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言
葉
の
力
｜
差
別
的
表
現
・
法
・
法
理
論

｜｜
｜
批
判
的
人
種
理
論
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
と
法
実
践
｜
｜

・白河）
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isH1 

は
じ
め
に

第
一
章
侮
蔑
発
言
と
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
規
制
｜
批
判
的
人
種
理
論
と
フェ

ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論

（
一
）
表
現
／
行
為
の
二
元
論
へ
の
批
判

（
二
）
公
／
私
の
二
元
論
へ
の
批
判

第
二
章
法
実
践

（
一
）
キ
ャ
ン
パ
ス
憎
悪
表
現
規
制
ス
タ
’ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
規
制

（
二
）
反
ポ
ル
ノ
条
例
｜
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
市
反
ポ
ル
ノ
条
例
（
以
上
五
二
巻
六
号
）

（
三
）
裁
判
に
お
け
る
理
論
の
歪
み
と
挫
折

第
三
章
言
葉
の
カ

（
一
）
言
葉
へ
の
脅
威

（
二
）
別
の
権
力
へ
の
志
向

（
三
）
表
現
と
し
て
の
理
論
の
力

む
す
び
に
か
え
て
（
以
上
本
号
）

翼
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説

（
三
）
裁
判
に
お
け
る
理
論
の
歪
み
と
挫
折

論

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
規
制
と
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
市
反
ポ
ル
ノ
条
例
は
両
者
と
も
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
。
以

｛

1｝
 

下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
裁
判
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
た
議
論
を
先
例
の
力
、
表
現
／
行
為
の
二
元
論
、
公
／
私
の
二
元
論
と
い
う
三
つ
の

観
点
か
ら
考
察
す
る
。

第
一
に
、
先
例
拘
束
力
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
第
二
章
（
こ
で
見
た
よ
う
に
、

グ
レ
イ
は
保
護
さ
れ
な
い
言
論
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
た
喧
嘩
言
葉
の
法
理
と
類
似
し
た
形
で
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
規
制
を
草
案
す
る
努
力
を
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
喧
嘩
言
葉

に
関
す
る
先
例
そ
の
も
の
の
変
遷
に
よ
り
、
す
な
わ
ち
町
宮
、
p
．5
を
判
決
以
降
、
法
理
か
ら
「
傷
つ
け
る
言
葉
」
の
要
素
が
取
り
除

か
れ
、
「
即
座
に
治
安
破
壊
を
引
き
起
こ
す
傾
向
の
あ
る
言
葉
」
に
絞
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
前
者

の
要
素
を
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
規
制
に
適
用
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
市
反
ポ
ル
ノ
条
例
も
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
規
制
と
同
様
の
道
筋
を
辿
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ポ
ル
ノ
グ

ラ
フ
ィ
を
差
別
と
し
て
新
た
に
定
義
し
た
条
例
は
、
獲
製
表
現
の
先
例
に
よ
っ
て
そ
の
主
張
が
固
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
定
義

で
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
猿
裏
表
現
と
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
、

（
狸
裏
表
現
の
議
論
の
枠
組

み
の
中
で
は
認
め
ら
れ
る
）
「
価
値
の
低
い
」
表
現
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
退
け
た
。
そ
の
上
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
は
女
性
を
抑
圧
す

る
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、

理
論
的
に
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
そ
の
効
果
の
因
果
関
係
の
証
明
を
不
要
と
す
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
が
、
実
際
の
法
実
践
の
場
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
濃
義
法
理
の
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
よ
り

一
層
厳
し
い
証
拠
の
提
出
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
表
現
／
行
為
の
二
元
論
に
関
し
て
、
裁
判
の
場
に
お
い
て
は
「
表
現
は
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
議
論
が
通
用
し
な
か

っ
た
。

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
規
制
の
対
象
が
表
現
そ
の
も
の
で
は
な
く
差
別
的
な
行
為
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
第
四
項
が
「
言
論
、
そ
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の
他
の
表
現
：
：
：
」
と
い
う
明
ら
か
な
言
明
で
始
ま
る
こ
と
に
依
拠
し
て
裁
判
所
は
そ
の
主
張
を
退
け
、
こ
の
規
制
を
「
表
現
規
制

（

ω
B
o
n
－Mn。
色
。
）
」
と
名
づ
け
た
。
実
際
、
裁
判
所
に
よ
る
「
表
現
規
制
」
と
い
う
名
づ
け
は
完
全
に
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
と
い
う
の
も
、

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
関
心
は
い
や
が
ら
せ
を
構
成
す
る
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
こ
の
規

制
の
き
っ
か
け
が
黒
人
学
生
を
標
的
と
し
た
侮
辱
的
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

表
現
自
体
が
人
々
を
悩
み
、
苦
し
ま
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
視
点
を
提
供
し
た
批
判
的
人
種
理
論

の
言
説
的
な
力
は
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
命
名
に
よ
っ
て
押
さ
え
つ
け
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
「
言
論
規
制
」
と
い
う
裁
判
所
に
よ

る
命
名
行
為
は
こ
の
規
制
の
表
現
と
い
う
側
面
を
照
ら
し
出
し
、
差
別
的
行
為
と
い
う
側
面
を
隠
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

言
語
的

な
暴
力
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
裁
判
所
に
よ
る
「
こ
れ
以
後
、

『
表
現
規
制
』
と
呼
ぶ
」
と
い
う
宣
言
は
裁
判

（二・完）

所
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
権
力
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
「
真
理
」
の
一
つ
で
あ
る
。
既
存
の
言
語
の
枠
内
あ
る
い
は
修
正
一
条
の
法

理
の
枠
内
で
は
「
差
別
を
す
る
表
現
」
、

つ
ま
り
表
現
で
も
あ
り
差
別
で
も
あ
る
行
為
を
い
く
ら
規
制
し
よ
う
と
し
て
も
、

一
度
そ
の

言葉の力一差別的表現・法・法理論

規
制
対
象
を
表
現
と
表
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
は
表
現
の
み
あ
る
い
は
表
現
が
大
き
な
割
合
を
占
め
る
行
為
を
対
象
と
し
て
い
る
と
解
釈

さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
現
実
に
表
現
を
対
象
と
し
て
い
れ
ば
、
修
正
一
条
の
法
理
に
基
づ
き
違
憲
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
導
か
れ
る

こ
と
と
な
る
。
既
存
の
法
的
枠
組
み
内
部
の
言
語
に
お
い
て
は
、

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
が
意
図
し
て
い
た
よ
う
な
対
象
を
表
す
言
葉

は
存
在
せ
ず
、
そ
う
し
た
枠
組
み
の
中
で
の
裁
判
所
の
命
名
行
為
は
一
方
的
に
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
規
制
を
表
現
規
制
と
し
て
カ
テ

ゴ
リ
l
化
す
る
と
い
う
意
味
で
暴
力
的
で
あ
っ
た
。

他
方
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
が
示
し
た
表
現
と
行
為
の
関
係
の
一
つ
に
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
で
は
女
性
に
対
し
て
現
実
の
暴
力
が
振
る

わ
れ
る
、

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
議
論
も
法
実
践
の
場
に
お
い
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
裁
判
所
は
表

現
内
容
と
そ
の
表
現
に
お
い
て
実
際
に
起
こ
っ
た
現
象
を
区
別
し
、
政
府
は
表
現
さ
れ
た
見
解
と
関
係
な
く
違
法
行
為
を
処
罰
で
き
る

（阪大法学） 53 (2 23) 383〔2003.8〕



説

と
し
た
。
ま
た
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
女
性
を
差
別
し
抑
圧
す
る
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
も
、

フ
ィ
ル
ム
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
差
別
的

現
／ 
行
為
の
区
別
と

フ
先
例
の
力
が
生
み
出
し
fこ
特
殊
な
知
と

境
作
用
。〉

あ
り
方

よ
ーコ
て
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
マコ
た
グコ
で
あ
る

阪大法学） 53 (2 24) 384〔2003.8〕

な
表
現
は
差
別
そ
の
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
見
解
を
示
し
た
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
と
裁
判
所
の
聞
に
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
に
お
い

子A
両冊

て
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
理
解
に
二
つ
の
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
の
言
説
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
表
現
自
体

が
差
別
す
る
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
裁
判
所
の
常
識
的
な
見
解
と
は
違
い
、
次
章
で
検
討
を
加
え
る
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
が
懸
念
し
て

い
た
の
は
圧
倒
的
な
背
景
的
力
に
支
え
ら
れ
た
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
行
為
遂
行
的
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
が
や
ろ
う
と
し

（

2
）
 

（
ロ
ロ
印
℃

g｝

S
E
O）
」
に
声
を
与
え
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

た
こ
と
は
経
験
を
語
る
言
葉
を
持
た
な
い
女
性
、
「
語
れ
な
い
人
々

か
し
そ
の
た
め
に
使
わ
れ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
言
葉
は
、
修
正
一
条
に
関
す
る
基
本
的
な
前
提
、

つ
ま
り
見
解
に
対
す
る
中
立
と
表

第
三
の
公
／
私
の
二
元
論
へ
の
批
判
に
関
し
て
は
、

そ
れ
は
法
実
践
の
場
に
お
い
て
イ
ン
パ
ク
ト
を
失
い
、
さ
ら
に
言
え
ば
理
論
的

な
基
盤
を
歪
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
批
判
的
人
種
理
論
の
論
者
は
こ
の
区
別
の
恋
意
性
を
、
社
会
に
お
け
る
弱
い
立
場
の

人
々
を
そ
の
ま
ま
私
的
領
域
に
と
ど
め
て
お
く
と
い
う
現
状
を
維
持
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
た
が
、

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
は

向
。
『
守
裁
判
に
お
い
て
、
自
ら
を
私
立
大
学
で
あ
り
、
公
的
干
渉
が
許
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大

学
に
と
っ
て
公
／
私
の
区
分
は
勝
つ
た
め
の
一
つ
の
道
具
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
が
拠
っ
て
立
っ
て
い
た
理
論
を
骨
抜
き
に
し
て
し
ま
っ
た
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
私
的
領
域
で
制
度
的
に
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
い
る
女
性
に
声
を
与
、
え
る
た
め
の
積
極
的
な
手
段
と
し
て
法
の

力
に
訴
え
た
が
、
こ
の
議
論
は
、
公
的
権
力
は
私
人
の
表
現
の
自
由
に
は
介
入
し
な
い
と
い
う
前
提
に
よ
り
「
思
想
統
制
」
で
あ
る
と

し
て
退
け
ら
れ
た
。
公
／
私
の
二
元
論
の
枠
組
み
自
体
を
女
性
抑
圧
の
源
と
し
て
批
判
し
て
い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
何
故
公
権

力
に
訴
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
／
私
の
区
分
が
、
私
的
領
域
に
お
け
る
差
別
を
温
存
す
る
と
し
て
議
論
を
展
開
し
た
批
判
的
人
種
理



論
の
論
者
も
何
故
最
後
に
は
法
の
力
に
そ
の
解
決
の
方
法
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ビ
エ
l
ル
・
ブ
ル
デ
ュ

l
が
一
二
一
口
う
よ
う
に
法
や
命
令
な
ど
の
象
徴
権
力
（

3
5
6町
司
自
ぎ
－

Z
5）
は
単
独
で
は
そ
の
力
を
発
揮

し
得
な
い
。
象
徴
権
力
の
支
配
を
受
け
る
者
が
そ
の
権
力
の
正
統
性
や
そ
の
権
力
を
行
使
す
る
者
の
権
威
を
信
じ
る
限
り
に
お
い
て
、

そ
れ
は
効
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
象
徴
権
力
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
も
批
判
的
人
種
理
論
の
論
者
も
国
家

や
法
を
政
治
的
・
規
範
的
権
力
の
主
要
な
源
と
し
て
そ
の
重
要
性
を
受
け
い
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
白

人
／
男
性
至
上
主
義
的
な
社
会
を
批
判
す
る
批
判
的
人
種
理
論
の
論
者
と
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
現
状
救
済
手
段
と
し
て
法
の
力
を
信
じ
て

い
る
こ
と
自
体
、
社
会
を
形
成
す
る
権
力
の
配
置
が
知
何
に
浸
透
し
、
自
然
化
さ
れ
、
そ
し
て
知
何
に
そ
こ
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
困

難
か
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（二・完）

批
判
的
人
種
理
論
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
そ
の
目
標
達
成
の
手
段
と
し
て
理
論
の
外
部
に
法
の
権
力
を
求
め
る
過
程
に
お
い
て
自
ら

の
言
説
的
な
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
両
理
論
は
法
的
慣
例
に
合
う
よ
う
議
論
を
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

理
論
に
お
け
る

言葉の力 差別的表現・法・法理論

議
論
と
法
実
践
に
お
け
る
議
論
と
の
聞
の
根
本
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

言
葉
の
力

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
批
判
的
人
種
理
論
の
論
者
と
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
白
人
至
上
主
義
、
男
性
至
上
主
義
の
社
会
を
打
倒
す

る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
キ
ャ
ン
パ
ス
憎
悪
表
現
規
制
、
反
ポ
ル
ノ
条
例
と
い
う
実
践
を
通
し
て
遂
行
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ら
の

（

4
）
 

理
論
と
実
践
は
い
く
つ
か
の
点
で
成
功
を
収
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
は
裁
判
の
場
に
お
い
て
挑
戦
を
受
け
、
そ
し
て

修
正
一
条
に
照
ら
し
違
憲
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
何
が
両
者
の
実
践
を
挫
折
へ
と
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
終
章
で
は
そ
の
構
造

を
探
り
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
も
っ
限
界
と
可
能
性
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
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説

（
一
）
言
葉
へ
の
脅
威

（1
）
言
葉
が
現
実
を
作
り
上
げ
る

論

人
種
的
侮
蔑
発
言
の
規
制
と
反
ポ
ル
ノ
条
例
の
背
景
に
共
通
し
て
あ
る
の
は
「
言
葉
へ
の
脅
威
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
批
判
的
人

種
理
論
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
侮
蔑
発
言
と
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
表
現
と
い
う
よ
り
も
行
為
と
し
て
捉
え
、
そ
の
行
為
は
現
在
あ
る
よ
う

な
世
界
を
作
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
言
論
や
表
現
そ
の
も
の
が
あ
る
特
定
の
集
団
、
人
種
的
少
数
者
や
女

ロ
ー
レ
ン
ス
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
種
差
別
的
表
現
は
、
人
種
を
理
由
と
し
て
非
白
人
た
ち
の

（

5）
 

自
由
を
制
約
す
る
社
会
的
現
実
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
も
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の

性
を
差
別
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

製
作
と
そ
の
使
用
に
よ
り
、
世
界
を
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
世
界
に
作
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
「
女
性
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
』
『
女

性
は
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
べ
き
か
」
『
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
か
』
を
確
立
し
、
『
女
性
に
対
し
て
何
を
し
て
い
い
か
』
『
そ
れ

を
行
う
男
と
は
何
か
」
と
い
う
意
味
で
、
『
女
性
と
は
何
で
あ
り
』
、
か
っ
『
女
性
を
ど
う
で
き
る
か
』
に
つ
い
て
の
社
会
的
現
実
を

｛

6
｝
 

作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
両
者
と
も
表
現
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
「
社
会
的
現
実
」
を
懸
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

7）
 

ビ
l
タ
l
・パ

l
ガ
！
と
ト
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
は
社
会
を
客
観
的
現
実
－
と
主
観
的
現
実
の
両
方
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
客
観
的
現

実
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
主
観
的
な
「
今
、
こ
こ
」
で
の
意
味
や
経
験
が
、

そ
の
場
か
ら
分
離
可
能
な
記
号
や
記
号
体
系
、

特
に
言
語
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
、
そ
れ
が
あ
る
集
団
に
特
有
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
評
価
さ
れ
る
際
に
参
照
さ
れ
る
「
知
識
の
社
会
的

在
庫
」
と
な
っ
て
い
く
。
日
々
の
人
間
の
活
動
は
習
慣
化
を
免
れ
ず
、
習
慣
化
さ
れ
た
行
為
は
共
有
さ
れ
た
歴
史
過
程
の
中
で
類
型
化

さ
れ
て
制
度
と
な
っ
て
い
く
が
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度
が
個
人
に
対
し
て
外
的
で
か
つ
強
制
カ
の
あ
る
事
実
と
し
て
た
ち
現
れ
て
く
る
の

が
社
会
に
お
け
る
客
観
的
現
実
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
主
観
的
現
実
は
客
観
的
現
実
の
内
在
化
、
す
な
わ
ち
客
観
的
な
出
来
事
が
意
味
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
直
接
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的
な
理
解
な
い
し
は
解
釈
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
う
し
た
出
来
事
は
他
者
の
主
観
的
過
程
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
私

と
い
う
こ
と
の
理
解
や
解
釈
で
あ
る
。
内
在
化
は
社
会
の
他
の
人
々
を
理
解

す
る
た
め
の
基
礎
で
あ
り
、
世
界
を
意
味
あ
る
一
つ
の
現
実
と
し
て
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
で
あ
る
。
客
観
的
現
実
と
主
観
的
現
実
は

自
身
に
と
っ
て
も
主
観
的
に
意
味
の
あ
る
も
の
と
な
る
、

一
貫
性
の
あ
る
世
界
を
維
持
す
る
た
め
に
互
い
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
。

社
会
的
事
実
は
ジ
ョ
ン
・

R
・
サ
l
ル
に
よ
っ
て
「
制
度
的
事
実
（
吉
田
門
広
三
宮
口
包
片
山
立
回
）
」
と
い
う
言
葉
で
も
表
現
さ
れ
て
い

（印）る
。
制
度
的
事
実
と
は
、
剥
き
出
し
の
事
実
（
σ
E
Z
E
2
m）
だ
け
で
は
存
在
し
え
ず
、
構
成
的
ル

l
ル
（
の
。
ロ
印
色
丹

C
Z〈
ぬ
『
己
】
命
的
）

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
行
為
遂
行
的
発
言
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
制
度
や
、
同
じ
く
構
成
的
ル

l
ル
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
が
、

自
然
と
徐
々
に
出
来
上
が
っ
て
き
た
制
度
（

E
g
g
－2
。－E
Z
P
例
え
ば
貨
幣
制
度
）

が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
事
実
で
あ
る
と

（二・完）

彼
は
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
的
事
実
は
、
慣
習
に
沿
っ
て
剥
き
出
し
の
事
実
以
上
の
こ
と
を
表
現
す
る
公
共
的
な
象
徴
・

記
号
（
言
語
が
そ
の
典
型
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
継
続
し
て
集
団
的
な
志
向
の
も
と
に
受
容
さ
れ
、
そ
れ
と
気
付
か

言葉の力一差別的表現・法・法理論

。白qδ 
A
H
V
 

金
」
と
い
う
言
葉
は
実
践
が
滞
り
な
く
行
わ
れ
て
お
り
、
あ
る
紙
が
お
金
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
限
り
実
際
に
は
必
要
で
は
な
い
。

ω
η

，．
 nnu 

q

、υ
円

zt
nr
“
 

つbq

、u
F
h
d
 

尚子法大阪

ず
に
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
制
度
的
事
実
に
お
け
る
言
葉
、
例
、
え
ば
貨
幣
制
度
に
お
け
る
「
お

「
お
金
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
よ
う
な
実
践
を
言
語
的
に
表
現
す
る
た
め
の
プ
レ
イ
ス
ホ
ル
ダ
ー
（
立
宮
島
包
含
円
）
と
し
て
機
能
し

（

ロ

）

（

日

）

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
言
語
自
身
を
含
め
た
こ
の
よ
う
な
制
度
的
事
実
は
重
層
的
に
存
在
し
て
い
る
。

も
し
、
我
々
が
社
会
的
現
実
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
日
常
生
活
の
現
実
は
、
そ
の
単
な
る
存
在
以
上
に
な
ん
ら
補

（

M）
 

足
的
な
検
証
を
要
し
な
い
「
自
明
で
強
制
的
な
事
実
性
」
を
有
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
共
通
に
理
解
可
能
な
言
語
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
知
識
や
制
度
的
事
実
に
よ
っ
て
自
然
に
見
え
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
侮

蔑
発
言
や
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
力
を
恐
れ
る
こ
と
は
至
極
当
然
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ど
ち
ら
の
表
現
も
社
会
に
お
け
る
人
種
差
別



説

的
歴
史
や
女
性
嫌
い
の
歴
史
の
中
に
深
く
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
肌
の
色
や
女
性
の
身
体
と
い
う
生
物
学
的
な
「
客
観
」

論

の
上
に
か
ぶ
せ
ら
れ
た
侮
蔑
的
表
現
の
意
味
は
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
判
読
可
能
な
「
真
実
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
最
も
効
率
的
に

（日）

そ
の
社
会
的
差
異
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
侮
蔑
発
言
と
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
規
制
を
主
張
す
る
論
者
た
ち
の
目
に
は
、
思
想
の
自
由
市
場
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
表
現

を
、
そ
れ
を
否
定
、
批
判
す
る
表
現
と
戦
わ
せ
、
真
理
を
追
求
す
る
こ
と
は
解
決
策
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
種
の
表
現
自

体
が
現
実
を
作
り
上
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
ニ
ガ
l
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
「
私
は
ニ
ガ
ー
で
は
な
い
」
と
答
え
る
こ
と
は

そ
の
意
味
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
、
人
種
差
別
と
戦
う
適
切
な
方
法
で
も
な
い
。
白
人
至
上
主
義
の
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
黒

人
は
そ
の
社
会
特
有
の
歴
史
と
記
憶
を
伴
っ
て
「
ニ
ガ
l
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
「
ニ
ガ
l
」
の
意
味
は
「
真
実
」
を
伝
え

る
力
を
も
っ
た
知
識
の
沈
殿
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
日
に
は
、
社
会
に
浸
透
し
き
っ
た
白
人
／
男
性
至
上
主
義
に

応
答
す
る
可
能
性
と
し
て
は
、
客
観
的
現
実
と
主
観
的
現
実
の
相
互
依
存
あ
る
い
は
循
環
過
程
と
し
て
の
制
度
化
を
ど
こ
か
で
止
め
る

（凶）

こ
と
以
外
に
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

（

2
）
言
葉
が
主
体
を
作
り
出
す

批
判
的
人
種
理
論
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
号

す
れ
ば
、
我
々
自
身
も
例
外
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
我
々
は
常
に
誰
か
別
の
人
に
よ
っ
て
、
女
性
／
男
性
、
白
人
／
黒
人
、
子
供
／

大
人
な
ど
、
そ
の
社
会
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
特
徴
に
従
い
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
特
定
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
我
々
が
好
も
う
と
好
む
ま
い
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
適
切
で
あ
る
と
考
え
よ
う
と
考
え
ま
い
と
、
他
者
｜
国
家
機
関
を
合

め
た
他
者
｜
は
我
々
に
名
前
を
付
し
、
そ
し
て
一
定
の
集
団
に
属
す
る
メ
ン
バ
ー
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
の
で
あ
る
。

言
葉
を
使
っ
て
人
々
を
一
つ
の
集
団
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
が
暴
力
の
行
使
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
言
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葉
は
他
の
特
徴
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
特
徴
を
選
び
出
し
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
対
象
と
な
っ
た
人
々
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
た
人
々
を
他
の
社
会
的
価
値
と
一
貫
性
を
も
つ
あ
る
特
定
の
視
点
を

（口）

も
っ
て
見
る
よ
う
に
我
々
を
制
約
し
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
白
人
と
黒
人
は
そ
の
人
に
黒
人
の
血
が

（日）

流
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
す
る
「
一
滴
の
血
（

C
5
号
。
匂
え

E
。
。
仏
こ
の
ル

l
ル
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ

と
は
純
粋
・
純
白

Q
R
5『
）
と
不
純
・
汚
染
公
S
E
E
－E昨日。ロ）
の
メ
タ
フ
ァ
！
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
白
人
は
汚
れ

（二・完）

が
な
く
純
粋
で
あ
る
か
ら
、
祖
先
に
黒
人
の
血
が
一
滴
で
も
あ
れ
ば
そ
の
人
間
は
汚
れ
た
存
在
と
な
る
、
す
な
わ
ち
黒
人
だ
と
み
な
さ

（日）

れ
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
法
シ
ス
テ
ム
も
例
外
で
は
な
く
、
人
々
は
こ
の
ル

i
ル
に
基
づ
い
て
人
種
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ

て
き
た
。
白
人
と
し
て
の
人
種
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
人
種
的
支
配
を
暗
黙
に
合
意
す
る
人
種
的
純
粋
性
を
主

張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
白
人
至
上
主
義
社
会
の
世
界
に
お
い
て
は
、
確
立
さ
れ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
や
言
語
が
人
々
の
物
事
や
世
界
を
見
る

目
を
制
約
し
て
し
ま
い
、
従
属
的
な
地
位
に
い
る
人
々
は
自
ら
を
説
明
す
る
言
葉
を
持
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
経
験
は
支
配
的

（幻｝

な
言
語
シ
ス
テ
ム
の
中
に
お
い
て
は
認
識
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
支
配
的
な
地
住
に
い
る
者
の
視
点
か
ら
一
見
し
て
固
定

言葉の力一差別的表現・法・法理論

的
で
「
自
然
」
に
見
え
る
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
区
分
す
る
こ
と
は
、
言
語
的
な
暴
力
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
人
々
を
沈
黙
さ
せ
て
し
ま

う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
こ
と
が
ま
さ
に
批
判
的
人
種
理
論
の
論
者
や
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
を
言
論
規
制
へ
と

直
接
的
に
駆
り
立
て
て
き
た
一
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
が
言
語
を
使
用
す
る
の
は
我
々
の
身
体
の
外
側
に
存
在
す
る
状
況
を
表

す
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
我
々
自
身
も
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
形
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
我
々
の
社
会
的
存
在
も
言

（幻）

語
の
範
囲
内
で
可
能
な
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
パ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
身
体
的
存
在
で
さ
え
、
名
前
を
呼
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
後
に
の
み
可
能
で
あ
る
と
言
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
身
体
を
認
識
し
、
考
察
し
、

理
解
す
る
こ
と
が
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説

で
き
な
い
。
主
体
の
こ
の
よ
う
な
言
語
的
承
認
と
言
語
的
形
成
は
、
社
会
的
な
慣
習
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
慣
習
と
し

論

て
の
言
語
は
、
主
体
よ
り
も
以
前
に
存
在
し
、
ま
た
主
体
の
未
来
を
越
え
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

主
体
は
主
体
が
据
え
ら
れ
る

社
会
の
言
語
に
対
し
て
、
非
常
に
脆
い
存
在
で
あ
る
。
「
ニ
ガ
l
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
売
女
」
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と

は
単
な
る
表
現
で
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
批
判
的
人
種
理
論
の
論
者
や
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
な
し
た
心
理
的
な
「
傷
」
と
い
う
主
張

で
さ
え
、
そ
の
説
明
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
、
あ
る
否
定
的
な
意
味
と
歴
史
を
背
負
っ
た
社
会
の
「
現
実
」
に
は
ま
り
込

ん
だ
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
「
傷
」

つ
け
ら
れ
る
以
前
の
、
そ
の
よ
う
な
名
前
を
呼
ば
れ
る

人
々
の
社
会
的
な
生
存
に
か
か
わ
る
出
来
事
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

言
語
は
社
会
的
現
実
を
作
り
上
げ
る
と
同
時
に
、
我
々
を
そ
の
社
会
的
現
実
に
根
を
お
ろ
し
た
主
体
と
し
て
作
り
出
す
。
こ
の
こ
と

は
白
人
／
男
性
至
上
主
義
の
悪
循
環
の
よ
う
に
見
え
る
。
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
人
種
化
、

ジ
ェ
ン
ダ
l
化
さ
れ
た
我
々
が
ま
た
「
自
然

に
」
振
る
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強
化
す
る
。
「
自
然
」
に
見
え
る
こ
と
す
べ
て
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
さ
｜
こ
こ

（お｝

で
は
白
人
／
男
性
至
上
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
さ
ー
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
見
え
な
い
が
た
め
に
こ
の
悪
循
環
か
ら
逃
れ
る
道

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、

ゆ
え
に
批
判
的
人
種
理
論
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
侮
蔑
的
表
現
を
そ
の
悪
循
環
の
源
と
し
て
攻
撃
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
白
人
／
男
性
至
上
主
義
を
破
壊
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
使
っ
た
そ
の
最
終
的
な
手
段
と
は

法
と
い
う
別
の
形
の
権
力
で
あ
っ
た
。

（
二
）
別
の
権
力
へ
の
志
向

批
判
的
人
種
理
論
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
法
実
践
に
は
、
二
つ
の
点
で
権
力
に
関
す
る
分
析
・
理
解
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
白
人
／
男
性
至
上
主
義
の
解
体
を
目
指
す
実
践
に
お
け
る
法
の
持
つ
権
力
の
意
味
、
そ
し
て
も
う

一
つ
は
こ
の
二
つ
の
理
論
の

前
提
と
す
る
権
力
作
用
と
裁
判
に
お
け
る
権
力
作
用
と
の
ず
れ
で
あ
る
。
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批
判
的
人
種
理
論
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
前
提
と
し
問
題
と
す
る
権
力
は
そ
の
公
／
私
二
元
論
批
判
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
目
に
見

え
る
形
の
外
か
ら
の
国
家
権
力
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
制
度
に
広
が
っ
て
い
る
よ
う
な
権
力
あ
る
い
は
権
力
関
係
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
し
く
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ
l
が
描
い
た
よ
う
な
、
学
校
教
師
、
医
師
、
あ
る
い
は
監
獄
の
看
守
な
ど
が
監
督
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
監
督
さ
れ
る
者
に
関
す
る
知
識
を
生
み
出
し
、
こ
の
よ
う
な
知
1

権
力
が
あ
る
一
定
の
規
範
に
合
う
よ
う
に
個
人
を
形
作
り
、

（
お
）

変
形
す
る
よ
う
な
権
力
で
あ
る
。
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、

ロ
ー
レ
ン
ス
は
人
種
的
侮
蔑
発
言
が
政
府
機
関
か
ら
発
せ
ら
れ
た

（
幻
）

も
の
で
あ
ろ
う
と
、
私
人
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
そ
こ
に
差
を
認
め
な
い
。

マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
「
検
閲
」
と
い
う
言
葉
の

（二・完）

定
義
に
つ
い
て
、
「
『
政
府
が
無
力
な
人
民
を
沈
黙
さ
せ
る
こ
と
』
か
ら
『
権
力
を
も
っ
人
聞
が
、
国
家
権
力
の
影
に
隠
れ
て
、
権
力

（
犯
）

の
無
い
人
聞
を
侵
害
し
て
沈
黙
さ
せ
る
こ
と
』
へ
と
変
わ
っ
て
く
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
国
家
と
国
家
的
で
な
い
も
の
と
が
、
学
校
や

（

刊

日

）

（

初

）

工
場
と
い
っ
た
制
度
の
内
部
で
錯
綜
し
て
い
る
。
白
人
／
男
性
至
上
主
義
は
偏
在
的
で
あ
り
、
権
力
は
も
は
や
外
側
か
ら
個
人
の
内
側

へ
と
干
渉
す
る
よ
う
な
、
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
い
。
権
力
は
個
人
の
内
側
に
、
そ
の
人
物
を
規
律
す
る
力
と
し
て
存
在
し
、

（
幻
）

て
そ
の
人
物
を
今
現
在
あ
る
よ
う
な
人
間
に
形
作
る
の
で
あ
る
。

言葉の力一差別的表現・法・法理論

こ
の
よ
う
な
主
体
は
社
会
的
現
実
の
中
で
そ
れ
を
自
明
の
も
の
と
し
て
理
解
し
、
行
動
す
る
。
サ
l
ル
は
こ
の
社
会
的
現
実
を
制
度

的
事
実
と
し
て
描
い
た
が
、
そ
の
中
で
彼
が
強
調
し
て
い
た
の
は
、
制
度
的
事
実
の
存
続
に
は
人
々
が
そ
れ
を
理
解
し
、
継
続
し
て
受

（
辺
）

け
入
れ
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
こ
の
こ
と
を
権
力
作
用
と
関
連
付
け
て
論
じ
て
い
る
。
あ
る
権
威
あ
る
言
説
が

効
果
を
持
つ
た
め
に
は
そ
れ
が
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
。
伎
は
ジ
ョ
ン
・

L
・
オ
i
ス

テ
ィ
ン
の
発
語
内
行
為
の
理
論
を
発
展
さ
せ
、
行
為
遂
行
的
発
言
が
そ
の
制
定
行
為
と
し
て
の
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
発
言

の
存
在
理
由
を
授
け
、
内
部
に
権
力
の
源
を
包
み
込
ん
で
い
る
よ
う
に
見
せ
る
制
度
あ
る
い
は
機
構
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
説

つ
ま
り
、
あ
る
行
為
遂
行
的
発
言
の
権
威
は
そ
の
発
言
自
身
の
特
性
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
条
件
の
内
に
あ
る

明
す
る
。

そ
し
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説

｛お）

と
一
言
、
つ
の
で
あ
る
。

権
力
作
用
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
人
種
的
侮
蔑
発
言
や
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
そ
の
言
説
的
な
力
を
発
揮
で
き
る
の
は
、
対
象

論

と
な
る
者
あ
る
い
は
そ
れ
を
周
り
で
聞
く
者
が
そ
の
言
葉
や
表
現
を
破
壊
的
な
も
の
と
信
じ
、

そ
の
意
味
を
受
け
入
れ
て
い
る
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
本
当
に
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
権
威
あ
る
も
の
、
破
壊
的
な
力
が
あ
る
も
の
と
受
け

取
る
側
に
自
然
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
社
会
的
慣
習
や
制
度
で
あ
り
、

サ
l
ルの呈一
T
／
プ
レ
イ
ス
ホ
ル
ダ
ー
と
し
て
の
言
葉
の
み
を
規
制

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
サ
l
ル
に
よ
れ
ば
、
制
度
的
事
実
を
支
え
る
実
践
が
日
々
行
わ
れ
て
い
る
限
り
そ
れ
を
表
す
言
葉
は
必
要
な

（担）ぃ
。
白
人
／
男
性
至
上
主
義
社
会
の
実
践
が
日
々
滞
り
な
く
行
わ
れ
、
人
種
的
少
数
者
を
劣
っ
た
も
の
と
し
て
扱
い
、
女
性
を
単
に
性

的
対
象
と
し
て
の
み
扱
う
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
自
明
の
こ
と
と
し
て
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
表
現
そ
の
も
の
を
押
さ
え
つ
け
た
と

（お）

し
で
も
効
果
が
な
い
。
そ
れ
は
一
言
葉
の
暴
力
を
新
た
な
法
と
い
う
言
葉
の
暴
力
で
有
無
を
言
わ
さ
ず
押
さ
え
つ
け
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

な
ぜ
あ
る
発
言
が
差
別
的
発
言
と
な
り
、
他
者
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
発
話
者
に
理
解
さ
せ
納
得
さ
せ
る
こ
と
に
な

し
に
、
頭
か
ら
別
の
権
力
に
よ
っ
て
単
に
押
さ
え
つ
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
特
定
の
表
現
を
法
的
な
規
制

の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
表
現
が
「
規
制
に
値
す
る
ほ
ど
破
壊
的
な
意
味
を
持
つ
」
と
い
う
印
象
を
強
化
し
、

「
危
険
な
言
葉
」

と
し
て
の
権
威
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
規
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
意
味
の
固
定
化
を
助
長
し
て
し

（お）

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
決
ま
る
意
味
の
変
容
の
可
能
性
を
摘
み
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
批
判

占
ま
い

的
人
種
理
論
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
戦
略
の
問
題
点
は
、
人
種
差
別
的
表
現
や
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
に
行
為
遂
行
的
な
力
を
与
え
て
い
る
背

景
的
な
差
別
的
実
践
よ
り
も
、
そ
の
プ
レ
イ
ス
ホ
ル
ダ
ー
で
あ
る
差
別
的
表
現
の
み
を
対
象
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
批
判
的
人
種
理
論
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
想
定
す
る
よ
う
な
よ
り
多
様
で
拡
散
的
な
形
式
の
権
力
関
係
は
、
裁
判
に
お

い
て
働
く
権
力
作
用
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
裁
判
に
は
広
い
意
味
で
裁
判
特
有
の
慣
例
が
あ
る
。
第
一
に
、
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裁
判
で
は
当
事
者
同
士
が
論
証
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
闘
う
。
ゆ
え
に
、
も
し
も
法
廷
に
お
け
る
議
論
を
説
得
力
の
あ
る
も
の
に
し
た

け
れ
ば
つ
ま
り
訴
訟
に
勝
ち
た
け
れ
ば
我
々
は
裁
判
の
場
に
お
け
る
慣
例
、
例
え
ば
、
手
続
き
、
先
例
、
論
理
、
推
論
あ
る
い
は

語
葉
と
い
っ
た
も
の
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
時
に
は
そ
れ
を
う
ま
く
利
用
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
が

と
っ
た
戦
略
、
自
ら
を
私
立
大
学
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
い
う
戦
略
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
既
存
の
法
的
議
論
の
枠
組
み
を
利
用
し

ょ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
法
的
慣
例
の
一
つ
、
先
例
は
裁
判
の
場
に
お
け
る
言
説
を
方

向
付
け
る
強
い
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
修
正
一
条
に
関
す
る
先
例
に
つ
い
て
は
、
も
し
も
裁
判
官
の
役
割
を
ロ
ナ
ル
ド
・
ド

（幻）

ウ
ォ

l
キ
ン
の
言
う
慣
例
主
義
的
な
裁
判
官
の
そ
れ
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
が
私
人
の
言
論
に
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

公
／
私
の
二
元
論
と
、
行
為
と
区
別
さ
れ
る
表
現
に
は
よ
り
手
厚
い
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
表
現
／
行
為
の
二
元
論
に
つ
い
て
、

（二・完）

裁
判
官
の
判
断
は
そ
れ
ら
の
先
例
に
基
づ
く
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
新
し
い
定
義
に
関
し
て
も
、

を
狼
裏
表
現
の
先
例
に
当
て
は
ま
ら
な
い
か
ら
低
い
価
値
の
言
論
と
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
退
け
た
こ
と
も
先
例
に
拘
束
さ
れ
る
裁
判

官
の
行
為
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
裁
判
官
の
言
葉
の
も
つ
権
威
で
あ
る
。
当
事
者
同
士
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
主
張

言葉の力一差別的表現・法・法理論

の
正
し
さ
を
決
定
す
る
た
め
に
、
裁
判
と
い
う
場
で
、
裁
判
官
と
い
う
第
三
者
に
そ
の
決
定
を
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
形
式
を
と
る
が
た
め

に
、
最
初
か
ら
当
事
者
は
裁
判
官
の
決
定
に
従
う
こ
と
に
関
し
て
了
解
済
み
で
あ
る
。
裁
判
に
お
い
て
裁
判
官
は
そ
の
よ
う
な
絶
対

的
・
最
終
的
な
権
限
を
与
え
ら
れ
る
の
で
、
裁
判
官
が
宣
言
す
る
こ
と
は
裁
判
に
お
け
る
「
真
理
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、

そ
れ
は
否

応
な
く
結
果
を
方
向
付
け
、
決
定
付
け
る
。
例
え
ば
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
規
制
を
「
表
現
規
制
」
と
し
て
宣
言
し
た
瞬
間
か
ら
そ
れ

は
差
別
的
行
為
を
規
制
す
る
目
的
の
も
の
で
は
な
く
「
表
現
」
を
規
制
す
る
た
め
の
も
の
と
な
り
、
以
後
こ
の
裁
判
は
、
表
現
を
規
制

で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
修
正
一
条
の
問
題
と
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

批
判
的
人
種
理
論
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、

理
論
の
外
部
に
あ
る
法
と
い
う
別
の
権
力
（
一
言
葉
）
を
実
践
の
手
段
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

そ
れ
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説

て
、
結
局
は
自
ら
が
批
判
し
て
い
た
表
現
の
暴
力
に
別
の
暴
力
を
行
使
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
実
現

さ
れ
た
法
も
裁
判
と
い
う
法
実
践
の
場
特
有
の
権
力
作
用
に
よ
っ
て
そ
の
批
判
的
・

言
説
的
力
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、

論

理
論
の
役
割
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
裁
判
に
お
け
る
法
実
践
に
は
、
新
し
い
視
点
を
取
り
込

む
よ
う
な
余
地
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
三
）
表
現
と
し
て
の
理
論
の
力

（1
）
法
的
慣
例
に
お
け
る
創
造
の
余
地

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
慣
習
｜
法
的
慣
例
で
あ
ろ
う
と
社
会
的
慣
習
で
あ
ろ
う
と
ー
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ア

メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
、
も
し
あ
る
人
が
「
ニ
ガ
l
」
や
「
売
女
」
と
呼
ば
れ
れ
ば
そ
の
人
は
そ
う
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア

（鈎）

メ
リ
カ
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
名
前
は
あ
る
種
の
人
に
当
て
は
め
れ
ば
真
実
で
あ
り
、
現
実
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

法
的
領
域
に
お
い
て
先
例
に
従
え
ば
こ
れ
ら
の
言
葉
そ
の
も
の
は
人
々
を
「
傷
つ
け
る
」
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
も
し
も
世
界
を
捉
え

る
我
々
の
観
念
が
、
そ
し
て
我
々
自
身
も
が
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
慎
習
の
内
部
で
構
築
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
に
は
現

状
を
動
か
す
ど
ん
な
小
さ
な
隙
間
も
な
く
、
ど
こ
に
も
行
き
場
が
な
く
、

そ
し
て
世
の
中
を
変
え
る
た
め
の
ど
ん
な
絶
対
的
で
信
頼
の

お
け
る
力
｜
司
法
権
力
も
含
め
｜
も
望
む
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

主
体
と
慣
習
が
互
い
に
依
存
す
る
形
で
構
築
、
固
定

化
さ
れ
、
権
力
が
不
平
等
に
分
配
さ
れ
た
こ
の
世
界
の
中
で
、
我
々
に
は
一
体
何
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
も
し
も
我
々
が

何
か
を
で
き
た
と
し
て
、
法
の
役
割
を
一
体
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ

う
な
批
判
的
人
種
理
論
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
が
経
験
し
た
挫
折
か
ら
、
法
理
論
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
使
っ
て
い
く
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
我
々
は
法
的
領
域
そ
の
も
の
が
そ
の
慣
例
の
中
に
新
し
い
声
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

（

ω）
 

ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ウ
ォ

i
キ
ン
の
「
法
の
純
一
性
」
に
関
す
る
議
論
が
こ
こ
で
は
有
用
で
あ
る
。
ド
ウ
ォ

l
キ
ン
は
慣
例
主
義

と
区
別
し
て
純
一
性
と
し
て
の
法
を
「
連
鎖
小
説
」
と
い
う
鮮
や
か
な
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
描
い
て
い
る
。
連
鎖
小
説
の
そ
れ
ぞ
れ

の
著
者
た
ち
に
は
そ
れ
よ
り
以
前
の
部
分
を
注
意
深
く
解
釈
し
て
テ
ク
ス
ト
の
整
合
性
と
純
一
性
を
保
ち
、
そ
し
て
そ
の
作
品
を
で
き

る
だ
け
最
善
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
メ
タ
フ
ァ

l
同
様
、
裁
判
官
た
ち
も
共
同
体
の
法
実
践
に
関
す
る
構
成
的
解
釈

に
基
づ
き
、
過
去
の
政
治
的
決
定
か
ら
生
ず
る
法
的
権
利
義
務
を
認
定
す
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
裁
判
官
は
「
完
全
な
自
由
と
完
全
な
制
約
」
の
狭
間
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
中
で
創
造
的
な
作
業
に
取
り
組
む

」
と
に
な
る
。

（二・完）

も
し
我
々
が
法
と
法
的
慣
例
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
を
と
る
と
す
れ
ば
、
異
な
っ
た
視
点
を
提
供
し
、
社
会
に
お
い
て
抑
圧
さ

（必）

れ
て
い
る
人
々
の
立
場
や
地
位
を
再
定
義
す
る
た
め
に
、
法
や
司
法
権
力
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
批
判
的
人
種
理
論
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
実
践
を
見
て
き
た
よ
う
に
、

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
視
点
や
経
験
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、

言葉の力 差別的表現・法・法理論

か
に
し
て
法
的
領
域
に
適
合
し
た
言
語
を
使
用
し
「
理
解
可
能
な
」
議
論
を
展
開
す
る
か
に
つ
い
て
注
意
深
く
あ
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
解
釈
の
営
み
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（2
）
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
声
、

理
論
、
法
的
言
説
の
橋
渡
し
と
し
て
の
解
釈

人
種
、

ジ
ェ
ン
ダ
l
、
地
域
な
ど
に
基
づ
く
人
々
の
集
ま
り
を
共
同
体
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
で
独
自
の
記

号
体
系
が
そ
の
構
成
員
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
各
々
の
記
号
体
系
は
、
言
語
、
象
徴
的
表
現
、
そ
し
て
マ
ナ
l
（
話
し
方
、

エ
ス
チ
ャ

l
、
表
情
等
）
を
含
み
、
歴
史
の
中
で
の
集
団
的
な
記
憶
に
基
づ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
共
同
体

（必）

が
同
等
の
力
を
有
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
格
差
が
あ
る
。
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
共
同
体
の
構
成
員
は
主
流
で
力
を
持
っ
た

（“） 

共
同
体
の
記
号
体
系
に
お
い
て
な
さ
れ
る
「
意
味
生
成
（

5
8巳ロ
mEmgoE広
口
問
）
」
過
程
、

つ
ま
り
そ
の
社
会
全
体
に
お
け
る
慣 し、ジ
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説

習
や
常
識
と
い
っ
た
も
の
を
形
成
す
る
過
程
に
入
る
こ
と
が
難
じ
い
。
そ
の
よ
う
な
人
々
の
経
験
は
主
流
共
同
体
の
言
語
に
お
い
て
表

現
さ
れ
え
ず
、
よ
っ
て
そ
の
声
は
理
解
で
き
る
も
の
と
し
て
聞
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。

至ι
両岡

批
判
的
人
種
理
論
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、

理
論
の
ひ
と
つ
の
役
割
を
、
こ
れ
ら
の
抑
圧
さ
れ
た
人
々
に
対
し
て
彼

ら
の
声
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
批
判
的
人
種
理
論
の
論
者
た

ち
の
論
文
集
で
あ
る
モ
ミ
島
吋
ぎ
H

V

で
も
ど
誌
、
の
序
文
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

あ
ま
り
に
も
頻
繁
に
人
種
的
侮
蔑
発
言
の
被
害
者
た
ち
は
彼
ら
が
見
る
こ
と
、
感
じ
る
こ
と
、
そ
し
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
表

現
す
る
言
葉
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
彼
ら
の
傷
を
診
断
し
、
名
前
を
与
え
る
理
論
や
分
析
の
な
い
状
態
で
は
、
彼
ら
は
自
ら

に
加
え
ら
れ
た
傷
を
内
面
化
し
、
そ
し
て
引
き
続
き
傷
つ
け
ら
れ
で
も
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
批
判
的
人
種
理
論
は
そ
の
よ

う
な
傷
に
名
前
を
与
え
、
そ
の
様
々
な
源
を
同
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
源
は
し
ば
し
ば
共
有
さ
れ
た
諸
価
値
や
中
立
的

な
法
的
諸
原
則
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
う
ま
く
姿
を
変
え
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
脱
構
築
さ
れ
、
傷
に
名
前
が
与
え
ら

れ
る
と
き
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
被
害
者
は
自
ら
の
声
を
見
出
す
。
彼
ら
は
そ
の
抑
圧
の
中
で
一
人
で
は
な
い
と
知
る
。
彼
ら
は

力
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ン
パ
ワ
l
メ
ン
ト
、
彼
ら
が
自
ら
の
声
を
見
出
す
手
助
け
を
す
る
と
同
時
に

（ぬ）

我
々
も
自
ら
の
声
を
見
出
す
よ
う
な
エ
ン
パ
ワ
l
メ
ン
ト
は
、
我
々
の
仕
事
の
中
で
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
も
ま
た
、
そ
の
言
論
を
沈
黙
さ
れ
ら
れ
て
い
る
女
性
、
あ
る
い
は
支
配
的
な
社
会
的
現
実
の
中
で
元
々
そ
の
よ
う
な

（

M
刊
）

言
論
な
ど
持
た
な
か
っ
た
女
性
に
対
し
て
、
彼
女
た
ち
に
声
を
与
え
る
た
め
に
奮
闘
し
て
い
る
。
女
性
た
ち
の
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
、

彼
女
た
ち
の
経
験
を
理
論
化
す
る
こ
と
は
、

一
つ
の
異
な
っ
た
声
を
法
的
共
同
体
を
含
め
た
カ
の
あ
る
共
同
体
に
お
け
る
意
味
生
成
過

程
に
お
い
て
聞
か
れ
う
る
声
に
解
釈
す
る
と
い
う
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

理
論
に
は
言
説
的
な
力
が
あ
る
。
批
判
的
人
種
理
論
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
通
し
て
人
種
的
侮
蔑
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発
言
に
よ
る
「
傷
」
を
鮮
や
か
に
描
き
、

（
灯
）

る
。
そ
れ
に
加
え
、
こ
れ
ら
の
理
論
家
た
ち
は
法
的
共
同
体
に
所
属
す
る
者
に
、

（
川
崎
）

行
為
、
公
／
私
の
二
元
論
に
異
な
っ
た
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
人
／
男
性
至
上
主
義
の
悪
循
環
が
い
か
に
機
能
す
る
の
か
に

い
か
に
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
女
性
に
対
し
て
害
悪
を
与
、
え
る
も
の
か
を
示
し
た
こ
と
で
あ

一
見
す
れ
ば
自
明
の
法
的
区
別
、
す
な
わ
ち
表
現
／

目
を
向
け
さ
せ
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
区
別
が
支
え
て
き
た
修
正
一
条
の
諸
原
則
や
リ
ベ
ラ
ル
な
法
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
に
対
す

る
再
検
討
を
追
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
分
析
的
力
に
加
え
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
現
実
に
関
す
る
遂
行
的
あ
る
い
は
構
成
的
力
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
「
ま

（ロ
O
同
判
。
昨
こ
世
界
の
像
を
描
き
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
人
々
の
頭
の
中
に
あ
る
「
実
現
可
能
な
こ
と
」
に
関
す
る
考

（
約
）

え
を
変
え
る
契
機
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
法
理
論
は
法
的
領
域
に
お
い
て
可
能
性
の
あ
る
解
決
策
を
提
示
し
、
そ
の
よ
う
な
法
に
関
す

だ
来
て
い
な
い

（二 ・完）

る
新
し
い
像
は
、
過
去
の
法
実
践
の
解
釈
か
ら
諸
権
利
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
裁
判
官
に
何
ら
か
の
洞
察
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。
理
論
は
裁
判
官
の
解
釈
を
通
し
て
法
に
織
り
込
ま
れ
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
感
情
や
経
験
の

言葉のカー差別的表現・法・法理論

解
釈
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
理
論
は
法
的
慣
例
に
統
合
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
判
決
の
中
に
再
解
釈
さ
れ
、
変
形
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

M
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学法大阪

理
論
は
ま
だ
来
て
い
な
い
世
界
を
想
像
し
言
語
化
す
る
と
い
う
営
み
に
従
事
し
て
い
る
と
き
、

そ
の
最
も
大
き
な
言
説
的
力
を
発
揮

す
る
。
し
か
し
同
時
に
、

言
語
化
さ
れ
た
時
点
が
理
論
的
な
力
の
限
界
点
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

い
っ
た
ん
そ
れ
が

法
と
い
う
形
と
し
て
実
践
さ
れ
れ
ば
、
法
が
有
す
る
独
自
の
暴
力
性
と
法
の
領
域
に
お
け
る
権
力
作
用
の
た
め
に
歪
め
ら
れ
、
ま
た
他

（
印
）

の
目
的
の
た
め
に
う
ま
く
利
用
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
理
論
を
法
的
に
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
す
べ
て
の
可

能
性
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
我
々
が
心
に
と
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ま
ず
法
案
践
に
お
け
る

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
効
果
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
上
で
理
論
を
実
践
に
移
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
法
的
領
域
に
お

（

日

）

（

臼

）

け
る
「
内
的
な
」
視
点
に
基
づ
い
た
特
有
の
解
釈
が
必
要
不
可
欠
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



説

む
す
び
に
か
え
て

論

批
判
的
人
種
理
論
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
試
み
た
白
人
／
男
性
至
上
主
義
の
解
体
が
法
実
践
の
場
で
挫
折
し
た
の
は
、
法
を
平
等
や
権

利
を
獲
得
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
す
で
に
確
立
さ
れ
た
法
シ

ス
テ
ム
そ
れ
自
体
を
疑
問
視
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
持
つ
権
力
を
手
段
と
し
て
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
理
論
の
論
者
た

ち
が
本
来
懸
念
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
法
シ
ス
テ
ム
の
内
部
に
ま
で
巣
く
っ
て
い
る
白
人
／
男
性
至
上
主
義
で
は
な
か
っ

た
か
。
何
が
聴
か
れ
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
何
が
法
的
議
論
に
お
い
て
意
味
が
通
じ
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
何
を
号
一

証
明
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
前
提
自
体
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
の
中

心
的
課
題
を
「
我
々
は
い
か
な
る
価
値
、
動
機
、
そ
し
て
目
的
を
持
っ
て

い
か
な
る
種
類
の
共
同
体
を
形
成
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い

う
聞
い
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
こ
そ
が
「
我
々
が
自
分
自
身
の
言
語
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
自
身
を
形
成
す
る
過
程
」
で

（臼｝

あ
る
と
言
う
ジ
ェ

l
ム
ス
・

B
・
ホ
ワ
イ
ト
の
言
葉
は
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
の
姿
を
描
き
続
け
る
こ
と
が
理
論
家
に
課
さ

（

M）
 

れ
た
役
割
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（

1
）
表
現
／
行
為
の
二
元
論
、
公
／
私
の
二
元
論
に
関
す
る
議
論
も
勿
論
先
例
の
力
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
に
関
し
て
は
特

に
理
論
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
内
容
に
即
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（

2
）

Z
g
E
T点
目
噌
旬
。
ミ
悼
む
町
民
ミ
河
町
S
Sえ
さ
♀
．

ssωσ
町民。
h
h
h
a～
吋
hN80・
z
d
z屯
匡
聞
広
回
目

ω巴回】
R
H，印一目
E
z
－2

肘
印

2
5
2
E
E
F〉
Z
ロ
ω
。Q
R
H，
E
。同4
M
N
Y
N
怠（

E
S）
・
筆
者
は
こ
こ
で

d
g宮田
E
E巾
ョ
を
、
実
際
に
日
々
使
っ
て
い
る
言

葉
は
あ
っ
て
も
、
自
身
の
経
験
や
感
情
を
表
現
す
る
た
め
に
適
切
で
利
用
可
能
な
言
葉
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。

例
え
ば
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
、
差
別
的
な
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
表
現
で
も
あ
る
よ
う
な
行
為
を
規
制
し
よ
う
と
し
た
が
「
表
現
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（二・完）

（凹匂巾

R
V）
」
と
い
う
言
葉
し
か
そ
の
草
案
に
書
き
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
同
様
の
例
で
あ
る
。

（3
）
ピ
エ

l
ル
・
ブ
ル
デ
子
｜
（
稲
賀
繁
美
訳
）
『
話
す
と
い
う
こ
と
｜
言
語
的
交
換
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
』
（
藤
原
書
店
、

四
六
｜
四
七
頁
、
一
五
五
頁
。

（4
）
こ
の
理
論
と
実
践
が
達
成
し
た
こ
と
に
関
し
て
こ
こ
で
深
く
言
及
し
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
点
を
簡
略
に
述
べ
て
お
く
。
一
つ
は
「
表

現
が
害
を
及
ぽ
す
」
と
い
う
議
論
の
立
て
方
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
証
明
が
難
し
か
っ
た
言
論
と
暴
力
の
関
係
を
別
の
視
点
か
ら
示
し
た
こ

と
で
あ
る
。

T
邑
ぼ
の
5
巾
P

、
。
芸
品
司
、
e
p
m
N
S
h
F
M叫

NSo
ミ
N．shHHEhnrhNShH
段
な
さ
リ
S
h
N∞印・

N

S

E
打開
Z
印
。
同
印
国
司
〉
Z
U

即
日
Z
2
2
の
一
旬
開
〉
vn叶目白印
O
司
AUdFH，
C同〉
F
何回。
d
F〉、コ
0
2
（見。

Z
3
n・司
C
a
a－－
H坦
坦
∞
）
・
二
つ
目
は
、
弱
者
｜
こ
こ
で
は
人
種
的
少

数
者
と
女
性
｜
の
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
私
的
領
域
に
関
す
る
議
論
を
公
的
議
論
の
場
に
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
呼
ば
れ
て
き
た
人
々
を
公
的
議
論
の
場
へ
と
導
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ケ
ネ
ス
・
カ
l
ス
ト
は
「
（
あ

る
社
会
に
）
所
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
味
を
共
有
す
る
共
同
体
を
定
義
・
再
定
義
す
る
諸
選
択
を
共
同
で
行
う
こ
と
で
あ
る
」
と
公
的

議
論
の
場
に
お
け
る
発
言
の
重
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
同
開
Z
Z
同↓
Z

円、．同〉器、
HJ
∞問
F
o
z
e
zの
↓
。
〉
富
山
自
の
〉

N
H
H
C
U∞申）・

そ
し
て
三
つ
目
と
し
て
、
両
理
論
が
さ
ら
な
る
言
論
を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
表
現
の
自
由
に
よ
り
価
値
を

置
く
立
場
の
論
者
や
裁
判
所
は
そ
れ
ま
で
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
問
題
、
例
え
ば
差
別
的
な
社
会
に
お
け
る
表
現
の
害
と
は
何
か
、

表
現
と
行
為
と
の
間
の
区
別
は
あ
る
の
か
ど
う
か
、
何
が
政
府
の
役
割
か
、
な
ど
に
答
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
立
場
に
立
た
さ
れ
た
。
こ

れ
は
主
流
の
立
場
に
い
る
人
々
に
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
声
に
耳
を
傾
け
、
聞
い
に
答
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

表
現
の
自
由
を
よ
り
重
ん
じ
る
立
場
（
n
Zロ
ロ
σσ
ユ
R
Eロ
）
の
ナ
デ
ィ
ン
・
ス
ト
ロ
ッ
セ
ン
は
「
シ
ヴ
ィ
ル
・
リ
パ
タ
リ
ア
ン
は
表
現
の

自
由
と
共
に
平
等
と
い
う
憲
法
的
価
値
を
守
る
と
い
う
こ
と
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
の
で
、
ロ
ー
レ
ン
ス
や
憎
悪
表
現
の
規
制
を
主
張

す
る
他
の
論
者
た
ち
に
よ
る
議
論
に
対
し
て
、
熟
慮
し
、
応
答
す
る
こ
と
は
、
特
に
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

Z
白
島
ロ

ω可。∞∞巾
P
河町内定九むな．
s
h
勾
ぬ
円
註
旬
、
同
町
内
骨
。
3

。ssH
V
S
～
h
h
h口、
S
H
M〕さ
hvgお
お
山
口
回
開
Z
同
吋
円
。
c
a
c〉、
H，
gw
』同開）円

〉
F－u
∞司岡山〉穴－
Z
の
。
司
河
〉
（
U開・

ωEWL〉相内－
2
0
。
司
∞
何
同
一
回
〉
叶
開

ω甲山田山門
U
E
唱の】〈－
F
閉山目。国叶
m
－〉
z
o
h
H〈
戸
戸
田
一
何
回
斗
目
印

H∞ゲ］｛∞
ω
（］｛由由品）・

ま
た
、
こ
の
論
争
が
ア
メ
リ
カ
自
由
人
権
協
会
（
H
，
Z
〉
B
貸
付
白
ロ
（
U
Z己
円
g
R
Z角

川
田

C
巳。
P
〉
の
門
戸
】
）
に
与
え
た
影
響
に
関
し
て
、

ロパ

1
ト
・
ポ
ス
ト
が
〉
（

H
C
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
文
献
の
リ
ス
ト
を
挙
げ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
参
照
。
河

o
gユ
句
。

F
均
hN円・

乾
句
、
同
町
内
p・
b
sき
門
司
S
旬
、
む
さ
同
町
常

E
a
H
h
s
h
s
s
s
n
S
F
R・回同

E
N
ロ・∞・

一
九
九
三
年
）
特
に

言葉の力一差別的表現・法・法理論
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説

（5
）
（
U
E
ュg
H
p
r
Z
2
2
n巾
E
－
『

h
n
図。
$
a
h
h
h
h凡
さ
の
。
～
河
合
丘
町
史
認
白
河
内
H門主

M

刷、同町内
p
s
nむ
さ
を
h
p
g
冨
〉
回
目
』
・

冨
E
2
0
2↓
krFJ
君
。
河
口
∞
吋
出
口
当
。
czu
一
P
5
2
F
H
C白

2
8同J

子
〉
目
的
〉
戸
d
g
∞
E
R
E
w
E口
言
問
司
H
E
4

〉冨何日
L

ロ富開
Z
斗日一戸町一
ω

（］｛甲山山
ω
）・

（6
）
（
U
Z出
馬
HZ開
〉
・
冨
R
E
z
z
o
z・
0
2
F
4
4司
自
己
的
自

2
3
5
・
柿
本
和
代
訳
『
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
「
平
等
権
」
と
「
表
現
の
自

由
」
の
聞
で
』
（
明
石
書
店
、
一
九
九
五
年
）
四
三
頁
（
訳
は
筆
者
に
よ
り
一
部
変
更
）
。

（7
）
旬
開
、
吋
何
回
「
切
開
閉
山
の
何
回
〉
Zロ
吋
図
。
冨
〉
印
円
C打開
F
E
z
z・
4
，
E
山
ω。
QhrFhcz印、吋河口
n
d
c
z
o司
月
開
hrFEd－
〉
叶
同
開
〉
己
印
開

HZ
、吋間関

ω。
。
。
円
。
日
。
司
同
ZC当
日
ロ
自
（

5
2）
・
山
口
節
郎
訳
『
日
常
世
界
の
構
成
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
社
会
の
弁
証
法
』
（
新
曜
社
、
一
九

七
七
年
）
。

（8
）
足
・
己
記

1
2・
邦
訳
九
三
｜
一

O
四

頁

。

（

9
）
ミ
・
巴
H
N
申

iz－
－
邦
訳
一
一
一
九
｜
二
二

O
頁。

（
叩
）
』
。
5
4
m－∞
E
－河
FF
叶，

E
w
h
C
Z
2同
Cわ
叶

5
Z
C
Hり

ω。（
UE戸
別

E
－
口
、
寸
司
会
申
告
）
・
サ
l
ル
は
制
度
的
事
実
の
説
明
に
剥
き
出
し
の
事

実
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
が
、
彼
は
こ
の
剥
き
出
し
の
事
実
を
表
象
と
切
り
離
さ
れ
て
も
存
在
す
る
「
現
実
世
界
（
門

Z
Z白
目
当

2
5）」

と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
L

ミ－

n
E・叶
l

由
筆
者
は
現
実
に
事
物
が
存
在
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
現
実
世

界
が
既
に
自
明
の
も
の
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
に
つ
い
て
は
サ
l
ル
と
見
解
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
日
）
句
、
・
同
片
品
∞
．

（
ロ
）
』
ミ
・
己
紹
プ
レ
イ
ス
ホ
ル
ダ
ー
は
数
学
、
論
理
学
の
用
語
で
、
あ
る
集
合
に
お
い
て
任
意
の
名
前
で
置
き
換
え
ら
れ
る
式
内
の
記
号

の
こ
と
で
あ
る
。

（
日
）
例
え
ば
行
為
遂
行
的
発
言
に
よ
っ
て
成
立
す
る
結
婚
式
は
、
新
し
く
二
人
の
人
間
に
夫
と
妻
と
い
う
地
位
を
与
え
結
婚
と
い
う
制
度
的

事
実
を
形
成
す
る
が
、
そ
こ
で
の
行
為
遂
行
的
発
言
は
「
式
を
執
り
行
う
者
（
白
買
g
E
E
m
o
B己
と
こ
の
前
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
成
功

し
な
い
。
こ
の
「
式
を
執
り
行
う
者
」
自
身
も
、
制
度
的
な
機
能
を
、
こ
の
結
婚
式
以
前
に
別
の
制
度
的
事
実
の
形
成
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
』
ミ
白
同
∞
同
∞
N

（H
）
切
開
問
。
何
回
〉
Zロ門口（
U
5
2
2
2・
sybロ
。
芯
戸
主
呂
場
邦
訳
三
九
頁
。

（
日
）
ブ
ル
デ
ュ

l
・
前
掲
注
（
3
）
・
一
四
一
一
一
四
三
頁
。

（vm
）
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
以
下
の
言
葉
を
参
照
。
「
資
料
を
使
い
権
威
を
も
っ
て
で
め
る
人
は
劣
等
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
が
、
地
位
と
待
遇
の

論
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（二・完）

違
い
の
構
造
が
作
り
だ
さ
れ
、
現
実
化
さ
れ
る
主
な
方
法
で
あ
る
。
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
か
に
人
々
が
階
級
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

か
、
い
か
に
社
会
的
階
層
は
回
避
で
き
な
い
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
、
い
か
に
劣
等
感
や
優
越
感
が
生
ま
れ
、
い
か
に
底
辺
の
人
々
に
対
し

て
ふ
る
わ
れ
る
暴
力
に
つ
い
て
の
無
関
心
が
合
理
化
さ
れ
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
意
味
を
作
り
出
す

こ
と
に
よ
り
、
人
々
の
内
面
に
、
ま
た
人
々
の
あ
い
だ
に
、
社
会
的
優
越
感
が
作
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
破
壊
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意

味
と
そ
の
表
現
子
段
を
壊
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
訳
は
若
干
変
え
さ
せ
て
い
だ
い
た
）
云
R
F
Z
E
F
O
Z口
当
s
u
m－

S
も
さ
口
。
広
少
白
円
ω
H
w

邦
訳
五
O
頁。

（
口
）
の
開
。
回
目

FK長
。
司
〉
Z
U
冨
話
相
内
』
。
百
話
。
zw
宮
司
馬
出
〔
）
担
当
開
門
円
〈
何
回
J

子

n
y・
印
（
邑
∞
C
）
w渡
部
昇
一
他
訳
『
レ
ト
リ
ッ
ク
と

人
生
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
六
年
）
第
五
章
。

（
四
）
別
の
言
葉
で
は
示
否
。
ー
骨
∞

ng円
（
血
統
を
遡
る
）
之
が
文
化
人
類
学
者
の
聞
で
使
わ
れ
て
い
る
。

ζ
馬
記
Z
国
民
間
同
♂
司
〉
ゴ
E
Z印

。岡村河〉【い何回
Z
↓
国
間
〉
冨
開
閉
α（リ〉印・
ω一－w
印罰（］｛申出品）

（凹）

Z
巳
］
の
O
仲間口己
m
y
h
n
3．
民
意
向
ミ

R
忌
ミ
（
リ
ロ
言
及
言
及
。
芯
凡
師
向
。
目
。
下
句
史
噌
E
N
－－

z
n
E
ゴ
nkF円
mkr白
吋
回
一
開
。
悶
〈
一
寸
回
目
出
関
E1

4
司
自
己
Z
C
印、
H
，

EH，
E
E
E吋
回
開
冨
C
〈
宮
何
百
N
印
F
M
E
R－B
Zユ
m
p
g島
白
羽
巾

Z
－

a印
よ
呂
田
）
・

（
却
）
四
世
紀
ア
メ
リ
カ
南
部
に
お
け
る
人
種
の
構
築
に
関
し
て
は
、
〉
ユ
色
白
』

C
E
n－
ト
止
命
b
H
S
h
－g
t
H
S
m
a
～
吋
ミ
む
な
ミ
同
R
a
～

b
ミ
ミ
ミ
芯
ミ
3
3
S
S司
弓
S
内
H
R
S
H
P
E
n
sさ
ミ

N
U
R
S－－
c
∞
J
P
E
F・】・

HO申
（
忌
∞
∞
）
を
参
照
。
ま
た
、
法
は
他
の
人
種
に
関
し
て

も
人
種
意
識
的
で
あ
っ
た
。
。
可

E
o
u
z
q
〉
・
司
。
E
－
h
h叫
S
3な
さ
4
．s
h
h
h守
3
5可
～
同
3
p
h
b
h言、
s
s
a
h民
。
お
お
＼
気
持
RN円
ヘ
民
芯
河
色
町
向
l

n
。
sRhOHahhHHAJ
∞
N
【
い
〉
巳
司
「
岡
山
開
〈
－

E
出
（
昌
宏
）
・

（
紅
）
。
。

gロ己
mySHVミ
ロ
。
Z

5
・巳

N
E－

（
泣
）
こ
れ
に
つ
い
て
ル
イ
ス
・
ト
ロ
が
、
人
種
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
掬
い
き
れ
な
い
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
ア
メ
リ
カ
人
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

選
挙
権
、
ア
フ
ァ

i
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
、
学
校
統
合
な
ど
の
基
礎
と
な
る
、
ア
メ
リ
カ
行
政
管
理
予
算
局
（
任
問

O
B
B
丘
冨
白
ロ
・

白ぬ巾

B
S門
出
口
己
∞
邑
柏
町
一
一
旦
［
C
冨
∞
］
）
に
よ
る
国
勢
調
査
の
た
め
の
人
種
・
民
族
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
、
チ
カ
l
ノ
（
［
（
U
E
BロC
］
メ

キ
シ
コ
系
ア
メ
リ
カ
人
）
は
白
人
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
社
会
で
の
彼
ら
の
抑
圧
の
歴
史
に
基
づ
く
チ

カ
l
ノ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
っ
く
り
こ
な
い
。
ト
ロ
は
白
人
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
の
区
別
は
人
種
よ
り
も
、
民
族
的
（
E
F
5
5

差
異
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
門
戸
阿
佐
〉
口
問
。
－
叶
旬
。
＼
h
b
H以内口、守同）詮刊誌円
H
H
Y
G
S
O
H
F
h
3
～
同
hHRash叫
足
mSな．九
Y
N．3
町町、町ミ『

言葉の力←差別的表現・法・法理論
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説

NS＆
§
h
a
g
a
s
h
ご
常
思
加
も
S帆円

Q
B
M
H一号
b
s
s
刊
誌
。

h
h
h
w
b
H．『町内号町民。・

Nい
い
∞
吋
開
同
・
吋
開
門
出
戸
・
岡
山
開
4
H
N
E
（
呂
田
）
参

照
。
同
様
の
こ
と
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
議
論
で
も
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
第
二
章
で
紹
介
し
た
レ
イ
シ

i
の
議
論
、

FKHBJF
足。可。

さ
ぬ
き
同
均
町
内
喜
師
同
選
円
HN．0
S
S
ω
ξ
3・h
町
時
刊
に
円
M
N
S
O
Lロ
d
z百
E
同
〉
回
目

ωCH凶』開わ吋印・程、
S
ロ
c
g
N・
国
仲
立
少
そ
し
て
リ
ユ
ー

ス
・
イ
リ
ガ
ラ
イ
「
ひ
と
つ
で
は
な
い
女
の
性
」
（
棚
沢
直
子
他
訳
）
『
一
つ
で
は
な
い
女
の
性
』
（
勤
草
書
房
一
、
一
九
八
七
年
）
特
に
二
六

頁
を
参
照
。

（
お
）
』
CUH叶
出
回
C
叶戸岡山
F
一閃凶
Q
J「〉回円、開

ω
2
w開門U
回
一
〉

HMO口、
H，R
印
。
司
叶
回
開
句
何
回
目
叶
CEζkr、
口
〈
何
回
（
H甲山当）・

（M
）
』
ミ
・
民
話
・
パ
ト
ラ
l
は
「
（
言
語
の
）
超
越
し
た
歴
史
性
と
構
造
が
主
体
の
言
語
的
な
生
存
と
そ
の
死
を
可
能
に
す
る
」
と
表
現
し

て
い
ヲ
Q
o

』ミ’

（
お
）
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
こ
の
こ
と
を
、
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
社
会
的
現
実
を
構
築
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
害

悪
と
し
て
見
え
な
い
よ
う
に
な
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
（
い
〉
叶
出
〉
同
居
間
〉
・
冨
〉
打
開
H
Z
Z
0
2・同，。巧
KF同
ロ
〉

E
w
E
Z
H印斗吋出回山（】同
4
0司

、吋回開

ω
叶〉叶開

NChH
（］｛由市山由）・

（Mm
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ
l
（
田
村
倣
訳
）
『
監
獄
の
誕
生
』
（
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
）
。

（
幻
）
戸
担
当
叶
巾
ロ
円
少
的
基
ミ
ロ
c
g
印
温
町
広

S
I
S・

（
お
）
冨
R
自
z
z
o
z
w
o
z
E
t司
自

5
・
s
y
a
g
R
少
白
ニ
タ
邦
訳
二
六
頁
。

（
却
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ
l
（
西
谷
修
訳
）
「
真
理
と
裁
判
形
態
」

『ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ
l
思
想
集
成
V

権
力
／
処
罰
』
（
筑
摩
書
房
、

二
O
O
O年
）
一
八
O
l
一
八
一
頁
。

（
却
）
戸
担
当
日
R
p
s
y
a
ロ
。
宮
町
wM巴
巴
一
円
〉
叶
出
馬
HZ開〉－

E

R
目
z
z
o
z
u
h『
も

H
R
N
h
hミミ

iZ言
”
山
口
司
何
百
Z
円印冨

C
Z冨
O
U
E
g
一

回目

S
E同一印岡山
O
Z
E
E
〉
Z
U
H
L
r
t
ξ
E
P
E
H
（呂∞
3
・
奥
田
暁
子
他
訳
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
表
現
の
自
由
』
（
明
石
書
店
、
一
九
九
三

年
）
二
五
三
頁
。

（
担
）
こ
れ
を
国
家
に
よ
る
検
閲
と
区
別
し
、
何
か
言
葉
を
発
す
る
と
き
既
に
検
閲
さ
れ
て
い
る
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
初
日

r
g↑m
z
p

め
NhNWC『hmshH及。噌柏、めにミ
N円
余
白
唱
曲
、
、
。
『
足
。
h
刊
誌
も

Fい
て
ば

hHhHFD3．守・日ロ（い開
Z
印C同印出回司〉
z
u
ω
円戸岡山
Z
Q
Zの
wMX守、
hN
ロ
C同巾品
w白丹

NEH
・

（幻）

ω開〉回口
p
h
N
品、ミロ。伴内
H
0
・丘町一吋・

（
お
）
ジ
ョ
ン
・

L
・
オ
l
ス
テ
ィ
ン
は
発
語
内
行
為
が
適
切
で
あ
る
た
め
に
は
慣
習
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

プ山

両聞
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（二・完）

』

o
E
L
F－〉
C
印叶－
F
図
。
巧
叶
o
u
c
、H，E
Z
2
5
4
Z
巧
O回
目
（
H
S
N）・

2HV－
nF・
∞
・
坂
本
百
大
訳

『言
語
と
行
為
』
（
大
修
館
書
店、

一
九
七
八
年
）
第
八
章
。
し
か
し
ブ
ル
デ
ュ

l
は
オ
l
ス
テ
ィ
ン
の
分
析
は
行
為
遂
行
的
発
言
の
力
が
言
説
そ
の
も
の
の
本
質
的
特
性
に
向

け
ら
れ
、
言
語
学
内
部
の
問
題
と
し
て
留
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
不
十
分
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ブ
ル
デ
ュ
l
・
前
掲
注
（
3
）
・
八
二
、

一
二
三
、
二
一
七
頁
。

（担）

ω開
〉
同

FHw－的
H
Aも
『
h
H

口。仲
mW
H
O－
白
同
印
M
・

（お）

MgzEFF関
E
Z
B
4
2
H
S
Eい
同
，

Eω
↓
E
z
g
p自
何
回

O
Z叶
8
5
5
8
5
4司
自
己
ロ
吋
（
N
O
O
N
）

（
お
）
ラ
ン
ダ
ル
・
ケ
ネ
デ
ィ
は
「
ニ
ガ
l
」
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
様
々
な
異
な
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
言
葉
自
体
を
禁
止
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
戦
略
で
は
な
い
こ
と
を
そ
の
著
書
全
体
を
通
し
て
示
唆
し
て
い
る
。
ミ・

（
幻
）
慣
例
主
義
に
つ
い
て
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ウ
ォ
l
キ
ン
は
「
慣
例
主
義
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
法
的
実
践
と
い
う
も
の
を
正
し
く
理
解
す
れ
ば
、

そ
れ
は
前
記
の
知
き
慣
例
（
ア
メ
リ
カ
で
は
法
は
立
法
府
が
制
定
す
る
法
律
で
形
成
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
上
院
に
よ
る
判
決
が
下
位
の
裁

判
所
を
拘
束
す
る
こ
と
等
）
を
尊
重
し
実
行
に
移
す
こ
と
、
慣
例
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
を
｜
そ
し
て
こ
れ
だ
け
を
｜
法
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
に
他
な
ら
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
（
強
調
は
筆
者
に
よ
る
）

o
m
o
z〉
5
0巧
。
同
窓
z－
F
k
r
d
弓
印
刷
豆
沼
田
間
一
口
印
（
H
S
e
w
小
林
公
訳

『
法
の
帝
国
』
（
未
来
社
、
一
九
九
五
年
）
一
九
一
頁
。

（
お
）
フ
l
コ
l
・
前
掲
注
（
却
）
・
一
四
二
頁
。

（
却
）
こ
の
よ
う
な
差
別
的
表
現
が
当
て
は
ま
ら
な
い
種
類
の
人
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
、
言
わ
れ
た
人
は
「
自
分
は
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う

こ
と
は
勿
論
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
反
論
す
る
こ
と
自
体
「
ど
こ
か
に
自
分
と
は
違
う
こ
の
言
葉
が
当
て
は
ま
る
人
が
い
る
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
言
葉
の
持
っ
て
い
る
意
味
を
強
化
し
、
差
別
的
構
造
に
荷
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
差
別
的
表
現
が

当
て
は
ま
る
社
会
的
現
実
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。

（川叩）

U
d〈

O
R
E－

syaロ。同巾
ω戸巾印刷】－

n
z・。
l

叶
・
た
だ
し
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ウ
ォ
l
キ
ン
は
表
現
の
自
由
の
価
値
を
重
く
受
け
止
め
、

そ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
に
強
く
反
対
し
て
い
る
。
特
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
市
反
ポ
ル
ノ
条
例
と
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
議

論
に
対
し
て
は
痛
烈
な
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
列
。
Z〉
F
U
U
d弓

O
R
E－
回り問団
g
p
g
F
h
F巧
（
H
S
g
n
z－
∞
1H0・
石
山
文
彦
訳

『自
由

の
法
米
国
憲
法
の
道
徳
的
解
釈
』
（
木
鐸
社
、
一
九
九
九
年
）
八
一

O
章
参
照
。
批
判
的
人
種
理
論
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
議
論
が
実
際

に
ド
ウ
ォ
l
キ
ン
の
考
え
る
修
正
一
条
に
関
す
る
法
理
に
取
り
込
ま
れ
う
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
彼
の
法
の
純

一
性
を
取

言葉の力一差別的表現・法・法理論
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J＿）
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目
撃
J
ν
ニ
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胤
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（可）
]
A
M
E
S
 B

O
Y
D
 W

H
I
T
E
,
 
J
U
S
T
I
C
E
 A
S
 T

R
A
N
S
L
A
T
I
O
N
 :

 A
N

 E
S
S
A
Y
 I
N
 
C
U
L
T
U
R
A
L
 A
N
D
 L

E
G
A
L
 C

R
I
T
I
C
I
S
M
 
2
6
5
 

(1990). 

（司）
K
E
N
N
E
T
H
 L. 

K
A
R
S
T
,
 L
A
W
'
S
 P
R
O
M
I
S
E
,
 L

A
W
’s

 EX
P
R
E
S
S
I
O
N
 8

 15 
(1993). 

（甲）
N
I
C
O
L
A
 L
A
C
E
Y
,
 C
o
仰
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in 

Legal 
T
heo

η
：
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I
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or Ideology? 
in U

N
S
P
E
A
K
A
B
L
E
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U
B
J
E
C
T
S
,
 supra 

n
o
t
e
 2, 

a
t
 125, 138. 
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）
 

Introduction t
o
 W

O
R
D
S
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H
A
T
 W
O
U
N
D
,
 supra n

o
t
e
 5, 

a
t
 13. 

（
~
）
 
ム
ャ
，
入
－
~
’
モ
？
〈
ム
鍵
娘
，
同
様
ト

H
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-
4
~

’
穴
、
ト
ト
ー
’
権
’
告
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_: 

¥' 
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£
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尚
早
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（
ヤ

I'
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然
、
「
会
合
J8f

ニ
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制

E
：
ユ
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相
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恒
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の
約
締
u
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北
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ニ
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L
A
C
E
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,
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struction in Socio-Legal 
T
h
e
o
η
，
i
n
 U

N
S
P
E
A
K
A
B
L
E
 S
U
B
J
E
C
T
S
 supra n

o
t
e
 2, 

a
t
 246. 

（与）
ト

11'1ト
ャ
t
-
-
G
~
~
~
栴
u
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長
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の
ニ
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認
穿
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－
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u
~
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ロ
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ム
入
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L
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r
e
n
-

ce, supra 
n
o
t
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 5, 

a
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 72-74, fo/_l

い
；
¢
U
－
＜
糊
宕
通
量
級
終
日

1111a
u
堅い令~.，，，，

G
~
~
ヤ
ニ
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’

Patricia
W
i
l
l
i
a
m
s
,
 S.ρ

irit-

M
u
r
d
e
r
i
n
g
 the

 Messenger :
 Th
e
 Discourse

 of F
i
n
genρ

ointing as 
the

 La
w
'
s
 R

e.者ponse
to 

Racism, 42 
U
.

 MI
A
M
I
 

L. 
R
E
V
.
 127, 

127
-129 

(1987）
レ
~
榊
将
但

.id\'\G法
鐙
話
~~W,g"1'ど

ド
ニ
心

。
ト

H
川

iii＜
寸
u
~

＿）
い
さ

’
A
N
D
R
E
A
D
W
O
R
K
I
N
,
 

P
O
R
N
O
G
R
A
P
H
Y
:
 M

E
N
 P
O
S
S
E
S
S
I
N
G
 W

O
M
E
N
 18-27 

(1979) 
(1989

），
中
区
ぺ
恥
巴
伝

「長
会
＼
、

11'
ト
ャ

｛
＞
＜
~
在
悔
い
時

l!!f\

｛.！必
』
（
和
+
1
~

’
1
－民兵

l
社）

I
<
 
1111!]lm(G併

記
G
栓
首
審
議
’

lぱ
。長
会
、
＼
潟
嘉
例
u
~
令

1-0(4苦
手
術
G
継
総
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手
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H
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M
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V
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I
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C
a
t
h
a
r
i
n
e
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.
 
M
a
c
K
i
n
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o
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n
d
r
e
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r
k
i
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eds., 1997
）
お
ミ
）
~
総
監
。
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~
）
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－
~
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，
L
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「
や
小
J
荷
台
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-R
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＂
~
恥
£
小
~
~
；
宅
時
’
F
吋
小
ヤ

’
to/G

えと
a
g
e
之
、
一
入

’
指
摘

1／
時

時
二
さ
さ
き
G
主
題
u
や
二
ν
刻
如
~
；
みJ-@::.l::<rtiキ

l千
和

J..>Jj
心
経
~
い

1-0州
場
三
社
a
g
u
~

＋.－1-0~生
~
G
~
岨
ぺ
~
’

l軍
部
縫
誌
に

や
｛＿！IJ

戸'J..>J
t唄

心
ド
二
時
吋
小

U
l！！さ

4ミヰ二時。
W
H
I
T
E
,
sゆ

ra
note 41, 

a
t
 258 

259. 

（
~
）
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A
C
E
Y
,
 Normative Reconstruction in Socio・Legal

T
h
e
o
η
，
in U

N
S
P
E
A
K
A
B
L
E
 S
U
B
J
E
C
T
S
,

 supra n
o
t
e
 2, 

a
t
 237. 

（呂）
室
付
＇
.
！
：
！
’
牝
争
入
え
令
〈
撃
隊
側
部
事
~lie~

＿
）
当
＿
）
＇
.
！
：
！
－
＜
組
主
~
＼
紙
特
G
保

1]11aU:!f;'.~議
F
ド
摺
庄
司
て
14ヰ’

lぱ
裕
士
ミ
＼
泌
さ
ト
ャ

4ト
ム

＇r<
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（二・完）

ビ
ア
ン
の
性
的
表
現
を
抑
圧
す
る
た
め
に
保
守
派
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
表
現
規
制
に
反
対

す
る
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
【
E
C
E
8
2・
E
Hさ
を
円
及
。
a
Z
ω
E〉百
Z
C
C司
河
〉
白
・

ぜ
E
5
2
C
C司
ωロ
－
s
y
b
g門
2
・
印
同
グ
叶
l∞一

z－g
E

F
白
〆
吋
君
。
q
S
H
C
宇
R
H
R句、
、
。
選
。
『
お
も
守
塁
、

s
h
E
窓
円＼

、
3
S
M
m
b
N．忌色町。遣いて
w
E
C
Z唱
匡
同
ハ〉切戸
開
ω
C回』
R

2・
h刷
、
ミ
ロ
。
同
町

N－
印
門
戸
宰
・
実
際
に
、

NWミ
Nh司、
せ－
F
p
n
p
h
h
S
2
3
N）
wH

仰
の
河
品
目
N

に
お
い
て
カ
ナ
ダ
の
最
高
裁
判
所
が
現
実
の
害
悪
の
証
明
な
し
に
「
人
聞
の
尊
厳
を
損
な
い
（
骨
肉
吋
回
全
ロ
閃
）
」
「
非
人
間
化

（骨
E
H
d
M
E
w－
口
問
こ
す
る
よ
う
な
性
的
描
写
は
規
制
が
許
さ
れ
る
と
判
断
し
て
後
、
最
初
に
規
制
対
象
と
な
っ
た
の
は
ゲ
イ
・
レ
ズ
ビ
ア

ン
の
書
店
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
警
察
、
検
察
官
、
そ
の
他
の
政
府
役
人
た
ち
は
ゲ
イ
・
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
性
的
表
現
を
「
人
聞
の
尊
厳
を
損
な

う
も
の
」
で
あ
る
と
見
る
か
ら
で
あ
る
と
ス
ト
ロ
ッ
セ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

Z
同
住
吉

ω同3
8巾
p
h
hサ
h
s
s芝
（
リ
ミ
＆
ミ
ミ

JJF問、、

3
3
3堂
内
3．忌
Nhmq＼
、
む
き
ch可店、
FH・
3
〈〉・

HA－
－c
q－
H
o
s－
己
主
l
H
H
h
（E
S）
・
ち
な
み
に
、
反
ポ
ル
ノ
法
を
起
草
し
た
ア
ン

ド
レ
ア
・
ド
ウ
ォ

l
キ
ン
自
身
の
著
作
も
カ
ナ
ダ
の
税
関
で
押
収
さ
れ
た
。
宮
町
虫
R
B
∞
R
Z
P
同
c
s
。
き
b
h
s
h
b
c
g『令

。ミ、

hhoミ
F
同，

O問。
z、『
C
ω
4〉
F
早向白山、

N市

Y
H申
由

ω・
白
門
出
ω・

（
日
）
口
君
。
同
目
白
Zw
袋
、
ミ
ロ
ogω
円
三
戸

5
5・叶∞
1gw
邦
訳
三
O
｜
三
五
、

一
二
六
｜
一
三
九
頁
。

（
臼
）
こ
の
点
に
関
し
て
筆
者
は
岡
野
八
代
が
問
題
と
す
る
デ
ィ
レ
ン
マ
を
共
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
岡
野
八
代

『法
の
政
治
学

法
と

正
義
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
（青
土
社
、
二
O
O二
年
）
特
に
第
五
章
参
照
。

（
臼
）
』
〉
呂
田
∞
OJ白
老
百
回
－
均
F
S
3．内向港、
h
Q
S
～
吋
君
弘
喜
矢
内
ミ
Hミミ
S
R叫
む
き
さ
Nhsb
～h
F
S
E開問
R

E印u

∞。宅－

肘印印〉
J『印
O
Z
叶
出
何
百
由
開
叶
C
E（い〉
Z
O
司
自
己
2
0司叶
E
F
p
d司
N∞
L
N
（
邑
∞
印
）
”
永
井
均
訳
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
法
文
化
的
・
社
会
的

生
活
の
技
法
」
現
代
思
想
一
四
巻
六
号
（
一
九
八
六
年
）
一
四
一
頁
。

（M
）
差
別
的
表
現
に
対
す
る
法
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
筆
者
は
、
差
し
止
め
請
求
や
損
害
賠
償
と
い
っ
た
形
で
発
言
者
の
「
責
任
」
を
追
及

す
る
と
い
う
従
来
の
法
の
形
態
は
適
当
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
南
ア
フ
リ
カ
で
の
真
実
和
解
委
員

会
の
よ
う
な
試
み
に
一
つ
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
様
の
視
点
よ
り
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
問
題
に
つ
い
て
書
か
れ
た
論

文

Z
o
F
N
W可
乾
包
括
忌
町

p
e可
h
s
h
M
Z常
、
む
さ
雪
ミ
k

〈
3．s
s’h
s司ミ
S
3
h
e
b
g
S
S
M
H
O
河
内
急
ミ
ミ
与
さ
句、帆ミぱ

、
ミ
ミ
、
町
噂
口
町
田
〉
同
〈
戸
閉
山
開
〈

1

・
5
S
（N
O
O
N
）
参
照
。
こ
の
点
に
関
す
る
よ
り
深
い
考
察
は
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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