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197－書評 

 
 
◇書 評◇ 

Dossie Easton, Catherine A. Liszt 
The Ethical Slut 

 

Greenery Press, California, 1997. 

 
 
 

林 健太郎    

 
 

は
じ
め
に 

 

本
書
は
、
本
書
の
著
者
の
一
人
で
も
あ
るJanet W

. H
ardy

（
以
下
ハ
ル
デ
ィ
）

が
創
設
し
た
出
版
社G

reenery Press

か
ら
出
版
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
。
本
書
は

C
atherine A

. Liszt

名
義
で
出
さ
れ
て
い
る
が
、
他
に
はLady G

reen

名
義
で

出
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
多
く
はD

ossie Easton

（
以
下
イ
ー
ス
ト

ン
）
と
共
著
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
彼
女
は
自
身
の
子
供
が
幼
い
う
ち
は
ペ

ン
ネ
ー
ム
を
使
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
本
名
で
あ
るJanet W

. H
ardy

で
統
一
し

て
い
る
）
。
当
出
版
社
か
ら
は
、
性
、
性
愛
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
問

題
を
取
り
扱
っ
た
著
作
が
幅
広
く
世
に
出
さ
れ
て
お
り
、
本
書
は
そ
の
中
で
も

最
も
読
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
ハ
ル
デ
ィ
は
当
出
版
社
を
経
営
す
る

傍
ら
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
のSt. M

ary’s C
ollege

に
て
大
学
院
生
と
し
て
研
究

に
従
事
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今
ま
で
数
多
く
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
ク
ィ

ア
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
て
講
師
や
講
演
者
な
ど
と
し
て
の
活
動
を
し
て
き
た
が
、

現
在
は
一
時
的
に
減
ら
し
て
い
る
。
も
う
一
人
の
著
者
で
あ
る
イ
ー
ス
ト
ン
は
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
生
ま
れ
、
現
在
は
（
特
に
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
専
門
家
と
し
て
の
）
サ
イ
コ
セ
ラ
ピ
ス
ト
と
し
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

に
拠
点
を
構
え
て
い
る
。
彼
女
は
夫
婦
・
家
族
療
法
医
（M

arriage and Fam
ily 

Therapist

）
と
し
て
活
躍
す
る
傍
ら
、
今
も
さ
ま
ざ
ま
大
学
や
団
体
に
て
講
演

な
ど
と
し
て
の
活
動
を
続
け
て
い
る
。 

本
書
の
特
徴
と
し
て
は
、”slut”

と
い
う
本
来
は
女
性
に
対
し
て
軽
蔑
的
、
攻

撃
的
な
意
味
を
持
つ
単
語
を
定
義
し
直
し
、
そ
のslut

と
し
て
の
思
想
や
他
者
と
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の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
点
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
後
に
述
べ
る
と
し

て
、
簡
潔
に
言
え
ば
性
行
為
を
含
む
性
愛
関
係
を
同
時
に
二
人
以
上
と
も
つ
こ

と
に
不
道
徳
性
を
感
じ
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
に
実
践
す
る
人
の
こ
と
を
指
す
。

性
行
為
を
単
な
る
本
能
的
に
欲
望
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
て
し
ま
う
と
、
著
者
ら

の
主
張
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
性
愛
関
係
と
は
、
生
物
学
的
な
性
や
社

会
的
な
性
、
性
自
認
や
性
的
指
向
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
影
響
さ

れ
、
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
彼
女
ら
はslut

と
し
て
生
き
て
い

る
自
分
た
ち
や
彼
女
ら
が
人
間
的
関
係
を
持
っ
た
人
々
の
経
験
談
を
交
え
な
が

ら
自
分
た
ち
の
思
想
の
中
心
を
模
索
す
る
。
そ
こ
に
は
、
近
代
社
会
に
お
け
る

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
変
遷
、
特
に
昨
今
は
ク
ィ
ア
や
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
み
の
問
題
で
は
な
い
と
さ
れ
て
き
て
い
る
ポ
リ
ア
モ
リ
ーi

 

の
研
究

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。 

倫
理
的
なslut

で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

 

第
一
章
で
は
、
本
書
に
お
け
る
言
葉
遣
い
の
定
義
と
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
直

し
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
歴
史
や
背
景
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
最
も
重
要
な
の
は
、slut

と
い
う
言
葉
に
付
与
さ
れ
る
前
提
で
あ
る
。

上
で
述
べ
た
よ
う
に
、slut

と
い
う
語
は
一
般
に
は
他
者
を
中
傷
す
る
目
的
に

お
い
て
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
様
々
な
男
性
と
見
境
な
く

性
愛
関
係
を
持
つ
よ
う
な
女
性
に
、
道
徳
観
念
の
な
い
女
性
と
し
て
の
レ
ッ
テ

ル
を
貼
る
た
め
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
著
者
ら
は
次
の
よ
う
に
定

義
し
直
す
。
つ
ま
りslut

と
は
、
性
行
為
は
素
敵
な
こ
と
で
あ
り
快
楽
は
人
に

と
っ
て
良
い
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
基
底
と
し
た
生
き
方
を
す
る
人
で

あ
る
。
そ
し
て
、
本
来
は
女
性
の
み
を
対
象
と
す
る
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

ど
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
て
も
そ
う
呼
ば

れ
う
る
と
し
た
。 

こ
こ
に
は
二
つ
の
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
性
愛
や
性

行
為
を
根
本
的
に
は
「
良
い
」
こ
と
だ
と
前
提
し
て
い
る
こ
と
。
著
者
ら
は
、

無
根
拠
に
性
的
な
も
の
を
「
良
い
」
こ
と
だ
と
主
張
す
れ
ば
多
く
の
反
発
が
あ

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
予
想
し
て
い
る
。
望
ま
れ
ぬ
妊
娠
に
エ
イ
ズ
や
そ
の

他
の
性
病
な
ど
、
挙
げ
て
い
け
ば
切
り
が
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
女
ら

は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
をabuse

と
い
う
単
語
で
片
付
け
て
い
く
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ら
は
悪
用
さ
れ
た
例
を
挙
げ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ど
ん
な
も
の
で
も
悪
用

さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
は
性
愛
や
性
行
為
を
根

本
的
に
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
。 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
単
純
か
つ
消
極
的
な
理
由
で
こ
の
議
論
を
終
わ
ら
せ

て
も
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
性
愛
や
性
行
為
が
「
良
い
」

こ
と
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
は
な
い
と
私
は
考
え
る
。
第
四
章
で
著
者

ら
自
身
が
語
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
「
良
い
」
と
「
悪
い
」
の
二
値
的
な
価
値

判
断
を
超
え
た
も
の
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
点
で
は
そ
こ

ま
で
は
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、
話
を
次
に
進
め
る
と
す
る
。 

も
う
一
つ
は
、
性
の
区
別
を
二
値
論
的
に
考
え
ず
に
、
も
っ
と
広
い
も
の
と

し
て
と
ら
え
て
い
る
点
。
つ
ま
り
、「
女
性
」
の
み
が
指
示
の
対
象
と
し
て
あ
り

え
た
の
に
対
し
て
、
た
だ
単
に
「
男
性
」
も
対
象
と
し
て
認
め
た
の
み
な
ら
ず
、

人
間
で
あ
る
限
りslut

た
り
得
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
性
愛
ま
た
は
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性
行
為
の
主
体
か
ら
、
性
の
区
別
を
取
り
除
い
た
の
で
あ
る
。 

こ
こ
に
は
、
あ
る
意
味
で
は
あ
り
が
ち
で
は
あ
る
が
、
あ
る
意
味
で
は
逆
説

的
な
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
し
も
性
的
な
区
別
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、

い
か
に
し
て
そ
の
上
で
性
愛
の
感
情
を
抱
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
決

す
る
に
は
、「
性
的
な
」
と
い
う
形
容
表
現
を
根
本
的
に
問
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
だ
が
、
こ
の
問
題
も
こ
の
時
点
で
問
う
に
は
早
す
ぎ
る
た
め
、
第
四
章
ま

で
後
回
し
に
す
る
こ
と
に
す
る
。 

で
は
、
以
上
に
て
示
し
て
き
た
よ
う
なslut

た
ち
は
、
い
か
に
し
て
倫
理
的
だ

と
呼
べ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
も
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
す
で
に
矛
盾
を

は
ら
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
同
時
に
二
人
以
上
の
人
と
性
愛
関
係
を
結
ぶ
こ
と

自
体
が
倫
理
に
反
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
と
、
倫
理
的
なslut

と
い
う
表

現
は
最
初
か
ら
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
、
著
者
ら
は
そ
の
よ
う

な
前
提
は
受
け
入
れ
な
い
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
倫
理
観
は
こ
の
モ
ノ
ガ
ミ
ーii

著
者
ら
が”ethical”

と
い
う
語
で
示
し
た
か
っ
た
内
容
に
は
、
お
そ
ら
く
新
し

い
意
味
づ
け
を
す
る
と
い
う
意
味
で
の
積
極
性
は
低
い
。
本
書
で
のslut

と
い

う
語
は
、
性
愛
感
情
や
性
愛
関
係
を
持
つ
対
象
と
の
関
係
以
外
は
ご
く
一
般
的

な
、
常
識
的
な
人
間
と
そ
う
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
消
極
的
な
意
味
でethical

と
い
う
形
容
表
現
が
タ
イ
ト
ル
、
も
し
く
は
文
中
で
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。 

中
心
主
義
的
な
社
会
や
文
化
の
中
で
は
当
然
視
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
著
者
ら
は
、slut

と
し
て
生
き
る
こ
と
は
た
だ
単
に
欲
望
に
忠
実
に
な
る
こ
と

と
は
異
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
。 

 

 

他
者
と
の
関
係 

 

第
二
章
に
お
い
て
はslut

同
士
の
相
互
作
用
に
関
し
て
、
第
三
章
に
お
い
て

は

slut

と
世
間
、
実
社
会
と
の
相
互
作
用
に
関
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。slut

的
な
思
想
の
中
で
は
、
個
人
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
他
者
と
い
う
も
の

を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

第
一
章
ま
で
の
記
述
を
踏
ま
え
る
限
り
、slut

た
ち
は
性
的
な
も
の
に
対
す

る
制
約
や
、
明
確
な
境
界
か
ら
は
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ

と
は
裏
腹
に
、
著
者
ら
は
個
人
間
の
境
界
の
重
要
性
を
説
く
。
こ
こ
で
い
う
「
境

界
」
と
は
一
体
何
か
。
著
者
ら
は
、
自
身
が
ど
こ
か
ら
始
ま
り
、
ど
こ
で
終
わ

る
の
か
、
い
か
に
し
て
個
と
し
て
分
離
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
物
的
な
境
界
を

比
喩
的
に
用
い
、
個
々
の
感
情
、
個
々
の
意
思
を
他
者
か
ら
分
離
す
る
も
の
と

し
て
の
境
界
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
単
純
に
他
者
を
規
定
し
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
他
者
と
は
一
体
ど
こ
か
ら
で
あ
り
、
自
己
と
は
一
体
何
を
指
す
の
か
。

こ
の
哲
学
的
に
も
伝
統
的
か
つ
基
礎
的
な
問
題
は
、
そ
う
そ
う
簡
単
に
解
決
で

き
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
性
愛
感
情
を
持
つ
た
め
に
は
基
本
的

に
は
他
者
の
存
在
を
前
提
と
す
る
し
、
性
愛
関
係
も
「
関
係
」
を
持
っ
て
い
る

時
点
で
他
者
を
必
要
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
簡
単
に
他
者
と
の
境

界
を
設
定
し
て
し
ま
う
の
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。 

著
者
ら
は
境
界
の
議
論
を
行
う
直
前
に
、
性
愛
感
情
も
し
く
は
性
愛
関
係
を

複
数
の
人
に
対
し
て
持
つ
よ
う
な
人
間
は
、
何
の
壁
も
制
約
も
な
い
世
界
に
住
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み
、
分
別
も
境
界
も
な
い
よ
う
な
人
間
だ
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
こ
と
を
問
題

視
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
般
に
必
要
だ
と
さ
れ
る
個
人
の
尊
重
や
個

人
間
の
ル
ー
ル
の
有
無
と
、
性
愛
の
対
象
の
方
向
と
数
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
問
題
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
自
体
は
そ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら

考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
と
は
言
え
、
意
思
、
他
者
、
境
界
に
対
し
て
強

引
な
前
提
に
立
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
。 

第
二
章
か
ら
第
三
章
に
か
け
て
は
、
個
人
の
境
界
と
い
う
も
の
を
あ
る
程
度

前
提
と
し
な
が
ら
他
者
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
確
か

に
境
界
と
い
う
も
の
は
そ
ん
な
に
単
純
に
設
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
個
々
人
を
思
い
切
っ
て
非
常
に
素
朴
に
肉
体
と
し
て
か
つ

意
思
と
し
て
分
離
で
き
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
も
利
点
は
存
在
す
る
。
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
か
。
本
書
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
性
愛
、

性
行
為
に
対
す
る
今
ま
で
の
考
え
方
や
前
提
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
の
（
当
時
に

お
い
て
は
）
新
し
い
・
革
新
的
な
と
ら
え
方
を
提
案
し
・
体
系
化
を
試
み
て
い

る
と
い
う
点
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
書
に
は
、
よ
り
実
践
的

に
、
実
際
にslut

と
し
て
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
を
肯

定
し
、
周
囲
や
他
者
と
関
わ
っ
て
い
け
る
か
を
伝
え
る
と
い
う
役
割
も
意
図
さ

れ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
は
、
例
え
ば
婚
姻
関
係
が
法
的
に
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
る
か
と
い
う
問
題
や
、
回
避
で
き
る
性
病
を
回
避
す
る
こ
と
な
ど
は
、
個
人

を
単
純
な
単
位
を
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
最
も
有
効
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
法

や
制
度
、
社
会
意
識
を
根
本
的
に
変
え
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
す
る
な
ら
ば
別

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
最
低
限
の
社
会
へ
の
順
応
も
必
要
だ
と
い
う
こ
と
も

確
か
で
あ
る
。 

 

多
元
論
的slut 

 

最
終
章
で
あ
る
第
四
章
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
補
足
に
加
え
て
、
結
論

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
ら
は
、
人
々
が
持
つ
人
間
関
係
や
思
想
が
、
属
す

る
文
化
や
社
会
の
持
つ
信
念
や
思
想
に
少
な
か
ら
ず
と
も
制
限
さ
れ
て
い
る
と

い
う
立
場
を
と
る
。
そ
し
て
、
彼
女
ら
は
人
間
関
係
に
対
す
る
三
つ
の
思
想
の

パ
タ
ー
ン
を
挙
げ
る
。 

一
つ
目
は
、
一
元
論
的
立
場
。
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
構
造
や

関
係
は
一
つ
の
要
素
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
疑
問
や
問
題
は

と
あ
る
一
つ
の
答
え
に
必
ず
収
束
す
る
、
と
い
う
考
え
が
導
か
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
考
え
の
上
で
は
、
た
と
え
ば
理
想
的
だ
と
言
わ
れ
る
婚
姻
関
係
に
関
し
て

は
、
絶
対
的
一
点
と
し
て
存
在
す
る
理
想
像
に
一
致
し
て
い
な
い
時
点
で
、
良

い
関
係
だ
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
当
然
、
そ
の
よ
う
な
一
点
に
完
全
に
一
致
す

る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
だ
が
、
そ
の
理
想
像
の
持
つ
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る

と
社
会
的
、
世
間
的
に
判
断
さ
れ
れ
ば
そ
れ
は
「
良
い
」
関
係
と
呼
ば
れ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
絶
対
的
な
理
想
像
と
の
一
致
不
一
致
で
関
係
の
良
し
悪
し

を
判
断
す
る
よ
う
な
立
場
を
著
者
ら
は
一
元
論
的
立
場
と
呼
び
、
一
点
と
し
て

の
理
想
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
い
る
点
を
批
判
す
る
。 

二
つ
目
は
、
二
元
論
的
立
場
。
そ
こ
で
は
、
仮
に
身
体
と
精
神
が
分
か
れ
て

い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
よ
う
に
す
べ
て
は
二
つ
の
極
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う

考
え
が
元
と
な
り
、
人
間
関
係
・
性
愛
関
係
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ

る
。
個
々
の
関
係
は
、
良
い
か
悪
い
か
の
ど
ち
ら
か
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
な
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い
。
一
元
論
的
立
場
と
似
て
い
る
点
と
し
て
、
軸
の
片
方
に
「
正
解
」
を
置
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
な
正
し
さ
を
基
準
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
も
同
じ
く
、
著
者
ら
は
批
判
す
る
。 

さ
ら
に
こ
の
二
元
論
的
立
場
に
お
い
て
は
、
批
判
の
対
象
は
評
価
や
正
し
さ

に
止
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
「
単
」
と
「
複
」
を
二
元
論
的
立
場
に
お
い
て
分

離
す
る
と
い
う
考
え
方
自
体
が
、
モ
ノ
ガ
ミ
ー
中
心
主
義
の
上
で
一
対
一
関
係

以
外
の
関
係
の
排
除
を
助
長
し
て
い
る
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、「
愛
し
て
い
る
」

と
い
う
感
情
と
、「
愛
し
て
い
な
い
」
と
い
う
感
情
を
排
中
律
的
に
と
ら
え
る
と
、

愛
に
種
類
や
程
度
を
一
切
認
め
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ま
さ
に
性
愛
が

画
一
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
、
と
。 

三
つ
目
は
、
多
元
論
的
立
場
。
既
に
述
べ
た
二
つ
と
比
べ
大
き
く
異
な
り
、

著
者
ら
が
支
持
す
る
立
場
で
あ
る
。
個
々
の
関
係
を
一
つ
あ
る
い
は
二
つ
の
要

素
に
単
純
化
す
る
こ
と
な
く
、
関
係
そ
の
も
の
を
そ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る

立
場
で
あ
る
。
人
と
人
と
が
関
係
す
る
こ
と
、
愛
す
る
こ
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を

表
現
す
る
こ
と
、
家
族
を
形
成
す
る
こ
と
、
そ
し
て
世
界
の
中
で
存
在
す
る
こ

と
の
方
法
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
り
、
ど
れ
も
画
一
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
著
者
ら
は
、
そ
の
よ
う
に
多
元
的
な
視
点
に
立
つ
こ
と
を
重
要
視
す

る
。 こ

こ
で
、slut

と
い
う
語
を
再
定
義
し
た
際
の
問
題
点
に
話
を
戻
す
と
す
る
。

ま
ず
は
、slut

と
は
性
愛
や
性
行
為
を
根
本
的
に
「
良
い
」
こ
と
だ
と
感
じ
て

い
る
人
だ
と
前
提
し
て
い
た
点
に
関
し
て
。
固
定
化
さ
れ
た
一
点
と
し
て
の
「
良

い
」
こ
と
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
評
価
基
準
を
持
つ
一
元
論
的
な
立
場
も
、

「
良
い
」
こ
と
と
「
悪
い
」
こ
と
を
排
中
律
的
に
区
別
し
て
そ
の
ど
ち
ら
か
に

あ
て
は
め
る
よ
う
な
二
元
論
的
な
立
場
も
、
そ
の
ど
ち
ら
も
第
四
章
に
お
い
て

否
定
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
や
は
り
、slut

の
定
義
の
中
で
「
良
い
」
と

い
う
表
現
を
用
い
る
の
は
適
切
で
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
性
行
為
を

素
敵
な
も
の
だ
と
感
じ
、
そ
れ
に
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
人
」
の
よ
う

に
よ
り
広
く
定
義
を
構
え
た
と
し
て
も
、
本
書
に
お
け
る
一
貫
し
た
考
え
に
は

矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
。 

も
う
一
つ
は
、
性
別
を
二
値
論
的
に
と
ら
え
ず
に
、
性
の
区
別
を
否
定
し
た

上
で
性
愛
感
情
を
抱
く
こ
と
が
あ
り
え
る
の
か
と
い
う
問
題
。
第
四
章
で
も
述

べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
著
者
ら
は
性
の
区
別
と
し
て
男
性
性
と
女
性
性
の
二

つ
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
否
定
し
、
個
々
人
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
そ

の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
を
と
る
。
と
は
言
う
も
の
の

性
愛
感
情
を
抱
い
て
い
る
人
は
、
文
字
通
り
対
象
と
し
て
性
的
な
も
の
を
感
じ

て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
性
の
区
別
を
せ
ず
に
性
的
な
も
の
を
感
じ
て
い
る
と
い

う
事
態
は
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
問
題
は
、
著
者
ら
自
身
が

二
元
論
的
立
場
を
批
判
す
る
と
き
に
も
言
及
し
て
い
る
愛
の
種
類
や
程
度
を
考

え
る
と
進
展
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
性
愛
感
情
を
ま
る
で
そ
の
最
た
る
も
の

が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
点
が
矛
盾
を
導
い
て
い
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

で
は
、
実
際
に
「
性
的
な
」
と
い
う
形
容
表
現
で
私
た
ち
は
一
体
何
を
意
味

す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
は
、
性
に
関
す
る
研
究
す
べ
て
に
関
連

す
る
疑
問
で
あ
る
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
一
対
一
関
係
を
前
提
と
し
な
いslut

に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
前
に
「
性
的
な
関
係
」
自
体
が

一
体
何
な
の
か
に
つ
い
て
は
深
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
般
的
に
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言
わ
れ
る
性
愛
関
係
の
前
提
を
越
え
出
た
関
係
を
な
お
性
的
な
関
係
で
あ
る
と

呼
ぶ
と
き
、
実
際
に
は
何
が
「
性
的
だ
」
と
言
え
る
の
か
を
考
え
る
上
で
の
ヒ

ン
ト
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
異
性
関
係
か
つ
一
対
一

関
係
と
い
う
性
質
を
持
た
な
い
関
係
が
、
そ
れ
で
も
非
背
徳
的
な
性
愛
関
係
と

し
て
成
立
す
る
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
性
愛
と
そ
の
他
の
愛
を
区
別
す

る
倫
理
観
や
貞
操
観
は
少
な
く
と
も
当
然
視
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 注 （
１
）polyam

ory

。
複
数
恋
愛
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。
ポ
リ
ア
モ
リ
ー
研
究
を
行
う
デ
ボ
ラ
・

ア
ナ
ポ
ー
ル
が
本
書
の
直
前
に
刊
行
し
た
著
作
に
よ
る
と
、
責
任
あ
る
非
一
夫
一
婦
制
の

恋
愛
、
性
愛
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
単
に
一
対
一
を
超
え
る
人
数
で
の
婚
姻
関
係
を
指

す
複
婚
・
複
数
婚
（
ポ
リ
ガ
ミ
ー
・polygam

y
）
と
は
区
別
さ
れ
、
必
ず
し
も
婚
姻
関
係

に
あ
る
必
要
は
な
い
。
さ
ら
に
、
単
に
一
対
一
型
の
恋
愛
、
性
愛
の
否
定
形
と
し
て
の
ノ

ン
モ
ノ
ガ
ミ
ー(nonm

onogam
y)

と
も
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ノ
ン
モ
ノ
ガ
ミ
ー
に
は
、

い
わ
ゆ
る
「
浮
気
」
や
「
不
倫
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、
形
態
と
し
て
一
対
一
の
男
女
の
ペ

ア
か
ら
外
れ
る
関
係
が
存
在
す
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
ノ
ン
モ
ノ
ガ
ミ
ー
的
な
関
係

と
呼
ぶ
。
対
し
て
ポ
リ
ア
モ
リ
ー
と
は
、
互
い
の
同
意
と
責
任
を
前
提
と
し
た
ま
ま
複
対

複
、
も
し
く
は
一
対
複
の
関
係
、
も
し
く
は
そ
の
関
係
を
肯
定
す
る
思
想
を
い
う
。

D
eborah, M

.A
napol, Polyam

ory: The N
ew

 Love W
ithout Lim

its : Secrets of 

Sustainable Intim
ate R

elationships, Intinet R
esource C

enter, 1997. 

（
２
）m

onogam
y

。
一
夫
一
婦
制
を
指
す
。
狭
義
に
は
婚
姻
の
形
態
と
し
て
、
一
人
の

男
性
と
一
人
の
女
性
を
ペ
ア
と
し
た
と
き
の
み
婚
姻
関
係
を
認
め
る
も
の
。
広
義
に
は
、

一
対
一
関
係
に
お
い
て
結
ば
れ
る
恋
愛
、
性
愛
関
係
。
詳
し
く
は
注
１
を
参
照
。 
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