
Title アイリーン・B・トイバー著 毎日新聞社人口問題調査会訳 日本の人口
Sub Title Irene B. Taeuber; The population of Japan
Author 安川, 正彬

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1966

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.59, No.2 (1966. 2) ,p.195(85)- 200(90) 
JaLC DOI 10.14991/001.19660201-0085
Abstract
Notes 書評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19660201-

0085

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


'.
、
_、
 

八
四
、(

一
九
四) 

究
が
一
面
的
だ
と
か
、
精
神
史
観
だ
と
か
い
う
類
の
批
判
は
論
外
で
あ

る

s) 

s
a
n
m
f

 n, l
.
,
p
.

 

5
9

.

.

、

が
、
単
な
る
歴
史
学
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実
証
的
研
究
のf

つ
と
し
て
か
、
文

化

比

較

の

モ

デ

(
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Sa

日ue
l
l
n
, ibid., P

,

 67.

.

.ル
と
し
て
理
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し
受
容
れ
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の
も
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し
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な
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.ろ
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化
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問

題

(
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u
e
l
i
n
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性
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
と
し
て
読
ま
る
べ
き
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あ
る
。
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ム
エ
ル
.ス

(

17)

梶
山
•
大
塚
訳
、
下
、
ニ
四
八—

九
頁
。

ン
の
近
著
の
よ
う
な
レ
べ
ル
で
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批
判
は
、
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I
パ
I
の
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.

.
を
、
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一
九
六
五
，一

ニ
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図
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反
し
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明
す
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以
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意
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を
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え
な
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だ
ろ
う
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ア
イ
リ
I

ン
• 
B 
•
ト
イ
バ
1
著 

侮
日
新
聞
社
人
ロ
問
題
調
査
会
訳

『

日

本

の
.

人

口

』

.

Irene 

B. 

Taeuber, 

T
h
e

 Population of Japan, 

JPrinceton 
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19
5

P0
:

安

川

正

彬

'

今
次
大
戦
が
終
結
し
て
の
ち
に
わ
が
国
で
刊
行
さ
れ
た
人
口
研
究
の
出
版
物 

の
な
か
で
、
人
口
研
究
者
な
fb
_び
に
人
口
に
心
を
ょ
せ
る
他
の
専
門
家
た
ち
を 

結
集
し
た
成
艰
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
誇
り
ぅ
る

労
作
が
.ニ
つ
あ
る
。
：一
 

つ
は 

南
亮
三
郎
他
編『

人
|:
1

大
事
典』

(

平
凡
社
、一

九
五
七
年)

，
の
刊
行
で
.あ
り
、
 

他
は
、
ア
イ
リ
ー
ン
.
B 
•
ト
イ
、パ
ー
著
、
侮
日
新
聞
社
人
口
問
題
調
崙
会
訳 

『

日
本
の
人
口』

(

一
九
六
四
年)

の
出
版
で
あ
る
。

い
ま
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る 

の
は
、
そ
の
後
者
で
あ
る
。

.

.オ

鲁『

日
本
の
人
口』

の
訳
本
が
で
き
あ
が
づ
た
の
.は
、
正
確
に
は
一
九
山
 ヽ

四
^
1

.j

月
十
六
日
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
ぅ
ど
そ
の
日
に
は
シ
カ
ゴ
大
学
社
会
学 

部
長
ハ
ゥ
ザ
ー(Philip M

.

 H
a
i
r
)

教
授
が
来
日
さ
れ
た
機
会
を
と
ら
え

書

評

 

.

.て

教

授

を

四

ん

で

親

し

い

日

本

の

人

口

研

究

者

た

ち

が

毎

日

新

聞

社

人

口

問 

題

調

查

会

で

歓

談

七

て

い

た

。

訳

本

が

完

成

し

て

最

初

の

.一
冊
が
届
け
ら
れ
た 

の
は
、
ま
さ
に
.ぞ
の
最
中
で
あ
っ
た
。

.

原
著
は
、
連
合
国
軍
の
日
本
占
領
下
に
あ
っ
た
一
.九
四
八
年
か
ら
'
九
五
八 

年
の
出
版
ま
で
に 

一
◦
年
を
要
し
た
ト
イ
バ
ー
女
史
の
.労
作
で
あ
る
が
、
そ
の 

後
に
六
年
の
歳
月
を
経
て
漸
く
訳
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
の

.

書
に
ま
つ
わ
る

エ
，
 

ピ
ソ
ー
、F-
の
数
々
は
、

い
か
.に
原
著
が
綿
密

な

研

究

に

よ

っ

た

労

作

で

あ

り

、

そ
し
て
こ
の
訳
出
が
、
い
か
に
入
念
な
.そ
れ
で
あ
っ
た
か
を
端
的
に
物
語
る
も 

の
で
あ
ろ
う
。

ハ
ウ
ザ
ー
教
授
は
日
本
語
を
解
さ
な
い
が
、
し
か
し
訳
出
さ
れ
た
こ
の
本
を 

手
に
し
た
と
き
、
す
か
さ
ず
も
ら
し
た
率
直
な
.感
想
は
、「

こ
の
訳
本
を
も
う 

一
度
英
訳
し
た
ら
、
，原
著
に
ま
さ
る
立
派
な
労
作
が
で
き
あ
が
る
こ
と
で
し
よ 

う」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
外
交
辞
令
は
洗
練
さ
れ
た
白
色
人
種 

が
好
ん
で
使
う
ウ
ィ
ッ
ト
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
こ
.の
本
に
関
す
る
か 

ぎ
り
、

ハ
ウ
ザ
ー
教
授
の
こ
の
，感
想
は
、
ウ
ィ
ッ
ト
に
'か
こ
つ
け
た
実
^
^
で
あ 

っ
た
ろ
う.と

解

し

た

の

は
A
そ
.の
場
に
居
合
わ
せ
た
な
か
の
わ
た
く
し
だ
け
で 

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

わ
た
く
し
が
-ァ
メ
リ
ガ
に
滞
在
し
た
当
時(

ー.九
六
〇
|
六
一
年)

に

、

ァ
メ 

リ
ヵ
の
人
口
研
究
者
に
と
っV

、

こ
の
原
書
は
日
本(

日
本
の
文
化

•'社
会
と 

人
口)

を
：知
る
う
え
で
の
バ
イ
ブ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
き
っ
と
い
ま 

も
か
わ
ら
ず
に
そ
の
価
値
を
失
o
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
‘て
将
来
も 

ま
た
そ
の
価
値
が
失
わ
れ
る
.こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
書
が 

学
術
的
に
高
く
評
価
さ
れ
る
背
後
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
ヒ
か
ら

八

五

(一

九
五)



で
あ
る
。
.つ
ま
り
'
わ
が
国
が
敗
^
と
同
時
に
連
合
国
軍
の
！E

領
の
.も
と
に
あ 

.o
て
'
マ
ッ
ヵ
ー
サ
ー
元
帥
を
総
司
令
官
と
し
た
当
時
の
0
只
0
?の
威
信
が
後 

楣
に
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
い
か
に
学
術
的
な
研
究
と
い
え
ど
も
，
こ
れ
ほ
ど
膨 

大
な
日
本
の
資
料
を
集
め
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
関
係
す
る
日
本
の
官
J
r 

や
国
立
の
研
究
所
の
人
口
研
究
者
た
ち
が
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
.た
0

と
余 

裕
七
を
持
ち
あ
わ
せ
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

.
ト
ィ
、パ
I
女
史
が
日
本
の
人
口
研
究
家
た
ち
に
む
か
っ
て
、
原
著
の
扉
に 

〃
日
本
の
学
*
た
ち
に
捧
ぐ
"
と
書
い
.た
学
者
の
良
心
ば
、
.こ
う
し
た
事
情
か 

ら
の
純
粋
な
気
持
の
発
露
で
あ
っ
た
、
と
こ
こ
に
記
し
て
も
、
内
外
を
ふ
く
め 

て
、
誰
の
気
持
を
そ
こ
な
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
う
し
た
意
味A

 

ら
、
ト
ィ
バ
ー
女
史
の
研
究
が
い
か
な
る
事
情
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
を
. 

評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
ト
ィ
バ
ー
女
史
が
い
か
な
る
態
度
で
こ
の
研
究
に
臨 

ま
れ
た
か
を
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
日
本
の
関
系
者
が 

ひ
と
し
く
同
女
史
に
最
大
の
敬
意
を
表
わ
し
て
ょ
い
は
ず
で
あ
る
し
、

実̂
、
 

わ
れ
わ
れ
日
本
の
人
口
研
究
老
に
と
っ
て
、
同
女
史
と
の
.親
^
み
に
は
絶
大
な 

も
の
が
あ
る
。.
そ
れ
と
と
も
に
、
侮
日
新
聞
社
人
口
問
題
調
査
会
が
種
々
の
困 

難
を
押
し
て
難
解
の
こ
の
書
を
訳
出
さ
れ
た
貴
重
な
貢
献
を
喜
ぶ
わ
た
く
し
の 

気
持
を
ま
ず
は
じ
め
に
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ニ

さ
て
わ
れ
わ
れ
が
人
口
の
推
移
に
つ
い
て
、
古
代
社
会
か
ら
今
日
ま
で
を 

語
る
と
す
れ
ば
、
時
代
を
ニ
つ
に
区
分
し
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ 

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
近
代
化
の
以
前
と
そ
れ
以
後
と
で
あ
る
。

八

六

(
一

九
六)

'こ
こ
で
、.
近
代
化
が
な
さ
れ
る
.以
前
の
社
会
と
は
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
社
会 

を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
.、
政
治
的
に
は
権
力
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
て
い
る
社 

会
で
あ
る
か
ら
、
' 文
化
的
遺
産
は
数
多
く
残
し
た
.か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
で 

は
政
骀
が
経
済
を
支
配
し
て
い
る
か
ら
、
あ
る
種
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
こ 

と
は
あ
っ
て
%.
、
経
済
や
社
会
の
実
証
分
析
に
耐
え
う
る
だ
け
の
体
系
化
さ
れ 

.た
統
計
資
料
は
整
え
ら
れ
て
.い
な
い
.。
そ
う
い
う
時
代
を
説
明
で
き
る
、
ロ
の 

分
析
は
、
精
々
の
と
こ
ろ
ラ
フ
な
人
口
増
加
の
分
析
が
な
さ
れ
る
程
度
に
と
ど 

ま
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
西
ョ
ー
ロ
ッ
バ
諸
国
の
過
去
を
ふ
り
か
え
れ 

ば
わ
か
る
よ
う
に
、
十
八
世
結
末
の
.産
業
革
命
が
起
こ
る
以
前
に
は
政
治
算
術 

派
に
よ
っ
て「

人
口
の
倍
加
年
数
の
測
定」

に
非
常
な
精
力
が
注
が
れ
た
先
人 

た
ち
の
努
力
の
跡
を
顧
み
る
こ
と
.に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
' 近
代
化
が
実
現
す
る
と
、
経
済
社
会
の
発
展
に
.と
も
な
っ
て
統
計 

資
料
が
整
え
ら
れ
て
く
る
か
ら
、
.そ
う
し
た
資
料
を
駆
使
し
た
縦
横
の
人
口
分 

析
が
可
能
に
な
る
。
そ
こ
で
の
分
析
の
基
本
は
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
一
つ 

は「

人
口
転
換」

demographic 

transition

で
あ
り
、
他

は

「

人
ロ
移
勐」 

m
i
g
r
a
t
i
o
n

で
あ
る
。
こ
こ
で「

人
口
転
換」

と
は
経
済
の
持
続
的
発
展
に
と 

も
な
う
人
口
の
生
物
的
変
化
を
調
べ
る
も
の
で
あ
り
、「

人
口
移
動」

と
は
経 

済
の
持
続
的
発
展
に
と
も
な
う
人
口
の
a '
# '
か
^ '
ル
を
調
べ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、.「

人
口
転
換」

と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
人
口
の
進
化
過
程
を
指
し
て 

い
う
。
つ
ま
り
、多
産
多
死
型
の
伝
統
的
社
会
か
ら
、
経
済
が
離
陸
8
目
c

ô- 

take-o£f

を
開
始
す
る
と
、
ま
ず
死
亡
.率
が
低
下
し
は
じ
め
る
の
で
、
人
口
は 

多
産
少
死
型
に
変
わ
る
か
ら
人
口
は
増
大
す
る
。
か
つ
て
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国 

が
十
九
世
紀
の
な
か
ご
ろ
に
こ
の
こ
と
を
経
験
し
た
が
、
当
時
は
新
大
陸
開
発

へ
の
道
が
開
け
て
い
た
か
ら
、
壻
大
し
た
西m

丨
ロ
ッ
パ
の
人
口
は
西
の
海
を 

溲
っ
て
新
大
陸
を
開
拓
し
て
い
.っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
人
び
と
は
経
済 

の
持
続
的
発
展
.に
と
も
な
ぅ
生
活
水
準
の
向
上
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
死
亡 

率
低
下
に
あ
わ
せ
て
出
生
力
を
管
理
す
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
か
ら
、
出
生
率
が
減 

退
し
、
人
口
は
少
産
少
死
型
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
西
ョ
ー 

P
ッ
パ
が
十
九
世
紀
後
半
か
ら
ニ
〇
世
紀
に
か
け
て
経
験
し
た
人
口
進
化
の
推 

移
過
程
で
あ
る
。

つ
ぎ
は「

人
口
移
動」

に
つ
い
て
で
あ
る
が
，、
こ
ん
に
ち
人
口
研
究
の
な
か 

で
取
り
扱
い
が
む
ず
か
し
く
、
も
っ
.と
も
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
も
の
は 

人
ロ
移
勋
の
問
題
で
あ
る
。
人
口
移
動
と
は
そ
れ
が
社
会
的
変
動
な
る
が
ゆ
え 

に
複
雑
な
の
で
あ
る
。
経
済
や
社
会
が
定
常
状
態
に
あ
り
な
が
ら
、
人
口
移
動 

が
行
な
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
人
口
圧
力
に
よ
っ
て
押
し
だ
さ
れ
る 

「

庄
出
型」

の
移
動
が
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
貧
困
な
農
村 

地
域
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
人
口
が
都
市
へ
流
れ
出
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
た 

ん
に
就
業
機
会
を
も
と
め
て
の
移
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
都
市
に 

移
っ
て
も
、
低
い
所
得
に
甘
ん
じ
た
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
技
術
^
新
が
実
現
し
、
工
業
化
が
促
進
さ
れ
る
と
き
は
、

関
速
産
業
を
刺
激
す
る
か
ら
、
労
働
生
産
性
が
向
上
す
る
と
同
時
に
、
雇
用
機 

会
が
開
か
れ
て
、「

吸
引
型」

の
人
ロ
移
動
が
開
始
さ
れ
る
。
.さ
ら
に
工
業
化 

を
通
じ
て
社
会
が
近
代
化
さ
れ
る
か
ら
、
急
速
に
都
市
化
が
促
進
さ
れ
、
農
村 

地
域
か
.ら
人
口
が
都
市
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
.人
口
移
動
が
激
し
く
な 

る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
古
い
時
代
の
生
活
様
式
を
崩
壊
さ
せ
る
方
向
に
人
. 

び
と
を
！

H

覚
め
さ
せ
る
か
ら
、
.教
育
の
普
及
と
と
も
に
、
結
婚

•̂齢
が
ひ
き
上

げ
ら
れ
て
.、
出
生
力
の
減
退
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
.

ま
た
、.
す
で
に
.の
べ
た
よ
う
に
、
工
業
化
と
い
う
経
済
の
拡
大
は
、
医
薬
. 

公
衆
衛
生
の
発
達
を
う
な
が
す
か
ら
、.
そ
れ
に
よ
っ
て
死
亡
率
が
引
き
下
げ
ら 

れ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
ば
、
人
口
移
動
が
一
般
に
、
貧
困
•
高
死
亡 

率•

皁
婚•

多
産
と
い
う
地
域
か
ら
、
よ
り
大
き
い
経
済
機
会•
高
い
生
活
水 

準•

低；̂

亡
率•

晚
婚i

少
産
と
い
う
地
域
に
む
か
っ
て
移
動
が
行
な
わ
れ
る 

こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
結
果
が
死
亡
率
の
低
下
を
促
進
し
て
い
る
こ
と
も
記
憶 

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
他
に
は
、
都
会
へ
の
希
望 

は
遅
れ
た
地
域
の
青
年
た
ち
の
夢
を
か
き
た
て
る
ば
か
り
で
な
く
、
_
実
、
都 

会
は
エ
業
化
祀
よ
っ
て
若
い
労
働
力
を
も
と
め
て
い
る
か
ら
、
人
口
移
動
.は
年 

齢
分
.布
を
も
ゆ
り
動
か
し
、
体
質
を
変
え
て
い
.く
蜇
要
な
要
因
と
な
る
の
で
あ 

る
。
 

.

三

わ
た
く
し
は
、
古
代
社
会
か
ら
今
日
ま
で
を
語
る
人
口
変
動
の
様
相
は
以
上 

の
よ
う
な
視
点
に
た
っ
て
整
理
す
る
こ
と
こ
そ
驻
本
の
課
題
と
考
え
て
い
る 

が
、，
ト
ィ
バー

女
史
.の
ば
あ
い
は
は
た
.し

て

ど

う

で

あ

ろ

う

か
。

.

ト
ィ
、パ
ー
女
史
は
こ
れ
ま
で
に
も
っ
て
い
る
へ
社
会
文
化
的
な
学
識
.の
な
か 

に
、
日
本
的
特
徴
を
摂
取
し
.、.
そ
こ
に
社
会
.文
化
的
価
値
，裁
準
を
も
っ
て
、
広 

大
な
フ
レ
ー
ム.
•オ
ブ
»:リ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
構
成
し
、
.そ
の
な
か
に
、
前
近
代 

社
会
に
：あ
っ
.て
は
日
本
人
ロ
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
、
近
代
社
会
に
入
り
こ
む 

と
人
口
は
、と
，.の
よ
う
に
様
相
を
変
え
.
て

い

く

か

.
、

.
と

い

うこ
.と
に
.
主

題

を
も
と
. 

め
て
、
.今

日(

一
九
五
五
年)

ま
で
の
日
本
人
ロ
の
動
向
を
書

き
つ
,ク
っ
た
の

八

七(
一

九
七)



が
、
ト
イ
バー

女
史
の
眼
に
映
じ
た
こ
の
=»
日
本
の
人
口』

な
の
で
あ
る
。

.

こ
こ
に
H
次
を
か
か
げ
よ
ぅ
。
本
書
の
構
成
は
.つ

ぎ

の

よ

ぅ

に

七

編

+•
八

章 

か
ら
成
っ
て
い
る
0

.

.

第
.

一

編
前
近
代
の
人
ロ 

第
一
章
；
形
成
ど
成
長 

- 

第
二
章
：
変
化
す
る
人
口 

第

二

編

人

口

転

換

、

一
.八
五
一

I

九
一
八
年 

第

三

章

増

加

と

搏

分

布 

第

三

編

人

口

変

化

、

.
一

九

二

〇

丄

九

五

五

年 

第
四
章
人
口
変
化
.
そ
の
蓮
礎
と
型 

:

第
五
章
経
済
活
酴
人
口 

.

第
六
章
家
族
.
- 

證

編

人
口
移
動 

,

#•
七
章

.人
口
移
動
と
工
業
化 

第
八
章
.都
市
お
よ
び
大
都
市
地
域 

第
五
編
拡
大 

第
九
章
フ
ロ
ン
.テ
ィ
ア
の
定
住
と
利
用 

第
一
〇
章
帝
国
の
拡
大
.

第
六
編
自
然
勋
態 

第
一
.一
章
結
婚 

第

二一

章
出
生
力 

第
一
三
章
出
生
力
の
調
節 

第

二

四

章

死

亡

.

八
八
.(

一 .

九
八)

第
一
，五

章

自

然

増

加

■
 

■

'
、

第
七
編
'平和と戦争の人口学 

第

-—
*
六
章
：
戦
争
の
人
口
学 

ノ
第
一
七
章
人
口
問
題

.•
人
口
推
計
•
人
口
政
策 

第
一
八
率
過
去
と
将
来

右
の
目
次
を
さ
ら
に
本
書
の
内
容
と
と
も
に
整
理
ず
る
と
時
代
を
四
つ
に
区 

分
す
る
こ
が
で
き
る
.。
一
、
開
国
以
，前
の
伝
統
的
社
会
。
ニ
、
近
代
化
へ
の
移 

行
期
と
し
て
、
開
国
前
夜
か
ら
第
一
次
大
戦
終
結
ま
で
。
三
、
工
業
化
と
近
弋 

社
会
、
'あ
わ
せ
て
日
本
帝
国
の
時
代
。
四
、
終
戦
か
ら
今
日(

一

九
五
五
年) 

ま
で
。
以
上
.の
四
つ
で
あ
る
。
 

：

こ
う
し
た
時
代
区
分
の
仕
方
や
裳
に
組
ま
れ
た
他
の
項
目
の
分
類
を
み
る 

と
：.
女

史ガ
！？；

成

し

た

フ

レI
ム
•
オ
ブ
•
リ
フ
ァ
レ
.ン
ス
の
よ
か
ニ
文
、
フ 

た
く
し
の
主
張
す
る
签
本
の
課
題
が
驻
礎
を
固
め
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る 

し
、
そ
の
う
え
に
た
っ
て
、
巧
み
に
日
本
の
資
料(

人
口
統
計)

が
つ
づ
ら
れ 

て
い
っ
た
跳
が
う
か
.が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

•-
の
ft
-
は
人U1

に
.接
触
を
も
.っ
た
日
本
の
社
会
文
化
史
で
も
あ
る
。
そ
し
て 

以
J
の
..よ

う

に

人

口

の

動

向

を

長

い

歴

史

の

な

か

に

考

察

す

る

と

き

、
.三
つ 

の

柱

r
近
代
社
会
.の
推
移
に
■お
け
名
人
ロ

^
⑽

の
分
析
，
..お
よ
び

5
代
ヒ 

以
後
の「
人
口
転
換」

と

「

人
ロ
移
動」

——

が
菡
礎
に
お
か
れ
て
い
る
と
考 

え
ら
れ
る
広
大
な
フ
レ
I
ム
•
オ
ブ
•
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
な
か
-•
、：：；；

生

•
一
匕 

亡
の
変
化
の
様
相
と
.と
も
に
、
木
目
細
か
く
年
齢
の
動
き
に
ま
で
も
気
を
妃
っ

て
そ
れ
が
教
育•

習
惯
•
宗
教
•
贫
困•

生
活
様
式
.
工
業
化
•
就
業
機
会 

等
々
の
諸
悪
因
と
、
こ
こ
に
の
ベ
た
人
口
の
諸
要
因
と
を
相
互
に
絡
み
あ
わ
せ 

て
、
あ
る
と
き
は
人
口
が
結
果
と
な
り
、
あ
る
と
き
は
人
口
が
原
因
と
な
っ 

て
、
産
業
や
地
域
の
諸
.問
題
に
言
及
し
て
い
く
巧
み
な
筆
の
運
び
で
つ
づ
ら
れ 

た
本
書
は
、
ど
こ
の
一
部
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
一
つ
，一
つ
が
専
門
分
野
か 

ら
の
研
究
テ
ー
マ
に
な
り
う
る
ほ
ど
の
、
含
蓄
深
い
、
そ
し
て
示
唆
に
富
む
内 

容
の
数
々
を
豊
富
に
備
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

人
口
と
は
人
び
と
の
^
ま
り
を
意
味
す
る
か
ら
、
誰
も
が
ロ
に
し
、
誰
も
が 

そ
れ
に
つ
い
て
語
る
が
、
ひ
と
た
び
人
口
の
構
造
と
変
動
を
体
系
的
に
整
理
す 

る
仕
事
に
触
れ
る
と
、
人
び
と
は
ロ
を
固
ぐ
閉
じ
て
し
ま
う
か
、
あ
る
ノ
i
 

ま
と
ま
り
の
な
い
と
と
を
多
々
弁
ず
る
か
の
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
ょ
う
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
意
味
か
ら
も
ト
ィ
バ
ー
女
史
の
こ
の
労
作
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
学
ぶ 

べ
き
点
が
あ
ま
り
に
も
多
い
。

わ
た
く
し
は
、
本
書
の
な
か
か
ら
具
体
的
な
内
容
を
と
り
あ
げ
て
、
批
評
や 

批
判
を
す
る
と
い
う
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
本
書
が
あ
る
传 

定
の
^
:
方̂
法
をt

心
に
お
い
て
日
‘本
人
ロ
を
分
析
し
、
何
ら
か
の
結
論
を
ひ 

き
出
す
と
い
-0
た
狹
い
範
ll
n
の
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
近
代
化
を
S
準
に
お 

い
て
、
そ
れ
以
前
を
前
近
代
的
な
伝
統
的
社
会
と
し
、
そ
れ
以
後
を
近
代
社
会 

と
し
て
區
分
し
、
近
代
社
会
の
発
展
過
程
に
お
け
る
人
口
研
究
の
迤
本
を
柱
に 

し
て
、「

日
本
の
人
口」

を
整
理
し
た
.広
範
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文 

章
と
し
て
つ
づ
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ば
海
面
に
あ
ら
わ
れ
た
氷
山
の
一
部 

な
の
で
あ
っ
て
、
海
中
に
沈
む
そ
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
こ
れ
こ
そ
が
本
書 

か
ら
学
ぶ
べ
き
多
く
の
点
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
に 

•

評

.

.

組
ま
れ
た
フ
レー

ム
•
オ
ブ
‘
リ
フ

ア
レ
ン
ス
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ 

た
か
を
探
る
こ
と
に
興
味
を
感
じ
た
の
で
、
特
定
の
一
部
を
選
び
だ
し
て
、
そ 

れ
を
批
評
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
ら
な
か
.っ
た
の
で
あ
る
。

五

'こ
の
本
か
ら
、.
他
に
特
徴
的
な
ニ
、
三
を
と
り
あ
げ
る
と
、
ま
ず
、
い
ま
は 

わ
が
国
の
領
土
で
は
，な

く

な

っ

た

朝

鮮

.
台
湾
，.
樺
太
.
沖
縄
と
委
任
統
治
の 

'権
限
を
失
っ
た
南
洋
群
島
の
統
計
が
"
当
時
の
0
!
1
:
0
^

に
押
え
ら
れ
て
、
い
ま 

•や
わ
れ
わ
れ
の
手
も
と
を
離
.れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な 

資
料
が
■本
書
に
戴
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
戦
後
は
、
一
九
五
五
年
ま
で
.の
資
料
を
取
り
扱
っ
て
い
る
か
ら
、

G 

H

Q
が
日
本
の
民
主
化
と
経
済
の
復
興
を
指
導
す
る
う
え
に
、
日
本
の
人
口
政 

策
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
何
を
指
導
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
等
々
の 

占
領
時
代
の
事
情
が
、
こ
の
書
に
■よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今 

後
に
貴
重
な
資
料
と
し
て
残
る
部
分
で
あ
ろ
う
。

な
お
こ
の
ほ
か
に
も
、
わ
が
国
が
海
外
に
手
を
拡
げ
は
じ
め
て
か
ら
今
次
大 

戦
の
終
結
ま
で
を
.「

日
本
帝
国」

の
時
代
と
名
づ
け
て
い
る
の
は
、
い
か
に
も 

占
領
当
時
に
0
只
0
の
後
概
‘が
あ
っ
て
な
さ
れ
た
ア
メ
リ
力
の
人
口
学
者
の
研 

究
で
あ
.っ
た
こ
と
を
想
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

本
書
が
内
容
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
.に
の
ベ
て
き
た
L
う
に
、
日
本
の
人
口 

を
め
ぐ
っ
て
の
興
味
深
い
話
題
の
数
々
が
豐
富
に
盛
り
あ
わ
せ
ら
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
巻
末
に
収
録
さ
れ
た
引
用
文
献
目
録
の
周
到
さ 

に
い
た
っ
て
は
、
誠
に
驚
嘆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
原
著
で
は
膨
大
な
文
献
を

八

九

(

.一
九
九)



丹
念
に
ま
と
.
め

、
'
あ

る

も

の

は

ロ
ー
マ
字
で
、
あ
る
も
の
.は
英
訳
し
て
収
録
し 

た
の
で
あ
る
が
、
.こ
れ
を
さ
ら
に
、
翻
訳
す
.る
に
あ
た
っ
て
、
も

う

一
度
日
本 

語
に
直
す
た
め
に
は
元
の
文
献
の
表
題
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
を 

考
え
て
み
る
と
，
こ
れ
も
ま
た
骨
の
折
れ
る
大
変
な
仕
事
量
で
あ
っ
た
ろ
う
と 

想
像
さ
れ
る
。

■
.——
 

- 

.

翻
訳
の
こ
と
と
い
え
ば
、
は
じ
め
.に
.記
し
た
よ
う
に
、
毎
日
新
聞
社
人
口
問 

題
調
查
会
の
努
カ
が
读
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
誇
り
う
る
貴
重
な
成
果
が
こ
こ
に 

出
版
さ
れ
た
.の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
あ
え
.て
探
せ
ば
若
干
の
眼
に
つ
く
が 

な
い
わ
け
で
は
な
い
ノ一

つ
は
、
原
著
の
出
版
年
次
は
一
九
五
八
年
で
あ
る 

が

葡

r
書
の
ど
こ
を
め
.く
っ
て
も
そ
れ
が
見
当
た
ら
な
..い
こ
と
で
あ
る
。
.も 

う
一
つ
は
当
時
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
人
口
研
究
所
長
で
あ0

た
ノ
I
ト
ス
タ
ィ 

ン(Frank w
.

 

N
o
i
e
i
n
)

博
士
の
序
文
や
著
者
の
〃
は
1
が
き
"
が
訳
さ
れ 

て
い
な
い
ば
か
り
で
.な
く
、.詳
細
な
目
次
と
、
図
表
や
地
図
の
目
次
が
訳
さ
れ 

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
の
よ
う
に
膨
大
な
内
容
が
盛
り
こ
ま
れ
て
い 

る
学
術
書
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
く
わ
し
い
目
次
を
通
覧
す
る
こ
と
に
：よ
っ
て
' 

ま
と
め
か
た
の
概
略
を
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
各 

章
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
内
容
の
範
囲
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
機
会 

を
得
て
改
め
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
い
。

と
も
あ
れ
人
_ロ
研
究
の
専
門
家
た
ち
が
座
右
に
.置
ぃ
て
寄
与
す
る
と
こ
ろ 

の
多
い
翻
訳
書
で
あ
る
。

.

九
0 

(

ニ
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キ
ン
ド
ル
バ
I
ガ
ー
教
授
は
、
日
本
語
訳
の
あ
る「

ド
ル
不
足」

や
廉
価
饭

の
あ
る 
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(

好
学
社
に
よ
る
ア
ジ
ア
学
生
版
が
あ
る)

等
に
.
 

よ
っ
て
、
日
本
に
も
よ

く
知
ら
れ
た
®
際
経
済
学
者
で
あ
る
。
彼
の
経
済
学
者 

と
し
て
の
特
徴
は
、
国
際
経
済
理
論
に
精
通
し
て
い
る
と
と
も
に
、
各
国
の
鹿 

済
史
と
経
済
事
情
に
つ
い
て
.も

広
い
知
_
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

卞 

書
はEconomic D

e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

の
姉
妹
書
と

い
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
\

る
。
 

後
者
に
比
べ
れ
ば
小
著
で
あ
る
が
、
彼
の
学
識
は
こ
こ
に
も
ま
た
遺
憾
な
く
発 

揮
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
主
題
は
次
の
二
つ
に
限
定
さ
れ
る
。

⑴

一
国
が
国
際
貿
易
で
売
買
す
る
財
の
種
類
と
量
を
決
定
す
る
も
の
は
可 

力

’

⑵

外
国
貿
易
の
国
民
経
済
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
は
何
か
。

外
国
貿
易
と
い
つ
て
も
本
書
の
対
象
は
商
品
貿
易
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
W
、

こ
れ
を
静
学
を
越
え
て
成
長
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
。
異
な
っ
た
国
の
経
済 

成
長
過
程
の
な
か
で
貿
易
が
ど
の
よ
う
に

変
化
す
る
か
、
' こ
の
よ
う
な
成
長
お 

よ
び
経
済
生
活
の
そ
の
他
の
側
面
が
、
外
国
質
易
の
影
響
の
下
に
異
な
っ
た
諸 

国
で
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
か
、
こ
.の
よ
う
な
こ
と
を
研
究
す
る
の
が
本
書
の 

目
的
で
あ
る
。

.
こ
の
よ
う
な
研
究
の
方
法
論
と
し
て
、|

連
の
ヶ
I
ス
•
ス
夂
デ
ィ
を
概
観 

し
て
"
そ
こ
か
ら
原
理
を
抽
出
す
石
か
、
そ
れ
と
も
一
組
の
.原
理
を
確
立
し
て 

そ
れ
を
実
例
で
飾
る
か
、
：と
い
う
矛
盾
が
あ
る
。
こ
こ
.で
は
、
前
記
の
二
つ
の 

問
題
の
決
定
要
因
に
.
つ
い
て
の
理
論
的
フ

.レ
I

A '
ヮ

ト

ク
を
提
示
す
る
た
め 

に
、
演
繹
的
観
点
を
経
験
的
資
料
で
例
証
ず
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い 

る
。
そ
の
分
析
方
法
は
定
性
的
で
あ
っ
て
^

*
的
で
は
な
く
、
印
象
論
的
な
言 

葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
提
示
し
た
.い
論
理
が
あ
っ
て
、.
そ
れ
に
適
切
な 

実
例
钇
付
加
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
キ
ン
ド
ル
バ
ー
ガ
ー
の
博
識
は
大 

き
な
有
用
性
を
発
揮
す
る
。
彼
の
挙
げ
る
例
の
す
べ
て
を
私
が
知
っ
て
い
る
わ 

け
で
は
な
い
が
、
た
ま
た
ま
よ
く
知
つ
て
い
る
例
に
ぶ
つ
か
る
と
、
簡
潔
な
表 

現
の
な
か
の
彼
の
知
識
が
き
わ
め
て
正
確
な
こ
と
に
驚
く
の
で
あ
る
。
'

一
国
の
輸
出
入
の
決
定
要
因
に
つ
い
て
の
！̂

一
 

の
設
問
に
答
え
る
に
あ
た
っ 

て
は
、
こ
れ
に
関
連
あ
る
す
ベ
て
の
要
因
を
包
含
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
 

本
書
の
一
一
の
章
は
こ
の
設
問
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
国
際
貿
易
理
論
で
は
財 

の
輸
送
費
は
通
常
無
視
さ
れ
て
き
た
。
輸
送
費
が
無
限
大
で
消
費
者
が
国
際
的 

に
交
換
し
な
け
れ
ば
、
国
際
貿
易
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
し
、
逆
に
輸
送
^

.
が
ゼ
ロ
で
あ
れ
ば
、
地
域
間
に
比
較
生
産
費
差
が
あ
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
財 

は
国
際
質
易
で
交
換
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
ゼ
ロ
か
ら
無
限
大
ま
で
の 

間
の
輸
送
費
が
存
在
す
る
か
ら
、
ま
た
そ
れ
は
財
に
よ
っ
て
異
な
る
か
ら
、
あ 

ら
ゆ
る
財
を
貿
易
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
著
者
が
輸
送
費
を
導
入 

し
て
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

.
次
に
、
生
産
要
素
賦
存
に
よ
っ
て
比
較
優
位
を
説
明
す
る
へ
ク
シ
ャ
ー=

ォ 

リ
ー
ン
定
理
の
妥
当
性
を
検
討
し
、
個
々
の
生
産
要
素
す
な
わ
ち
天
^

罾
源 

(

第
3

章)

、
労

働(

第
4

章)

、
資

本(

第
5

章)

を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
第
6
 

章
で
は
外
国
貿
易
に
と
っ
て
の
技
術
と
技
術
変
化
の
意
味
が
論
じ
ら
れ
て
い 

る
。
第
7

章
は
変
化
に
反
応
し
て
資
源
を
再
配
分
す
る
一
国
の
能
力
に
つ
い
て 

で
あ
る
。
第
8
章
は
戦
争
、
疫
病
、
植
物
の
病
害
、.
ス
ト
ラ
ィ
キ
の
よ
う
な
偶 

発
的
な
要
素
が
寳
易
に
与
え
る
効
果
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
第
9

章
は
私
企
業 

が
支
配
的
な
体
制
で
の
独
占
と
国
家
干
渉
を
取
り
扱
う
。
第
10
章
は
社
会
主
義 

下
の
国
際
貿
易
、
第
11
章
は「

外
国
質
易
通
減
の
法
則」

に
特
に
注
意
を
払
い 

な
が
ら
、
外
国
貿
易
に
対
す
る
経
済
成
長
の
影
響
を
論
じ
て
い
る
。

.第
12
章
以
下
の
三
つ
の
章
は
：、
第
ニ
の
設
問
、
外
国
贸
易
の
一
国
経
済
生
活 

に
及
ぼ
す
影
響
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
設
問
に
答 

え
る
た
め
に
は
、
国
民
経
済
生
活
に
関
係
す
る
、
外
国
貿
易
以
外
の
す
べ
て
の 

事
柄
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
第
12
章
は
、
第 

11
章
の
主
題
の
逆
ヤ
あ
.っ
て
、
外
国
貿
易
の
経
済
成
長
に
及
ぼ
す
効
果
を
取
り 

扱
う
。
第
13

章
は
外
国
貿
易
の
国
内
安
定
に
及
ぼ
す
影
響
、
第
14

章
は
外
国
贸 

易
の
諸
国
民
の
社
会
的•

政
治
的
生
活
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
最
後
に
国 

際
質
易
と
特
定
国
の
外
国
貿
易
に
.つ
い
て
選
定
文
献
目
録
が
付
さ
れ
て
い
る
。


