
が

ひ
と
り
の
ア
メ
リ
カ
女
性
市
民
と
し
て
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
イ
ル
は
、

女
性
読
者
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
アマ

イ

・

カ

ン

ト

リ

ー

・

ウ

ー

マ

ン

メ
リ
カ
女
性
で
あ
る
み
な
さ
ん

に
お
別
れ
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
半
世
紀
に
お
よ
ぶ
こ
の
仕
事
が
、

神
に
指
名
さ
れ
た
領
域
に
て
女
性
た
ち
の
さ
ら
な
る
幸
福
と
有
能
な
生
き
方
の
恩

恵
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
女
性
た
ち
の
前
に
は
よ
り
高
く
す
ば
ら
し
い

仕
事
へ
の
あ
ら
た
な
る
道
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
五
十
年
前
で
は
未
知
な

る
も
の
で
し
た
。
女
性
た
ち
に
は
そ
う
し
た
機
会
を
向
上
さ
せ
、
自
分
た
ち
の
誇

り
高
き
職
分
に
誠
実
に
心
を
傾
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
そ
れ
が
、
わ
た
し

の
偽
り
の
な
い
祈
り
で
す
」（“Fifty Y

ears” 523

）。
こ
れ
が
若
い
女
性
た
ち
に

向
け
て
、
老
齢
と
な
っ
た
女
性
作
家・

編
集
者
が
語
る
家
庭
性
の
最
後
の
言
説
で

あ
っ
た
。
市
民
社
会
に
た
い
す
る
道
徳
的
な
女
性
の
責
務
と
は
、
女
性
が
「
誇
り

高
き
職
分
」
を
は
た
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
家
庭
と
い
う
「
神
に
指
名
さ
れ
た

領
域
」
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
等
し
く
、
神
へ
の
信
仰
の
も
と
に
公
的
な
社
会
行

為
と
し
て
正
当
化
さ
れ
、
し
か
も
、
も
は
や
「
未
知
な
る
も
の
」
で
は
な
く
、
女

性
の
公
的
な
存
在
を
現
前
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

女
性
に
よ
る
自
伝
と
は
、
ふ
た
た
び
シ
ド
ニ
ー・

ス
ミ
ス
と
ジ
ュ
リ
ア・

ワ
ト

ソ
ン
の
定
義
を
拝
借
す
れ
ば
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
「
経
験
」
と
「
記
憶
」
が
「
す

で
に
解
釈
さ
れ
た
事
象
で
あ
る
ゆ
え
、
少
な
く
と
も
一
度
は
純
然
た
る
事
実
か
ら

剥
ぎ
取
ら
れ
た
〔
…
…
〕
歴
史
的
事
実
と
虚
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

構
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
た
物
語
」
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
自
伝
を
読
む
読
者
は
「
あ
り
の
ま
ま
に
記
憶
さ
れ
た
人
生
に
つ

い
て
の
事
実
」
を
知
る
の
で
は
な
く
、「
書
き
手
が
自
分
の
人
生
を
表
象
し
、
そ
こ

か
ら
引
き
出
さ
れ
た
複
数
の
意
味
」
に
よ
っ
て
「
真
実
」
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
）
11
（

。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
セ
ア
ラ・

ヘ
イ
ル
の
切
り
貼
り
さ
れ
た
自
己
語
り
は
限
り

な
く
小
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
説
に
等
し
い
。
は
た
し
て
、
彼
女
の
読
者
た
ち
が
そ
こ
か
ら
ど
ん
な
「
真

実
」
を
読
み
取
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ヘ
イ
ル
本
人
は
自
分
の

読
者
の
な
か
か
ら
「
女
性
市
民
」
が
誕
生
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
。

　

さ
て
、
ヘ
イ
ル
は
一
八
七
〇
年
に
エ
ド
マ
ン
ド・

ホ
イ
ー
ラ
ー
が
編
纂
す
る

『
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
歴
史
』
の
た
め
の
切
り
貼
り
原
稿
を
送
っ
た
も
の
の
、
実
際
の

出
版
ま
で
に
は
か
な
り
の
年
月
が
か
か
っ
た
。
ホ
イ
ー
ラ
ー
へ
の
最
後
の
手
紙
と

な
る
書
面
の
結
び
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。「
わ
た
し
の
『
別
れ
の
こ
と
ば
』

の
写
し
を
二
部
同
封
し
ま
す
。
ひ
と
つ
は
あ
な
た
に
、
も
う
ひ
と
つ
は
奥
様
に
）
11
（

」。

ホ
イ
ー
ラ
ー
夫
妻
は
、『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
切
り
貼
り
原
稿
と
は

0

0

0

0

0

0

0

0

異
な
る

0

0

0

ヘ
イ
ル
最
後
の
自
己
語
り
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
こ
こ
か
ら
何
ら
か
の
「
真

実
」
を
と
ら
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
そ
れ
も
定
か
で
は
な
い
。
セ
ア
ラ・

ヘ

イ
ル
は
『
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
歴
史
』
が
よ
う
や
く
出
版
さ
れ
た
一
八
七
九
年
に
、

そ
の
長
い
生
涯
を
終
え
た
。
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 E

ngland Q
uarterly, 68.4 

（D
ecem

ber 1995

）: 
558-583.

（
17
） Laura M

cCall, “ ‘T
he Reign of Brute Force Is N

ow
 O

ver’: A
 Content 

A
nalysis of G

odey’s Lady’s Book, 1830-1860,” Journal of the E
arly 

R
epublic, 9 

（1989

）: 217-236; N
icole T

onkovich, D
om

esticity w
ith a D

if-
ference: T

he N
onfiction of Catharine Beecher, Sarah J. H

ale, Fanny 
Fern and M

argaret Fuller 

（Jackson: U
niversity Press of M

ississippi, 
1997

）; O
kker, O

ur Sister E
ditors.

（
18
） A

m
y K

aplan, “M
anifest D

om
esticity,” A

m
erican Literature, 70.3 

（Septem
ber 1998

）: 444-463; Piepm
eier, 172-208.

（
19
） W

elter, 151, 162; A
ileen S. K

raditor, U
p from

 the Pedestal: Selected 
W

ritings in the H
istory of A

m
erican Fem

inism
 

（Chicago: Q
uadrangle 

Books, 1968
）, 9-13.

（
20
） Carroll Sm

ith-Rosenberg, “T
he Fem

ale W
orld of Love and Ritual: 
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Relations betw
een W

om
en in N

ineteenth-Century A
m

erica,” Signs, 1.1 
（1975

）: 1-29.

（
21
） N

ancy F. Cott, T
he Bonds of W

om
anhood: “W

om
an’s Sphere” in N

ew
 

E
ngland, 1780-1835, Second Edition 

（1977; N
ew

 H
aven: Y

ale U
niver-

sity Press, 1997

）, 201. 

そ
の
ほ
か
の
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
重
要
な
家
庭
性
研

究
と
し
て
、
キ
ャ
サ
リ
ン・

ス
ク
ラ
ー
は
、
十
九
世
紀
の
女
子
教
育
に
尽
力
し
た

キ
ャ
サ
リ
ン・
ビ
ー
チ
ャ
ー
（
当
時
、
ヘ
イ
ル
と
な
ら
ん
で
家
庭
性
を
提
唱
す
る
重

要
な
論
客
で
あ
っ
た
）
に
み
る
家
庭
性
が
、
民
主
主
義
国
家
の
発
展
に
お
い
て
個
人

の
育
成
と
「
文
化
の
統
一
化
と
女
性
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
を
促
進
さ
せ
る
手
段
で
あ
っ

た
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
た
。K

athryn K
ish Sklar, Catharine Beecher: A

 
Study in A

m
erican D

om
esticity 

（N
ew

 H
aven: Y

ale U
niversity Press, 

1973

）, xiii.

（
22
） M

ary Beth N
orton, Liberty’s D

aughters: T
he R

evolutionary E
xperi-

ence of A
m

erican W
om

en, 1750-1800, Cornell Paperback Edition 

（1980; Ithaca: Cornell U
niversity Press, 1996

）, 156-163, 166-169.

（
23
） Clifford Edw

ard Clark, Jr., T
he A

m
erican Fam

ily H
om

e, 1800-1960 

（Chapel H
ill: T

he U
niversity of N

orth Carolina Press, 1986

）, 9-11; 
Glenna M

atthew
s, “Just a H

ousew
ife”: T

he R
ise and Fall of D

om
estic-

ity in A
m

erica （N
ew

 Y
ork: O

xford U
niversity Press, 1987
）, 6-9.

（
24
） 

し
か
し
、
カ
ー
バ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
共
和
国
の
母
」
は
女
性
の
「
最
低
限

の
政
治
的
知
識
と
関
心
」
を
正
当
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
こ
の
思
想
は
女
性
の

直
接
的
政
治
参
加
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。Linda K

. K
erber, 

W
om

en of the R
epublic: Intellect and Ideology in R

evolutionary A
m

er-
ica 

（Chapel H
ill: U

niversity of N
orth Carolina Press, 1980

）, 285; Jan 
Lew

is, “T
he Republican W

ife: V
irtue and Seduction in the Early 

Republic,” T
he W

illiam
 and M

ary Q
uarterly, 44.4 （O

ctober 1987

）: 689-
721.

（
25
） Barbara Leslie Epstein, T

he Politics of D
om

esticity: W
om

en, E
van-

gelism
 and T

em
perance in N

ineteenth-Century A
m

erica 

（M
iddletow

n: 
W

esleyan U
niversity Press, 1981

）, 8-9; Frances B. Cogan, A
ll-A

m
eri-

can G
irl: T

he Ideal of R
eal W

om
anhood in M

id-N
ineteenth-Century 

A
m

erica 

（A
thens: T

he U
niversity of Georgia Press, 1989

）.

フ
ラ
ン
シ

ス・

コ
ー
ガ
ン
は
バ
ー
バ
ラ・

ウ
ェ
ル
タ
ー
の
「
真
の
女
性
ら
し
さ
」
に
代
わ
り
、

「
本
当
の
女
性
ら
し
さ
」（Real W

om
anhood

）
と
い
う
「
健
康
的
で
教
育
の
あ

る
、
自
立
し
た
女
性
像
」
を
提
示
し
た
。

（
26
） Linda K

. K
erber, “Separate Spheres, Fem

ale W
orlds, W

om
an’s Place: 

T
he Rhetoric of W

om
en’s H

istory,” T
ow

ard an Intellectual H
istory of 

W
om

en 

（Chapel H
ill: T

he U
niversity of N

orth Carolina Press, 1997

）, 
159-199.

（
27
） A

m
y K

aplan, T
he A

narchy of E
m

pire in the M
aking of U

.S. Culture 

（Cam
bridge: H

arvard U
niversity Press, 2002

）, 24.

（
28
） Gerda Learner, “T

he Lady and the M
ill Girl: Changes in the Status of 

W
om

en in the A
ge of Jackson,” M

idcontinent A
m

erican Studies Jour-
nal, 10.1 

（1969

）: 5-15; H
azel Carby, R

econstructing W
om

anhood: T
he 

E
m

ergence of the A
fro-A

m
erican W

om
an N

ovelist （N
ew

 Y
ork: O

xford 
U

niversity Press, 1987

）; Claudia T
ate, D

om
estic A

llegories of Political 
D

esire: T
he Black H

eroin’s T
ext at the T

urn of the Century 

（N
ew

 
Y

ork: O
xford U

niversity Press, 1992

）; Carla L. Peterson, “D
oers of the 

W
ord”: A

frican-A
m

erican W
om

en Speakers and W
riters in the N

orth 

（1830-1880

） （N
ew

 Brunsw
ick: Rutgers U

niversity Press, 1995

）.

（
29
） Cathy N

. D
avidson, “Preface: N

o M
ore Separate Spheres!,” A

m
erican 

Literature, 70.3 （1998

）: 445.

（
30
） Cathy N

. D
avidson and Jessam

yn H
atcher, “Introduction,” D

avidson 
and H

atcher 

（eds.

）,  N
o M

ore Separate Spheres! 

（D
urham

: D
uke U

ni-
versity Press, 2002

）, 14.

（
31
） 

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
が
ポ
ス
ト
領
域
批
評
の
先
駆
的
研
究
と
し
て
高
く
評
価
す
る

論
考
の
ひ
と
つ
に
、
ロ
ー
ラ・

ロ
ミ
ロ
の
家
庭
性
研
究
が
あ
る
。
ロ
ミ
ロ
は
、
ア
ン

テ
ベ
ラ
ム
期
の
社
会
や
文
化
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
る
と
の
見
方

を
否
定
し
、
白
人
中
流
階
級
家
庭
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
（
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

空
間
、
黒
人
の
権
利
運
動
、「
男
の
絆
」
で
結
ば
れ
た
上
位
文
化
な
ど
）
に
お
い
て

家
庭
性
が
権
力
と
抵
抗
の
せ
め
ぎ
合
い
を
表
象
し
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
た
。Lora 

Rom
ero, H

om
e Fronts: D

om
esticity and Its Critics in the A

ntebellum
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U
nited States （D

urham
: D

uke U
niversity Press, 1997

）.
（
32
） Lori D

. Ginzberg, W
om

en in A
ntebellum

 R
eform

 

（W
heeling, Illinois: 

H
arlan D

avidson, 2000

）, 5-8; K
athleen D

. M
cCarthy, A

m
erican Creed: 

Philanthropy and the R
ise of Civil Society, 1700-1865 

（Chicago: T
he 

U
niversity of Chicago Press, 2003

）, 49-52; M
atthew

s, 62-65.

（
33
） 

女
性
と
市
民
社
会
の
関
係
性
に
つ
い
て
本
稿
が
依
拠
す
る
の
は
、
以
下
の
論
考
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。M

ary K
elley, Learning to Stand and Speak: 

W
om

en, E
ducation, and Public Life in A

m
erica’s R

epublic 

（Chapel 
H

ill: T
he N

orth Carolina Press, 2006

）, 1-15; M
ary P. Ryan, “Gender and 

Public A
ccess: W

om
en’s Politics in N

ineteenth-Century A
m

erica,” 
Craig Calhoun 

（ed.

）,  H
aberm

as and the Public Sphere 

（Cam
bridge: 

T
he M

IT
 Press, 1992

）, 259-288; A
m

y A
. Easton-Flake, “A

n A
lternative 

W
om

an’s M
ovem

ent: A
ntisuffrage Fiction, 1839-1920,” Brandeis U

ni-
versity, PhD

 dissertation 

（2011

）, 9-12, 25; Paula Baker, “T
he D

om
esti-

cation of Politics: W
om

en and A
m

erican Political Society, 1780-1920,” 
T

he A
m

erican H
istorical R

eview
, 89.3 （1984

）: 620-621.

（
34
） Sarah Josepha H

ale, T
he Ladies’ W

reath: A
 Selection from

 the 
Fem

ale Poetic W
riters of E

ngland and A
m

erica 
（Boston: M

arsh, 
Capen and Lyon, 1837

）, 383-388. 

ニ
ナ・

ベ
イ
ム
に
よ
る
と
、
当
時
の
新
聞
や

雑
誌
の
評
者
が
女
性
作
家
の
伝
記
的
な
情
報
を
掲
載
す
る
こ
と
は
め
ず
ら
し
く
な

か
っ
た
が
、
男
性
作
家
の
伝
記
的
背
景
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

N
ina Baym

, N
ovels, R

eaders, and R
eview

ers: R
esponses to Fiction in 

A
ntebellum

 A
m

erica （Ithaca: Cornell U
niversity Press, 1984

）, 254.

（
35
） L. A

. G. （Louis A
ntoine Godey

）, “Sarah Josepha H
ale,” G

odey’s Lady’s 
Book, 41 （D

ecem
ber 1850

）: 326

（
36
） H

ale, W
om

an’s R
ecord, 686-691.

（
37
） Sarah Josepha H

ale, “Editors’ T
able: Fifty Y

ears of M
y Literary Life,” 

G
odey’s Lady’s Book, 95 

（D
ecem

ber 1877

）, 522-524. 

出
版
年
を
み
る
と
、

『
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
の
歴
史
』
に
所
収
さ
れ
た
自
伝
的
記
述
が
最
後
の
ス
ケ
ッ
チ
と
な

る
が
、
ホ
イ
ー
ラ
ー
と
の
書
簡
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
す
で
に
こ
の
歴
史
書
の
た

め
に
は
一
八
七
〇
年
に
原
稿
が
書
き
送
ら
れ
て
い
る
の
で
、『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
』
誌

最
後
の
編
集
コ
ラ
ム
を
最
後
の
ス
ケ
ッ
チ
と
し
た
。

（
38
） Sarah Josepha H

ale, “Em
inent Fem

ale W
riters,” Ladies’ M

agazine, 2 

（Septem
ber 1829

）: 393.

（
39
） Ernest L. Scott, Jr., “Sarah Josepha H

ale’s N
ew

 H
am

pshire Y
ears, 

1788-1828,” H
istorical N

ew
 H

am
pshire, 49.2 （1994

）: 73.

（
40
） N

icole T
onkovich, “Rhetorical Pow

er in the V
ictorian Parlor: G

odey’s 
Lady’s Book and the Gendering of N

ineteenth-Century Rhetoric,” 
Gregory Clark and S. M

ichael H
alloran 

（eds.

）,  O
ratorical Culture in 

N
ineteenth-Century A

m
erica: T

ransform
ations in the T

heory and 
Practice of R

hetoric 

（Carbondale: Southern Illinois U
niversity Press, 

1993

）, 163-164.

（
41
） Sidonie Sm

ith and Julia W
atson, “Introduction: Living in Public,” 

Before T
hey Could V

ote: A
m

erican A
utobiographical W

riting, 1819-
1919 （M

adison: T
he U

niversity of W
isconsin Press, 2006

）, 4.

（
42
） Geraldine K

. Ellis, “Sarah Josepha H
ale, M

r. Godey’s Lady,” unpub-
lished m

anuscript, Richards Free Library, N
ew

port, 2, 32. 

興
味
深
い
こ

と
に
、
ヘ
イ
ル
の
自
伝
的
テ
ク
ス
ト
に
は
父
親
に
か
ん
す
る
記
述
が
い
っ
さ
い
登
場

し
な
い
。
本
人
の
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
な
い
伝
記
的
背
景
は
、
エ
ン
ト
リ
キ

ン
、
エ
リ
ス
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
、
ス
コ
ッ
ト
ら
の
ヘ
イ
ル
伝
を
参
照
に
し
て
い
る
。

（
43
） 「
父
の
不
在
」
に
か
ん
し
て
付
言
す
れ
ば
、
ヘ
イ
ル
が
自
伝
に
父
親
ゴ
ー
ド
ン・

ビ
ュ
エ
ル
に
つ
い
て
一
言
も
言
及
し
な
い
の
は
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
に
従
軍

し
た
「
英
雄
」
で
あ
り
な
が
ら
、
戦
時
に
よ
る
負
傷
で
生
涯
脆
弱
な
身
と
な
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
か
。
ゴ
ー
ド
ン
は
そ
の
よ
う
な
身
体
的
理
由
で
農
夫
を
や
め
、
一
八
一
〇

年
に
宿
屋
を
営
む
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ヘ
イ
ル
は
「
わ
た
く
し
の
著
述
歴
に
か

か
わ
る
こ
と
」
に
こ
だ
わ
る
も
の
の
、
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
時
代
に
活
動
し
て
い
た
地
元

の
文
芸
ク
ラ
ブ
（the Coterie

）
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の

文
芸
ク
ラ
ブ
の
活
動
は
、
詩
や
散
文
や
戯
曲
を
議
論・

朗
読
し
あ
い
、
芝
居
を
し
、

さ
ら
に
自
作
品
を
持
ち
よ
っ
て
批
評
し
あ
い
、
機
会
が
あ
れ
ば
雑
誌
に
投
稿
す
る
と

い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
ヘ
イ
ル
に
と
っ
て
、
の
ち
の
文
筆
業
に
か
か
わ
る
活
動

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
問
題
は
、
文
芸
ク
ラ
ブ
の
仲
間
た
ち
が
「
男

女
混
淆
」
だ
っ
た
点
で
あ
ろ
う
。
十
九
世
紀
に
男
女
か
ら
な
る
聴
衆
に
た
い
し
て
女
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性
が
演
説
行
為
等
を
す
る
こ
と
の
禁
忌
に
つ
い
て
は
、
ス
ー
ザ
ン・

ザ
エ
ス
ク
を
参

照
の
こ
と
。Scott, 66, 82; Ellis, 53; Rogers, 17-18; Jane E. D

elaurier, “T
he 

Radical Frances W
right and A

ntebellum
 Evangelical Review

ers: Self-
Silencing in the W

orks of Sarah Josepha H
ale, Lydia M

aria Child, and 
Eliza Cabot Follen,” U

niversity of M
issouri-K

ansas City, Ph.D
 disserta-

tion, （2015
）: 181-182; Susan Zaeske, “T

he ‘Prom
iscuous A

udience’ Con-
troversy and the E

m
ergence of the E

arly W
om

an
’s R

ights 
M

ovem
ent,” Q

uarterly Journal of Speech, 81 （1995

）: 191-207.

（
44
） Law

rence Buell, N
ew

 E
ngland Literacy Culture: From

 R
evolution 

through R
enaissance 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 1988

）, 
414n8; Ellis, 90.

（
45
） Baym

, N
ovels, R

eaders, and R
eview

ers, 257; Susan Coultrap-M
cQ

uin, 
D

oing Literary Business: A
m

erican W
om

en W
riters in the N

ineteenth-
Century 

（Chapel H
ill: T

he U
niversity of N

orth Carolina Press, 1990

）, 
16.

（
46
） Ellis, 128-129.

（
47
） Sm

ith and W
atson, 4-5.

（
48
） Sarah J. H

ale to Edm
und W

heeler, February 20, 1878, Richards Free 
Library.
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Scissors Autobiographer :
Domesticity in Sarah Hale’s Autobiographical Sketches

Kumiko MASUDA

　Sarah Josepha Hale （1788-1879） was one of the foremost women engaged in literary 

print culture in the middle of nineteenth-century America. As a writer, she published nov-

els, poetry, books on cooking and housekeeping, children’s books, anthologies, and an ambi-

tious nine-hundred-page encyclopedia of prominent women in history. As an editor of 

Godey’s Lady’s Book, the most widely circulated woman’s magazine especially in the 

1860s, she wrote monthly editorials and book reviews, regularly contributed fiction and 

poetry to the magazines, and published the work of such writers as Edgar Allan Poe, Har-

riet Beecher Stowe, Oliver Wendell Holmes, and Lydia Sigourney. Hale and her magazine 

were “the arbiter of the parlor, the textbook of the kitchen —— the last word of authority 

in every home.”

　In the anti-professional climate of magazine publishing world in the 1820s, Hale con-

demned many magazine editors for relying on pirated material, declaring candidly that her 

“periodical is not a compilation, ［…］. The work is to be wholly original articles.” But in 

spite of her condemnation of the so-called “scissors editors,” Hale herself was what might 

be called a “scissors autobiographer.” Her sketches “memorialize” the events of her literary 

life, and repeatedly tell the story of how she was involved in the public sphere of print cul-

ture.

　In antebellum America, Hale advocated her domestic ideology based on the philosophies 

of the republican Enlightenment and the ideas of Victorian gendered morality. She has long 

been considered as a conservative who formented a sentimental culture predominantly of 

white middle-class women, and as an “anti-feminist” who promoted the “separate spheres” 

ideology which called for women’s retreat into the private home. I believe, however, that 

Hale’s domesticity was a discourse that could justify women’s public presence, against the 
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predominant doctrine of the “woman’s sphere”: the domestic discourse that a woman could 

be a “citizeness” in the civil society. How does the domestic ideology function in her auto-

biographic sketches, then? These texts carefully create the self-image of Sarah Josepha 

Hale, a Godey’s “venerable authoress and editoress.” This image is of a respectable woman, 

performing privacy even as she is undertaking public work; she appears pious and moralis-

tically submissive while enacting public agency. This paper, therefore, explores the ways in 

which she strategically negotiated the domestic discourse in her sketches, and provided her 

young readers with a template for the discursive construction of a private woman in pub-

lic.

　In her autobiographic sketches, Hale tells only about her literary history: （1） her 

mother’s influence on Hale’s reading habits, （2） a formative reading experience in her 

childhood, （3） academic tutelage of her brother and her husband, （4） widowhood with five 

fatherless children, and （5） her decision to accept the editorship to support and educate 

her children. Through the domestic discourse in her sketches, Hale scrupulously produced 

her public image that embodied the magazine’s unchanging ideal of womanhood. She thus 

attempted to provide a vocabulary of how women could achieve a public presence without 

being too controversial in nineteenth-century America. She hoped that there would be 

more female citizens who would be responsible for and contribute to the moral develop-

ment of civil society, as herself who featured on the pages of her own autobiographic texts. 


