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１
．
若
者
の
身
体 

　
身
体
は
人
類
に
と
っ
て
最
初
で
最
後
の
資
源
で
あ
る
。
私
た
ち
個

人
は
身
体
な
く
し
て
は
存
在
し
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
身
体
は
、
常

に
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
―
―
時
の
権
力
や
病
原
体
、
超
自
然
的
な
力

―
―
に
侵
害
さ
れ
続
け
る
、
共
同
的
存
在
で
も
あ
る
。
人
類
の
身
体

の
歴
史
は
、
多
種
多
様
な
権
力
主
体
の
期
待
や
欲
望
と
の
駆
け
引
き

や
交
渉
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
身
体
の
構
築
に
お
い
て
、
各
社
会
が
有

す
る
文
化
装
置
が
包
摂
し
統
御
の
対
象
と
し
て
き
た
も
の
の
一
つ

が
、
子
ど
も
あ
る
い
は
若
者
の
身
体
で
あ
る
。
彼
ら
・
彼
女
ら
の
身

体
は
、
人
間
集
団
に
と
っ
て
常
に
魅
力
的
な
も
の
で
あ
り
、
介
入
と

矯
正
の
対
象
で
あ
り
続
け
て
き
た
。

　
ロ
ー
カ
ル
社
会
に
お
い
て
、
子
ど
も
あ
る
い
は
若
者
の
身
体

は
、
成
人
儀
礼
や
年
齢
組
体
系
と
い
っ
た
文
化
装
置
を
通
じ
て
共
同

体
が
定
義
す
る
と
こ
ろ
の
「
大
人
」
や
「
人
間
」
の
身
体
へ
と
転

換
さ
れ
、
社
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
承
認
さ
れ
て
き
た
［
ミ

ー
ド 

一
九
八
九
、
フ
ァ
ン
・
へ
ネ
ッ
プ 

二
〇
一
二
、 

タ
ー
ナ
ー 

二
〇
二
〇
］。
工
業
化
社
会
の
成
立
以
降
、
民
族
集
団
や
性
別
、
職

業
と
い
っ
た
ロ
ー
カ
ル
な
社
会
が
求
め
て
き
た
身
体
の
鋳
型
か
ら

人
々
を
解
放
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
声
が
高
ま
っ
て
い
る
［
野
村 

一
九
九
九
、一
七
頁
］。
通
過
儀
礼
に
変
わ
り
登
場
し
た
の
は
、
国
家

の
管
理
下
に
あ
る
学
校
、
兵
営
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
近
代
医
療
で
あ

り
、
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
か
ん
す
る
国
際
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
提
示
さ
れ
る
「
望
ま
し
い
身
体
」
と
そ
の
理

解
の
方
法
で
あ
っ
た
。
特
定
の
権
力
主
体
の
管
理
シ
ス
テ
ム
の
下
で

は
、
国
際
基
準
と
さ
れ
る
数
値
や
身
体
技
法
の
教
授
を
通
じ
て
、
時

と
し
て
過
度
に
一
般
化
・
標
準
化
さ
れ
た
身
体
が
所
与
の
も
の
と
し

て
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
通
過
儀
礼
と
い
う
場
面
に
限
ら
ず
、
工
業
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化
以
降
の
社
会
に
お
い
て
も
、
若
者
た
ち
の
身
体
を
舞
台
と
し
て
社

会
に
と
っ
て
「
望
ま
し
い
身
体
」
の
形
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る
点
に

つ
い
て
は
変
わ
り
な
い
。
若
者
の
身
体
に
は
、
そ
の
地
域
時
代
に
お

け
る
権
力
体
系
や
社
会
関
係
が
集
積
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
特
集
号
の
目
的
は
、
現
代
ア
フ
リ
カ
に
生
き
る
若
者
の
身
体
に

つ
い
て
、
自
ら
の
身
体
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
複
数
の
文
化
装
置
や

歴
史
的
想
像
力
と
若
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
か

を
文
化
人
類
学
的
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
国
際
連
合
経
済
社
会
局
人
口
部
に
よ
れ
ば
、 

二
〇
一
二
年
の
時

点
で
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
一
二
歳
～
二
四
歳
ま
で
の
人
口
は
お
よ

そ
二
億
八
六
〇
〇
万
人 

で
あ
り
、
二
一
〇
〇
年
ま
で
に
は
世
界
の

若
者
人
口
の
四
割
以
上
を
ア
フ
リ
カ
の
若
者
が
占
め
る
こ
と
に
な

る
と
い
う[U

nited N
ation, D

epartm
ent of Econom

ic and 
Social Affairs, Population D

ivision 2012, p. 3]
。
人
口
の

大
部
分
を
若
者
世
代
（
１
）
が
占
め
る
サ
ハ
ラ
以
南
の
ア
フ
リ
カ
社
会
に
お

い
て
、
若
者
を
め
ぐ
っ
て
生
起
す
る
現
象
は
、
国
家
の
行
方
を
左
右

す
る
問
題
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
　

　
一
九
五
〇
年
代
以
降
に
ア
フ
リ
カ
各
地
で
多
発
し
た
内
戦
に
お
い

て
、
軍
隊
や
ゲ
リ
ラ
の
構
成
員
の
大
部
分
を
占
め
る
若
者
や
「
子
ど

も
兵
」
は
統
御
不
能
な
破
壊
分
子
と
さ
れ
、
戦
後
社
会
に
お
い
て

は
一
転
し
て
社
会
の
犠
牲
者
、
消
極
的
な
対
象
と
し
て
の
側
面
が

強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た[Frederisken and 

M
unive 2010, pp. 249-250, B

oothy and K
nudson 2000, 

H
onw

ana 2006]

。
加
え
て
、
ア
フ
リ
カ
の
国
々
は
一
九
八
〇
年

代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
経
済
危
機
か
ら
い
ま
だ
抜
け
出
せ
ず

に
い
る
。
就
職
難
や
教
育
機
会
の
不
平
等
を
経
験
し
た
若
者
た
ち

の
な
か
に
は
、
ド
ラ
ッ
グ
使
用
や
売
買
、
人
身
売
買
と
い
っ
た
犯

罪
的
行
為
に
手
を
染
め
る
者
も
多
い[Som

m
ers 2010, pp. 317-

327]

。
国
家
や
国
際
社
会
は
ア
フ
リ
カ
の
社
会
問
題
の
中
心
と
し
て

若
者
た
ち
を
と
ら
え
、
国
連
機
関
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
団
体
に
よ

る
若
者
た
ち
を
対
象
と
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が

ア
フ
リ
カ
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る[Frederisken and M

unive 
2010, pp. 249- 250]

。

　
こ
の
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ア
フ
リ
カ
の
若
者
像
に
対
し
、

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
文
化
人
類
学
的
若
者
研
究
で
は
、
年
齢

や
世
代
と
い
う
固
定
的
・
普
遍
的
な
区
分
か
ら
脱
却
し
、
社
会

を
編
成
す
る
歴
史
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
「
若
者
」（youth, 

young people

）
を
捉
え
直
す
動
き
が
あ
る[e.g. Cole and 

D
urham

(eds.) 2008, Christiansen, U
tas and Vigh

(eds.) 
2006; D

e B
oeck and H

onw
ana

(eds.) 2005; D
urham

 
2000; D

urham
 2004]

。
こ
の
考
え
方
は
西
洋
近
代
以
降
の
構
築

物
で
あ
る
若
者
像
と
、
ロ
ー
カ
ル
社
会
が
前
提
と
し
て
き
た
世
代
観

念
を
同
時
に
生
き
る
若
者
の
現
実
を
反
映
さ
せ
、
関
係
的
か
つ
構
成

的
な
も
の
と
し
て
若
者
と
い
う
概
念
を
相
対
化
す
る
動
き
で
も
あ



－  65  －

史
苑
（
第
八
二
巻
第
一
号
）

る
。

　
若
者
と
い
う
概
念
や
集
合
体
は
、
関
係
や
文
脈
に
よ
っ
て
特
定
の

意
味
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文

脈
や
関
係
自
体
を
作
り
出
す
指
示
的
・
関
係
的
ア
ク
タ
ー
で
あ
る［
橋

本
二
〇
一
八
、三
頁
、D

urham
 2000, p. 116

］。
本
特
集
号
に

お
い
て
も
、
若
者
と
い
う
語
は
、
年
齢
に
基
づ
く
集
合
体
と
い
う
よ

り
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
現
象
を
問
題
化
し
、
そ
の
動

き
と
連
動
す
る
ロ
ー
カ
ル
社
会
の
多
様
性
を
捉
え
る
た
め
に
使
用
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
西
洋
近
代
社
会
が
所
与
と
す
る
若
者
概
念
の
う
ち

に
ロ
ー
カ
ル
社
会
の
多
様
な
世
代
概
念
を
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
様
々
な
社
会
が
前
提
と
す
る
世
代
概
念
の
緊

張
関
係
の
な
か
に
あ
る
人
々
の
姿
を
捉
え
、
地
域
を
越
え
て
同
時
代

に
生
き
る
若
者
た
ち
の
生
の
比
較
可
能
性
を
提
示
す
る
た
め
の
試
み

で
も
あ
る
。

　
国
家
や
国
際
機
関
に
よ
る
社
会
の
問
題
因
子
と
し
て
の
若
者
や
、

社
会
の
犠
牲
者
・
加
害
者
、
あ
る
い
は
未
来
へ
の
希
望
と
し
て
の
若

者
と
い
っ
た
語
り
口
は
ど
れ
も
、
若
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
化
し
、
介
入

を
正
当
化
し
、
促
す
効
果
を
持
つ
。
し
か
し
若
者
た
ち
か
ら
の
応
答

は
、
必
ず
し
も
国
家
や
国
際
社
会
が
期
待
す
る
形
で
現
れ
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
＝
秩
序
と
人
間
の
「
あ
る
べ
き

姿
」
へ
の
ま
な
ざ
し
が
交
錯
す
る
な
か
で
、
当
の
若
者
自
身
は
ど
の

よ
う
に
自
ら
の
身
体
を
捉
え
、
向
き
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
各

論
考
は
、
彼
ら
・
彼
女
ら
の
身
体
の
在
り
方
を
問
題
視
す
る
の
で
は

な
く
、
ま
た
た
だ
そ
の
可
能
性
を
賛
美
す
る
も
の
で
も
な
い
。
本
特

集
で
は
、
複
数
の
権
力
や
文
化
装
置
の
網
の
目
に
あ
る
若
者
の
身
体

が
、
彼
ら
・
彼
女
ら
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
操
作
さ
れ

て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
身
体
が
抱
え
る
未
来
と
ど
の
よ
う
に
人
々

が
交
渉
し
て
い
る
の
か
を
、
具
体
的
な
経
験
を
取
り
上
げ
な
が
ら
考

察
す
る
。

２
．
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
と
世
代
概
念
の
混
淆

　
ア
フ
リ
カ
社
会
の
世
代
に
つ
い
て
論
じ
る
際
の
大
前
提
と
な
る
の

は
、
世
代
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
世
代
に
対
す
る
認
識
の
多
様
性
で
あ
る
。

多
く
の
ア
フ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
、
子
ど
も
／
大
人
と
い
う
区
分
は

存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
際
の
年
齢
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
例

え
ば
成
人
儀
礼
の
経
験
や
、
土
地
や
家
畜
の
所
有
・
相
続
、
結
婚
、

出
産
経
験
の
有
無
な
ど
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
き
た
。
親
族
の
シ
ス

テ
ム
や
出
自
の
考
え
方
に
よ
り
、
年
若
の
者
が
年
長
者
よ
り
も
「
年

上
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
成
人
儀

礼
を
受
け
て
い
な
い
者
が
、
い
か
な
る
年
齢
で
あ
れ
「
子
ど
も
」
と

み
な
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
現
象
は
当
た
り
前
の
よ

う
に
存
在
す
る
［e.g. Schloss 1988; 

花
渕
　
二
〇
一
六
］。

　
古
典
的
な
ア
フ
リ
カ
の
地
域
研
究
に
お
い
て
、
若
者
や
子
ど
も
は
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問
題
関
心
の
対
象
と
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
長
老
の
よ
う
に
「
伝

統
的
・
専
門
的
知
識
」
を
持
た
ず
、
社
会
秩
序
の
構
成
に
お
い
て
決

定
権
を
持
つ
こ
と
が
少
な
い
若
者
た
ち
は
、
文
化
の
総
体
を
理
解
す

る
た
め
の
補
助
的
な
存
在
と
し
て
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
加
え

て
、
世
代
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
定
義
が
社
会
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
こ

と
も
、
特
定
の
集
合
体
と
し
て
比
較
の
観
点
か
ら
対
象
を
論
じ
る
こ

と
を
困
難
に
さ
せ
た
。

　
子
ど
も
や
若
者
を
含
む
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
研
究
の
端
緒
と
な
っ
た

の
が
、
ア
フ
リ
カ
の
年
齢
組
体
系
に
つ
い
て
の
研
究
や
、
通
過
儀

礼
、
親
族
の
シ
ス
テ
ム
を
対
象
と
し
た
研
究
群
［e.g. Evans-

Pritchard 1940; Fortes 1984, Spensor 1965; 

タ
ー
ナ
ー 

二
〇
二
〇
］
で
あ
る
。
ロ
ー
カ
ル
社
会
に
お
け
る
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の

変
遷
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
は
、
そ
の
社
会
が
前
提
と
す
る
人
間
像
や
人

生
を
彩
る
時
空
間
の
あ
り
よ
う
が
描
か
れ
、
西
欧
社
会
が
前
提
と
し

て
き
た
、
年
齢
に
基
づ
く
単
線
的
で
一
律
的
な
世
代
概
念
は
相
対
化

さ
れ
た
［
橋
本
　
二
〇
一
八
、
四
―
五
頁
］。

　
し
か
し
、
西
欧
社
会
と
の
接
触
と
そ
の
後
の
社
会
変
動
の
中
で
、

こ
れ
ら
の
ロ
ー
カ
ル
社
会
の
文
化
装
置
や
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
め
ぐ
る

考
え
方
も
変
化
を
遂
げ
る
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け

て
の
植
民
地
支
配
や
国
家
の
独
立
、
そ
の
後
の
新
植
民
地
主
義
的
状

況
の
中
、
ア
フ
リ
カ
に
は
西
欧
由
来
の
世
代
概
念
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
も
た
ら
さ
れ
た
（
２
）
。

　
さ
ら
に
、
内
戦
に
伴
う
強
制
移
動
や
経
済
危
機
は
、
ロ
ー
カ
ル
な

世
代
概
念
や
「
大
人
」
の
条
件
、
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
在
り
方
に
も
変

化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
の
危
機
は
、
婚
資
不
足
や
土
地
不
足
を

引
き
起
こ
し
、「
大
人
」
に
な
る
た
め
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で

き
な
い
若
者
世
代
が
増
加
し
て
い
る
。
紛
争
に
よ
る
地
域
社
会
の
破

壊
に
よ
り
儀
礼
的
職
能
者
や
伝
統
的
知
識
は
失
わ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
通
過
儀
礼
を
行
う
の
が
困
難
と
な
る
地
域
も
あ
る
。
通
過
儀
礼

や
、
結
婚
・
出
産
・
土
地
や
家
畜
の
相
続
と
い
う
、
地
域
的
な
意
味

に
お
い
て
「
大
人
に
な
る
」
た
め
の
方
法
や
媒
体
を
失
っ
た
若
者
た

ち
は
、「
子
ど
も
」
以
上
「
大
人
」
未
満
と
も
表
現
で
き
る
時
期
を

長
く
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
っ
た
［
橋
本
　
二
〇
一
八
、

一
二
頁
］。

　
若
者
た
ち
の
窮
状
を
受
け
、
国
連
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
「
子
ど
も

の
権
利
条
約
」
を
前
提
と
し
、
子
ど
も
や
若
者
の
救
済
や
ケ
ア
と
か

か
わ
る
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ア
フ
リ
カ
各
国
で

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
流
れ
の
中
で
、
子
ど
も
か
ら
大
人

へ
の
発
達
を
前
提
と
し
た
単
線
的
な
人
生
の
在
り
方
や
、
庇
護
さ
れ

る
べ
き
対
象
と
し
て
の
子
ど
も
・
若
者
観
が
、
よ
り
「
自
然
化
さ
れ

た
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
」[Cole and D

urham
 2008, p. 7 （

３
）

] 

と
し
て
ア

フ
リ
カ
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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３
．「
あ
る
べ
き
身
体
」
を
め
ぐ
る
摩
擦
と
新
た
な
実
践

　
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
「
自
然
化
」
は
、
お
の
ず
と
そ
の
中
で
変
化
す

る
人
間
の
身
体
自
体
の
「
自
然
化
」、
つ
ま
り
特
定
の
世
代
に
よ
っ

て
「
あ
る
べ
き
身
体
」
を
想
定
す
る
思
考
の
動
き
を
生
み
出
す
。
近

年
で
は
、
各
地
域
や
社
会
集
団
で
想
定
さ
れ
る
「
あ
る
べ
き
身
体
」

の
あ
い
だ
に
摩
擦
が
生
じ
て
い
る
。
身
体
の
「
自
然
化
」
は
、
西
欧

近
代
社
会
の
み
が
行
っ
て
き
た
こ
と
で
は
な
い
。
身
体
変
工
を
伴
う

ロ
ー
カ
ル
社
会
の
通
過
儀
礼
は
、
ま
さ
し
く
人
間
と
し
て
の
「
あ
る

べ
き
身
体
」
を
特
定
の
文
化
装
置
に
よ
っ
て
作
り
出
す
目
的
の
た
め

に
行
わ
れ
て
き
た
。
通
過
儀
礼
に
お
け
る
身
体
加
工
は
、
あ
い
ま
い

で
「
不
完
全
」
な
状
態
に
あ
る
と
さ
れ
る
身
体
を
、
社
会
が
定
義
す

る
と
こ
ろ
の
「
大
人
」
あ
る
い
は
「
人
間
」
の
身
体
へ
と
「
整
え
る
」

作
業
で
あ
る
。

　
現
代
世
界
に
お
け
る
身
体
変
工
に
対
す
る
肯
定
・
否
定
の
態
度

は
、
子
ど
も
や
若
者
と
い
う
境
界
的
存
在
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方

法
で
身
体
の
「
自
然
化
」
を
行
う
こ
と
に
対
す
る
態
度
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
具
体
的
な
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。FG

M
/C

（Fem
ale 

G
enital M

utilation/Cutting

、
女
性
器
切
除
）
廃
絶
運
動
を
め

ぐ
っ
て
生
起
す
る
問
題
は
、
西
欧
近
代
社
会
が
想
定
す
る
「
あ
る
べ

き
身
体
」
と
ロ
ー
カ
ル
社
会
の
そ
れ
と
が
競
合
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　FG
M

/C

は
ア
フ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
長
ら
く
行
わ
れ
て
き
た
慣

習
と
さ
れ
て
お
り
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
国
際
的
な
廃
絶
運
動
が

行
わ
れ
て
い
る
。FG

M
/C

は
、
そ
の
施
術
法
に
よ
り
Ⅰ
～
Ⅳ
の
タ

イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
（
４
）

。FG
M

/C

廃
絶
運
動
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
ス

タ
イ
ル
や
方
法
で
の
施
術
、
い
か
な
る
軽
微
な
施
術
も
許
さ
な
い
と

す
る
「
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る 

［
宮
脇
ほ
か

編
　
二
〇
二
一
］。

　
こ
のFG

M
/C

廃
絶
運
動
あ
る
い
は
「
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
」
の

追
求
は
、
一
方
でFG

M
/C

を
望
ま
な
い
人
々
の
救
済
に
つ
な
が
っ

て
い
る
が
、
他
方
で
、
施
術
の
地
下
化
や
児
童
婚
の
増
加
な
ど
地
域

社
会
に
新
た
な
困
難
や
問
題
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
［
中
村

二
〇
二
一
ａ
］。
つ
ま
り
、
身
体
変
工
の
禁
止
は
、
既
存
の
秩
序
か

ら
人
々
を
解
放
す
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
も
、
そ
の
一
方
で
新
た
な
身

体
＝
秩
序
の
領
域
へ
と
人
々
を
追
い
や
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
ゆ
け
な

い
社
会
に
新
た
な
ひ
ず
み
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
関
連
し
て
、
男
性

の
割
礼
や
先
進
国
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
女
性
器
の
整
形
手
術
は

容
認
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
つ
い
て
も

目
を
向
け
る
べ
き
と
の
指
摘
が
あ
る
［
宮
脇
　
二
〇
二
一
］。
こ
う

し
た
状
況
か
ら
は
、
身
体
変
工
を
肯
定
す
る
に
せ
よ
否
定
す
る
に
せ

よ
、
主
張
の
前
提
と
な
る
は
ず
の
人
間
ま
た
は
若
者
に
と
っ
て
「
あ

る
べ
き
身
体
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
身
体
を
所
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有
し
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
議
論
や
合
意
が

十
分
で
な
い
ま
ま
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
け
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　
し
か
し
、
介
入
者
た
ち
の
抱
え
る
矛
盾
や
思
惑
を
よ
そ
に
、
施
術

を
受
け
る
当
の
女
性
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
諸
勢
力
の
様
々
な
想
像

力
の
中
で
自
身
の
身
体
に
つ
い
て
の
新
た
な
実
践
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。FG

M
/C

の
慣
行
を
有
す
る
ケ
ニ
ア

の
牧
畜
民
サ
ン
ブ
ル
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
き
た
中
村

は
、
二
〇
〇
六
年
以
降
に
社
会
で
生
ま
れ
た
施
術
の
新
た
な
「
ス
タ

イ
ル
」
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
変
動
す
る
女
性
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
紹
介
し
て
い
る
［
中
村
　
二
〇
二
一
ｂ
］。

　
サ
ン
ブ
ル
社
会
の
女
性
た
ち
は
、
結
婚
式
の
際
に
行
わ
れ
る
割
礼

を
経
て
新
た
に
「
生
ま
れ
変
わ
り
」、
出
産
や
子
育
て
の
待
つ
既
婚

と
い
う
次
の
人
生
の
ス
テ
ー
ジ
へ
と
移
行
す
る
。
サ
ン
ブ
ル
で
は
、

ク
リ
ト
リ
ス
と
小
陰
唇
の
切
除
、W

H
O

が
規
定
す
る
タ
イ
プ
Ⅱ
が

主
流
で
あ
り
、
社
会
変
容
の
中
に
あ
っ
て
も
結
婚
に
伴
う
割
礼
が
強

く
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
［
中
村
　
二
〇
一
一
］。

　
ケ
ニ
ア
で
は
二
〇
〇
一
年
以
降
、
一
八
歳
以
下
の
女
子
に
対
す
る

割
礼
が
禁
止
さ
れ
、FG

M
/C

廃
絶
を
目
指
す
取
り
組
み
が
活
発
化

し
た
。
二
〇
一
一
年
に
は
「FG

M

禁
止
法
」
が
制
定
さ
れ
、
本
人

を
含
む
施
術
に
関
係
し
た
者
に
罰
金
や
禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方

の
厳
罰
を
科
す
よ
う
に
な
っ
た
。
サ
ン
ブ
ル
に
お
い
て
もFG

M
/C

の
隠
蔽
化
・
地
下
化
が
進
ん
だ
［
中
村
　
二
〇
二
一
ｂ
、一
〇
七
頁
］。

し
か
し
、
こ
の
状
況
な
か
で
、
割
礼
自
体
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
廃
絶
運
動
の
脅
威
は
、
施
術
方
法
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
多

様
化
を
生
み
出
し
た
の
だ
っ
た
。

　
サ
ン
ブ
ル
で
は
、「
カ
テ
ィ
カ
テ
ィ
」
と
「
ス
ナ
」
と
い
う
新
し

い
施
術
方
法
が
誕
生
し
た
。「
カ
テ
ィ
カ
テ
ィ
」
は
、
ク
リ
ト
リ
ス

を
す
べ
て
切
除
せ
ず
に
半
分
だ
け
切
除
し
、
小
陰
唇
は
従
来
通
り
す

べ
て
切
除
す
る
も
の
で
あ
り
、「
ス
ナ
」
は
ク
リ
ト
リ
ス
の
包
皮
の

み
を
切
除
す
る
。
サ
ン
ブ
ル
の
人
々
は
、
例
え
ば
「
伝
統
的
」
な
暮

ら
し
を
営
む
低
地
に
暮
ら
す
者
な
ら
従
来
の
割
礼
、
学
校
教
育
を
受

け
る
者
で
あ
る
な
ら
「
カ
テ
ィ
カ
テ
ィ
」、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る

な
ら
「
ス
ナ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
施
術
の
「
ス
タ
イ
ル
」
を
検
討

し
、
他
者
の
選
択
を
評
価
す
る
［
中
村
　
二
〇
二
一
ｂ
、
一
〇
九
―

一
一
三
頁
］。

　
サ
ン
ブ
ル
の
女
性
た
ち
は
、
教
育
を
受
け
る
／
受
け
な
い
、
高
地

人
／
低
地
人
、
タ
ウ
ン
に
暮
ら
す
者
／
牧
畜
集
落
の
者
、
そ
し
て
こ

れ
ら
の
二
分
法
の
複
雑
な
組
み
合
わ
せ
に
基
づ
き
、
自
身
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
そ
っ
て
自
身
の
「
ス
タ
イ
ル
」
を
選
択
し
て
い
る
。

中
村
は
、
こ
う
し
た
彼
女
た
ち
の
選
択
や
態
度
は
絶
対
的
な
も
の
で

は
な
く
、
他
者
の
選
択
に
対
す
る
敬
意
や
変
化
に
対
す
る
柔
軟
な
姿

勢
も
観
察
さ
れ
た
こ
と
も
報
告
し
て
い
る
［
中
村
　
二
〇
二
一
ｂ
、

一
一
三
頁
、
一
一
七
―
一
一
八
頁
］。
こ
こ
で
選
択
さ
れ
る
「
ス
タ
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イ
ル
」
と
は
、
彼
女
た
ち
の
生
き
る
場
所
や
生
き
方
の
柔
軟
で
寛
容

な
「
ス
タ
イ
ル
」
で
も
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
身
体
は
、
目
の
前
の
人

間
関
係
や
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
界
規

模
で
展
開
す
る
身
体
の
標
準
化
の
要
請
に
対
す
る
応
答
で
あ
り
、
こ

の
動
き
の
背
景
に
あ
る
重
層
的
な
社
会
秩
序
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
形
式
で
も
あ
る
。

　
当
事
者
の
視
点
か
ら
現
象
を
描
き
出
す
と
い
う
文
化
人
類
学
の
手

法
は
、
特
定
の
年
齢
集
団
に
対
す
る
ラ
ベ
ル
の
も
と
に
あ
る
加
害
者

／
被
害
者
や
、
社
会
の
問
題
因
子
／
未
来
へ
の
希
望
と
い
っ
た
単
純

な
想
定
に
も
と
づ
く
若
者
の
理
解
を
否
定
す
る
。M
aira 

とSoep

は
、
ア
パ
デ
ュ
ラ
イ
の
ス
ケ
ー
プ
論[Appadurai 1996]

に
着
想

を
得
、
ユ
ー
ス
・
ス
ケ
ー
プ
（youthscape
）
と
い
う
概
念
を
提

唱
し
た
。
ユ
ー
ス
・
ス
ケ
ー
プ
は
、
単
に
世
代
を
示
す
語
で
は
な
く
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
、
ロ
ー
カ
ル
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の

諸
関
係
を
問
う
た
め
の
概
念
的
視
点
で
あ
り
、
方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
。
ユ
ー
ス
・
ス
ケ
ー
プ
は
ま
た
、
特
定
の
地
理
的
場
所
や

一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
社
会
的
・
政
治
的
権
力
や
物
質
性
へ

の
問
い
が
密
接
に
関
係
す
る
場
で
あ
る[M

aira and Soep 2004, 
pp. xv-xiii]

。
こ
の
観
点
は
、
単
に
当
事
者
の
心
情
に
寄
り
添
う

も
の
で
な
く
、
複
数
の
論
理
の
な
か
で
「
社
会
問
題
」
と
し
て
の
若

者
が
作
り
上
げ
ら
れ
、
処
理
さ
れ
る
中
で
、
そ
れ
ら
が
「
解
決
」
さ

れ
ぬ
ま
ま
進
行
し
た
り
、
新
た
な
困
難
を
生
み
出
し
た
り
す
る
場
面

を
若
者
自
身
の
視
点
か
ら
浮
き
彫
り
に
す
る
。
本
特
集
号
が
注
目
す

る
の
も
、
複
数
の
身
体
的
規
範
を
め
ぐ
る
「
正
統
」
と
「
逸
脱
」
の

は
ざ
ま
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
ロ
ー
カ
ル
な
社
会
が
想

定
す
る
「
あ
る
べ
き
身
体
」
の
あ
い
だ
を
行
き
来
し
つ
つ
、
若
者
た

ち
が
自
分
な
り
の
「
正
統
」
の
あ
り
か
た
を
見
出
し
て
ゆ
く
過
程
と
、

そ
の
創
造
の
力
で
あ
る
。

４
．
儀
礼
的
時
空
間
を
通
過
す
る
身
体
と
創
造
の
力

　
こ
の
創
造
の
力
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
参
考
に
な
る
の
は
、
古
典

的
な
通
過
儀
礼
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
境
界
性
（
リ
ミ
ナ

リ
テ
ィ
）
が
抱
え
る
特
性
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
通
過
儀
礼
が
形

骸
化
あ
る
い
は
消
失
し
つ
つ
あ
る
中
で
も
、
新
た
に
登
場
し
た
通
過

儀
礼
的
文
化
装
置
や
時
空
間
が
生
み
出
す
秩
序
に
つ
い
て
も
こ
の
特

徴
は
当
て
は
ま
る
。
通
過
儀
礼
研
究
に
お
い
て
子
ど
も
や
若
者
の
身

体
は
社
会
が
抱
え
る
境
界
性
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら

れ
、
儀
礼
と
そ
の
境
界
性
が
有
す
る
社
会
秩
序
の
形
成
の
力
と
技
法

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た[ e.g. 

フ
ァ
ン
・
へ
ネ
ッ
プ
　
二
〇
一
二
、

タ
ー
ナ
ー
　
二
〇
二
〇
］。
そ
の
特
性
と
し
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、

境
界
上
の
時
空
間
や
そ
の
中
に
い
る
人
間
の
持
つ
脆
弱
さ
や
受
動

性
、
参
与
者
が
社
会
を
客
観
的
に
捉
え
る
再
帰
的
性
格
、
そ
し
て
社

会
秩
序
の
再
生
産
の
力
で
あ
る
。
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通
過
儀
礼
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
在
来
の
神
や
精
霊
と
い
っ
た
超
人

間
的
力
か
ら
の
承
認
と
、
祖
先
や
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
子
孫
と
い
っ

た
現
前
し
な
い
者
た
ち
を
含
む
共
同
体
に
よ
る
承
認
が
含
ま
れ
る
。

儀
礼
を
通
じ
て
、
彼
ら
・
彼
女
ら
の
身
体
は
、
社
会
の
秩
序
と
様
式

へ
と
加
入
す
る
。
儀
礼
の
場
に
お
い
て
表
出
す
る
の
は
、
理
想
の
秩

序
あ
る
い
は
そ
の
転
倒
で
あ
り
、既
存
の
秩
序
や
身
体
を
「
自
然
化
」

す
る
力
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
自
然
化
」
と
は
、
儀
礼
に
お
い
て

構
築
さ
れ
る
身
体
が
「
自
然
」
な
人
間
の
姿
で
あ
る
と
社
会
の
成
員

に
承
認
さ
せ
る
力
の
こ
と
で
あ
る
。

　
フ
ァ
ン
・
へ
ネ
ッ
プ
が
「
境
界
の
段
階
」（the lim

inal phase

）

と
呼
ん
だ
通
過
儀
礼
の
さ
な
か
に
あ
る
人
間
の
状
態
に
つ
い
て
、
タ

ー
ナ
ー
は
次
の
性
質
を
付
け
加
え
た
。

…
［
引
用
者
補
足
：
境
界
に
あ
る
人
間
の
］
あ
り
方
や
こ
の
人

た
ち
は
、
平
常
な
ら
ば
状
態
や
地
位
を
文
化
的
空
間
に
設
定
す

る
分
類
の
網
の
目
か
ら
抜
け
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
か

ら
は
み
出
し
て
い
る
か
ら
だ
。
境
界
に
あ
る
人
た
ち
は
こ
ち
ら

0

0

0

に
も
い
な
い
し
そ
ち
ら

0

0

0

に
も
い
な
い
。
か
れ
ら
は
法
や
伝
統
や

慣
習
や
儀
礼
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
配
列
さ
れ
た
地
位
の
あ
い

だ
の
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
と
こ
ろ
に
い
る
。（
中
略
）
リ
ミ
ナ
リ

テ
ィ
は
、
し
ば
し
ば
、
死
や
子
宮
の
中
に
い
る
こ
と
、
不
可
視

な
も
の
、
暗
黒
、
男
女
両
性
の
具
有
、
そ
し
て
日
月
の
蝕
に
喩

え
ら
れ
る
（
中
略
）
そ
の
行
動
は
、
通
常
、
受
動
的
で
あ
り
謙

虚
で
あ
る
。（
中
略
）
か
れ
ら
は
、
あ
た
か
も
、
新
し
く
形
作

ら
れ
る
た
め
の
お
な
じ
条
件
に
変
え
ら
れ
す
り
減
ら
さ
れ
る
か

の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
人
生
の
新
し
い
情
況
に
自
分
を
適
応
さ

せ
る
新
し
い
力
を
授
け
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
［
タ
ー
ナ
ー 

二
〇
二
〇;

一
五
一
―
一
五
二
頁
、
強
調
点
は
タ
ー
ナ
ー
に
よ

る
］。

　
受
動
性
、
謙
虚
さ
、
そ
し
て
「
死
」
に
近
い
状
態
と
い
っ
た
境
界

性
が
有
す
る
特
徴
は
、
儀
礼
に
お
い
て
人
工
的
に
構
成
さ
れ
、
時
と

し
て
過
剰
に
演
出
さ
れ
る
。
秩
序
の
再
生
産
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
は
、

必
ず
し
も
以
前
と
ま
っ
た
く
同
様
の
秩
序
が
生
み
出
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
同
じ
秩
序
の
反
復
・
再
生
の
試
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
舞
台
の
演
者
や
文
脈
は
日
々
変
化
す
る
。
タ
ー
ナ
ー
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
境
界
上
の
時
空
間
に
は
、
自
身
を
新
し
い
状
況
に
適
応

さ
せ
る
た
め
の
、
創
造
的
な
力
が
備
わ
っ
て
い
る
。

　
通
過
儀
礼
が
現
代
社
会
に
お
い
て
消
失
ま
た
は
形
骸
化
し
た
か
ら

と
言
っ
て
、
儀
礼
の
な
か
で
強
調
さ
れ
て
き
た
子
ど
も
や
若
者
た
ち

の
特
性
ま
で
も
が
消
失
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
教
育
機
関
や

軍
事
施
設
、
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
ス
ポ
ー
ツ
訓
練
場
と
い
っ
た

若
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
「
あ
る
べ
き
身
体
」
を
創
り
出
す
人
工
的

な
場
に
も
こ
れ
ら
の
特
徴
は
当
て
は
ま
る
。
社
会
か
ら
切
り
離
さ
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れ
た
こ
の
よ
う
な
場
で
は
、
独
自
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
構

造
、
人
間
関
係
が
発
達
し
、
そ
の
中
で
は
「
儀
礼
的
秩
序
」、「
儀

礼
的
ル
ー
ル
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
生
ま
れ
る 

［
ゴ
ッ
フ
マ
ン

二
〇
一
八;
タ
ー
ナ
ー
　
一
九
八
一
］。

　
様
々
な
「
儀
礼
」
の
場
に
お
い
て
、
子
ど
も
や
若
者
た
ち
は
、
そ

の
身
体
の
一
部
を
ひ
と
た
び
社
会
に
預
け
る
。
預
け
ら
れ
た
身
体
に

は
、
祖
霊
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
し
て
「
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
い
っ
た
規
範
な
ど
の
様
々
な
「
力
」
が

介
入
す
る
。
こ
の
中
で
、
彼
ら
・
彼
女
ら
は
、
自
身
の
身
体
が
自
己

の
管
理
か
ら
離
れ
る
感
覚
や
、
予
期
せ
ぬ
力
の
侵
入
、
そ
れ
ら
の
力

を
「
自
分
の
も
の
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
経
験
す
る
。
身
体

が
自
己
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
他
者
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
ず
れ

の
経
験
、
つ
ま
り
身
体
の
断
片
化
と
そ
の
後
の
再
統
合
の
プ
ロ
セ
ス

に
お
い
て
、
彼
ら
・
彼
女
ら
は
、
自
己
の
身
体
が
持
つ
複
数
の
意
味

を
見
つ
め
、
客
体
化
す
る
。
若
者
自
身
の
解
釈
か
ら
見
え
て
く
る
の

は
、
個
人
個
人
の
身
体
で
あ
る
と
同
時
に
ロ
ー
カ
ル
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、

グ
ロ
ー
バ
ル
ま
で
の
様
々
な
想
像
力
が
集
結
す
る
場
と
し
て
の
「
多

―
中
心
的
」[Com
aroff and Com

aroff 2006]

な
身
体
で
あ
る
。

５
．
特
集
号
の
構
成

　
本
特
集
で
は
、
若
者
の
身
体
と
直
接
か
か
わ
り
な
が
ら
特
定
の
社

会
空
間
を
作
り
上
げ
る
人
や
モ
ノ
、
場
所
や
諸
存
在
物
の
関
係
の
な

か
で
、
若
者
た
ち
が
自
ら
の
身
体
を
客
体
化
・
対
象
化
し
、
働
き
か

け
る
プ
ロ
セ
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
か
ら
描
か
れ
る
。
各
論
で
取
り

上
げ
ら
れ
る
南
ス
ー
ダ
ン
、
ベ
ナ
ン
、
ケ
ニ
ア
の
国
家
的
な
状
況
は

異
な
り
、
若
者
の
定
義
や
対
象
範
囲
は
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に

ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
若
者
た
ち
の
身
体
の
経
験
に
は
共
通
の
背

景
が
存
在
す
る
。
急
激
な
都
市
化
と
社
会
変
化
を
経
験
し
た
ポ
ス
ト

植
民
地
期
の
ア
フ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
、
村
落
社
会
か
ら
グ
ロ
ー
バ

ル
な
サ
イ
バ
ー
空
間
ま
で
、
様
々
な
社
会
秩
序
が
想
定
す
る
と
こ
ろ

の
若
者
観
や
若
者
の
身
体
に
対
す
る
期
待
は
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が

ら
人
々
の
生
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

　
本
特
集
は
、
三
本
の
論
考
か
ら
な
る
。

　
橋
本
論
文
で
は
、
南
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
の
紛
争
後
社
会
に
お
け
る

成
人
男
性
の
瘢
痕
を
め
ぐ
っ
て
生
起
す
る
「
男
ら
し
さ
」
に
つ
い
て

の
言
説
や
ジ
レ
ン
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ナ
イ
ル
系
農
牧
民
で

あ
る
ヌ
エ
ル
の
成
人
儀
礼
に
お
い
て
男
性
の
額
に
刻
ま
れ
る
瘢
痕

は
、「
男
児
」
と
「
成
人
男
性
」
を
隔
て
る
境
界
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
植
民
地
期
時
代
以
降
の
政
治
情
勢
に
お
い
て
、
瘢
痕
は
、
実
際

の
機
能
や
意
味
と
は
離
れ
て
、
特
定
の
民
族
集
団
出
身
者
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
は
瘢
痕
の
施
術
は
行

わ
れ
な
く
な
り
、
現
在
は
瘢
痕
を
持
つ
男
性
と
持
た
な
い
男
性
が
共

存
し
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
末
以
降
、
彼
ら
は
民
族
対
立
を
経
験
し
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た
が
、
ウ
ガ
ン
ダ
に
逃
れ
た
ヌ
エ
ル
の
男
性
た
ち
は
、
村
落
社
会
が

期
待
す
る
秩
序
と
都
市
的
な
生
活
、
そ
し
て
先
の
紛
争
経
験
と
い
っ

た
様
々
な
規
範
や
出
来
事
を
参
照
し
な
が
ら
、「
本
物
の
男
」
と
は

い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
議
論
を
重
ね
、
瘢
痕
を
持
つ
／

持
た
な
い
自
己
の
身
体
と
と
も
に
生
き
る
道
の
あ
り
か
た
を
模
索
し

て
い
る
。

　
村
津
論
文
で
は
、
ベ
ナ
ン
共
和
国
の
デ
リ
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
・
ミ
サ
、

つ
ま
り
「
悪
霊
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
の
儀
礼
に
登
場
す
る
若
い

女
性
た
ち
の
身
体
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
彼
女
た
ち
の
身
体
に
憑
依

す
る
の
は
、
商
業
的
成
功
や
性
的
奔
放
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
精
霊

マ
ミ
ワ
タ
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
語
る
憑
依
の
経
験
か
ら
は
、
ベ
ナ

ン
南
部
の
女
性
た
ち
を
捉
え
よ
う
と
す
る
社
会
的
義
務
や
圧
力
、
そ

し
て
「
近
代
」
風
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
の
あ
い
だ
の
ジ
レ
ン
マ
が

う
か
が
え
る
。
身
体
を
通
し
た
マ
ミ
ワ
タ
と
の
対
話
や
交
渉
、
あ
る

い
は
デ
リ
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
・
ミ
サ
で
の
身
体
の
所
作
を
通
じ
て
、「
逸
脱
」

と
み
な
さ
れ
た
彼
女
た
ち
の
身
体
は
客
体
化
さ
れ
、「
正
統
」
な
も

の
へ
の
回
帰
が
公
の
場
で
承
認
さ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
は
、

身
体
と
社
会
、
環
境
、
そ
し
て
霊
的
存
在
と
の
創
造
的
関
係
を
紡
ぎ

な
が
ら
、
自
身
の
生
の
あ
り
か
た
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
女
性
た

ち
と
そ
の
周
辺
の
人
々
の
姿
が
う
か
が
え
る
。

　
萩
原
論
文
で
は
、
ケ
ニ
ア
共
和
国
に
お
け
る
自
転
車
競
技
選
手
た

ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
て
ゆ
く
身
体
の
あ
り
か
た
が
検
討
さ

れ
る
。
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
は
、
先
進
国
や
国
家
か
ら
否

応
な
し
に
開
発
や
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
対
象
と
し
て
の
ま
な
ざ
し

を
注
が
れ
る
。
萩
原
が
着
目
す
る
の
は
、
従
来
の
研
究
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
き
た
、
一
体
感
や
高
揚
感
、
可
傷
性
と
し
て
解
釈
可
能
な
身

体
感
覚
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
「
ど
う
し
よ
う
も
な

い
身
体
」
で
あ
る
。
若
い
選
手
た
ち
は
、
選
手
間
の
収
入
格
差
や
生

計
の
た
め
の
副
業
へ
の
従
事
と
い
う
葛
藤
や
苦
労
を
超
え
て
、
た
だ

た
だ
疲
れ
る
、
た
だ
た
だ
痛
む
と
い
っ
た
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
身

体
」
を
た
が
い
に
感
知
す
る
こ
と
で
結
び
つ
い
て
い
た
。
ス
ポ
ー
ツ

選
手
に
求
め
ら
れ
る
規
律
化
さ
れ
た
身
体
か
ら
の
「
逸
脱
」
と
み
な

さ
れ
る
こ
う
し
た
身
体
の
側
面
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
様
々
な
ま
な

ざ
し
を
注
が
れ
る
選
手
た
ち
が
、
未
来
へ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
暮
ら
し

を
共
有
し
て
い
く
う
え
で
不
可
欠
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
各
論
考
の
描
写
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
複
数
の
社
会
秩
序
か
ら

／
へ
の
欲
望
や
力
の
受
難
者
と
し
て
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
受
け

つ
つ
も
、そ
れ
ら
を
組
み
替
え
、コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
自
身
の
「
秩

序
」
を
見
出
し
て
ゆ
く
人
々
の
実
践
で
あ
る
。
彼
ら
・
彼
女
ら
は
、

多
様
な
実
践
、
話
法
、
解
釈
、
そ
し
て
身
体
感
覚
を
通
じ
て
個
別
の

状
況
を
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
。
自
身
を
と
り
ま
く
様
々
な
権
力
や

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
の
対
話
や
交
渉
過
程
、
そ
の
中
で
育
ま
れ
る
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
や
ミ
ク
ロ
な
実
践
は
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
歴
史
で
あ
り
、

新
た
な
社
会
秩
序
の
萌
芽
で
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
が
抱
え
る
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ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
国
際
社
会
が
も
た
ら
す
「
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」、「
自
然
化
さ
れ
た
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
」
の
影

響
が
ア
フ
リ
カ
の
新
た
な
問
題
を
生
ん
で
い
る
今
日
に
お
い
て
、
一

時
的
・
対
処
療
法
的
に
も
見
え
る
彼
ら
・
彼
女
ら
の
知
や
実
践
は
、

問
題
の
根
底
に
横
た
わ
る
、
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
集
合

的
・
政
治
的
で
あ
る
人
間
の
身
体
の
「
自
然
」
を
め
ぐ
る
問
い
を
拓

く
も
の
で
あ
る
。

【
謝
辞
】

　
本
特
集
号
は
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ

れ
た
立
教
大
学
史
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
フ
リ
カ
の
若
者
の
身

体
」
に
お
け
る
研
究
報
告
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
は
四
名
に
よ
る
研
究
報
告
に
加
え
、
二
名
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
お

よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
者
と
と
も
に
議
論
を
行
っ
た
。
本
特
集
号

の
各
論
文
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
研
究
報
告
と
そ
の
後
の
議
論
を

踏
ま
え
て
執
筆
さ
れ
た
。
数
々
の
論
点
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
コ

メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
梅
原
秀
元
氏
（
立
教
大
学
）、
岡
崎
彰
氏
（
東
京

外
国
語
大
学
）、
そ
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
者
の
皆
様
に
深
く
感

謝
申
し
上
げ
る
。
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れ
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人
化
に
注
目
し
て
』
松
香
堂
書

店
。

中
村
香
子

二
〇
二
一
ａ
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
女

性
器
切
除
」
宮
脇
幸
生
ほ
か
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・

デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
女
性
の
身
体
―
―
ア
フ
リ
カ
の

女
性
器
切
除
と
ロ
ー
カ
ル
社
会
の
多
様
性
』
所
収
、

一
―
一
二
頁
。

二
〇
二
一
ｂ
「〈
女
子
割
礼
／
女
性
器
切
除
〉
を
め
ぐ
る
多
様
性

と
柔
軟
性
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
宮
脇
幸
生
ほ

か
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
女
性
の

身
体
―
―
ア
フ
リ
カ
の
女
性
器
切
除
と
ロ
ー
カ
ル
社
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の
多
様
性
』
所
収
、
九
七
―
一
二
〇
頁
。

野
村
雅
一

一
九
九
九
　「
技
術
と
し
て
の
身
体
―
―
２
０
世
紀
の
研
究
史
か

ら
」
野
村
雅
一
・
市
川
雅
編
『
技
術
と
し
て
の
身
体
』

所
収
、
八
－
二
〇
頁
。

橋
本
栄
莉

二
〇
一
八
　「
複
数
の
像
を
生
き
る
若
者
た
ち 

―
―
ア
フ
リ
カ
の

「
若
者
」
研
究
の
動
向
と
新
た
な
研
究
の
視
座
―
―
」

『
ス
ワ
ヒ
リ
＆
ア
フ
リ
カ
研
究
』
二
九
号
、
一
―

一
七
頁
。

花
渕
馨
也

二
〇
一
六
　「
老
い
て
な
お
子
ど
も
：
コ
モ
ロ
諸
島
・
ン
ガ
ジ
ジ

ャ
島
に
お
け
る
年
齢
と
階
梯
」
田
川
玄
・
慶
田
勝

彦
・
花
渕
馨
也
編
『
ア
フ
リ
カ
の
老
人
』
所
収
、

一
五
九
―
一
八
六
頁
。

フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
、
ア
ー
ノ
ル
ド
〔
綾
部
恒
雄
・
綾
部
裕
子
訳
〕

二
〇
一
二
　 

『
通
過
儀
礼
』
岩
波
文
庫
。

ミ
ー
ド
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
〔
畑
中
幸
子
・
山
本
真
鳥
訳
〕 

一
九
八
九
　『
サ
モ
ア
の
思
春
期
』
蒼
樹
書
房
。

宮
脇
幸
生
・
戸
田
真
紀
子
・
中
村
香
子
・
宮
地
歌
織
編

二
〇
二
一
　『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
女
性
の
身
体
―
―

ア
フ
リ
カ
の
女
性
器
切
除
と
ロ
ー
カ
ル
社
会
の
多

様
性
』
晃
洋
書
房
。

宮
脇
幸
生

二
〇
二
一
　「
女
性
器
切
除
は
女
性
の
身
体
・
心
理
に
い
か
な
る

影
響
を
与
え
る
の
か
？
」
宮
脇
幸
生
ほ
か
編
『
グ

ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
女
性
の
身
体
―
―
ア

フ
リ
カ
の
女
性
器
切
除
と
ロ
ー
カ
ル
社
会
の
多
様

性
』
所
収
、
一
三
―
一
九
頁
。

African U
nion

 2006

　
　
　African Youth Charter

[h
ttps://au

.in
t/sites/defau

lt/files/
treaties/7789-treaty-0033_-_african_
youth_charter_e.pdf]

二
〇
二
一
年
一
一
月
一

日
最
終
閲
覧
。
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odernity at Large: C
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im
ensions 

of G
lobalization , M
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二
〇
二
一
年
一
一
月
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最
終
閲
覧
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最
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註（１
）
国
際
連
合
は
若
者
概
念
の
多
様
性
を
考
慮
し
た
う
え
で
一
五
歳
か

ら
二
四 
歳
ま
で
を
「
若
者
」
と
定
義
し
て
い
る
が
、
同
じ
国
連
機

関
で
あ
っ
て
も
、
国
際
連
合
人
間
居
住
計
画[U

N
 H

abitat]

の
若

者
基
金
は
、「
若
者
」
の
定
義
を
一
五
歳
か
ら
三
二 

歳
ま
で
と
し
て

い
る[U

nited N
ations 2013]

。
ア
フ
リ
カ
連
合
は
一
五
歳
か
ら

三
五
歳
ま
で
を
「
若
者
」
と
規
定
す
る[African U

nion 2006]

。

（
２
）
た
だ
し
、
後
述
す
る
単
線
的
な
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
や
年
齢
に
沿
っ
た

世
代
の
理
解
も
、
必
ず
し
も
欧
米
社
会
の
「
伝
統
的
」
な
世
代
概
念

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
世
紀
以
降
の
西
欧
社
会
に
お
い
て
生

産
消
費
と
か
か
わ
る
組
織
や
女
性
の
政
治
的
地
位
の
変
化
、
児
童
労

働
の
取
り
締
ま
り
と
い
っ
た
社
会
情
勢
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
の
子
ど

も
期
や
青
年
期
に
対
す
る
捉
え
方
が
変
化
し
た
と
さ
れ
、
ア
フ
リ
カ

に
到
来
し
た
若
者
概
念
も
こ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る[Cole and D

urham
 2008, p. 6]

。

（
３
）
た
だ
し
、
こ
の
単
線
的
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
も
ま
た
静
態
的
な
も
の
で

あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
二
〇
世
紀
以
降
の
西
欧
社
会

に
お
い
て
も
、
大
人
／
若
者
／
子
ど
も
の
世
代
区
分
を
、
年
齢
で
は

な
く
そ
の
人
物
の
置
か
れ
た
社
会
的
・
経
済
的
状
況
に
よ
っ
て
決
定

す
る
風
潮
が
現
れ
た
。Cole

とD
urham

は
、「
自
然
化
さ
れ
た
ラ

イ
フ
コ
ー
ス
」
に
対
し
、
こ
れ
を
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
」

と
呼
ん
だ[Cole and D

urham
 2008, p. 7]

。

（
４
）
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
タ
イ
プ
Ⅰ
：
ク
リ

ト
リ
ス
の
一
部
も
し
く
は
全
体
お
よ
び
ク
リ
ト
リ
ス
包
皮
の
切
除
、

タ
イ
プ
Ⅱ
：
ク
リ
ト
リ
ス
の
一
部
も
し
く
は
全
体
お
よ
び
小
陰
唇
の

切
除
、
大
陰
唇
の
切
除
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
、
タ
イ
プ
Ⅲ
：
小
陰
唇

お
よ
び
大
陰
唇
の
両
方
、
あ
る
い
は
小
陰
唇
か
大
陰
唇
の
み
を
切

除
・
接
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
覆
い
が
つ
く
ら
れ
膣
口
を
狭
め
る
、

ク
リ
ト
リ
ス
の
切
除
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
、
タ
イ
プ
Ⅳ
：
そ
の
他

医
学
的
治
療
以
外
の
目
的
で
女
性
性
器
を
傷
つ
け
る
施
術
［
中
村
　

二
〇
二
一
ａ
、
二
頁
］。

（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
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The Bodies of African Youth 

 
HASHIMOTO, Eri 

The history of human bodies has been a history of negotiation tactics, 
expectations, and desires among multiple authorities contesting in a given 
era. This special issue aims to examine the relational status of the bodies 
of youth in contemporary African societies by describing the process by 
which the youth deal with multiple powers, cultural devices, and imagina-
tions, based on anthropological fieldwork data. Anthropological study on 
body modifications operated through the initiation of local communities 
has clarified the process by which societies transform people from “pre-hu-
man beings” into “real humans” with “appropriate” bodies. Such initiations 
can be found not only in local societies but also in post-industrial societies, 
in institutions such as schools, the military, medical centers, and interna-
tional workshops that teach youth about “appropriate” bodies. The bodies 
of youth in the post-colonial and post-war contexts of Africa are recognized 
as actors that threaten societies with their aggressive, illegal, and immoral 
behaviors. At the same time, they are also described as having a positive 
potential to (re)construct their societies and lead to development. These 
narratives show the desires and expectations of the society to control 
and exploit the bodies of youth. The concept of “youth” cannot be defined 
through ages and generational categories but as a relational concept affect-
ed by local, national, and international contexts. This special issue contains 
three articles and one essay. Each study  identifies the following themes: 
scarification of men’s bodies in the post-conflict society of South Sudan, 
possession of spirits on the bodies of young women in Benin, and collective 
bodies among young athletes in Kenya. In each study, we not only em-
phasize society’s recognition of the bodies of youth but also how the youth 
themselves talk about and interpret their bodies by referring to multiple 
powers and expectations from communities. In doing so, we elucidate the 
process of youth negotiation and articulation and their coping with several 
levels of orders and norms, raising a question  on the “nature” of the hu-
man body.


