
A
新
刊
紹
介
＞

本
書
は
民
衆
運
動
の
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
著
者
が
、
も
う
一
方
で
女
性
史

に
も
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
。
こ
の
本
を
読
み
進
め
て
い
く
う
ち

に
女
性
史
を
始
め
た
き
っ
か
け
が
ど
う
で
あ
れ
、
著
者
が
ど
う
い
っ
た
枠
組
み

の
中
で
女
性
史
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
理
解
で
き
て
お
も
し
ろ
い
。

プ
ロ
ロ
ー
グ
／
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン

著
者
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
内
容
を
最
初
に
綴
っ
た
の
か
は
、
こ
の
章
で
引
用

し
て
い
る
鹿
野
政
直
氏
の
「
女
性
学
は
『
近
代
』
の
意
味
を
問
い
か
け
る
学
問

と
し
て
起
こ
っ
て
き
た
」
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
。
そ
の
指
標
と
し
て
婚

姻
解
消
の
「
私
事
化
」
、
婚
姻
に
お
け
る
家
父
長
制
的
性
質
の
行
方
を
あ
げ
る
。

そ
し
て
一
九
九
三
年
度
日
本
史
研
究
大
会
で
の
水
林
彪
氏
報
告
「
日
本
近
世
団

体
論
」
を
紹
介
し
、
特
に
同
氏
が
展
開
し
た
「
家
」
に
つ
い
て
批
判
す
る
。
水

林
論
の
「
家
」
は
経
営
体
、
オ
イ
コ
ス
経
済
な
ど
人
間
の
生
産
活
動
の
面

（
「
上
半
身
」
）
に
目
が
向
け
ら
れ
、
「
下
半
身
」
で
あ
る
婚
姻
や
家
族
と
い
っ
た

人
間
の
再
生
産
は
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
近
世
か
ら
現
在
を
つ
な
ぐ
キ
ー

渡

辺

藪

田

貫

著

『
女
性
史
と
し
て
の
近
世
』

優

2

近
世
社
会
の
日
本
的
性
格
と
「
家
」

ワ
ー
ド
は
「
家
」
で
は
な
く
、
家
族
で
あ
る
と
述
べ
る
。

ー
変
わ
る
近
世
史
像

一
九
八
九
年
に
「
歴
史
入
門
講
座
（
大
阪
）
」
で
の
講
演
を
収
録
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
章
で
は
女
性
史
に
限
ら
ず
、
歴
史
の
変
わ
る
背
景

を

(
1
)
技
術
と
も
の
、

(
2
)
も
の
と
消
費
、

(
3
)
非
日
常
性
と
日
常
性
か

ら
捉
え
る
。
ま
た
、
対
外
関
係
の
と
ら
え
方
の
変
化
を
例
に
あ
げ
従
来
日
本
と

の
比
較
の
対
象
が
対
欧
で
あ
っ
た
の
が
対
東
ア
ジ
ア
で
議
論
し
だ
し
た
こ
と
、

ま
た
「
も
の
」
か
ら
た
ど
る
重
要
さ
、
あ
る
い
は
石
高
制
を
は
じ
め
「
陸
」
で

議
論
し
て
い
た
が
「
海
」
の
分
野
で
も
論
じ
る
必
要
性
を
説
き
、
こ
れ
ま
で
暗

い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
近
世
が
随
分
と
明
る
く
な
っ
て
き
た
と
述
べ
る
が
、
近

世
と
い
う
時
代
を
一
っ
取
り
出
し
て
み
れ
ば
明
暗
両
面
あ
る
と
注
意
を
促
し
、

こ
れ
ら
を
い
か
に
調
整
、
構
造
化
し
て
理
解
す
る
か
と
課
題
を
述
べ
、
そ
の
中

の
―
つ
に
女
性
史
を
お
く
。

C
O
F
E
E
B
R
E
A
K
1

「
菜
の
花
」
と
世
界
史

各
章
の
後
に
そ
の
章
と
関
連
す
る
形
で
「
C
O
F
E
E
B
R
E
A
K
」
と

題
し
た
コ
ラ
ム
が
書
か
れ
て
い
る
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
比
較
文
化
の
「
共
通
性
」

を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
試
み
、
あ
る
い
は
「
1

変
わ
る
近
世
史
像
」
の
な
か

で
技
術
•
も
の
・
消
費
に
こ
だ
わ
っ
た
著
者
は
こ
こ
で
は
日
本
・
中
国
・
ア
メ

リ
カ
の
菜
の
花
を
例
に
と
り
あ
げ
、
―
つ
の
基
準
で
物
事
を
測
る
危
う
さ
を
指

摘
す
る
。
ま
た
自
国
史
と
し
て
の
日
本
史
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
世
界

史
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
説
く
。
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水
林
彪
氏
『
封
建
制
の
再
編
と
日
本
的
社
会
の
確
立
』
の
「
家
」
を
キ
イ
概

念
と
し
た
日
本
社
会
論
を
継
承
し
、
女
性
史
の
な
か
で
「
家
」
を
考
え
る
。
水

林
氏
が
展
開
し
て
い
る
「
家
」
ー
社
会
ー
国
家
は
、
近
世
社
会
で
は
民
衆
レ
ベ

ル
に
お
い
て
「
家
」
が
成
立
し
、
「
家
」
と
国
家
の
媒
体
と
し
て
中
間
団
体
が

あ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
が
イ
エ
で
あ
る
と
す
る
が
、
著
者
は
水
林
論
に
は
イ
エ

が
中
間
団
体
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
判
断
と
、
イ
エ
自
体
が
中
間
団
体
で
あ
る

と
い
う
判
断
が
あ
る
と
論
理
の
ね
じ
れ
を
指
摘
し
、
水
林
氏
流
に
「
現
代
史
と

し
て
の
近
世
史
と
い
う
観
点
」
で
み
つ
め
た
と
き
、
近
世
か
ら
現
代
に
い
た
る

日
本
を
一
貫
し
て
と
ら
え
る
キ
イ
ワ
ー
ド
は
「
イ
エ
」
よ
り
も
「
家
族
」
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
著
者
は
日
本
的
家
族
の
展
開
（
家
父
長
的
拡
大
か
ら
核
家

族
、
そ
の
解
体
に
い
た
る
家
庭
）
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
エ
も
ま
た

見
え
て
く
る
と
述
べ
る
。

C
O
F
E
E
B
R
E
A
K
2

夫
婦
ゲ
ン
カ
の
形

M
・
セ
ガ
レ
ー
ヌ
『
女
と
男
の
社
会
史
』
か
ら
夫
婦
ゲ
ン
カ
の
図
を
紹
介
し
、

日
本
に
お
け
る
夫
婦
ゲ
ン
カ
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
論
じ
、
「
イ
エ
」
の
な

か
で
の
権
力
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
る
。
ズ
ボ
ン
（
家
長
権
の
特
徴
）
を
引
っ

張
り
合
う
よ
う
な
象
徴
的
意
味
合
い
を
日
本
の
近
世
は
夫
婦
ゲ
ン
カ
の
形
と
し

て
造
形
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
結
ぶ
。

3

日
本
近
世
の
法
構
造
と
家
長
権

近
世
の
社
会
と
国
家
が
ど
の
よ
う
な
法
構
造
を
持
っ
て
い
た
か
、
そ
し
て
家

長
権
が
社
会
成
員
の
ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
成
立
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
「
家
」
の

実
態
把
握
に
つ
と
め
る
。
中
間
団
体
と
家
の
関
係
を
各
身
分
ご
と
に
ま
と
め
、

武
士
身
分
は
将
軍
を
頂
点
と
し
た
垂
直
的
構
造
を
も
ち
、
家
の
継
承
は
武
士
個

人
の
「
私
事
」
で
は
な
く
「
公
事
」
と
し
て
上
位
者
の
管
理
・
承
認
事
項
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
農
民
は
「
家
」
と
国
家
と
の
間
に
中
間
団
体
と
し
て
の
村
が
存

在
し
、
村
に
お
け
る
家
と
家
と
の
関
係
は
地
縁
的
結
合
を
基
盤
と
し
な
が
ら
水

平
的
・
横
断
的
な
構
造
を
示
す
。
そ
し
て
「
家
」
は
経
営
体
と
し
て
の
家
か
ら

家
族
の
再
生
産
へ
と
移
行
し
て
い
き
、
「
家
族
道
徳
」
の
実
践
が
重
視
さ
れ
る
。

町
人
は
個
別
の
「
家
」
が
経
営
と
財
産
の
維
持
・
相
続
を
地
縁
的
共
同
体
（
町
）

に
依
存
し
、
「
家
」
は
水
平
構
造
を
な
す
。
ま
た
「
家
」
を
媒
介
と
す
る
二
次

的
な
展
開
と
し
て
株
仲
間
、
同
族
的
結
合
を
あ
げ
る
。
各
身
分
の
共
通
性
と
し

て
家
職
・
家
業
を
前
提
と
す
る
「
家
」
の
成
立
、
血
統
よ
り
も
後
継
者
の
能
力

を
重
視
す
る
形
式
機
構
、
経
営
体
と
し
て
「
家
」
の
永
続
性
を
あ
げ
る
。

C
O
F
E
E
B
R
E
A
K
3

家
の
な
か
の
こ
と
わ
ざ

家
の
な
か
の
こ
と
わ
ざ
を
紹
介
し
、
現
在
の
若
者
が
ど
の
く
ら
い
そ
れ
ら
を

知
っ
て
い
る
か
と
調
査
し
た
結
果
か
ら
、
家
の
な
か
の
風
景
（
生
活
様
式
）
の

変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

4

女
性
史
に
お
け
る
「
近
世
」
ー
『
論
集
近
世
女
性
史
』
に
よ
せ
て

近
年
の
女
性
史
研
究
の
状
況
を
述
べ
る
。
「
家
と
女
性
」
は
長
い
間
、
女
性

史
に
お
け
る
支
配
的
な
フ
レ
ー
ム
で
あ
っ
た
と
し
、
『
論
集
ー
』
で
は
性
別

役
割
分
担
と
い
っ
た
視
点
の
新
し
さ
、
民
俗
学
に
い
う
主
婦
権
に
収
ま
り
き
ら

な
い
女
性
の
家
業
へ
の
関
与
の
大
き
さ
に
著
者
は
注
目
す
る
。
そ
の
上
で
「
家
」

制
度
の
下
に
お
い
て
問
題
と
す
べ
き
は
家
と
個
人
で
あ
り
、
そ
の
次
に
個
人
と

し
て
の
男
女
差
が
あ
る
。
女
性
史
に
お
け
る
「
近
世
」
の
い
く
つ
か
の
指
標
の

―
つ
に
家
や
共
同
体
と
関
連
し
た
婚
姻
を
あ
げ
る
。

C
O
F
E
E
B
R
E
A
K
4

紹
介
近
世
女
性
史
研
究
会
『
江
戸
時
代
の
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女
性
た
ち
』

こ
こ
で
は
『
江
戸
時
代
の
女
性
た
ち
』
を
紹
介
し
な
が
ら
、
研
究
方
法
に
つ

い
て
述
べ
る
。
『
江
戸
時
代
ー
』
で
は
女
性
史
研
究
に
限
定
し
な
い
史
料
を

女
性
史
の
視
点
か
ら
読
み
解
く
手
法
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
と
と

も
に
、
女
性
が
書
き
残
し
た
史
料
に
つ
い
て
女
性
像
を
描
く
上
で
の
基
準
（
た

と
え
ば
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
）
の
必
要
性
を
説
く
。
最
後
に
女
性
史
に
お
け
る

A
男
の
視
点
＞
を
提
案
す
。

5

近
世
女
性
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル

近
世
社
会
は
「
士
農
工
商
」
を
中
心
と
す
る
身
分
制
社
会
で
あ
り
、
各
々
の

集
団
原
理
が
働
い
て
い
た
。
ま
た
同
じ
身
分
で
も
上
層
・
下
層
と
い
っ
た
格
差

が
あ
り
、
近
世
の
中
後
期
に
は
顕
著
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
こ
の

こ
と
は
、
＾
女
の
一
生
＞
に
も
大
き
な
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
と
著
者
は
考
え
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
を
分
か
つ
も
の
と
し
て
「
家
」
・
外
勤
労
働

を
あ
げ
、
「
女
大
学
」
の
規
範
を
受
け
入
れ
「
家
」
の
継
承
を
尊
ぶ
安
定
し
た

「
家
」
を
持
つ
上
層
で
生
き
た
女
性
を

A
花
組
＞
、
武
家
奉
公
に
よ
り
人
格
形

成
が
で
き
生
活
文
化
を
享
受
で
き
た
女
性
を

A
雪
組
＞
、
奉
公
を
通
じ
て
同
時

に
収
入
を
得
た
女
性
を

A
月
組
＞
、
親
か
ら
親
権
を
放
棄
さ
れ
て
村
を
出
て
い

き
身
売
り
同
然
の
奉
公
を
し
た
女
性
を
八
星
組
＞
と
分
け
る
。

C
O
F
E
E
B
R
E
A
K
5

女
の
姓
と
名
前
が
変
わ
る
．

日
本
で
は
い
つ
か
ら
夫
婦
別
姓
で
は
な
く
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
た

て
、
別
姓
か
ら
同
姓
へ
の
転
換
理
由
を
「
妻
が
夫
の
家
に
入
る
」
嫁
入
り
婚
と

の
関
連
を
述
べ
、
別
姓
か
ら
同
姓
へ
の
間
に
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
、
明
治
政
府
下
で
の
近
代
民
法
の
「
民
主
性
」
を
指
摘
す
る
。

6

性
差
の
歴
史
的
文
脈

男
女
の
性
差
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
女
性
の
解
放
、
ひ
い
て
は
男
性
の
解
放

を
も
考
え
る
上
で
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
著
者
は
、
素
材
を
名
前
に
見

い
だ
す
。
名
前
の
変
遥
と
社
会
の
関
係
は
、
近
世
の
社
会
は
「
家
」
が
大
き
な

意
味
を
も
ち
、
同
一
血
脈
を
示
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
よ
り
も
機
構
・
経
営

体
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
「
家
」
の
下
で
も
長
男
子
単
独
相
続
制
と
男
性

の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
の
節
目
ご
と
の
名
前
の
有
様
を
あ
げ
る
。
ま
た
女
性
に

求
め
ら
れ
た
役
割
を
説
い
た
河
内
屋
可
正
と
貝
原
益
軒
の
説
を
あ
げ
嫁
入
婚
に

よ
る
夫
姓
改
称
を
検
討
し
、
女
性
に
対
す
る
「
家
業
」
か
ら
「
女
徳
」
へ
の
規

範
的
価
値
基
準
の
変
化
を
見
い
だ
し
、
さ
ら
に
近
代
家
族
の
成
立
を
考
え
る
。

C
O
F
E
E
B
R
E
A
K
6

「
女
大
学
」
ー
百
人
の
女
房
像
~

「
女
大
学
」
と
題
す
る
一
枚
の
刷
り
物
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
様
々

な
女
房
像
を
分
析
し
て
、
そ
こ
に
は
意
外
に
も
、
夫
と
子
ど
も
と
主
婦
と
い
っ

た
核
家
族
像
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

7

話
し
こ
と
ば
と
古
文
書

一
般
的
に
男
性
の
日
記
は
、
話
し
こ
と
ば
や
方
言
の
混
入
を
み
と
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
女
性
の
日
記
に
は
話
し
こ
と
ば
の
文
章
化
が
多
く
見
ら
れ
、

そ
れ
が
古
文
書
と
し
て
女
性
の
日
記
の
特
徴
の
一
っ
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す

る
。
著
者
は
こ
れ
を
話
し
こ
と
ば
の
文
章
化
1
1
方
言
文
章
語
と
し
、
「
エ
リ
ー

ト
た
ち
の
中
央
文
章
語
」
と
対
極
に
位
置
づ
け
る
。
正
確
に
は
中
央
文
章
語
と

話
し
こ
と
ば
混
じ
り
の
文
、
方
言
文
章
語
と
の
境
界
は
、
男
性
と
女
性
で
な
く

家
と
村
の
間
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
説
く
。
さ
ら
に
民
衆
の
言
語
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生
活
や
文
字
文
化
を
論
じ
る
と
き
、
共
通
語
と
方
言
、
文
字
を
解
す
る
人
と
解

し
な
い
人
に
単
純
に
割
り
切
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
、
中
央
文
章
語
以
外
の
こ

と
ば
で
綴
ら
れ
た
史
料
を
近
世
古
文
書
学
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
民
衆
の
生
活

や
教
育
文
化
に
つ
い
て
あ
ら
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
の
ち

に
著
者
の
見
解
は
展
開
し
て
「
女
性
と
文
字
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
一
六
）

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

C
O
F
E
E
B
R
E
A
K
7

女
性
史
と
こ
と
ば

一
九
九
一
年
の
夏
、
韓
国
を
訪
問
し
た
こ
と
に
ふ
れ
て
、
そ
こ
で
出
会
っ
た

女
性
の
手
に
よ
る
古
文
書
を
紹
介
し
、
日
本
女
性
と
か
な
（
日
本
の
女
文
字
）

の
関
係
を
論
じ
る
。
女
性
の
日
記
は
話
し
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
旅

日
記
に
は
話
し
こ
と
ば
の
文
章
化
さ
れ
た
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

れ
に
対
し
、
著
者
は
旅
日
記
に
は
歌
を
作
る
と
い
う
生
活
日
記
に
な
い
特
徽
を

あ
げ
る
。
さ
ら
に
国
学
に
身
を
置
い
た
女
性
た
ち
の
葬
式
戒
名
拒
否
や
俗
名
の

上
、
夫
婦
別
姓
で
墓
を
建
て
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

8

旅
す
る
女
た
ち

女
性
史
と
し
て
近
世
を
み
た
と
き
、
旅
は
―
つ
の
主
題
と
な
る
と
し
、
女
の

順
礼
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
旅
日
記
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
旅
日
記
の
男
女

差
、
日
記
の
作
者
た
ち
の
教
養
と
立
場
が
色
濃
く
滲
み
出
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
旅
が
女
性
に
も
っ
た
意
味
は
、
小
さ
く
な
い
と
考
え
、
母
親
・
妻
た
ち

の
順
礼
は
、
姑
（
母
）
か
ら
嫁
へ
と
「
ヘ
ラ
渡
し
」
が
済
ん
だ
後
の
旅
と
、
も

う
一
方
で
「
嫁
入
り
前
の
娘
の
成
人
儀
礼
、
自
己
教
育
」
と
し
て
の
旅
の
意
味

が
あ
る
こ
と
を
あ
げ
る
。
ま
た
「
女
の
身
」
と
い
う
自
覚
が
旅
の
行
動
を
制
約

し
、
旅
日
記
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
と
し
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
当
時
の
社

会
の
評
価
と
な
っ
て
反
映
す
る
と
述
べ
る
。

エ
ピ
ロ
ー
グ
／
女
性
史
と
し
て
の
近
世

最
終
章
で
は
著
者
は
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ペ
ロ
ー
編
『
女
性
史
は
可
能
か
』
を
引

き
つ
つ
、
女
性
史
の
可
能
性
の
意
味
は
、
「
女
性
史
と
い
う
新
し
い
分
野
」
を

つ
く
る
こ
と
で
な
く
、
「
歴
史
の
目
差
し
を
変
え
る
」
こ
と
に
向
け
て
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
女
性
史
の
可
能
性
（
方
法
）
に
つ
い
て
述
べ
る
。

女
性
史
の
可
能
性
の
根
拠
は
、
性
差
と
性
支
配
に
あ
る
。
歴
史
研
究
者
と
し
て

は
、
性
と
社
会
の
な
か
で
な
お
問
い
詰
め
る
べ
き
で
あ
る
。
性
差
と
社
会
に
は
、

性
差
が
社
会
に
埋
も
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
と
、
ま
た
そ
れ
で
も
社
会
に
「
男

と
は
」
「
女
と
は
」
と
い
う
枠
組
み
が
共
同
体
や
身
分
・
階
級
関
係
を
こ
え
て

働
く
と
い
う
、
二
つ
の
側
面
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
結
果
、
女
性

史
に
は
二
つ
の
方
向
性
が
生
ず
る
と
す
る
。
そ
の
―
つ
は
、
各
々
の
階
級
や
身

分
・
団
体
に
お
け
る
性
差
の
解
明
で
あ
り
、
い
ま
―
つ
は
、
社
会
全
体
を
貫
く

性
差
の
解
明
で
あ
る
。
近
世
を
生
き
た
女
性
群
像
を
豊
か
に
す
る
方
向
性
と
と

も
に
、
ま
た
「
女
性
史
と
し
て
」
近
世
を
切
り
取
っ
て
み
せ
る
試
み
も
必
要
な

こ
と
で
あ
ろ
う
と
し
、
前
者
を
「
近
世
女
性
史
」
、
後
者
を
「
女
性
史
」
と
し

て
の
近
世
（
こ
れ
は
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
と

述
べ
る
。
最
後
に
「
女
の
視
点
」
に
よ
っ
て
史
料
や
状
況
を
読
み
取
る
作
業
、

あ
る
い
は
史
料
の
発
掘
の
課
題
を
あ
げ
る
。

著
者
は
水
林
氏
の
中
間
団
体
論
を
批
判
・
継
承
し
、
そ
の
な
か
に
女
性
史
を

お
き
、
か
つ
こ
れ
か
ら
変
わ
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
近
世
史
像
の
な
か
に
そ
れ
を

と
ら
え
る
。
著
者
の
そ
う
し
た
女
性
史
の
と
ら
え
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
ジ
ェ
ン
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＾ 

ダ
ー
の
概
念
や
フ
ェ
ニ
ミ
ズ
ム
論
だ
け
で
は
収
ま
り
き
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本

書
は
完
成
品
と
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
の
近
世
女
性
史
の
可
能
性
を

提
示
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
校
倉
書
房
、
一
九
九
六
年
六
月
刊
、
定
価
三

0
九
0
円）
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