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他
人
が

「他
者
」
に
な
る
と
き

移
民
研
究
と

「他
者
」
再
考

田
沼

幸
子

〈
要
旨
〉

近
年

の
人
類
学

批
判
は

「他
者
」

概
念
を

政
治
倫
理
的

に
否

定
し
、
分
析
概
念
と

し

て
退

け
た
。
被
調
査

者

の
他

民
族
を

「他

者
」

と
表
象
す

る
こ
と
は

「
認
識
論
的

ア
パ

ル
ト

ヘ
イ
ト
」
と
非

難
さ

れ
る
相
対
主
義

に
基
づ
き
彼

ら
を
不
利
な
立

場
に
押
し
止
め

る

こ
と

を
正
当
化
す

る
と

さ
れ
た
。

こ
の
考
え

を
押
し
進

め
る
と

「他
者
性
」

は
構
築

さ
れ
た

も

の
で
あ
り

解
消

で
き

る
は
ず

で
あ

る
と

い
う
近
年

、
影
響
力
を
増
す

人
類
学

の
見
方

に
な

る
。
だ

が
、

こ
の
考

え
も
、
結

局
現
実

の
他

者
を
表
し
た
も

の
で
は
な

い

と

い
う

批
判
が
出

て

い
る
。
他

者

の
予
測

不
可
能
な
側
面
を

あ
ら
か
じ

め
捨
象

し
て

い

る
た
め
だ

。
し
か

し
、
代
わ
り

に
提
案
さ

れ
た

「
他
者
」
を

め
ぐ
る
議
論
は

、
現
実

の

人
間
と
、
予

測
不
可
能
な
性
質

双
方

に
同
じ

o
昏
興

を
当

て
て

い
る
た
め
、
具
体
的
に

.
理
解

し
に
く

い
。

こ
こ

で
は

「他

人
」
と

い
う

語
を
導
入

し
、
彼
ら

の
見
解
を

私
の
言

葉
で
整
理
し
、

人
類

学
的
事

例
に
使
用
可
能

に
す

る
。

「
他
者
」

と
は

「
他
者
性
」

睦
境

界

に
よ

っ
て
想
像
さ

れ
る
抽
象
化

さ
れ
た

「他

人
」

の
集
合

で
あ
る
。
境
界
論

は
今

ま

で
既

に
名
付

け
ら
れ

た
民
族

・
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
の
説
明

に
使
わ

れ
る
こ
と
が
多

か

っ
た

が
、
こ

こ
で
は
名
付

け
の
な

い
境
界
も
他
者
境
界
と

し
て
考
え

る
。

こ
の
他
者
性
と

は
、

以
前

の

「我

々
の
現
実
と
全
く
異
な

る
も

の
」
と

い
う
意

味

で
は

な

い
。
あ

る
側

面
に

お

い
て
あ
ら
か
じ

め
予
測
で
き
な

い
こ
と

や
理
解

で
き

な

い
こ
と

が

「
他
者
性
」

で
あ

り

、
そ
れ
が
境
界
と

な

っ
て

「
彼
ら
」
と

「
わ
れ
わ
れ
」
を

想
像

さ
せ
る
。
境
界

は
視

点

に
よ

っ
て
別

の
も

の
が
重
層

的
に
現

れ
る

(
一
度

に
み
え

る

の
は

一
つ
で
あ

る
)

が
、

一
つ
の
境
界
も
可
変

的
で
あ

る
。

キ
ー

ワ
ー
ド

他
人
、
「他
者
」
、

「移
民
」
、
境
界
、
名

の
有
無
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1

は
じ

め
に

「あ
の
人
た
ち
と
は
違
う
」

一
番
引

っ
か
か
っ
た
の
は
、
在
日
ビ
ル
マ
(、}人
の
こ
の
言
葉
だ

っ
た
。
一Φ雪

年
の
8
月
か
ら
二
ヶ
月
間
、
私
は
東
京

の
ビ
ル
マ
人
宅
に
住
み
込
み
、
夜
は
ミ

ャ
ン
マ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
で
手
伝
い
な
が
ら
修
士
論
文
の
た
め
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
を
し
た
。
ビ

ル
マ
に
関
し
て
は
全
く
の
初
心
者
で
あ
る
私
に
、
彼
ら
は
喜

ん
で
自
国
の
文
化
や
歴
史
、
未
来

の
抱
負
を
語

っ
て
く
れ
た
。
在
日
ビ
ル
マ
人

は
お
よ
そ

一
万
人
い
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
本
国
で
は
エ
リ

ー
ト
階
層
に
属
す
、
同
年
代
の
人

口
の
う
ち
3
%
足
ら
ず
の
大
学
卒
業
者
で
あ

る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
多
く
が
飲
食
店
の
ア
ル
バ
イ
ト
を

一
日
中
し
て
い

た
。
一
〇。。◎。年
の
民
主
化
運
動
と
そ

の
武
力
弾
圧
の
影
響
だ
。
政
府
の
逮
捕
を
逃

れ
た
者
も
い
れ
ば
、
大
学
の
閉
鎖

や
職
の
不
足
で
仕
事
を
求
め
て
き
た
者
も
い

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
独
立
後
に
東
南
ア
ジ
ア
で
最
も
豊
か
だ

っ
た
国
か
ら
最

貧
国

へ
と
転
落
し
た
こ
と
が
国
外
流
出

の
背
景
に
あ
り
、
そ
の
根
源
と
見
な
さ

れ
る
政
府

へ
の
彼
ら
の
不
満
は
強

い
。
東
京

の
ビ

ル
マ
人
は
初
対
面
の
私
に
さ

え

「こ
れ

(他
の
人
に
)

い
っ
ち

ゃ
ダ
メ
よ
」
と
言

っ
て

「
政
府
」
「軍
人
」

(軍
事
政
権
)

へ
の
批
判
を
口
に
す

る
。
『私
た
ち
ビ
ル
マ
人
は
勤
勉
で
分
け
隔

て
な
く
親
切
で
、
皆
が
政
府
に
反
抗
意
識
を
持

っ
て
い
る
』
…
そ
れ
が
彼
ら
の

一
般
的
な
自
己
表
象
だ

っ
た
。
と

こ
ろ
が
し
ば
ら
く
し
て
、
具
体
的
に
他
の
在

日
ビ
ル
マ
人
が
話
題
に
あ
げ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
し
ば
し
ば

一
転
し
て
打
ち
消

し
の
言
葉
が
返
っ
て
く
る
こ
と
に
気
付
い
た
。

「あ
の
人
た
ち
と
は
違
う
」

「私
た
ち
は
違
う
」

「違
う
」
の
理
由
に
は
分
か
り
や
す

い
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
出
稼
ぎ
か
留

学
か
、
反
政
府
か
現
状
黙
認
か
、
日
本
語
が
で
き
る
か
否
か
、
な
ど
。
だ
が
、

そ
う

い
っ
た
理
由
は
あ
る
人
た
ち
と
の
間
で
は

「違
う
」
の
理
由
に
な

っ
て
も

別
の
人
た
ち
と
の
間
で
は
そ
う
な
ら
な
い
時
も
あ
る
。

「違
う
」
わ
け
を
客
観
的
な
属
性
を
も
と
に
あ
げ
て
い
っ
て
も
、
結
局

一
貫

し
た
も
の
は
残
ら
な
い
。

「ビ
ル
マ
人
は
、
気
に
入

っ
た
人
た
ち
と
し
か
付
き
合
わ
な
い
か
ら
」

ビ
ル
マ
人
と
の
付
合
い
の
長
い
日
本
人
が
よ
く
い
う
言
葉
だ
。
こ
れ
は
こ
れ

で
説
得
力
が
無

い
わ
け
で
は
な
い
。
ビ
ル
マ
人
自
身
、
い
ろ
い
ろ
な
集
ま
り
で

ど
ん
な
人
を
呼
ぶ
の
か
と
聞
く
と

「気
が
合
う
」
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
る

(、)。

と
こ
ろ
が

「気
が
合
う
」
人
た
ち
と
の
間
に
も
、
「あ
の
人
と
は
違
う
」

の
線
引

き
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

初
め
の
単

一
な

「わ
れ
わ
れ
ビ
ル
マ
人
」
の
語
り
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
線

引
き
の
多
さ
や
、
き

っ
ぱ
り
し
た
線
引
き
の
表
現
の
仕
方
は
彼
ら
に
独
特
な
傾

向
で
あ
る
と
言
え
る

(、v。
こ
の
よ
う
な
線
引
き
は
ビ
ル
マ
人
の
特
性
の
よ
う
に

さ
え
思
え
て
く
る
。
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
実
は
線
引
き
の
や
り
方
に
様

々

な
特
徴
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
線
引
き
自
体
は
誰
で
も
し
て
い
る
。

つ
ま
り
在

日
ビ
ル
マ
人
の
言
う

「あ
の
人
た
ち
と
は
違
う
」
と

い
う
線
引
き
は
、
ビ
ル
マ

人
に
限
ら
ず
誰
も
が
し
て
い
る

「他
者
」
と
し
て
の
誰
か
と

の
線
引
き
、
と
考

え
た
方
が

い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
気
付

い
た
の
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

終
え
て

一
年
が
経

っ
て
か
ら
だ
。
「他
者
」
と
の
線
引
き
、
と

い
う
考
え
に
な
か
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な
か
思

い
至
ら
な
か

っ
た
の
は
、

「他
者
」
と
い
う
言
葉
の
多
義
性
と
、
こ
の
概

念
を
巡
る
近
年
の
人
類
学
批
判
の
影
響
が
大
き

い
。
人
類
学
に
お
け
る

「他
者
」

は
か
つ
て

「異
文
化
」
の

「被
調
査
者
」

の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
「他
者
」
は

遠
く
の
く
わ
れ
わ
れ
の
世
界
と
は
か
け
離
れ
た
者
V
達
で
あ
り
、
彼
ら
の
文
化

は
わ
れ
わ
れ
の
常
識
を
覆
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
人

類
学
の

「他
者
」
は
、
実
は
彼
ら

の
歴
史
や
政
治
経
済
的
な
背
景
を
看
過
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
た
。
類
似
性
の
捨
象

に
よ
っ
て
、
「他
者
」
が
つ
く
ら
れ
た
と

い
う
わ
け
だ
。
「他
者
構
築
」
批
判
の

影
響
力
は
大
き
く
、
そ

の
後
の
人
類
学
の
研
究
対
象
と
テ
ー

マ
は
、
例
え
ば

「移
民
」
な
ど
類
似
性
を
中
心
に
さ
え
据
え
た
も
の
に
な

っ
た
。
被
調
査
者
に
つ

い
て
語
ら
れ
る
他
者
性
を
、
積
極

的
に
脱
構
築
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
人
類
学

者
も

い
る
。
さ
ら
に
人
類
学
は
支

配
的
な
構
造
に
苦
し
む
被
調
査
者
が
、
解
放

に
向
か
う
語
り
を
支
持
す
べ
き
だ
と

い
う
意
見
も
あ
る

冖、)。

だ
が
、
類
似
性
に
よ

っ
て

「他
者
」
は

い
な
く
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
先
述

し
た
在
日
ビ
ル
マ
人
の
語
り
は
示

し
て
い
る
。
ビ
ル
マ
人

「内
部
」
は
も
ち
ろ

ん
、
日
本
人
と
在
日
ビ

ル
マ
人
と

の
問
に
も
強

い
親
近
性
や
類
似
性
が
あ
る
。

だ
が
あ
る
面
に
お

い
て
は
互
い
を

「他
者
」
と
見
な
し
て
い
る
と
言
え
る
。
事

例
か
ら
分
か

っ
た
の
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な

「他
者
」
構
築

へ
の
批
判

は
正
当
で
あ
る
が
、
類
似
性
や
親
近
感
が
あ

っ
て
も
な
お

「他
者
」
が
現
れ
る

状
況
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り

「他
者
」
概
念
が
批
判
さ
れ
、
異
民
族

間
の
差
異
が
縮
小
し
た
と
し
て
も
、

「他
者
」
に
関
す
る
語
り
は
日
常
に
存
在
す

る
。
こ
の
状
況
を
、
ど
う
す
れ
ば
、
詳
細
な
民
族
誌
的
事
実
の
追
求
ば
か
り
に

陥

っ
た
り
、
テ
ク
ス
ト
に
と
ど
ま

っ
た
り
せ
ず
に
、
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。

一
つ
の
答
え
と
し
て
本
稿
で
主
張
し
た
い
の
が
、
「他
者
」
を
予
測
か
ら
逃
れ

る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
で
あ
る
。

一
見
抽
象
的
な
こ
の

「他
者
」
概
念

を
、
具
体
的
な
事
象
-
特
に
移
民
研
究
を
踏
ま
え
て
再
定
義
す
れ
ば
、
有
効
な

分
析
概
念
と
し
て
使
用
で
き
る
こ
と
を
提
議
す
る
。
こ
の
論
考
で
は
ま
ず
、
近

年
の
人
類
学
に
お
け
る

「他
者
」

の
否
定
が
ど
ん
な
根
拠
で
な
さ
れ
る
の
か
を

検
討
し
、
こ
れ
ら
の
根
拠
が

「他
者
」

の
否
定
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
。
次
に
、
従
来
の
人
類
学
に
お
け
る

「他
者
」
概
念
と
は
異
な
る
、
予
測
を

逃
れ
る
も
の
と
し
て
の

「他
者
」
と
は
何
か
を
示
し
、
二
つ
の

「他
者
」
の
相

違
点
と
、
後
者
の
メ
リ
ッ
ト

・
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
メ
リ
ッ
ト

は
、
既
存
の
概
念
や
枠
組
み
に
囚
わ
れ
な

い
可
能
性
を
開
く
こ
と
で
あ
り
、
デ

メ
リ
ッ
ト
は
人
類
学
の
具
体
的
な
事
象
を
扱
う
に
は
、
定
義
が
漠
然
と
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の

「他
者
」
定
義
を
移
民
研
究
に
お
け
る

「他
者
」

の
使
用
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
よ
り
具
体
的
に
、
い
か
な
る
時
に
人
が

「他
者
」

と
し
て
現
れ
る
の
か
を
提
示
す
る
。
こ
の
と
き
問
題
な
の
は

「他
者
」
と

い
う

語
が
あ
ま
り
に
様
々
な
対
象
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「他
者
」
を
巡

る
議
論
の
混
乱
の
大
半
は
、
「他
者
」
と

い
う
語
の
多
義
性
に
起
因
す
る
と

い
っ

て
も
よ
い
。
本
稿
で
は

「他
者
」
を
分
析
概
念
と
し
て
用
い
る
た
め
に

「他
人
」

と
い
う
通
俗
的
な
単
語
を
導
入
し
て
議
論
の
整
理
を
し
た
い
。

他 人が 「他者」 になるとき:移 民研究 と「他者」再考231



2

他
者
性
の
脱
構
築
の
傾
向
と
対
策

で
き

な

い
。

一
方

で

文
化

(
O
⊆
一叶
=
「
Φ
ω
)

は

通

約

不

可

能

で
あ

る

と

言

い
な

322

が

ら

、

(彼

ら
自

身

を
含

む

)

民

族
誌

家

は

外

国

人

の
文

化

と

心

性

を

理
解

で

き

る

、
と

主
張

す

る

こ

と
は

で
き

な

い
の
だ

(
一
Φ
㊤
N

一
N
一
)
。

A
.

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
は

「他
者
性
」
を
否
定
す
る
か

「他
者
」
の

「他
者
性
」
を
疑
う
人
々
と
し
て
反
-
相
対
主
義
者
が
あ
げ
ら

れ
る

〔,)。
異
文
化
に

「理
解
で
き
な
い
」
こ
と
が
あ
る
と
い
う
見
解
を
、
彼
ら

は

「認
識
論
的
ア
パ
ル
ト

ヘ
イ
ト

〔、
)」
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
親
近
性

・
類
似

性
の
指
摘
に
よ

っ
て

「他
者
」

の

「他
者
性
」
を
疑
問
視
す
る
。
ス
ペ
ル
ベ
ル

(.、.
は
反
語
的
に
問

い
か
け
る
。
「
も
し
他
の
文
化
に
住
む
人
々
が
異
な
る
認
識

世
界

(8
0q
旺
N
9・巨
Φ
≦
〇
二
号
)
に
住
む
と
い
う
な
ら
、
ど
う
や
っ
て
彼
ら
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
?
」
ゲ
ル
ナ
ー
は
過
去
に
お
い
て
す
べ
て
の
民
族
誌

家
は
異
な
る
人
々
に
つ
い
て
の
報
告
を
必
ず
し
て
き
た
こ
と
を

「人
類
学
的
事

実

(、)」
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
彼

に
同
意
し
て
ス
パ
イ
ロ
は
こ
う
結
論
す
る
。

つ
ま

り

、
外

国

人

(曁

Φ
p

ロ
Φ
o
豆
Φ
ω
)

の

「
人

間

の
経

験
」

す

べ

て
が

エ

ス

ノ

グ

ラ

フ

ァ
ー

に
と

っ
て
理

解

可

能

な

ら

ば

、

次

の
よ

う

に
し

か
考

え

ら

れ

な

い
。

文

化

・
人

間

の
気

質

や
心

性

は

、

多

様

で
は

あ

っ
て
も

、

そ

れ

ほ

ど

ひ
ど

く

多

様

で

は
な

い
と

い
う

こ
と

だ

(一
8

bo
冖
bの
O
)
〔9
　。

そ
し
て
以
下
の
二
つ
の
立
場
を

一
度
に
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る
。

要
約
し
て
言
え
ば
、
認
識
論
的
相
対
主
義
者
達
は
、
両
方
を
取
る
こ
と
は

だ
が
実
際
は
、
両
者
は
同
時
に
成
立
し
て
も
お
か
し
く
な
い
は
ず
だ
。
ス
パ

イ
ロ
が
上
記
の
結
論
を
出
す
際
、
暗
黙
に
前
提
し
て
い
る
こ
と
が
誤
り
を
含
ん

で
い
る
た
め
、
両
方
の
成
立
を
否
定
す
る
こ
と

に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ス
パ
イ
ロ
の

①

で
も
実
際
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
可
能
で
、
理
解
で
き
る

(の
で
他
者
で

は
な
い
)

と
い
う
反
論
は
、
相
対
主
義
者
が

②

他
者

(こ
こ
で
は

「外
国
人
」
と
同
義
)
と
の
差
異
は
明
白
で
、
理
解
不
可

能
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
、
と
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
り
立

つ
。
し
か
も
、
こ
の
両

者
の
議
論
は
、
相
対
主
義
者
と
反
-
相
対
主
義
者
双
方
が

③

他
者

(こ
こ
で
は

「外
国
人
」
と
同
義
)
は
全
て
の
側
面
に
お
い
て
他
な
る

も
の
で
あ
る
。

と
い
う
前
提
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
と
成
り
立
た
な
い
。
だ
が
大
前
提
と
な
る

③
目
体
に
間
違

い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
議
論
の
便
宜
上

「他
者
」
を

「外
国
人
」

と
し
て
お
こ
う
。
外
国
人
と
交
流
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
い
く
つ
か
の
差
異

に
驚
く
と
同
時
に
、
類
似
性
に
も
驚
く
。
外
国
人
だ
か
ら
違
う
だ
ろ
う
、
と
想

像
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
類
似
性
が
あ
る
た
め
驚
き
、
人
間
だ
か
ら
同
じ
だ

ろ
う
、
と
考
え
て
い
た
た
め
に
差
異
に
驚
く
の
だ
。
類
似
性
の
あ
る
点
か
ら
無



難
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
り
、
「失
敗
」
を
通
じ
て
外
国
人
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
よ
り
誤
解

の
少
な
い
状
態
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
誤
解
が
あ

っ
て
も
そ
の
ま
ま
成
立
し
う
る
。
ミ
ス

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
と
し
て
、

互
い
に
違
う
意
図
に
お
い
て
同
じ
接
触
を
す

る
こ
と
は
可
能
だ
。
逆
に
例
え
ば
他
者
11
外
国
人
で
な
け
れ
ば
、
自
国
民
同
士

な
ら
必
ず
全
て
を
理
解
で
き
る
だ

ろ
う
か
?
同
じ
市
町
村
出
身
な
ら
?
家
族
の

成
員
な
ら
?
こ
う
し
た
近

い
人
々
同
士
で
も
あ
る
面
に
お
い
て
は
知
ら
な

い
、

理
解
で
き
な
い
点
が
あ
る
。
自
己
や
自
文
化

(と
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
)

が
全
て
に
お
い
て
自
明
で
あ
る
、
と

い
え
な
い
よ
う
に

③

他
者

(こ
こ
で
は

「外
国
人
」
と
同
義
)
は
全
て
の
側
面
に
お
い
て
他
な
る

も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
な
い
。
よ

っ
て

①

で
も
実
際
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
可
能
で
、
理
解
で
き
る

(
の
で
他
者
で

は
な

い
)

は②

他
者
と
の
差
異
は
明
白
で
、
理
解
不
可
能
で
あ
る

へ
の
反
論
に
な
ら
な

い
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
は

「他
者
」
の
否
定

に
は
な
ら
な

い
。
②
も
③
も
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
理
解
が
可
か
不
可
か
の

ど
ち
ら
か
し
か
な

い
と

い
う
考
え

に
囚
わ
れ
て
い
る
点
で
同
じ
コ
イ
ン
の
裏
表

で
あ
る
。
人
間
同
士
に
は

「分
か
る
こ
と
も
あ
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
」

と
い
う
、
あ
り
き
た
り
だ
が
重
要

な
事
例
に
よ

っ
て
①
②
③
に
反
論
で
き
る
。

初
め
は

「分
か
ら
な

い
こ
と
」
で
も
慣
れ
に
よ

っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う

に
は
で
き

る
し
、
「理
解
」
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
は
飼

い
慣
ら
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

B
.
心
情
理
解
と
知
識
理
解
は
い
つ
も
同
時
に
成

り
立

つ
か

「他
者
」
に
ま
つ
わ
る
議
論
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
の
が
、
「理
解
」
に
よ

っ

て

「他
者
」
と
い
う
認
識
が
解
消
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
「理
解
」
と

い
う
語
は
、
知
る
こ
と
11
知
識

「理
解
」
と
、
共
感
闘
心
情

「
理
解
」
と

い
う

二
つ
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
が
、
特
に
断
り
が
な

い
場
合
、
そ
の
双
方
が
相
互

に
成
り
立
つ
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

再
び
ス
パ
イ
ロ
を
あ
げ
よ
う
。
.、〉
旨
ぼ
o
b
oδ
oq
8
巴

○
鴎
興

o民
Ud
霞
ヨ
Φω⑦

しd
『
o
暮
奠
哩
と

い
う
題
名
か
ら
も
予
測
で
き
る
よ
う
に
、
彼
は
.d
9
奠
.、11

「他

者
」
は
近
く
て
親
近
性
が
あ
る
こ
と
の
対
極
に
あ
り
、
全
く
異
な

っ
た
思
考
を

持
つ
よ
そ
よ
そ
し
い
人
々
を
指
す
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

西
洋
の
人
類
学
者
に
と

つ
て
、
…

(略
)
…
少
な
く
と
も
二
つ
の
動
機
に
関

し
て
、
ビ

ル

マ
人
は

「
兄
弟
」

(
.甑HW同
O
け
7
①
N
.矯)

で
あ

っ
て

「
他
者
」

(、6
暮
Φ㌦
.)
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。

つ
ま
り
あ
る
場
合
や
領
域
に
お
い
て

ビ
ル
マ
人
行
為
者
達
は
、
西
洋
の
行
為
者
同
様
、
合
理
的
で
実
利
的

:
心
理

的
な
利
益
計
算
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
別
の
場
合
や
領
域
に
つ
い
て
は
、
西

洋
の
行
為
者
同
様
、
非
合
理
で
感
情
に
基
づ
い
た
動
機
に
よ

っ
て
行
動
す
る
。

そ
の
上
こ
れ
ら
の
動
機
は
、
本
質

的
に
自
覚
さ
れ

て

い
る

(
一
〇
㊤
b。
"

p
×
<
ε
。

他人が 「他者」 になるとき:移 民研究 と「他 者」再考

 

ビ
ル
マ
人
は
西
洋
人
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
時
は
合
理
的
な
利
益
の
探
求
に

332



基
づ
い
て
行
動
し
、
あ
る
時
は
非
合
理
的
な
感
情
に
基
づ

い
て
行
動
す
る
、

い
う
指
摘
は
も

っ
と
も
で
あ
る
。
だ
が
問
題
は
、
そ
れ
が
第

一
文
の

と

他
者

(11
理
解
で
き
な
い
人
々
)

で
は
な
く
て
兄
弟

(11
同
類
で
親
し
い
人
々
)

の
根
拠
に
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第

一
文
は
次
の
前
提
を
含

ん
で
い
る
。

⑤

互
い
に
親
し
け
れ
ば
、
正
し
く
相
手
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
以
下
の
考
え
を
反
転
し
た
も

の
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

④

無
知
は
偏
見
を
生
む
。
逆
に
知
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
々
は
互
い
に
親
し
く

な
る
。

だ
が
、
こ
れ
も
あ
る
程
度
ま
で
は
当
て
は
ま
る
が
、
常
に
真
で
は
な
い
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。
知

っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
嫌
う
例
は
実
際
に
は
い
く
ら
で
も
あ

る
。
親
し
い
か
ら
こ
そ
相
手
を
厳
密
に
知
ろ
う
と
し
な
か

っ
た
り
、
知
る
事
が

で
き
な
い
こ
と
も
同
じ
く
多
い
。

3

あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
名
を

「
他
者
」
と
呼
ぶ
問
題

A
.
差
異
の
政
治
学

一
不
平
等

の
た
め
?

近
年

の

「他
者
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
例
え
ば
読
者

で
あ
る

(日
本
語

で
書
い
て
あ
れ
ば
)
「
(私
た
ち
)

日
本
人
」
と
違
う
被
調
査
者
を

「他
者
」
と

総
称
す
る
こ
と
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

●

●

●

(略
)
…
他
方
で
、
こ
の

「
他
者
」
の
概
念
は
今
日
、
そ
の
根
底
か
ら
揺

る
が
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
世
界
の
各
地
域
に
余
す
こ
と
な
く
及
ん
で
い
る
政

342

治

・
経
済

・
社
会

・
文
化
的
変
容
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
民
族
誌
家
が
ブ
イ
ー

ル
ド
で
直
面
す
る
現
実
か
ら
他
者
性
を
著
し
く
そ
ぎ
落
と
し
つ
つ
あ
る
。
今

日
の
民
族
誌
的
現
実
は
、
ま
す
ま
す

「我

々
」
自
身
が
住
む
現
実
と
何
か
し

ら

「似
た

(。・一ヨ
=
母
)
も
の
」
に
な

っ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
は

「異
な
る

(住
一睦
Φ同Φ
⇒
け)
も
の
」
と
し
て
語
る
こ
と
は
可
能
で
も
、
「他
な
る
(
o
昏
興
)も

の
」
(つ
ま
り

「我
々
」
の
住
む
現
実
と
は
全
く
別
の
現
実
)と
し
て
語
る
こ
と

は
、
次
第
に
正
当
化
し
に
く
く
な

っ
て
き

て
い
る
と
い
え
る
。
…

(略
)
…

民
族
誌
家
が
依
然
と
し
て

「他
者
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
好
む
と
好
ま

ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
「彼
ら
」
を
永
遠
に

「彼
ら
」
の
位
置
に
押
し
と
ど
め

て
お
こ
う
と
す
る
抑
圧
的
な
政
治
行
為
と
な
り

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る

(m
)。

以
上
の
よ
う
な

「他
者
」
概
念
の
批
判
は
、
人
類
学
に
対
し
て
、
ま
た
人
類

学
内
部
で
起
き
た
他
者
性
の
構
築
に
対
す
る
批
判
、
言
い
か
え
れ
ば

「他
者
の

他
者
化
」

へ
の
批
判
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
。
『オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

(、
v』
以
後
、

『文
化
を
書
く

(瓰
)』、
胃
巨

Φ
譽
α
9
Φ
0
9
Φ
㌧
B
)』
な
ど
が
民
族
誌
の
操
作
性
、

時
に
は
虚
構
性
、
及
び
表
象
の
政
治
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
グ
プ
タ
と

フ
ァ
ー

ガ
ソ
ン
は
、
さ
ら
に

「他
者
化
の
政
治
学

(曽
弓
o
一三
8

9
0
窪
Φ毎
Φのω)」
は
表

象
の
政
治
学
に
還
元
で
き
な

い
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
と
指
摘
し
、
移
民
現
象
の

場
を
例
と
し
て
あ
げ
る
。

…

(略
)
…
文
化
的
差
異
が
構
築
さ
れ
保
持
さ
れ
る
の
が
す
で
に
空
間
的
に

つ
な
が
り
の
あ
る

(ω冨
器

ξ

巨

興
8
目

8
冖Φ島
)
世
界
で
の
権
力
関
係
の
場



で

あ

る

と

認

識

す

れ

ば

、

移

民

の

制

限

は

権

限

の

な

い
人

々

(臼
ωΦヨ
ロ
o≦
興
Φ島
)
が
そ
の
状
態
に
と
ど
め
ら
れ
る
た
め
の
主
な
手
段
で
あ

る
と

い
う
こ
と
が
見
え
る
よ
う

に
な
る
。
…
…
文
化
的

・
空
間
的
な
分
割
を

脱
自
然
化
す
る
と

い
う
人
類
学
的
な
責
務
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
ま
さ
に

文
字
ど
お
り

『空
間
的
な
ネ
イ

テ
ィ
ヴ

の
具
体
化
』

(
ア
パ
デ

ュ
ラ
イ

"

一
㊤。。
窪

(M
))
に
抗
す
る
政
治
的
責
務
と
結
び

つ
く
(一り⑩
刈
区
①
ム
刈
)
婁
。

彼
ら
の
主
張
は
、
以
下
の
よ
う
に
単
純
化
さ
れ
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。

⑤

差
異

(こ
こ
で
は
睡
他
者
性
)
は
政
治
的
不
利
益
の
た
め
に
作
り
出
さ
れ
る

さ
ら
に
⑤
の
逆

の
テ
ー
ゼ

⑥

本
来
、
人
間
の
問
に
差
異
は
な
く
、
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

も
相
互
に
成
り
立
つ
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
不
利
な
差
異
が
作
ら
れ
、

固
定
化
さ
れ
る
状
況
が
実
際
に
あ

っ
て
も
、
差
異
が
常
に

「他
者
」
化
に
つ
な

が
り
、
抑
圧
と
不
平
等
を
成
立
さ
せ
る
要
因
に
な
る
か
の
よ
う
に

一
般
化
は
で

き
な

い
。
こ
こ
で
非
難
さ
れ
て
い
る

「他
者
化
」
は

「周
縁
化
」
と
同
じ
意
味

だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「他
者
化
」
を
行
う
の
は
、
政
治
的
に
優
勢
な
側
だ
け
で

は
な

い
し
、
政
治
的
な
意
図
だ
け
が
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
「周
縁
化
」

は
様
々
な

「他
者
化
」

の
な
か
の

一
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
最
近
は
特
に
ア

メ
リ
カ
で
、
政
治
的
な
正
し
さ
の
追
求

の
た
め
に
⑤
と
⑥
を
前
提
と
し
た
研
究

が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
結
果
と

し
て

「他
者
」
は
容
易
に

「他
の
人
々
」
、

つ
ま
り

「社
会
的
少
数
者
」
と
同

一
視
さ
れ
が
ち
だ
。
こ
う
し
た

「他
の
人
々

(o
筈
興
ω)」

の

「差
異
」

へ
の
不
寛
容
が

「他
者
」
化
の
原
因
と
想
定
さ
れ
る

た
め
、
多
文
化
主
義
や
複
数
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
認
識
が
そ
の
処
方
箋
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
差
異
は
必
ず
し
も

「他
者
」
を
生
む
わ
け
で
は
な
く
、
多
様

性
の
提
唱
に
よ
っ
て
消
え
行
く
も
の
で
は
な
い
§
。

以
上

で
見
℃
き
た
よ
う
に
、
近
年
は
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
構
築
物
と
し
て
の

「他
者
」
を
脱
構
築
す
る
こ
と
に
熱
心
な
あ
ま
り
、
「他
者
性
」
や

「差
異
」
を
、

悪
し
き
も
の
と
し
て
退
け
よ
う
と
す
る
傾
向
も
出
て
き
て
い
る
。
彼
ら
は
調
査

者
-
被
調
査
者
や
多
数
者
ー
少
数
者
の
差
異
お
よ
び

「他
者
性
」
を
抹
消
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
両
者
の
政
治
的
不
均
衡
を
是
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、

そ
れ
は
か
え

っ
て
調
査
者

・
被
調
査
者
や
多
数
者
i
少
数
者
の
二
分
法
を
強

者

・
弱
者
の
二
分
法
と
し
て
固
定
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
二
分

法
さ
れ
た
中
身
を
同
質
化
し
た
ら
、
残
る
の
は
そ
の
境
界
だ
け
な
の
だ
。

こ
の
二
分
法
に
陥
ら
な

い
た
め
に
は
、
「他
者
」
概
念
を
否
定
す
る
の
で
は
な

く
、
い
つ

・
誰
が

・
ど
ん
な
時
に
、
誰
に
と

っ
て

「他
者
」
と
し
て
現
れ
る
の

か
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
「他
者
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
混
乱
が
、

実
は
こ
の

一
語
の
広
す
ぎ
る
意
味
内
容
に
よ
る
も
の
だ
と
認
識
す
る
こ
と
も
有

効
で
あ
る
。
「他
者
」
・
「他
な
る
も
の
」
は

「似
た
も
の
」
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
消
え
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
曾
し
、
必
ず
し
も
解
消
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。

こ
の
論
文
で
は
構
築
か
ら
逃
れ
る
も
の
を

「他
者
性
」
ど
考
え
る
か
ら
だ
。
以

下
で

「他
者
性
」
と

「他
者
」
を
再
考
し
た
い
。

B
.

「他
者
」
概
念

の
反
撃

他
者
の
他
者
性
を
な
き
も
の
と
前
提
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

・
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
ル
の
潮
流
に
対
し
て
、
一
㊤O
α
年
に
ド
イ
ツ
で
行
わ
れ
た
学
会
を
基
に
編
纂
さ

れ
た

、、〉
乞
↓
出
即
○
℃
○
い
O
O
団
〉
乞
O
↓
=
国
の
⊂
国
ω
↓
HO
乞
○
閃
↓
国
国
○
日
出
国
知
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一B
.
ボ.
は

反
論

を

加

え

て

い
る
。

ク

ロ
ウ

ェ
ル
は

.弓
ず
Φ
お

駐

Z
o
O
§

Φ
㌦
.
(p
)
で
、

他

者

(
9
Φ

○
葺

Φ
民
)

は

「何

か

と
違

う

」

こ
と

や

ア
イ

デ

ン
テ

ィ

テ

ィ
が
そ

こ

に
あ

る

よ
う

に
想

定

で
き

る
も

の

で
は
な

い
と

し

て

い
る

。

こ

こ

に

メ

タ
述

語

「
差

異

(◎
一訟
Φ
「
Φ
昌
O
Φ
)
」

が
浮

か
び

上

が

る

が

、

こ
れ

も

ま

だ

根

源

的

他

性

(蕁

臼
o
巴

p
一8

葺

望
)

と

は

言
え

な

い
。

な

ぜ

な

ら

p
が
ぴ

と

は

他

な

る

(O
け
げ
Φ
「
け
『
拶
5
)

(
帥
●Φ
異

な
る

9
歐
興
Φ
彗

)

と
言

う

こ
と

は

、

ま

だ

そ

の

下

に

隠

れ

た

ア
イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ
を

想

定

し

て

い
る

か

ら
だ

。

他

者

(
什げ
Φ
○
け
『
Φ
N
)

は

理
論

の

た

め

に
存

在

す

る

の

で
は

な

い
。

そ

こ

[理
論

の
内

部

"
筆

者

注

]
に

は
他

者

は

い
な

い
。

理
論

は

他

者

性

(o
甚

Φ
蕁

①
ω
ω
)

を

、

た
だ

同

一
性

の
中

の
差

異

(傷
一hhΦ
『
Φ
⇒
O
Φ
1≦
一冖プ
一P
lω
9
bP
Φ
β
①
ω
ω
)

と

し

て

し

か
捉

え

る

こ
と

が

で
き

な

い
の
だ

(
一
㊤
㊤
Qo
"
一
Q。
)
。

タ
イ

ラ
ー

も

..日
ず
Φ
目

○
讐

興

ω
-
<
9
8

ω
≦
一窪

○
旨

≦

霞

o
『
ω
三
2。
)
で
他
者

に

つ

い
て

同
様

の
指

摘

を

行
う

。
ま

ず

先

述

し

た

、

「
他
者

」

を

解

消

す

べ
き

も

の

と

す

る

人

々

の
考

尺
が

凝
縮

し

た

文

が
あ

げ

ら

れ

る
。

我
々
は
他
者
(けゴ
Φ
O
け『
Φ
吋)を
解
放
し
、
彼
ら
を
あ
る
が
ま
ま
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
他
者
の
差
異
を
感
じ
取
り
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
文
化
か
ら

自
ら
距
離
を
取
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
よ
う
に
。
初
め
は
著
し
い
差

異

を

感

じ

る
。

そ

れ

に
対

す

る
挑

戦

は

、

奇

妙

さ

・
不
慣

れ

さ

(ω昌
咢
oQ
Φ⇒
Φ
ωω)
を
我
々
の
人
生
の

一
部
と
置
き
換
え
、
差
異
を
理
解
可
能

な
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
だ
。
我
々
に
親
し
み
の
あ
る
も
の
と
関
係
づ
け
て

と

ら
え

、

言

葉

に
し

て

い
く

こ
と

で

(
伽q
ぞ
Φ
5

巴

ぎ
趣亀
9
ω
嘗
o

ωゴ
9・
づ
Φ
)

そ

れ

362

は

恐

ろ

し

く

て

当

惑

さ

せ

る

よ

う

な

も

の

で

は

な

く

な

る

。

努

力

(。・
耳
¢
⑰q
oq
一Φ
)

は
限

ら

れ

た
視

野

か
ら

の
解

放

に
対

し

て

で
は

な

く

、
他

者

を

ゆ
が

め

る

こ
と

な

く
と

ら
え

る

こ
と

(
Φ
轟

一〇
σ
Φ
)

が

で
き

る
よ

う

な

よ
り

広

い
理
解

に
対

し

て
な

さ

れ

る
。
藝

次
に
、
上
記
の
考
え
と
対
照
的
な
以
下
の
文
章
が
対
置
さ
れ
る
。

最

悪

な

の
は

理

解

で
あ

る
。

セ

ン

チ

メ

ン
タ

ル

で
無

意

味

だ

。

真

の
知

識

と

は

、
ま

さ

に
他

者

に
関

し

て
決

し

て

理
解

で
き

な

い
こ

と

で

あ

り

、

そ

の

知

識
と

は
他

者

に
あ

っ
て
、

他

者

を

あ

る

一
人

の
人

間

足

ら

し

め

な

い
も

の

で
あ

る
(≦
げ
簿

δ

一p
昏

¢
o
普
①
『
昏

拶
け
ヨ
笑

Φ
ω
昏

Φ
o
窪
興

づ
9

8

①
ω
Φ
5
。

そ

れ

は

私

た
ち

に
よ

っ
て

ア
イ

デ

ン

テ

ィ

テ
ィ

や

差

異

と

し

て
定

義

さ

れ

て

い
な

い
も

の
だ

(22
)

そ
し
て
前
者
の
考
え
は

「他
者
」
の
価
値
を
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
お
い

て
で
は
な
く
、
主
体
の
客
体
と
し
て
し
か
認
め
な

い
こ
と
だ
と
批
判
す
る
。
後

者
の

「他
者
」
は
、
主
体
の
た
め
で
は
な
く
、
た
だ
、
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

タ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
我
々
は

「特
定
の
他
者

"
昏
Φ
0
9
奠
」

に
つ
い
て
何
か

を
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

な
ぜ
な
ら
他
者

(o窪
興
)
は
特
定
の
、
そ
し
て
統

一
性
を
持

っ
た
も
の
で

は
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
は
根
絶

で
き
な

い
複
数
の
特
異
性
で
あ
り
、
昏
Φ
B



0
9

興

ω
な

の
で
あ

る

(H
二

の
一p
Φ
蠢

隻
0
9。
σ
ξ

帥
豆
⊆
「
聾

亳

9

ω
ぎ
oq
巳
錠

三

Φ
ω

-
爵

Φ
ヨ

0
9

興

ω
)
。

我

々
は
彼

ら

(け
プ
Φ
bP
O
けゴ
Φ
鬥
ω
)を

理

論

化

し
(9
Φ
目
p
け
一N
Φ
)、

彼

ら

に

つ

い
て
語

る

こ
と

は

出
来

な

い
が

、

彼

ら

に

関
す

る
我

々
の
語

り

を
、

語

る

こ
と

は

可
能

で
あ

る
。

彼

ら

に

つ

い
て

の
我

々

の

語
り

を

理

論

化

す

る

こ

と

は

出

来

る

し

、

そ

の

理

論

化

に

つ

い

て
話

す

こ
と

は

出

来

る

(↓
笆
o
び

一
㊤
㊤
Q。
H
も。
b。
)
。

ク
ロ
ウ

ェ
ル
と
タ
イ
ラ
ー
が
共
通
し
て
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
要
約
す
れ

ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑦

他
者

(0
9
Φ
「
)
に
つ
い
て
事

前
に
何
か
を
言
う
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、

全
て
を
知
る
こ
と
も
出
来
な

い
。
他
者
の
根
源
的
他
性
は
現
実
の
他
者
に
会

う
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
出
会
え

な
い
。
他
者
は
特
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

ゆ
え
に
、
差
異
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持

っ
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
他
者
は
事
前
に
予
測
不
可
能
な
、
そ
し
て
理
解
し
が
た

い
残
余
で
あ

る
。

こ
の
他
者
に
つ
い
て
厳
密
な

「定
義
」
を
し
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
そ

の
よ
う
な
論
理
に
よ
る
特
定
化
を
逃

れ
る
も
の
が
、
彼
ら
の
言
う

「他
者
」
だ

か
ら
だ
。
⑦
は
、

一
見
す
る
と
、
「
他
者
」
の

「他
者
性
」
を
構
築
し
、
固
定
化

し
た

「他
者
の
他
者
化
」
と
同
じ
よ
う
な
発
想
に
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、

実
は
全
く
異
な
る
。
「他
者
の
他
者
化
」
を
行

っ
た
人
類
学
者
は
、
あ
る
人
々
を

「他
者
」
と
し
て
対
象
化
し
、
彼
ら

に
あ
る
は
ず
と
想
定
し
た

「他
者
性
」
を
見

つ
け
た
。
人
類
学
者
が
自
ら
の

「他
者
」
と
し
て
、
自
分
の
姿
を
鏡
に
映
し
て

反
対
に
映

っ
た
姿
…
鏡
像

(逆
像
)
を
描

い
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
い

う
疑
問
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は

參
、
あ
ら
か
じ
め

「我
々
と
は
異
な

る
他
者
」
を
発
見
す
る
こ
と
が
対
象
と
出
会
う
よ
り
前
に
決
ま

っ
て
い
た
か
ら

だ
。
こ
れ
に
対
し
タ
イ
ラ
i
達
は
、
他
者
は
そ
の
よ
う
に
特
定
化
し
て
予
測
で

き
な
い
も
の
を
指
す
と
す
る
。

つ
ま
り
⑦

の
他
者

(0
9
9

と
は

「他
者
性
」

に
よ

っ
て
初
め
て
現
れ
る

「他
者
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と

い
え
る
。
し
か

し
こ
の
ま
ま
で
は
同
じ
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
の
で

次
節
で
様
々
な
も
の
を
指
す
o
昏
興
を
、
別
の
語
で
言
い
換
え
る
。

逆
に

「他
者
の
他
者
化
」
を
批
判
し
た
い
わ
ゆ
る

「ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
人
類
学
」

は
、
論
理
的
に
テ
キ
ス
ト
や
概
念
の
脱
構
築
を
行

っ
た
。
「他
者
性
」

の
概
念
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
さ
れ
、
対
話
や
認
識
の
変
化
に
よ

っ
て
解
消
で
き
る
は
ず
の

も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
だ
が
、
ク
ロ
ウ
ェ
ル
は
そ
こ
に
は

「他
者
」
が
い
な
い
、

と
い
う
。

多
分
驚
く
こ
と
で
は
な

い
か
も
し
れ
な

い
が
、
私
は
こ
の

(鐔
象
。
巴

巴
8
葺

《
11
根
源
的
他
性

"
引
用
者
注
)
起
源
を
他

の
人
間

(四
p
o
匪
奠

プ
⊆
ヨ
畧

げ
皿
躍

)℃
つ
ま
り
他
者

(9
Φ
○
昏
Φ『)
と
の
出
会

い
に
位
置
づ
け
る
。

こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
根
源
的
他
性
は

「
三
人
称
」
的
な
探
求

の
形
態

(或
い
は
理
論
)
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
は
表
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
他
者
が
い
な
い
の
だ
。
・我

々
が
社
会
性
の

「
一
人
称
的
」
な
側
面
に

関
し
て
哲
学
的
考
察
を
行

っ
て
も
、
も
し
認
識
論
的

・
解
釈
学
的
な
事
柄
の

み
に
焦
点
を
あ
わ
せ
続
け
て
い
れ
ば
、
根
源
的
他
性

の
兆
候
は
現
れ
な
い
。

他人が 「他者」 になるとき:移 民研 究 と「他者」再考237



根
源
的
他
性
の
観
念
は
、
他
者

(筈
Φ
O
昏
①
こ

と
の
倫
理
的
出
会
い
の
輪
郭

(概
念
)
に
表
れ
る
の
だ
。
(9

0≦
Φ
一=
り
り。。レ
ω
山
鼻
)

ク
ロ
ウ
ェ
ル

・
タ
イ
ラ
ー
は
、
哲
学
的
な
思
索
だ
け
で
は
、
他
者

の
蕁
島
0
9・
一

巴
けΦ葺

旨

「根
源
的
他
性

蓼
」
に
は
け

っ
し
て
巡
り
合
え
ず
、
実
際
の
人
間
で

あ
る

「他
者
」
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
見
出
せ
な

い
と
す
る
。
彼
ら
の

視
点
で
は
、
文
化
的

・
非
時
間
的

な
他
者
を

エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
に
構
築
し
た
人
類

学
者
も
、
他
者
性
が
本
来
な

い
と
前
提
す
る
人
類
学
者
も
、
ど
ち
ら
も
そ
の
予

想
か
ら
は
み
出
た
り
ず
れ
て
い
る
部
分
を
と
ら
え
ず
、
「他
者
性
」
の
内
容
を
自

己
の
姿
か
ら
類
推
す
る
点
で
ま
た
ま
た
同
じ
コ
イ
ン
の
裏
表
な
の
で
あ
る
。

C
.

「他
人
」
と

「他
者
」

「他
者
」
に
は
予
想
不
可
能
な
部
分
と
、
知

っ
て
い
て
も
理
解
不
可
能
な
点

が
あ
る
、
と

い
う
考
え
は
説
得
力
が
あ
り
、
実
際
の
事
例
分
析
に
も
有
効
で
あ

る
。
だ
が

一
番
問
題
な
の
は
、
「他
者
」
と

い
う
語
が
何
を
指
す
か
が
分
か
り
に

く

い
こ
と
で
あ
る
。
0
9
興
と
い
う
語
が
複
数
の
も
の
を
指
す
た
め
だ
。
今
ま

で
こ
の
論
文
で
挙
げ
た
英
語
の
夢
Φ
09
Φ
さ
0
9
①
さ
普
Φ
○
けゴ
奠
だ
け
で
も
、
そ

れ
ぞ
れ
が
様
々
な

「他
者
」
を
バ

ラ
バ
ラ
に
指
し
て
い
た
d
大
文
字
の
○
昏
興

を

「我
々
西
洋
人
」
に
と

っ
て
理
解
不
可
能
な
よ
そ
よ
そ
し

い
人
々
の
総
称

の
,

よ
う
に
用
い
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば

(ス
パ
イ
ロ
)、
..甚
Φ
0
9
奠
.、
を
実
際
の

人
間
と
し
て
書
く
も
の
も
あ
る

(
ク
ロ
ウ

ェ
ル
)。
箭
内
は
o
号
興
を

「
『我
々
』

の
住
む
現
実
と
は
全
く
別
の
現
実
」
と
し
て
の

「他
な
る
も
の
」
と
し
て
い
る

し
、
タ
イ
ラ
ー
は
o昏
興
と
は

爵
Φ
0
9
興
"
特
定
の
誰
か
、
で
は
な
い
、
と
し

て

い
る
。

他

者

に
は

「
他

者

性

」

が

あ

る
と

さ

れ

る

が

、

こ
れ

も

o
爵

Φ
篝

Φ
の
P

382

聾

2
詫
ざ

螽
島
o巴
9
犀
Φ
円一昌
と

い
っ
た
い
く

つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

「他
者
」
が

「現
実
に
い
る

(自
分
以
外
の
)
人
間
」
で
あ
れ

「自
文
化
以
外
の

人
間
」
で
あ
れ
、
具
体
的
に
ど
う

い
っ
た
時
に
、
ど
の
程
度

「他
者
」
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
表
現
で
き
な
け
れ
ば
、
人
類
学
的
事
例
を
考
察
す
る
に
は
不
十

分
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
そ
の
条
件
自
体
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
「他

者
」
と
い
う
語
が
異
な
る
対
象
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
混
乱
が
起
き
て
い
る
と

考
え
、
別
の
語
に
よ
る
言
い
換
え
に
よ
っ
て
整
理
し
た

い
。

ま
ず
、
「他
者
」
に
ま

つ
わ
る
言
い
ま
わ
し
の
い
く
つ
か
を
否
定
し
て
お
く
。

自
己
以
外
は
全
て
他
者
で
あ
る
、
と

い
う
哲
学
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
人
類
学
に

見
ら
れ
が
ち
な
前
提
は
、
人
類
学
的
な
事
例
の
分
析
に
適
さ
な
い
た
め
、
除
外

す
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
人
類
学
者
は
こ
の

「他
者
」
観
を
否
定
し
よ
う
と
し
な

が
ら
も
、
そ
れ
を
強
化
し
て
し
ま
う
。
西
洋

(≦
国
もっ
↓
)
以
外

(知
国
Q。
↓
)
を

す
べ
て
他
者

「○
↓
国
国
幻
」
と
表
象
す
る
の
も
、
同
様
で
あ
る

(葦
。
非
西
洋
人

の
我
々
は
こ
の
表
現
を
使
え
な
い
し
、
そ
の
誤
り
に
も
気
づ
か
ざ
る
を
得
な

い
。

さ
ら
に

「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
や

「他
国
籍

・
他
民
族
の
、
あ
る
1

人
や
l

i
族
」
を
そ
の
条
件
だ
け
で
分
析
者
が

「他
者
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
無
用
な

混
乱
を
招
く
。
箭
内
の
言
う
よ
う
な
政
治
性
が
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
「他
者
」

と
の
線
引
き
は
日
常
生
活
の
中
で
、
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

れ
を
あ
る
民
族
名
や
国
籍
名
と

一
致
さ
せ
て
表
現
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ

っ
て
、

そ
の
線
引
き

の
可
変
性
が
見
え
に
く
く
、
ま
た
表
象
し
に
く
く
な

っ
て
し
ま
う

か
ら
だ
。
例
え
ば

「在
日
朝
鮮
人
」
「日
系
ア
メ
リ
カ
人
」
に
関
す
る
論
文
で
は

以
下
の
よ
う
に

「他
者
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。



「彼
ら

(引
用
者
注

"
在
日
朝
鮮
人
)
は
日
本
人
が
自
分
と
は
違

っ
た
目

で
見
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
人
が
自
分
と
は
違

っ
た
人
間
で

あ
る
と
思

っ
た
り
し
な
い
。
彼

ら
は
、
自
分
た
ち
が
彼
ら
と
違
う
、
自
分
た

ち
の
方
が
異
邦
人
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
日
本
人
の
目
で
他

者
で
あ
る
自
分
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。」

(一り⑩
O
"N
卜
co)
多

「日
系
人
」
の

「人
種
」
と

「
他
者
」
境
界
の
変
容
に
つ
い
て
、
少
し
長
く

な
る
が
引
用
し
ょ
う
。

「『人
種
』
概
念
が
最
も
明
瞭
に
表
出
す
る
の
は
、
他
者
を
排
除
す
る
時
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
そ

の
境
界
が
変
化
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
。
…

(略
)
…
境
界
は
き
わ
め
て
恣
意
的
に
変
化
す
る
。
『他
者
化
』

さ
れ
た
者
の
成
員
性
は
人
種
の
境
界
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
要
は
、

誰
を

『他
者
』
と
す
る
か
、
誰
を
排
除
す
る
対
象
と
お
く
か
で
あ
り
、
そ
の

関
係
に
よ

っ
て
境
界
は
変
わ
り
う

る
。」

(一
⑩OO
"
bO①
O
I卜⊃①
刈)

「
『
バ
ク
ジ
ン
』
は
モ
デ
ル
で
あ
り
か
つ
他
者
化
さ
れ
た
抑
圧
者
の
意
味
を

持

つ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
三
世

の
日
々
の
実
生
活
に
お
け
る
白
人
ア
メ
リ
カ

人
と
の
接
触
や
交
友
関
係
は
、
他
者
で
は
な
い
、
自
分
を
取
り
巻
く
身
近
な

存
在
で
あ
る
。
他
の
三
世
か
ら

『完
全
に
ア
メ
リ
カ
人
化
し
て
い
る
』
と
評

さ
れ
る
三
世
で
も
、
自
人
ア
メ
リ
カ
人
の
親
友
を
持
ち
、
人
生
の
パ
ー
ト
ナ

ー
と
な
っ
て
い
る

一
方
で
、
『
バ
ク
ジ
ン
』
の
人
種
差
別
主
義
を
痛
烈
に
批
判

し
嫌
悪
す
る
。
彼
ら
に
と

っ
て
行
動
的
側
面
や
構
造
的
側
面
に
お
け
る
主
流

社
会

へ
の
同
化
と
自
ら
の
エ
ス

ニ
ッ
ク

.
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
必
ず
し
も

同
次
元
に
は
な
い
。
他
者
と
し

て
の

『
バ
ク
ジ
ン
』
と
他
者
で
は
な
い
白
人

が
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

(一〇
㊤①
"bO◎◎bQIトの◎oもQ)

「他
者
は
白
人
人
種
差
別
主
義
に
象
徴
さ
れ
る

『
バ
ク
ジ
ン
』
で
あ
り
、

必
ず
し
も
白
人
そ
の
も
の
を
他
者
化
し
て
は
い
な
い
」
(一Φ
り
①一bQQ◎
心
)

そ
し
て

「
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が
生
ま
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て

「中
国
系
の
例
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
か

つ
て
他
者
で
あ

っ
た
も
の
が
あ
る

次
元
の
自
己
の
境
界
の
内
側
に
同
居
す
る
存
在
と
な

っ
た
」

(一⑩り
O
"NQoα
)
(忽

上
記
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
あ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ

"

丁

人
」
は
、

「他
者
」
と
し
て
現
れ
る
時
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な

い
時
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

指
摘
す
る
こ
と
は
重
要
だ
。
問
題
は
時
に
、
分
析
者
が
単
な
る

「あ
る
人
々
」

を
表
す
語
と
し
て
も

「他
者
」
と

い
う
語
を
使
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

そ
れ
が
単
な
る

「あ
る
人
々
」
「他
の
人
々
」
を
表
し
て
い
て
も
、
そ
こ
に
何
か

「他
な
る
も

の
」
「他
者
性
」
が
あ
ら
か
じ
め
あ
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
し
ま

う
の
だ
。
あ
る
人
々
に
と

っ
て
、
別
の
人
々
に

「他
者
性
」
が
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
場
合
に
限

っ
て
分
析
用
語
と
し
て

「他
者
」
を
用
い
る
た
め
に
、
「他
人
」

と
い
う
日
常
語
を
こ
こ
で
導
入
し
た

い
。
本
稿
で

「他
人
」
は
、
単
に

「他
の

人
」
と
い
う
意
味
で
用

い
る
。
「赤

の
他
人
」
と
言
う
時
の
意
味
は
含
ま
な
い
。

上
記
の
例
を
使
え
ば
、
「他
者
で
は
な
い
白
人
」
や

「白
人
そ
の
も
の
」
は
、
た

だ
の

「他
人
」
な
の
だ
。
在
日
朝
鮮
人
の
子
供
は
、
自
分
が
朝
鮮
人
だ
と
知
ら

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
単
な
る
他
人
同
士
の
関
係
だ

っ
た
日
本
人

に
対
し
、
自
分
を
彼
ら
の

「他
者
」
と
し
て
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ

の
日
系
人
に
と

っ
て
、
中
国
系
(ア
メ
リ
カ
人
)が
自
己
の
境
界
の
内
側
に
な

っ
た

と

い
う
時
、
彼
ら
は

「自
己
」
に
な
る
わ
け
で
な
く
、
「他
者
」
と
の
境
界
に
よ

他 人が 「他 者」 になる とき 移民研究 と「他者」再考239



っ
て
現
れ
る

「わ
れ
わ
れ
」
側
の
中
の

「他
人
」
に
な
る
。
竹
沢
の
よ
う
に

「他
者
化
」
が
必
ず
排
除
に
つ
な
が

る
と
は
言
え
な

い
と
思
う
が
、
「他
者
」
の

境
界
は
可
変
的
で
あ
り
、
境
界
は
誰
を
他
者
と
し
て
意
識
す
る
か
に
よ
っ
て
決

ま
る
と
は
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
私
の
言
葉
で
言
え
ば
、
他
者
性
が
現
れ
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
他
人
を
他
者
と
す
る
境
界
が
現
れ
る
の
だ
。
「他
者
」
を
こ
う
定

義
し
よ
う
。

⑧

「他
者
」
は

「他
者
性
」
の
現
わ
れ
(認
識
)に
よ

っ
て
初
め
て
想
像
さ
れ
る

抽
象
化
さ
れ
た

「彼
ら
」
他
人

の
集
合
で
あ
る
。
「わ
れ
わ
れ
」
は
他
者
と

の
対
比
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
る
。
他
者
性
と
は
彼
ら
を

「わ
れ
わ
れ
」
と
し

て
含
め
得
な
い
も
の
と
し
て
想
像
さ
せ
る
予
測
不
可
能
な
、
あ
る
い
は
理
解

し
が
た
い
残
余
で
あ
る
。

こ
れ
は
他
の
人
間
で
あ
る

「
(9
p
o
甚
興

ゲ
⊆
ヨ
穹

び
Φ
ぎ
αq
11
)
o昏
興
」
と
、

既
存
の
概
念
や
予
測
を
す
り
抜
け
て
い
く

「残
余
と
し
て
の
o
夢
興
」
の
言
い
換

え
で
あ
る
。

「
(碧

o
号
奠

9

ヨ
穹

ぴ
Φ言
oq
11
)

o
窪
興
」

11

「他
人
」

「残
余
の
o
普
興
」
11

「他
者
性
」
「他
な
る
も
の
」

と
置
き
か
え
れ
ば
、
前
者
が
必
ず
後
者
を
意
味
し
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
聞
こ

え
る
ク
ロ
ウ
ェ
ル
ら
の
議
論
を
、
よ
り
厳
密
に
表
現
で
き
る
。
「他
人
」
の
集
団

が
必
ず

「他
者
」
と
し
て
表
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
人
は
、
「他
者
性
」
に
よ

っ
て

「他
者
」
と
し
て
想
像
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
「
他
者
性
」
が
個
人
の
特
異
性

と
し
て
限
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
個
人
の
性
質
と
し
て
だ
け
理
解
さ
れ
る
。

だ
が

「他
者
性
」
が
あ
る
人
々
に
共
有
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「他
人
」
が

402

そ
の

一
部
と
し
て
想
像
さ
れ
る
時
、
彼

・
彼
女
は

「他
者
」
と
見
な
さ
れ
る
。

⑧
に
よ

っ
て
現
れ
る
他
者
と
の
境
界

(他
者
境
界
)
は
、
そ
の
時

の
視
点
や
テ

ー
マ
に
よ
っ
て
現
れ
る
も
の
が
異
な
る
。
通
常

一
度
に

一
つ
の
境
界
し
か
行
為

者
に
意
識
さ
れ
ず
、
そ
の
境
界
に
基
づ
い
て
他
者
が
語
ら
れ
る
。
他
者
境
界
は

可
変
的
で
あ
る
。
あ
る

一
つ
の
境
界
も
固
定
的
で
は
な
く
、
消
滅
す
る
可
能
性

も
あ
る
。
境
界
は
名
が
あ
る
も
の
も
、
な
い
も
の
も
あ
る
。
既
存

の
名
の
あ
る

カ
テ
ゴ
リ
ー
問
の
境
界
と
他
者
と
の
境
界
は
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
。
だ
が
、

既
存
の
名

の
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
i
間
が
他
者
境
界
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
他
者
境
界
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
、
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
固

定
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
す
る
と
、
あ
る
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
が
他

者
性
を
持

っ
た
も

の
と
し
て
本
質
主
義
化
さ
れ
る
。
こ
こ
に

一
方
的
な
権
力
関

係
が
絡
む
時
に

「オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
的
な
他
者
構
築
が
起
こ
る
。
他
人
が

他
者
と
し
て
認
識
さ
れ
、
語
ら
れ
、
固
定
化
さ
れ
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
複

雑
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
後
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
「他
者
性
」
の
認
識
を
、

権
力
を
持

っ
た
表
象
す
る
側
が
、
被
表
象
者

(11
被
植
民
者
)
を

「他
者
」
化

す
る
政
治
学
だ
と
し
て
非
難
し
て
も
、
す
べ
て
が
同
じ
物
語
に
回
収
さ
れ
、
既

存
の
テ
ク
ス
ト
の
言
説
を
強
化
す
る
だ
け
で
終
わ

っ
て
し
ま
う

參
。
「被
植
民

者
た
ち
を
表
象
11
代
弁
す
る
こ
と

"
人
類
学
の
対
話
者
」
で
、
サ
イ
ー
ド
が
行

.
う
人
類
学

・
帝
国
主
義
批
判
が
よ
い
例
で
あ
る
。
『オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
サ

イ
ー
ド
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
生
々
し
い
現
象
を
捨
象
し
て
既
存
の
類
型
や
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
還
元
し
な

い
た
め
に
は
、
他
人
に
出
会
い
、
人
類
学
者

・
表
象
者

を
も
含
め
た
人
々
が
、
誰
を

・
い
つ

・
ど
ん
な
場
合
に
他
者
と
見
な
す
の
か
に



つ
い
て
の
言
説
を
注
意
深
く
追
い
、
常
に
既
存
の
枠
組
み
や
論
理
を
逃
れ
て
い

く

「他
者
性
」
「他
な
る
も
の
」
を
と
ら
え
る
プ
ロ
セ
ス
を
放
棄
し
な
い
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

3

「
他
者
」
と
移
民
研
究

移
民
研
究
は
人
類
学
の
見
直
し
に
よ

っ
て
盛
ん
に
な

っ
た
。
こ
こ
で
は

「他

者
」
概
念
と
移
民
研
究
の
問
題
設
定
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

「移
民
」
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
「在

日
外
国
人
」
「デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
「出
稼
ぎ

労
働
者
」

「定
住
外
国
人
」

「難
民
」

…
移
民
を
表
す
言
葉
は
様
々
に
あ
る
。
し

か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
異
な
る

「意
味
」
を
持

っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
注

意
を
促
し
た

い
の
は
、
上
記

の
語
が

「他

の
人
々
」
を
示
す
言
葉
、

つ
ま
り

「わ
れ
わ
れ
と
は
違
う
」
こ
と
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た

「他
者
」
を
表
す
言
葉
群

だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

「わ
れ
わ
れ
」
か
ら

「名
づ
け
」
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
「意
味
」
も
名
づ
け
た
側
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
れ
が

正
し

い
か
否
か
は
問
題
で
は
な

い
。
問
題
は
、
「わ
れ
わ
れ
」
と
の
関
係
を
示
し

た
は
ず
の
こ
の
語
群
が
、
彼
ら
の
属
性
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
が
ち

な
こ
と
だ
。
し
か
も
そ
れ
が

「他

者
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

彼
ら
が
名
乗

っ
た

「わ
れ
わ
れ
」
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
か
の
よ
う
に

「わ
れ
わ

れ
」
は
想
像
し
が
ち
だ
。

ま
た
注
意
し
な
く
て
は

い
け
な
い
の
は
、
「名
」
の
あ
る
集
団
に
対
し
て
個
々

人
の
帰
属
意
識

(例

"

「私
は
ベ
ト
ナ
ム
人
」
)
や
、
共
通
性
が
あ

っ
た
と
し
て

も

(例

"
在
日
ビ
ル
マ
人
の
ほ
と
ん
ど
が
高
学
歴
)
、
そ
れ
が
必
ず
し
も

「わ
れ

わ
れ
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
だ
。
語
る
相
手
が
他
の
名
を
持

つ
集
団
で
あ
る
時
、
彼
ら
は

「わ
れ
わ
れ
」

と
し
て
そ
の
集
団
名
を
名
乗
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
集
合
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
移
民

「内
部
」
で
の
ま
と
ま

り
の
な
さ
が

「分
裂
」
や

「争

い
」
に
見
え
る
の
は
、
初
め
か
ら
無

い
と
こ
ろ

に
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
見
る
側
が
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
可

能
性
が
大
き

い
。
「移
民
」
に
ま

つ
わ
る
語
が
常
に
他
者
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
し
か
な

く
、
常
に
自
他
の
区
別
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

一
致
し
な
い
、
と
い
う

の
で
は
な

い
。

自
他
の
区
別
の
重
要
性
や
名
の
重
要
性
が
、
個
々
の
事
例
に
よ
っ
て
異
な
る
こ

と
自
体
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
便
宜
上
、
研
究
対
象
を
定
め
、

=
疋
の
傾
向
を
探
る
上
で
必

要
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
は

一
つ
の
名
の
も
と
に
、
内
部
の
差

異
を
忘
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
移
民
研
究
が
常
に
人
類
学
者
に
考

察
を
要
求
す
る
の
は
、
名
が
な

い
境
界
、
現
れ
て
は
消
え
る
境
界
、
カ
.テ
ゴ
リ

ー
や
定
義
か
ら
は
み
出
し
て
し
ま
う
も
の
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
自
身
に
は
重

要
で
な
い

「名
づ
け
」
ら
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が

一
人
歩
き
し
た
り
、
「名
乗
り
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な

っ
た
り
、
逆
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
抑
圧
を
生
む
よ
う
な
状
況

な
ど
を
見
落
と
さ
な

い
様
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
説
明
に
新
た
な
名

づ
け

(労
テ
ゴ
リ
ー
化
)
を
す
る
こ
と
も
時
に
は
必
要
だ
が
、
こ
の
名
づ
け
も

何
か
を
忘
却
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
。
人
類
学
は
、
研
究
対
象
を
限
定

し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
を
も
と
ら
え
よ
う
と
す
る
た
め
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
化
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
疑
問
視
を
絶
え
ず
繰
り
返
す
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
。
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注(
1
)
も
と
も
と
ビ

ル
マ
語

で
は

「ビ

ル

マ
」

(口
語
)

・

「
ミ
ャ
ン
マ
ー
」

(文
語
)

と
も

に
同
じ
意
味

で
使
わ
れ

て
い
.た
。

が
、
前
年

に
民
主
化

運
動
を

武
力

弾

圧
し

た
軍
事

政
権

(ω
い
○
知
○
)

が
一
り
◎。
り
年

に
対
外
国
名
を
変

更
し
た
た
め
、

反
政

府
側
を
中
心

に

「
ミ

ャ
ン

マ
ー
」

の
使
用

に
反
対
す

る
者
も
少

な
く
な

い
。

ビ

ル

マ

ポ
ミ
ャ

ン
マ
ー
研
究
者

の
間
で
も
ど
ち

ら
を
使

用
す

べ
き
か

に

関
し

て
は
意
見

が
分

か
れ
る
。
在

日
ミ

ャ
ン
マ
ー
国
籍
人

の
大
多

数
は
、

日

本

語
で
も

「
ミ
ャ
ン

マ
ー
」
を
使

用
し
て

い
る
。
だ

が
私

の

フ
ィ
ー

ル
ド

ワ

ー
ク

の
キ
ー
イ

ン

フ
ォ
ー

マ
ン
ト

が

「
ビ

ル

マ
」

を
使

用
し

て
い
た

の
で
、

こ
こ
で
は

一
般

的
な
総
称
と

し
て

「ビ

ル
マ
」
を
用

い
る
。

(2
)
日
p
ヨ
霞

P

内
簿

ω⊆
蔘
一
.、Hロ
江
B
讐
①
カ
Φ
『
江
8

。。
三
ロ
ω
5

bd
霞

ヨ
9
。
↓
冨

O
Φ
茸

話

ho
「
国
器

け
〉
臨
雪

〇
三
ε

鐔

一
〇〇
ε

島
①
ω
<
o
一●
誇

H
一
㊤
O
ω

署

・一
∵

も。
①
、

田
村
克
己

「入
と

つ
き
あ
う
」

『
ア
ジ

ア
読

本

冖
ビ

ル
マ
』
河
出
書
房
新

社
、

一〇
〇
刈
年

、
暑

・這
O
山
N
O
に
ビ

ル

マ
本

国
に
お
け
る

「
親
し

い

(キ

ン
)
」

関
係

の
重
要
性
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

「親
し

い
」
関
係
は

一
個
人
同
士

の
問

-
で
結
ば
れ
る
個
人
的

二
者
関
係

で
あ
り
、

「グ

ル
ー
プ
」

と
し

て
の
関
係

で
は

な

い
。

(3
)
ビ

ル

マ
人
が
グ

ル
ー
プ
内

や
グ

ル
ー
プ
周

の
統

一
を
欠
く

こ
と
は

、
し
ば

し

ば
指
摘

さ
れ
る
。

こ
こ
で

い
う
線
引
き
は

、
必
ず
し
も
統

一
性

の
欠
如

や
競

争
と

同
じ
意

味

で
は

な

い
が
、
そ
れ
と

の
関
連
を
類
推
さ
せ

る
に
十
分

な
ほ

ど

で
あ

る
。
.民
主
化

運
動

に
お
け

る
学
生

団
体
や
政
党

の
多
数
乱
立

・
内

部

分
裂

に
関
し

て
は
ア
ウ
ン
サ

ン
ス
ー
チ
ー

『
ア
ウ
ン
サ

ン
ス
ー

チ
ー
演
説
集
』

み
す
ず
書

房

一
り
O
①
年

、
ピ
一p
9

①
さ

bσ
①
畧
=
.
O
q
鷺
鼬
恥
Φ
、
φ
蹄
に
鶚

丶Φ
智
丶

b
Φ
ヨ
o
o
建

6
ざ

幻
①
<
δ
≦

勺
O
⊆
一ω
げ
ぎ
Oq
一
り
◎。
Φ
、
伊

野
憲

治

「ミ

ャ
ン

マ
ー

『民
主
化
』

運
動

に
お
け
る
民
衆
行

動
の
諸
特
徴
」

『北
九
州
大
学
法
政
論
集
』

第

二

一
巻
第

一
号

お
り
ω
年

、
藤
田
昌
弘

『誰
も
知

ら
な
か

っ
た
ビ

ル
マ
』
文

芸
春
秋

、
一
り
◎。
り
年
、
な
ど
。
主
な
理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
個
人
的
確
執
、

.
・
.人
間
不
信
、

リ
ー
ダ

ー
シ

ッ
プ
争

い
な
ど

で
あ

り
、
イ

デ
オ

ロ
ギ
i
対
立

で

は
な

い
と

い
う

見
方

が

一
般
的

で
あ

る
。
歴

史
に
常
態

の
よ
う

に
現
れ

る
リ

ー
ダ
ー

シ

ッ
プ
争

い
に
関
し
て
は
田
村
克
己

「
王
権

と

『叛
逆
』

"
ビ

ル

マ

の
王
権
」

『
王
権

の
位
相
』
松

原
正
毅
編

、
弘
文
堂

、

一
り
O
一
年

、
O
P

一
刈
甲

一㊤
ω
お
よ
び

田
村
克
己

「
『伝
統

』
の
継
承
と
断
絶

"
ビ
ル

マ
政
治

の
リ
ー
ダ

ー
シ

ッ
プ
を
め
ぐ

っ
て
」

『現

代

の
社
会

人
類
学
ω
国
家

と
文
明

へ
の
過
程
』

伊
藤

亜

人

・
関
本

照
夫

・
船

曳
健

夫

編
、
東

京

大
学

出

版
会

、

一
㊤
Q。
刈
年

"

8

・◎。
ω
-一8

(4
)
例
え
ば

、
太

田
好
信

『
ト

ラ
ン
ス
ポ

ジ
シ

ョ
ン
の
思
想

冖
文
化
人
類

学

の
再

想
像
』
世
界
思
想
社
、

一
り
Φ
Q。
年

(5
)
浜
本
満

「文

化
相
対
主
義

の
代
価
」

『理
想
』

一
〇
。。
㎝
年

。。
月
三
〇
・①
N
冒

P
一
〇
甲

一
b。
一
お
よ
び

「差
異

の
と
ら
え
か
た

U
相
対
主
義
と
普
遍
主
義
」
岩
波
講
座
文

化
人
類
学
第

這
巻

『思
想
化
さ
れ
る
周
辺
世
界
』

一
8
①
年

O
や
$

む
O
を
参
照

(6
)
。っ
9

旨
臼

b

:
、、〉
薯

9。
話
旦

二

霙
巴

8

巴

ゆ
巴

静

..
冒

肉
壁

§

建

信

躄

儀

匍
Φ
丶緯
丶ミ
娩葺

ζ
.
出
o
=
一ω
き

島
Oo
.
い
艮

①
ρ

巴
ω
こ
一
お
山
Q。
ρ

0
鋤
ヨ
耳
薤
oq
ρ

]≦
〉
じ
く
口
↓
勹
『Φ
ω
9

一
Φ
Q。
b。
.

(7
二

σ
三
①
σ
α
・
9

奠
σ
臼

b
・
6
。。
b。
"
巳

黯

(8
)
O
①
ぎ

①
び
野

、.O
穹

①
蕁
=
口
9
0
含

a

8

"
幻
Φ
蕚

三

ω
ヨ

鋤
巳

q
三
く
霞
ω
巴
幹
..

ぢ

§

丶奉

銹
鋤
む

o
丶
ぎ

§

壁

§

o
曇

ひ
切
・
ピ
δ
琶

田
巳

一
.
O
契

"
巴

2

一
,b。
ρ

O
固
8
耳

己
oq
Φ
…
O
固
ヨ
訂

冠
oq
o
C
口
ぞ
興
ω
詳
《
牢

Φ
ω
9

一
り
o。
一
も

・㎝

(
9
)

。。
旨

9

ζ

曁

。
a

●
〉
ミ

ご
、
8

。
丶壗

9

丶
O
§

こ

丶
窪

§

Φ
器

bu
丶
。
瀞

§

⑦
鍵

匙
$

き

G
巳

建
麸

丶
〉
旨
題
丶遂

す

Z
①
芝

切
把

磊

蠡

o
貫

↓
蕁

昌
器

〇
二
〇
口

勹
ロ
σ
一一珍

霞

ω
し

り
Φ
N

(10

)
箭

内

匡

「
『
他

な

る
も

の
』

か

ら

『似

た

も

の
』

へ
"未

来

の

民
族

誌

に
む

け

て
」

『民
族

学
研

究

』

一
㊤
潔

年

、

㎝
O
＼N
、

8

一
刈
O
山
譲

(11

)
サ

イ

ー

ド

、

エ
ド

ワ

ー

ド

『
オ

リ

エ

ン

タ

リ

ズ

ム

』

上

●
下

、

平

凡

社

、

一Φ
Φ
。。
年

2



(12

)

ク

リ

フ

ォ

ー

ド

・
マ
ー

カ

ス
編

胴
春

日

直

樹

[ほ

か

]
訳

・
紀

伊

國

屋

書

店

、

一
㊤
8

年

、
岩

波

書

店

(13

)
冒

匿

暮

①
ω
詩

σ
β
P

↓
巨

①
鋤
p
O

9

Φ

0
9

Φ
が

O
o
ご
ヨ

三
p。
ご
p
一<
Φ
邑

蔓

勹
hΦ
ωω
し

り
Oo
QQ

(14

)
>
9

巴

霞

巴
矯
〉
民
言

p
・一
〇
り
○。
...

⊆
三

昌
oq

田

Φ
遷

機
畠

く

ぢ

H
け
ω
コ

p
8

・..

0
巳
け霞

巴

〉
冓

洋

8

0
δ
黷

ω
(一
)"
ω
孚
ω
㊤

(
15

)
9

冨

効
巳

閃
①
お

・
ω
。
三

Φ
Φ
刈

..しd
馨

巳

.o
巳
§

Φ
.n
。。
8

。
ρ

Hα
①
言

多

9
昌
α

9

①
勺
o
一三

〇
ω
o
h
9

訣
霞

Φ
p
8

..
ぢ

O
巳

叶霞

ρ

勹
o
≦
①
さ

コ

鋤
8

●

U
ロ
}

p
ヨ
雪
∪
爵

Φ
q
巳
く
臼

。。
詳
く
勹
お

ω
ω
一り
Φ
刈
も

歹
ω
ω
-9

(16

)

Qo
宜
琴

沼

譽

Ω
U
屋

風
磊

..↓
≦
o
囚
ぎ
α
ω
o{
〉
コ
ニ
①
ω
ω
①
暮

帥巴
6
8

き

α
↓
ロ
Φ
マ

O
o
諺

Φ
ρ
¢
Φ
P
8

ω
、.
9

達

o
亀

腎

Q
ξ
煢

b。
b。
Qo
;
ヨ

ヨ
興

一
Φ
Φ
9

刈
ω
㎝
-①
ω
に

お

け

る
多

文

化

主

義

の
提

唱

に

対
す

る

反
論

、

↓
一ヨ

U
Φ
p
目

..↓
≦
o

函
ぎ

島

o
h
O
島

興

碧

α

↓
蕃

冒

O
o
p
ω
8

話

g

o
ω
..

象

誉

旺

穿

Q
鼠
黛

b。
ω
ω
¢
ヨ
ヨ
興

O
O
●Φ
一
?
Φ
b。
O
を

見

よ

。

デ

ィ
ー

ン

は

ラ

カ

ン
の
精
神
分
析
学

の
立

場
か
ら

「
他
者

(○
匪
興
)
」
を
差
異

や
カ
テ
ゴ

リ
…

へ
、

具

体

的

に

は

性

的

・
社

会

的

少

数

者

(
ω
0
9
巴

雪

α

ω
①
×
⊆
巴

慧

p
o
葺

δ
ω
V

で
あ
る

「他

の
人

々

(o
葺
巽
ω)
」

に
還
元
す

る
こ
と

に
強
く

反
対
す
る
。
こ
れ
は
社
会
的
な
他
者
化

(ω
ひ
o
一巴

o
窪
Φ
ユ
p

oq
)
、

つ
ま
り
周
縁

化

(∋
摯。
凝

ぎ
曁

鎚
ぼ
o
p
)
だ
が
、
こ

の
意
味

で

「他
者

(9
Φ
0
9
興
)
」
を

用

い
る
と
、

カ

テ
ゴ

リ
i

・
類
似

(相
違
)

の
定
義

・
自
他

の
区
別
な
ど

に

収
ま
ら
な

い
も

の

(O
け『
Φ
同
○
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   Who is the "Other"?: Rethinking and redefining the "other" 

         through immigrant studies and philosophy 

                      Sachiko TANUMA 

   The idea and construction of the "other" has been criticized in Anthropology. 
It came to the point where some anthropologists would argue that otherness is the result of power 

relations and that we must denaturalize and deconstruct otherness. This paper reexamines what such 

anthropologists think about the "other" and "otherness" and calls their premises into question. 

   There are also recent critiques from some philosophers toward postmodernism which argue that 
"there is no other" in postmodernist studies. Using their idea of the "other" and examining the usage of 

the term the "other" in recent immigrant studies in Japan, I will redefine this term using the colloquial 

Japanese term "tanin," which simply means "another human being." This enables us to use "tasha" as a 
term for social analysis. The word "tasha" itself has an unfamiliar, abstract nuance. Confusion arises 

when people use this term to mean anyone but "oneself," people other than "us," people who are 
marginalized, people who are studied, and so on. This paper suggests using the word "tasha" only when 

there is otherness felt and mentioned towards others by someone. The boundary of otherness between 
other and self is seen only from one place and time. Seen from different point of views and occasions, 

different boundaries will be perceived by the same person. Such differentiation cannot be reduced to 

mere political strategies. Rather, the "politics of otherness" is just one aspect of a complex process by 

which we perceive an "other." 

Key words 

   the other, "Other," "migrant," boundary, named or not
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