
第
一
章　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
い
か
に
再
生
産
さ
れ
る
か
？ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
oing Gender &

 U
ndoing Gender 

上
野
千
鶴
子

一　

ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念

　

こ
ん
に
ち
は
。「
お
ひ
と
り
さ
ま
」
の
上
野
千
鶴
子
で
ご
ざ
い
ま
す
。
が
、
今
日
は
、
そ
の
話
は
一
切
い
た
し

ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
堅
い
タ
イ
ト
ル
の
講
演
会
に
、
よ
く
ぞ
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
大
学
で
す
か
ら
講
義

モ
ー
ド
で
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
広
ま
っ
て
き
ま
し
た
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
は
進
化
し
て
お

り
ま
す
。
今
、
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
言
語
論
的
転
回
以
後
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
で
す
。

一
番
有
名
な
の
は
、
バ
ト
ラ
ー
（Judith Butler
）
と
い
う
人
で
す
。
そ
の
人
に
よ
れ
ば
、「
男
と
は
何
か
、
女

と
は
何
か
」
の
定
義
は
、
も
の
す
ご
く
簡
単
で
す
。「
女
と
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
女
と
し
て
ふ
る
ま
っ
た
者
の

こ
と
で
あ
り
、
反
対
に
男
と
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
男
と
し
て
ふ
る
ま
っ
た
者
で
あ
る
」、
そ
れ
だ
け
で
す
。

　

い
ち
い
ち
「
男
だ
、
女
だ
」
と
下
着
ま
で
脱
い
で
、
性
別
を
点
検
し
て
暮
ら
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
「
男
の
よ
う
に
」
あ
る
い
は
「
女
の
よ
う
に
」
ふ
る
ま
っ
た
と
い
う
実
績
が
残
れ
ば
、
そ
の
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人
は
男
だ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
り
、
反
対
に
女
だ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
で
私
の
講
義
を
終
わ
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
な
ぜ
、
バ
ト
ラ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
つ

い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
バ
ト
ラ
ー
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
（Georg W

ilhelm
 Friedrich 

H
egel

）
や
フ
ー
コ
ー
（M

ichel Foucault

）
な
ど
で
す
。
そ
の
な
か
に
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
（Louis Pierre 

A
lthusser

）
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
「interpellation

（
呼
び
か
け
）」
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。

　

誰
か
に
、「
お
い
、
そ
こ
の
女
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
と
し
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
自
分
が
そ
こ
に
位
置
取

り
（positioning

）
を
し
て
、
自
分
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
と
同
意
し
て
、「
は
ぁ
？
」
と
振
り
向
い
た
と
き
、
あ

な
た
は
女
に
な
り
ま
す
。

　
「
お
い
、
そ
こ
の
お
ば
は
ん
」
と
呼
ば
れ
て
も
、
私
が
振
り
返
ら
ず
、「
お
い
、
そ
こ
の
お
嬢
さ
ん
」
と
言
わ

れ
て
、「
あ
ら
、
私
の
こ
と
か
し
ら
」
と
言
っ
た
と
し
た
ら
、
私
は
、
そ
の
呼
び
か
け
に
答
え
て
「
お
嬢
さ
ん
」

と
し
て
ふ
る
ま
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
お
ば
は
ん
」
と
言
わ
れ
て
振
り
返
ら
な
け
れ
ば
、
私
は
呼
び
か
け
に

答
え
な
い
こ
と
で
、「
お
ば
は
ん
」で
あ
る
こ
と
に
同
一
化
し
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、い
わ
ば
、

そ
の
場
所
に
ピ
ン
で
留
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。「
お
ば
は
ん
」
と
い
う
言
葉
に
、
い
ち
い
ち
反
応
し
て
い
る
う
ち

に
、
あ
な
た
は
だ
ん
だ
ん
と
「
お
ば
は
ん
」
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
簡
単
で
し
ょ
う
？

　

例
え
ば
、「
お
い
、
そ
こ
の
女
」「
女
だ
て
ら
に
」「
女
っ
て
も
の
は
…
…
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
全
て
語
り
、
す
な
わ
ち
言
葉
に
よ
る
実
践
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
物
事
の
秩
序
を
決
め
て
い
ま
す
。
こ
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の
よ
う
な
行
為
を
、フ
ー
コ
ー
は「
規
制
的
言
説
実
践
」と
い
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
言
説
実
践
の
反
復
に
よ
っ

て
、
男
と
女
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
言
葉
の
な
か
で
、
あ
る
出
来
事
が
起
き
ま
す
。
言
葉
と
い
う
の
は
、
何
か
を
指
し
示
す
の
で

は
な
く
、そ
れ
を
言
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、出
来
事
で
あ
る
と
い
う
「
言
語
行
為
論
」
を
考
え
つ
い
た
の
は
、オ
ー

ス
テ
ィ
ン
（John Langshaw

 A
ustin

）
と
サ
ー
ル
（John Rogers Searle

）
と
い
う
言
語
学
者
で
す
。
こ

こ
か
ら
バ
ト
ラ
ー
と
い
う
人
は
、「
行
為
遂
行
性
（perform

ativity 

演
技
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
成
し
遂
げ
る

こ
と
）」
と
い
う
概
念
を
作
り
出
し
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、「
愛
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
愛
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
た
と
き
に
、「
じ
ゃ
あ
、

何
な
の
？　

愛
し
て
た
ら
、
ど
う
だ
っ
て
言
う
わ
け
？
」「
お
金
く
れ
る
？
」「
指
輪
く
れ
る
？
」「
結
婚
し
て
く

れ
る
？
」「
セ
ッ
ク
ス
し
て
く
れ
る
の
？
」
と
分
解
し
て
い
き
ま
す
と
、「
愛
し
て
い
る
」
に
は
、
ほ
と
ん
ど
何

の
意
味
も
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
愛
し
て
い
る
な
ら
金
を
く
れ
」
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、

「
愛
し
て
い
る
」
と
言
っ
た
そ
の
時
・
そ
の
場
で
、「
愛
し
て
い
る
」
と
い
う
行
為
は
完
結
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
言
語
の
外
に
も
、後
に
も
「
愛
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
「
愛
し
て
い
る
」
と
、そ
こ
ら
じ
ゅ
う
で
言
っ

て
い
る
男
性
が
い
る
と
し
て
も
、
嘘
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
、
真
実
を
語
っ
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
概
念
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
何
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
か
。「
私
は
×
×
で
あ
る
」
の
と
こ
ろ
に
、

「
男
」「
女
」
と
い
う
項
目
を
入
れ
ま
す
。
こ
れ
を
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（identity

）」
と
い
い
ま
す
。
私
は
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男
で
あ
る
と
か
女
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（gender identity

）」
で
す
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
と
は
、「
男
と
い
う
も
の
は
…
…
」「
女
っ
て
さ
」
な
ど
と
男
女
を
区
別
す
る
こ

と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
区
別
す
る
こ
と
を
「
差
異
化
実
践
」
と
い
い
ま
す
。
こ
う
い
う
差
異
化
実
践
を

何
度
も
繰
り
返
し
反
復
す
る
な
か
で
、
澱お
り

の
よ
う
に
た
ま
っ
た
も
の
の
効
果
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
す
。
で

す
か
ら
、「
男
ら
し
さ
、女
ら
し
さ
」
と
い
う
も
の
は
、男
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、女
で
あ
る
と
い
う
原
因
が
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
、「
ら
し
さ
」
が
現
れ
る
の
で
は
な
く
、「
ら
し
く
」
ふ
る
ま
い
続
け
る
こ
と
か
ら
、結
果
と
し
て
、

「
私
は
女
」
に
な
っ
た
り
、「
あ
な
た
は
男
」
に
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
超
わ
か
り
や
す
い
で
す
よ
ね
。

　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
反
復
さ
れ
た
言
説
実
践
の
沈
殿
物
で
あ
る
、と
い
う
バ
ト
ラ
ー
の
命
題
に
あ
る
「
沈

殿
物
（sedim

entation

）」
と
い
う
概
念
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
商
品
と
は
労
働
の
沈
殿
物
で
あ
る
」
か
ら
き
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
も
、
自
分
の
専
攻
す
る
分
野
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
者
や
思
想
家
の
影
響

を
受
け
て
、
そ
の
積
み
重
ね
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
が
成
り
立
ち
ま
し
た
。

二　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
言
語
が
つ
く
る

　

ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
の
一
番
の
要
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
言
語
が
つ
く

る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
男
／
女
」と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
、こ
れ
は
言
語
で
す
。
言
語
が
あ
る
た
め
に
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
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が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
以
前
に
、
自
然
の
な
か
に
あ
る
性
別
、
例
え
ば
Ｄ
Ｎ
Ａ
や
ホ
ル
モ
ン
、
解
剖
学
的

な
性
差
な
ど
に
つ
い
て
は
、
研
究
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
お
り
、
そ
の
あ
い
だ
に
は
連
続
性
が
あ
り
、「
ど
こ
ま
で

が
男
で
、
ど
こ
ま
で
が
女
か
」
と
い
う
線
引
き
が
で
き
な
い
と
、
す
で
に
答
え
が
出
て
い
ま
す
。

　

そ
の
な
か
で
も
、
明
ら
か
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
も
ホ
ル
モ
ン
も
カ
ラ
ダ
の
構
造
も
男
な
の
に
、
心
は
女
と
い
う
、
不
一

致
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
不
一
致
は
、
ど
ち
ら
に
合
わ
せ
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
カ
ラ
ダ

に
合
わ
せ
て
、
心
を
入
れ
替
え
れ
ば
い
い
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
心
は
そ
ん
な
に
簡
単
な
も
の
で
は
な
く
、
言

語
が
心
を
支
配
し
ま
す
の
で
、
心
は
簡
単
に
変
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
自
分
の
心
に
合
わ
せ
て
カ
ラ
ダ

を
つ
く
り
か
え
る
手
術
ま
で
す
る
人
も
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
連
続
性
の
あ
る
自
然
に
、「
男
と
女
」「
男
で
な
け
れ
ば
女
／
女
で
な
け
れ
ば
男
」
と
い
う
二
つ
し

か
な
い
二
項
対
立
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
持
ち
込
ん
だ
の
が
言
語
で
す
。
言
語
に
よ
る
性
別
に
は
男
と
女
の
中
間
は
、

あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
の
な
か
の
連
続
性
に
、
切
断
を
持
ち
込
む
の
が
、
言
語
と
い
う
も
の
で
す
。

　

こ
れ
を
非
常
に
う
ま
く
表
現
し
た
人
が
い
ま
す
。
伏
見
憲
明
と
い
う
ゲ
イ
の
人
で
す
。「
男
性
／
女
性
」の「
性
」

を
、「
男
制
／
女
制
」
と
書
く
と
、
性
別
の
人
為
性
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
性
別
と
は
社
会
的
な
制
度
と
し
て
、

男
と
し
て
ふ
る
ま
う
、
女
と
し
て
ふ
る
ま
う
二
種
類
の
人
々
の
集
団
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
こ
れ
で
、
ほ
と
ん
ど
結
論
を
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
が
…
…
。

　

で
は
、
言
語
が
ど
の
よ
う
に
し
て
人
を
支
配
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
二
〇
世
紀
の
学
問

の
な
か
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
対
し
て
、
最
も
大
き
な
影
響
力
を
与
え
た
の
は
言
語
学
で
し
た
。
言
語
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を
研
究
す
る
人
た
ち
を
「
言
語
学
者
」
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
言
語
学
者
に
、
構
造
主
義
言
語
学
を
提
唱
し
た

ソ
シ
ュ
ー
ル
（Ferdinand de Saussure

）
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
そ
の
人
が
、
現
実
が
言
語
を
生
む
の
で
は

な
く
、
言
語
が
現
実
を
生
み
出
す
と
主
張
し
た
こ
と
で
、
言
語
観
が
一
八
〇
度
が
ら
り
と
変
わ
り
ま
し
た
。
こ

れ
を
「
言
語
論
的
転
回
（linguistic turn

）」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
「
言
語
っ
て
何
？
」
と
問
わ
れ
た
ら
、
皆
さ
ん
は
、
言
語
は
単
語
と
文
法
の
集
合
か
ら
成
る
と
思
っ
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
答
え
は
、「
構
造
主
義
言
語
学
」
で
は
完
全
に
ア
ウ
ト
で
す
。
言
語
体
系
は
何
か
ら
で
き

て
い
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、「
話
す
（
発
話 parole

）」
と
い
う
個
々
の
行
為
と
、
そ
の
解
読
規
則
（langue

）

か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
集
合
が
言
語
（language

）
と
い
う
も
の
で
す
。
相
手
と
自
分
が
言
語
を
共

有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
初
め
て
相
手
に
通
じ
ま
す
。
誰
に
も
訳
の
わ
か
ら
な
い
、
自
分
だ
け
の
言
語
を
話
し

て
も
通
じ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
「
話
す
」
と
い
う
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
で
す
。

　

こ
れ
を
、
社
会
に
置
き
換
え
て
く
だ
さ
い
。「
社
会
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
社
会
は
個
人

の
集
合
で
あ
る
」
で
は
、
完
全
に
ア
ウ
ト
で
す
。「
社
会
と
は
、
個
々
人
の
間
の
行
為
（practice

）
の
集
積
と
、

そ
の
行
為
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
解
読
規
則
（code

）
の
結
合
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
言
語
論
的
転
回

以
降
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
正
し
い
理
解
の
仕
方
で
す
。

　

で
は
、
社
会
が
個
人
の
集
合
で
な
け
れ
ば
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
個
人
と
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。

個
人
と
は
、
そ
れ
ま
で
は
行
動
の
主
体
だ
と
思
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
で
は
、
個
人
は
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
の
よ
う
な
主
体
は
ど
こ
に
も
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ま
で
は
、
私
た
ち
は
、
デ
カ
ル
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ト
が
言
う
よ
う
に
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
、
自
己
と
い
う
主
体
は
自
由
だ
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。「
そ
ん

な
自
由
な
主
体
な
ど
、
ど
こ
に
も
な
い
」
と
、
主
体
に
死
を
宣
告
し
た
の
が
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
と
い

う
お
じ
さ
ん
で
し
た
。

　

な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
行
為
と
い
う
の
は
、
必
ず
人
と
人
の
間
で
発
生
し
ま
す
。
他
人
に
自
分
が
や
っ
た

ふ
る
ま
い
の
意
味
が
通
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
の
解
読
規
則
が
、
既
に
そ
の
人
と
の
間
で
共
有

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
行
為
と
は
必
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
な
の
で
す
。

　

今
、
私
は
話
し
て
い
ま
す
。
私
の
話
し
て
い
る
言
葉
は
通
じ
ま
す
ね
。
日
本
語
と
い
う
、
私
が
生
ま
れ
る
前

か
ら
既
に
あ
っ
た
言
語
を
学
習
し
て
話
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
た
っ
た
今
、
話
し
た
言
葉
の
な
か
で
、
私
が
自

分
で
発
明
し
た
言
葉
は
た
だ
の
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
で
発
明
し
た
言
葉
を
話
し
た
ら
、こ
の
レ
ク
チ
ャ
ー

は
完
全
に
成
り
立
た
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
言
葉
で
な
く
、
タ
ダ
の
音
声
で
す
ね
。

　

言
語
と
い
う
も
の
は
、
私
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
あ
り
、
私
の
外
に
あ
り
、
私
の
死
ん
だ
後
に
も
あ
り
ま
す
。

言
語
は
自
分
に
属
さ
な
い
、
他
者
に
属
す
る
か
ら
、「
他
者
の
言
語
」
と
も
い
い
ま
す
。
こ
の
他
者
の
言
語
を
学

習
し
て
、
そ
の
言
語
の
規
則
に
渋
々
、
あ
る
い
は
進
ん
で
従
っ
た
と
き
に
だ
け
、
人
は
社
会
的
な
存
在
に
な
り

ま
す
。
人
間
と
し
て
、
他
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
言
語
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
た
と
き
と
は
、
シ
ス
テ
ム
に
従
属
し
た
と
き
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
を
英
語
で
「
何
々
に
従
属
す
る
（subject to

…
）」
と
言
い
ま
す
。
言
語
シ
ス
テ
ム
に
従
属
し
た
と
き
に
、

初
め
て
人
間
は
社
会
的
な
存
在
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
言
語
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
、「
男
と
女
」
と
い
う
カ
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テ
ゴ
リ
ー
が
既
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
言
語
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
わ
ず
に
、
私
た
ち
は
話
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

と
り
わ
け
、
日
本
語
で
は
、
主
語
を
選
ぶ
の
に
、
例
え
ば
、「
俺
」
と
言
う
か
、「
僕
」
と
言
う
か
、「
私
」
と
言

う
か
、「
あ
た
い
」
と
言
う
か
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
意
識
せ
ず
に
は
、一
人
称
単
数
形
す
ら
選
べ
な
い
言
語
の
な
か
に
、

私
た
ち
は
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
言
語
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ま
み
れ
で
す
。

三　
「
状
況
の
定
義
権
」
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争

　　

言
語
は
知
の
集
積
で
す
か
ら
、「
知
は
権
力
で
あ
る
」
と
言
い
出
す
人
た
ち
が
出
て
き
ま
し
た
。
で
は
、
そ
の

権
力
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ポ
ス
ト
構
造
主
義
、
つ
ま
り
構
造
主
義
を
通
過
し

た
あ
と
の
社
会
科
学
は
、
権
力
概
念
を
も
変
え
ま
し
た
。
皆
さ
ん
方
が
、
ど
こ
か
で
習
っ
た
で
あ
ろ
う
権
力
概

念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber

）
お
じ
さ
ん
に
よ
り

ま
す
と
、「
権
力
と
は
、
そ
の
人
を
意
に
反
し
て
従
わ
せ
る
力
の
こ
と
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う

思
っ
て
き
た
で
し
ょ
う
？　

こ
の
定
義
で
は
、
権
力
と
は
、
自
分
の
外
に
あ
っ
て
、
自
分
を
抑
圧
す
る
も
の
に

な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
フ
ー
コ
ー
は
、
権
力
を
「
関
係
の
網
の
目
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
（
自
発
性
を
調
達
す

る
見
え
な
い
）
強
制
力
」
と
定
義
し
ま
し
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
性
別
）
も
、
こ
う
い
う
権
力
の
一
種
で
す
。

　

例
え
ば
、
皆
さ
ん
方
が
、
新
入
生
歓
迎
会
と
か
、
会
社
の
宴
会
に
参
加
し
た
と
し
ま
す
。
先
輩
の
男
子
や
お
っ
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さ
ん
の
な
か
に
、「
女
子
だ
か
ら
、お
酌
せ
よ
」
と
か
言
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
近
の
女
の
子
は
、「
な

ん
で
や
ん
な
き
ゃ
い
け
な
い
で
ん
す
か
？
」
と
言
う
で
し
ょ
う
が
…
…
。

　

し
か
し
、
と
き
ど
き
女
性
の
な
か
に
、
い
そ
い
そ
と
や
っ
て
し
ま
う
人
が
い
る
の
で
す
。
誰
に
も
命
じ
ら
れ

な
い
の
に
、
勝
手
に
カ
ラ
ダ
が
動
い
て
し
ま
う
こ
と
を
「
身
体
化
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
権
力
は
内
面
化
さ
れ
て
、
生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
身
に
付
け
、
身
体
化
さ
れ
て
、
意
識
に
も
上
ら
な
い

よ
う
に
、
い
そ
い
そ
動
い
て
し
ま
う
女
性
を
つ
く
り
あ
げ
ま
す
。
こ
ん
な
女
性
が
い
る
と
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
、

「
キ
ミ
と
違
っ
て
×
×
ち
ゃ
ん
は
女
ら
し
い
よ
ね
」
と
何
か
に
つ
け
て
比
較
さ
れ
ま
す
か
ら
、
本
当
に
や
り
に
く

い
で
す
ね
。

　

し
か
し
、
身
体
化
さ
れ
た
権
力
は
、
な
か
な
か
抜
け
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
も
た
ら
す
の
も
、

ま
た
権
力
だ
と
考
え
る
と
、
す
ご
く
わ
か
り
や
す
い
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
権
力
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

と
こ
ろ
に
、
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
て
、
人
を
自
発
的
に
さ
え
動
か
す
も
の
で
す
。
強
制
力
と

し
て
目
に
見
え
な
く
て
も
、
人
が
そ
れ
に
従
っ
て
動
い
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

言
語
は
権
力
で
す
。
言
語
の
は
た
ら
き
は
、あ
る
状
況
が
何
で
あ
る
か
を
定
義
し
ま
す
。
権
力
と
は
、そ
の「
状

況
の
定
義
権
」
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
こ
れ
を
す
ご
く
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
に
は
、
セ
ク
ハ
ラ
の
加
害
者

と
被
害
者
の
間
に
、
大
き
な
認
知
ギ
ャ
ッ
プ
（perception gap

）
が
あ
る
こ
と
を
、
例
に
す
る
の
が
よ
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

日
本
で
い
ち
ば
ん
セ
ク
ハ
ラ
に
詳
し
い
と
い
わ
れ
る
、
牟
田
和
恵
さ
ん
と
い
う
社
会
学
者
が
書
い
た
、『
部
長
、
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そ
の
恋
愛
は
セ
ク
ハ
ラ
で
す
！
』（
集
英
社
新
書
）
と
い
う
お
も
し
ろ
い
本
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
自
分
の
勤
務

先
の
大
学
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
委
員
会
の
調
査
員
も
調
停
委
員
も
や
り
ま
し
た
。
セ
ク
ハ
ラ
事
案
か
ら
わ
か

る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
決
ま
っ
て
男
性
が
「
あ
れ
は
恋
愛
だ
っ
た
」「
合
意
だ
っ
た
」
と
言
う
こ
と
で
す
。
対
し

て
女
性
の
ほ
う
は
、「
あ
れ
は
強
制
だ
っ
た
」「
ノ
ー
が
言
え
な
か
っ
た
」「
セ
ク
ハ
ラ
だ
っ
た
」
と
言
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
互
い
に
埋
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
大
き
い
認
知
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
ま
す
。

　

加
害
者
の
「
状
況
の
定
義
」
に
し
た
が
っ
て
、「
合
意
だ
っ
た
」
で
通
し
て
し
ま
え
ば
、
加
害
者
は
免
責
さ
れ

ま
す
。
そ
こ
で
は
、
状
況
の
定
義
権
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
が
起
き
て
い
る
の
で
す
。
被
害
者
は
そ
れ
を
「
セ
ク

ハ
ラ
だ
っ
た
」
と
、
異
な
る
「
状
況
の
定
義
権
」
を
行
使
し
て
、
異
議
申
し
立
て
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
被
害
者
は
弱
者
で
す
か
ら
、
こ
の
「
状
況
の
定
義
権
」
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
で
は
、
こ
れ
ま
で
女
性
に

勝
ち
目
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

最
近
よ
う
や
く
、
女
性
の
側
か
ら
「
状
況
の
定
義
権
」
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
セ
ク
ハ
ラ
の

定
義
は
、「
意
に
反
す
る
性
的
言
動
」
で
す
。
で
は
、
誰
の
「
意
」
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
被
害
者
の
「
意
」、

つ
ま
り
主
語
が
被
害
者
に
な
り
ま
し
た
。
セ
ク
ハ
ラ
の
定
義
で
は
、
被
害
者
側
が
状
況
の
定
義
権
を
握
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
法
律
が
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
き
な
変
化
で
し
た
。

　

こ
こ
も
大
学
で
す
が
、
私
は
長
い
間
、
大
学
で
セ
ク
ハ
ラ
問
題
に
関
わ
っ
て
き
た
経
験
か
ら
、
男
性
教
員
に

関
し
て
は
、「
ま
さ
か
、
あ
の
人
が
…
…
」
と
は
決
し
て
思
わ
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
加
害
者
の
な
か
に
は
、

も
ち
ろ
ん
妻
帯
者
が
い
ま
す
。
調
停
委
員
が
、「
先
生
に
は
、
奥
さ
ん
も
子
ど
も
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
じ
ゃ
な
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い
で
す
か
」
と
言
い
ま
す
と
、「
ボ
ク
は
自
由
恋
愛
の
信
奉
者
で
す
」
と
答
え
が
返
っ
て
き
ま
す
。「
よ
く
言
う

よ
ね
…
…
」
と
思
い
ま
し
た
け
ど
。

　

状
況
の
定
義
権
を
誰
が
握
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
熾
烈
な
権
力
闘
争
が
起
き
ま
す
。
定
義
権
を
行
使
す
る
側
が

権
力
を
握
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、「
慰
安
婦
」
問
題
で
も
同
じ
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。「
あ
れ
は
軍
隊

売
春
婦
だ
」
と
保
守
派
が
言
え
ば
、「
い
や
、
性
奴
隷
だ
」
と
反
対
派
が
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
で
権
力
闘
争
が

起
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

四　

非
対
称
な
差
異
化
実
践
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

　

こ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
影
響
を
経
て
、
現
在
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
の
一
番
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や

す
い
定
義
は
、
ジ
ョ
ー
ン
・
ス
コ
ッ
ト
（Joan Scott

）
の
「
身
体
的
差
異
に
意
味
を
付
与
す
る
知
」
と
い
う

も
の
で
す
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
、
そ
の
身
体
的
差
異
の
な
か
で
も
生
殖
機
能
に
こ
と
さ
ら
特
化
し
た
差
異
に
、

人
生
全
般
に
わ
た
る
意
味
を
付
与
し
た
知
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
哺
乳
類
」
と
い
う
命
名
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
哺
乳
類
と
い
う
名
称
は
お
っ
ぱ
い
が
あ
る
か
、

な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。「
な
ん
で
、
そ
こ
に
目
を
つ
け
る
ん
だ
よ
。
ど
ん
な
セ

ク
ハ
ラ
的
な
視
線
を
動
物
に
向
け
て
る
ん
だ
よ
」
と
思
う
く
ら
い
で
す
が
…
…
。
命
名
自
体
が
お
っ
さ
ん
目
線
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で
す
ね
。

　

ヒ
ト
で
は
、
誕
生
の
際
に
外
性
器
、
つ
ま
り
ち
ん
ち
ん
が
あ
る
か
、
な
い
か
に
従
っ
て
、
男
と
女
を
区
別
し

て
い
ま
す
。m

an

／w
om

an

で
は
子
宮
（w

om
b

）
の
あ
る
の
が
、w

om
an

で
す
。
他
に
身
体
的
差
異
で
は
、

皮
膚
（
肌
）
の
色
、
あ
る
い
は
障
害
者
で
あ
れ
ば
身
体
的
な
違
い
に
一
定
の
意
味
を
付
与
す
る
「
知
」
が
権
力

で
す
。

　

こ
の
と
き
に
、
差
異
化
に
と
も
な
っ
て
区
別
さ
れ
た
人
々
の
間
に
二
項
対
立
が
生
ま
れ
ま
す
。
し
か
も
こ
の

二
項
対
立
は
、「
白
と
黒
」
の
よ
う
に
、
項
を
入
れ
替
え
て
も
成
り
立
つ
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え

ば
「
非
行
少
年
」
の
反
対
語
は
「
善
行
少
年
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、「
患
者
」
の
反
対
語
は
「
健
康
人
」
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
反
対
語
は
空
白
、
つ
ま
り
「
非
行
少
年
で
な
い
者
」「
患
者
さ
ん
で
な
い
人
た
ち
」
と
呼
ぶ
ほ
か

な
い
よ
う
に
、「
男
と
は
何
者
か
」
と
い
え
ば
「
女
で
な
い
者
」
と
定
義
す
る
ほ
か
な
い
の
で
す
。
こ
れ
を
「
欠

性
対
立
」
と
呼
び
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
項
を
入
れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
差
異
化
を
、「
非
対
称
的
差
異
化
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ

を
言
っ
た
の
は
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
デ
ル
フ
ィ
（Christine D

elphy

）
で
す
が
、
デ
ル
フ
ィ
は
非
常
に
わ

か
り
や
す
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
定
義
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
、
社
会
的
か
つ
恣
意
的
な
─
─
恣
意
的
と
い
う
の
は
、
根
拠
の
な
い
、
思
い
つ
き
の
い
い

加
減
な
─
─
差
異
を
示
す
、
二
つ
の
項
で
は
な
く
一
つ
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
分
割
さ
れ
た
男
／
女
の
二

つ
の
項
を
指
す
の
で
は
な
く
、
分
割
線
そ
れ
自
体
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
こ
に
は
上
下
の
序
列
と
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い
う
非
対
称
な
権
力
関
係
が
あ
る
、
と
。

　

例
え
ば
、「
今
日
、
こ
こ
に
来
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
の
な
か
で
、
四
〇
代
以
上
の
人
、
手
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」

と
言
っ
た
と
し
ま
す
。
そ
の
と
た
ん
、「
四
〇
代
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
、
さ
っ
と
分
割
線
が
引
か
れ
ま
す
。

あ
る
い
は
、「
こ
の
な
か
で
、お
ひ
と
り
さ
ま
の
人
、手
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
ら
、お
ひ
と
り
さ
ま
と
、

そ
れ
以
外
の
人
を
差
異
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
男
の
子
、こ
っ
ち
に
並
ん
で
。
女
の
子
、あ
っ
ち
に
並
ん
で
」と
い
う
指
示
を
、保
育
所
で
も
幼
稚
園
で
も
や
っ

て
い
ま
す
が
、
や
っ
た
途
端
に
、
そ
こ
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
化
と
い
う
言
説
実
践
を
や
っ
て
い
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

デ
ル
フ
ィ
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
枠
組
み
の
な
か
に
男
性
を
位
置

づ
け
る
な
ら
、
男
と
は
何
よ
り
も
『
支
配
す
る
者
』
で
あ
る
。
男
に
似
る
と
い
う
こ
と
は
『
支
配
す
る
者
』
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
支
配
者
に
な
る
た
め
に
は
、
支
配
さ
れ
る
者
が
つ
ね
に
必
要
に
な
る
。

全
員
が
支
配
者
で
あ
る
社
会
は
考
え
ら
れ
な
い
」。

　

本
当
に
わ
か
り
や
す
い
言
い
方
で
す
。
こ
れ
を
、
そ
の
ま
ま
真
似
し
た
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
野
村
浩
也
と

い
う
沖
縄
の
研
究
者
が
い
ま
す
。
沖
縄
人
差
別
は
人
種
差
別
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
が
、セ
ク
シ
ズ
ム（Sexis 

性
差
別
）
と
レ
イ
シ
ズ
ム
（Racism

 

人
種
差
別
）
は
、
構
造
的
に
と
て
も
似
て
い
ま
す
。
野
村
浩
也
く
ん
の

文
章
を
デ
ル
フ
ィ
に
な
ら
っ
て
少
し
つ
く
り
変
え
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
枠
組
み
の
な
か
に
日
本
人
を
位
置
づ
け
る
な
ら
、日
本
人
と
は
、ま
ず
な
に
よ
り
も
（
沖
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縄
に
対
す
る
）
差
別
者
で
あ
る
。
日
本
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
差
別
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
差
別
者
に
な
る
た
め
に
は
、
差
別
さ
れ
る
者
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
全
員
が
差
別
者
で
あ
る
社
会
は

考
え
ら
れ
な
い
」
と
。

　

で
は
、
沖
縄
人
に
と
っ
て
、
差
別
か
ら
の
解
放
と
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。
答
え
は
、
お
の
ず
か
ら
明

ら
か
で
す
。「
日
本
人
の
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
の
は
、
沖
縄
人
に
と
っ
て
解
決
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
答

え
で
す
。

　

理
論
は
、
実
践
的
な
帰
結
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
、
階
層
性
、
つ
ま
り
非
対
称
な
権
力
関
係

を
示
す
概
念
で
す
。
こ
の
非
対
称
性
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
項
を
入
れ
替
え
る
こ
と
は
、
何
の
解
決
に
も
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
理
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
実
践
的
な
帰
結
で
す
。

　

例
え
ば
、
よ
く
あ
る
議
論
で
す
が
、「
キ
ミ
、
主
婦
に
な
る
の
が
、
そ
ん
な
に
嫌
な
の
？　

だ
と
し
た
ら
、
男

に
も
家
事
育
児
の
好
き
な
や
つ
が
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
男
を
探
し
て
、
ハ
ウ
ス
・
ハ
ズ
バ
ン
ド
に
な
っ

て
も
ら
え
ば
？
」
と
言
う
人
が
い
ま
す
。「
男
の
買
春
に
む
か
つ
い
て
い
る
の
？　

女
も
ホ
ス
ト
買
い
し
た
ら
い

い
じ
ゃ
ん
」
と
か
、こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
人
た
ち
は
、必
ず
し
も
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、

「
買
う
者
」
と
「
買
わ
れ
る
者
」、
あ
る
い
は
「
金
を
稼
ぐ
者
」
と
「
養
わ
れ
る
者
」
と
い
う
よ
う
な
項
の
非
対

称
性
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
男
女
を
入
れ
替
え
る
だ
け
で
は
、
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
、
理
論
か
ら

導
か
れ
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
女
性
解
放
は
、「
男
に
似
る
」
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
と
、
理
論
か
ら
は
っ
き
り
言
え
ま
す
。
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私
は
、
男
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
、
た
だ
の
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
生
き

も
の
に
な
っ
て
、
何
が
面
白
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
…
…
。
し
か
し
、
実
は
男
性
の
ほ
う
も
、
こ
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
非
対
称
性
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
や
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
は
事
実
で
す
。

五　

“D
oing gender”

と
い
う
言
説
実
践

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を“D

oing gender”

と
、
概
念
化
し
た
研
究
者
が
い
ま
す
。
ウ
エ
ス
ト
（Candace 

W
est

）
と
ジ
マ
ー
マ
ン
（D

on Zim
m

erm
an

）
と
い
う
人
で
す
。
あ
る
人
が
属
す
る
と
見
な
さ
れ
る
性
別
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
参
照
し
て
、
そ
の
個
人
の
置
か
れ
た
状
況
を
説
明
可
能
に
す
る
実
践
を
指
し
ま
す
。

　
「
あ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
は
、
あ
の
人
、
女
だ
か
ら
だ
よ
」「
男
の
く
せ
に
、
な
に
よ
」
と
い
う
よ
う
に
、
性

別
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
制
度
的
配
置
（institutional arrangem

ent of gender categories

）
に
も
と
づ
く
解
釈

装
置
を
私
た
ち
は
用
い
ま
す
。
日
々
、
私
た
ち
は “D

oing gender”

と
い
う
差
異
化
実
践
を
や
っ
て
き
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
衣
服
も
記
号
で
す
か
ら
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
行
為
で
す
。
今
日
、
私

の
格
好
は
女
装
か
男
装
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
れ
を
「
埴
輪
ル
ッ
ク
」
と
言
い
ま
す
。
埴
輪
ル
ッ
ク
と
い
う
の

は
、ス
カ
ー
ト
の
下
に
ズ
ボ
ン
を
は
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
男
性
に
超
評
判
が
悪
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
ね
。「
ス
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カ
ー
ト
な
ら
ス
カ
ー
ト
で
、
ち
ゃ
ん
と
脚
を
出
せ
よ
」「
ズ
ボ
ン
な
ら
ズ
ボ
ン
で
、
ハ
ン
パ
に
ス
カ
ー
ト
に
見
せ

か
け
る
な
よ
」
と
。

　

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
越
境
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
女
性
は
ズ
ボ
ン
を
は
く
こ
と
も
、
ス
カ
ー
ト

を
は
く
こ
と
も
選
択
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
男
性
に
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
越
境
が
ま
だ
で
き
て

い
ま
せ
ん
。
男
が
ス
カ
ー
ト
を
は
い
た
と
た
ん
、
周
囲
か
ら
変
な
目
で
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ス
カ
ー
ト
は
誰

が
は
い
て
も
女
に
見
え
る
と
い
う
、
最
強
の
女
装
の
記
号
で
す
。
男
性
異
性
装
者
に
は
ス
カ
ー
ト
愛
好
家
が
多

い
で
す
ね
。
し
か
し
、
女
性
は
ス
カ
ー
ト
を
は
く
と
、
下
が
ス
カ
ス
カ
す
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
ス
カ
ー
ト
に

見
せ
な
が
ら
、
下
に
ズ
ボ
ン
を
は
く
習
慣
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
埴
輪
ル
ッ
ク
」
で
す
。

　

女
性
も
ス
カ
ー
ト
を
は
け
ば
「
今
日
は
女
装
を
し
ま
し
た
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
初
に
申
し

上
げ
た
バ
ト
ラ
ー
の
「
男
と
は
誰
か
、
女
と
は
誰
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
別
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
、「
女
と
は
、

一
生
女
装
を
し
て
過
ご
し
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。
男
と
は
、
一
生
男
装
し
て
過
ご
し
た
者
で
あ
る
」
と
。
服
装

も
ま
た
、
記
号
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
で
す
か
ら
、
そ
れ
も
差
異
化
実
践
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

セ
ク
ハ
ラ
を
応
用
問
題
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
セ
ク
ハ
ラ
の
い
っ
た
い
何
が
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
。
セ
ク

ハ
ラ
と
は
、
権
力
の
濫
用
に
よ
る
人
権
侵
害
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
広
く
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

セ
ク
ハ
ラ
が
職
場
の
上
司
と
部
下
、
大
学
の
指
導
教
員
と
指
導
学
生
と
い
っ
た
非
対
称
な
権
力
関
係
の
も
と
で

起
き
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
職
場
の
上
司
や
大
学
の
教
員
に
は
、
生
産
や
教
育
な
ど
の
組
織
目
標

を
達
成
す
る
た
め
の
権
力
が
、
そ
の
地
位
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ポ
ス
ト
に
伴
う
権
力
を
、
そ

16



の
目
標
以
外
の
と
こ
ろ
に
濫
用
す
る
の
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
す
。

　

こ
の
と
き
、
侵
害
さ
れ
る
人
権
と
は
、
い
っ
た
い
、
い
か
な
る
人
権
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
「
性
的
自

己
決
定
権
」
と
い
う
人
権
で
す
。
自
分
の
身
体
の
自
由
を
侵
さ
れ
る
と
い
う
人
権
侵
害
で
す
が
、
セ
ク
ハ
ラ
を

人
権
侵
害
だ
と
い
う
だ
け
で
は
、
何
か
し
っ
く
り
し
な
い
気
分
が
あ
り
、
も
や
も
や
感
が
残
り
ま
す
。

　

セ
ク
ハ
ラ
を
さ
れ
る
と
き
に
、
い
っ
た
い
何
が
起
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
経
験
を
ど
の
よ
う
に
名

付
け
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
セ
ク
ハ
ラ
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
差
異
化
実
践
で
す
。
取
材
に
来
た
記
者
に

対
し
て
、「
お
ま
え
は
、
職
業
人
で
あ
る
以
前
に
女
だ
」「
し
ょ
せ
ん
女
だ
」「
オ
レ
サ
マ
の
欲
望
を
か
き
立
て
る

存
在
だ
」「
思
い
知
れ
」
と
い
う
実
践
を
、財
務
省
の
福
田
（
淳
一
）
元
事
務
次
官
は
や
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
オ
レ
は
、
お
ま
え
を
意
の
ま
ま
に
で
き
る
男
と
い
う
生
き
も
の
だ
」「
オ
レ
が
こ
う
い

う
ふ
る
ま
い
が
で
き
る
の
は
、
オ
レ
が
男
で
オ
マ
エ
が
女
だ
か
ら
だ
」
と
い
う
、
男
と
し
て
の
力
の
誇
示
、
男

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
確
認
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
再
生
産
を
、
そ
の
時
、
そ
の
場
で
福
田
元
事
務
次

官
は
や
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
お
ま
え
は
女
だ
」「
し
ょ
せ
ん
女
だ
」
と
言
う
と
き
の
「
女
」
と
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、「
女
」
の
定
義
は

超
簡
単
、「
男
で
は
な
い
者
」
の
こ
と
で
す
。
男
で
は
な
い
者
と
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
男
と
い
う
も
の
は
欲

望
の
主
体
で
す
か
ら
、男
の
欲
望
の
た
め
に
存
在
す
る
客
体
、男
に
と
っ
て
の
他
者
と
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、

女
の
価
値
は
、
男
の
欲
望
を
か
き
立
て
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
そ
る
こ
と
が
、
女
の
存
在
理
由
で
す
。
女
は
、「
オ

レ
サ
マ
を
む
ら
む
ら
さ
せ
て
な
ん
ぼ
」「
オ
レ
サ
マ
を
む
ら
む
ら
さ
せ
な
い
女
は
女
で
は
な
い
」
と
。
で
す
か
ら
、
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「
ブ
ス
は
女
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
男
は
、
女
を
欲
望
の
客
体
と
し
て
値
踏
み
す
る
こ
と
で
、

繰
り
返
し
女
性
を
他
者
化
し
、
差
別
し
て
い
る
の
で
す
。

　
「
セ
ク
ハ
ラ
」
が
流
行
語
大
賞
に
な
っ
た
の
は
一
九
八
九
年
で
す
が
、
そ
の
と
き
、
男
性
週
刊
誌
に
、「『
き
れ

い
だ
ね
』
も
セ
ク
ハ
ラ
な
の
か
、ギ
ス
ギ
ス
す
る
職
場
」
と
い
う
見
出
し
が
出
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
お
り
、「
き

れ
い
だ
ね
」
も
セ
ク
ハ
ラ
で
す
。「
ブ
ス
だ
ね
」
と
同
じ
く
ら
い
セ
ク
ハ
ラ
で
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で

起
き
て
い
る
の
は
、「
女
を
美
醜
で
値
踏
み
す
る
判
定
者
は
オ
レ
サ
マ
だ
」
と
い
う
差
異
化
実
践
だ
か
ら
で
す
。

「
雨
夜
の
品
定
め
」（
源
氏
物
語
「
帚
木
の
巻
」）
以
来
、
女
の
価
値
の
評
価
者
は
男
で
あ
っ
て
、
女
は
評
価
さ
れ

る
側
に
い
る
と
い
う
、こ
の
権
力
的
な
差
異
化
実
践
を
、そ
の
時
、そ
の
場
で
繰
り
返
し
反
復
し
て
い
る
の
で
す
。

　
「
女
は
、
い
つ
女
に
な
る
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
に
、
卓
抜
な
説
明
を
与
え
た
女
性
学
の
研
究
者
が
い
ま
す
。

小
倉
千
加
子
さ
ん
と
い
う
心
理
学
者
で
す
。『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
心
理
学
』
の
な
か
で
、「
少
女
に
と
っ
て
、
思

春
期
は
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
か
、
年
齢
を
一
切
問
わ
ず
、
少
女
が
、
自
分
の
身
体
が
、
男
の
性
的
欲
望
の
対
象

と
な
る
こ
と
を
自
覚
し
た
と
き
か
ら
思
春
期
は
始
ま
る
」
と
。
た
と
え
五
～
六
歳
の
女
の
子
で
も
、
媚
態
を
示

し
ま
す
。
カ
ラ
ダ
を
く
ね
ら
せ
る
と
女
っ
ぽ
く
見
え
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
か
ら
、
も

う
女
の
子
の
思
春
期
は
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

財
務
省
福
田
元
次
官
の
セ
ク
ハ
ラ
問
題
に
つ
い
て
、「
＃
も
う
私
は
黙
ら
な
い
」
と
い
う
抗
議
集
会
が
、
東
京

で
開
か
れ
ま
し
た
。
抗
議
文
を
持
っ
て
財
務
省
を
訪
れ
た
女
性
議
員
た
ち
を
見
て
、
自
民
党
の
長な
が

尾お

敬た
か
しと

い
う

議
員
が
、「
こ
ち
ら
の
方
々
は
、
セ
ク
ハ
ラ
と
は
縁
遠
い
方
で
す
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
自
体
が
セ
ク
ハ

18



ラ
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、「
あ
ん
た
た
ち
は
、
オ
レ
サ
マ
を
む
ら
む
ら
さ
せ
な
い
。
オ
レ
サ
マ
を
む

ら
む
ら
さ
せ
る
か
、
さ
せ
な
い
か
が
女
の
価
値
で
あ
り
、
存
在
意
義
だ
。
オ
レ
は
値
踏
み
す
る
側
に
い
る
ん
だ
」

と
い
う
差
異
化
実
践
を
、
こ
の
男
は
や
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

六　

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
・
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
の
三
点
セ
ッ
ト

　

こ
の
よ
う
な
し
く
み
を
理
解
す
る
の
に
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
の
が
「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
（m

isogyny

）」
と

い
う
概
念
で
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
、
ウ
エ
ス
ト
と
ジ
マ
ー
マ
ン
の“D

oing Gender”

の
な
か
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
制
度
的
配
置
」
を
理
解
す
る
の
に
、
非
常
に
役
に
立
つ
の
が
「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
と
い
う
概
念
で
、
日
本
語
に

訳
し
ま
す
と
「
女
ぎ
ら
い
」
と
な
り
ま
す
。

　

男
は
い
か
に
男
に
な
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
男
は
女
に
よ
っ
て
男
に
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の

男
か
ら
男
と
し
て
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
リ
テ
ィ

（hom
osociality

）」
と
い
い
ま
す
。

　

他
方
、
女
は
ど
の
よ
う
に
し
て
女
に
な
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、「
女
に
し
て
や
る
」「
女
に
な
っ
た
」
と
い

う
言
い
方
が
表
す
よ
う
に
、
女
は
男
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
見
る
だ
け
で
、「
男
が
男
に
な
る
こ
と
」
と
「
女
が
女
に
な
る
こ
と
」
と
の
間
に
、
明
ら
か
な
非
対
称
性
が
あ
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る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
社
会
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違
い
ま
す
が
、
ざ
っ
く
り
言
い
ま
す
と
、「
男
が
男
で
あ
る

こ
と
は
、
女
か
ら
独
立
し
て
い
る
が
、
女
が
女
で
あ
る
こ
と
は
、
男
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
、
こ
れ
が
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
制
度
的
配
置
で
す
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
非
対
称
性
が
あ
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
社
会
の
中
核
、
つ
ま
り
、
権
力
と
い
う
資
源

を
握
っ
て
い
る
の
が
男
性
集
団
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
男
性
集
団
の
な
か
に
、
参
入
を
許
さ
れ
る
男
と
許
さ
れ
な

い
男
が
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
社
会
に
も
成
人
式
、
つ
ま
り
成
人
男
子
の
集
団
へ
の
加
入
礼
が
あ
り
ま
す
が
、

成
人
式
と
は
、
少
年
に
課
さ
れ
た
試
練
を
超
え
て
、
男
の
集
団
に
よ
っ
て
一
人
前
の
男
と
し
て
認
め
て
も
ら
う

た
め
の
儀
式
で
す
。

　

そ
の
男
性
集
団
の
絆
を
「
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
（H

om
osocial

）」
と
い
い
ま
す
が
、「
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
と
「
ホ

モ
フ
ォ
ビ
ア
（H

om
ophobia 

同
性
愛
嫌
悪
）」
は
、
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
男
性
主
体
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
社
会
の
権
力
構
造
は
、
正
式
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
を
互
い
に
認
め
合
っ
た
男
た
ち
の
連
帯
に
も
と
づ

い
て
い
ま
す
。
こ
の
連
帯
は
、限
り
な
く
恋
情
に
近
い
。
武
士
道
の
な
か
に
、「
恋
玦
」と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。

『
葉は
が
く
れ隠
』
を
読
ん
だ
方
に
は
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
が
、「
恋
」
と
い
う
概
念
は
、
も
と
も
と
男
が
男
に
惚
れ
る
こ

と
か
ら
き
ま
し
た
。「
あ
い
つ
の
た
め
な
ら
、
死
ん
で
も
い
い
」
と
。
女
の
た
め
に
死
ぬ
の
は
恥
で
す
が
、
惚
れ

こ
ん
だ
男
の
た
め
に
死
ぬ
の
は
、
男
に
と
っ
て
限
り
な
い
名
誉
で
す
。

　

男
は
女
か
ら
承
認
を
受
け
る
よ
り
も
、
男
か
ら
承
認
を
受
け
る
ほ
う
が
も
っ
と
大
事
で
す
。
い
つ
も
思
う
の

で
す
が
、
男
に
と
っ
て
最
も
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
、
官
能
的
な
瞬
間
は
、
ラ
イ
バ
ル
だ
と
認
め
た
男
と
、
真
剣
勝
負
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で
渡
り
合
い
、
グ
ッ
と
踏
み
込
ん
で
刃
を
交
え
た
と
き
、
自
分
の
耳
元
で
相
手
か
ら
、「
お
ぬ
し
、
で
き
る
な
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
。
こ
の
一
言
を
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
ぞ
く
ぞ
く
す
る
気
分
は
な
い
と
。
こ
れ
は
女
と
の
性
的
な

エ
ク
ス
タ
シ
ー
を
超
え
る
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
経
験
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
「
恋
」
と
い
う
気
持
ち
が
、
男
に
向
け
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
で
性
的
な
欲
望
は

抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
欲
望
を
向
け
る
側
は
、
欲
望
の
主
体
に
な
り
ま

す
が
、
向
け
ら
れ
る
側
は
欲
望
の
客
体
に
な
る
か
ら
で
す
。
欲
望
の
客
体
に
な
る
こ
と
は
、
女
性
化
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
男
に
と
っ
て
、
女
性
化
さ
れ
る
こ
と
以
上
の
危
険
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
自
分
の
男
ら

し
さ
を
根
源
的
に
損
な
う
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
恋
情
が
あ
っ
て
も
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（H

om
oeroticism

）、
す
な
わ
ち
同
性
間
の
性
的

な
欲
望
は
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
男
同
士
の
つ
な
が
り
の
な
か
か
ら
、
注
意
深
く
、
エ
ロ
テ
ィ
シ

ズ
ム
（eroticism

）
を
検
閲
し
て
取
り
除
く
の
が
、「
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
」「
ホ
モ
狩
り
」
と
い
う
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

私
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
に
は
、
タ
ネ
本
が
あ
り
ま
し
て
、
イ
ヴ
・
コ
ゾ
フ
ス
キ
ー
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク

（Eve K
osofsky Sedgw

ick

）
と
い
う
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
研
究
者
の
書
い
た
『
男
同
士
の
絆
』
と
い

う
本
で
す
。
彼
女
が
提
唱
し
た
「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
と
「
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
」、
そ
し
て
「
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
」
と

い
う
概
念
の
三
点
セ
ッ
ト
を
覚
え
て
お
き
ま
す
と
、
と
て
も
使
い
で
が
い
い
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
現
象
が
、「
ふ

う
ん
、
あ
あ
、
そ
う
か
。
あ
れ
っ
て
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
ん
だ
ね
」「
あ
れ
っ
て
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
だ
ね
」
と
い
う

よ
う
に
、
と
て
も
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。
私
が
こ
の
タ
ネ
本
を
も
と
に
書
い
た
の
が
、『
女
ぎ
ら
い　

ニ
ッ
ポ
ン
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の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
』（
朝
日
文
庫
、
二
〇
一
八
）
と
い
う
本
で
す
。

　

こ
の
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
概
念
に
従
い
ま
す
と
、
社
会
に
は
以
下
の
四
種
類
の
メ
ン
バ
ー
が
い
る
と
い
う
こ
と

が
い
え
ま
す
。
そ
の
第
一
は
、男
に
よ
っ
て
男
と
認
め
ら
れ
た
男
で
す
。
第
二
は
、男
に
な
り
そ
こ
ね
た
男
で
す
。

第
三
は
、
男
に
よ
っ
て
女
と
認
め
ら
れ
た
女
で
す
。
最
後
に
、
男
に
よ
っ
て
女
と
認
め
て
も
ら
え
な
い
女
が
い

ま
す
。男
に
な
り
そ
こ
ね
た
男
は
、女
性
化（fem

inize

）さ
れ
ま
す
。女
性
化
さ
れ
た
男
性
た
ち
は
、「
オ
カ
マ
」「
ホ

モ
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
人
類
学
で
は
「
男
／
女
の
他
に
、第
三
の
性
も
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

「
第
三
の
性
」
と
い
う
男
で
も
女
で
も
な
い
第
三
の
性
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
こ
れ
、
す
な
わ
ち
男
に
な
り
そ

こ
ね
た
男
、
女
性
化
さ
れ
た
男
性
た
ち
の
集
団
を
指
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
く
ら
い
、
こ
の

二
項
対
立
、
男
か
、
女
か
、
男
で
な
け
れ
ば
女
、
女
で
な
け
れ
ば
男
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
装
置
の
力
は
、
も
の

す
ご
く
強
力
だ
と
い
え
ま
す
。

　

ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
、
男
へ
の
愛
、
男
ら
し
さ
へ
の
愛
で
す
。
女
性
化
さ
れ
た
男
が
「
ホ
モ
」
と
呼

ば
れ
ま
す
が
、
男
を
愛
す
る
の
に
、
女
に
な
る
必
要
は
何
一
つ
あ
り
ま
せ
ん
。
男
を
愛
す
る
た
め
に
、
オ
ネ
エ

言
葉
を
使
っ
た
り
、
女
装
を
し
た
り
す
る
必
要
は
こ
れ
っ
ぽ
ち
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

最
近
の
ゲ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
な
か
に
は
、
男
ら
し
い
男
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
が
い
く
ら
で
も
い
ま
す
。
ひ
と

昔
前
は
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
あ
い
だ
に
も
、「
ブ
ッ
チ
（Butch 
男
役
）
と
フ
ェ
ム
（Fem

m
e 

女
役
）」
が
い
る

と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
女
を
愛
す
る
の
に
、
男
の
ふ
り
を
す
る
必
要
は
何
ひ
と
つ
あ
り
ま
せ
ん
。
レ
ズ
ビ

ア
ン
が
男
装
を
し
た
り
、
男
っ
ぽ
く
振
る
舞
っ
た
り
、
逆
に
ゲ
イ
が
オ
ネ
エ
役
を
や
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
、
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最
近
は
だ
ん
だ
ん
と
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
な
ぜ
、
そ
う
い
う
役
割
分
担
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

あ
る
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
女
性
に
聞
き
ま
し
た
ら
、「
人
を
愛
す
る
の
に
異
性
愛
の
モ
デ
ル
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、

そ
れ
を
模
倣
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
よ
」
と
い
う
答
え
を
得
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
て
も
納
得
し
ま
し
た
。

異
性
愛
以
外
の
モ
デ
ル
が
あ
れ
ば
、
女
を
愛
す
る
の
に
、
男
に
な
る
必
要
は
な
く
、
男
を
愛
す
る
の
に
、
女
っ

ぽ
く
ふ
る
ま
う
必
要
は
な
く
な
り
ま
す
。

　

ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
、
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
「
制
度
的
配
置
」
を
模
式
化
し
て
描
い
た
も
の
が
次

の
図
で
す
。

　

社
会
が
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
男
性
集
団
で
で
き
上
が
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
の
境
界
内
に
入
ら
せ
て
も
ら

え
ず
、
排
除
さ
れ
る
男
性
た
ち
が
登
場
し
ま
す
。
こ
の
男
性
た
ち
を
排
除
す
る
動
き
を
、「
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
」
と

い
い
ま
す
。
女
性
は
、
男
性
集
団
の
境
界
の
外
側
に
い
ま
す
。
女
性
が
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
男
性
集
団
と
結
び

つ
く
た
め
の
制
度
的
な
参
入
ル
ー
ト
は
結
婚
で
す
。
結
婚
は
、
特
定
の
男
性
に
所
属
す
る
と
い
う
契
約
で
、
男

性
集
団
は
特
定
の
男
に
所
属
し
た
女
に
は
、
他
の
男
た
ち
は
手
を
出
さ
な
い
と
い
う
紳
士
協
定
を
つ
く
っ
て
い

ま
す
。
結
婚
と
い
う
も
の
は
、
男
性
社
会
の
な
か
で
の
女
の
定
位
置
、
指
定
席
で
す
。
こ
れ
が
妻
、
母
、
主
婦

で
す
。
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
社
会
、
別
な
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
家
父
長
的
な
社
会
が
、
女
性
に
与
え
た
指
定

席
に
入
る
た
め
の
た
っ
た
一
つ
の
方
法
が
結
婚
で
す
か
ら
、
お
ひ
と
り
さ
ま
は
生
き
づ
ら
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

反
対
に
、
ど
の
男
に
も
所
属
し
な
い
女
に
は
、
男
た
ち
は
何
を
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
黙
約
が
で
き
ま

23



す
。
誰
に
も
所
属
し
な
い
女
は
、「
娼
婦
」
と
呼

ば
れ
ま
す
。
同
時
に
、
女
た
ち
は
、
男
性
集
団

と
の
関
わ
り
（
契
約
）
を
持
つ
た
め
に
、
常
に

潜
在
的
な
ラ
イ
バ
ル
状
態
に
置
か
れ
ま
す
。
で

す
か
ら
、
女
同
士
の
連
帯
は
難
し
い
の
で
す
。

　

で
は
、
女
が
性
的
な
主
体
に
な
る
こ
と
は
、

あ
る
で
し
ょ
う
か
。
男
は
性
欲
の
主
体
に
な
り

ま
す
が
、
女
は
性
欲
の
客
体
に
自
ら
進
ん
で
な

る
こ
と
で
、
性
欲
の
主
体
に
な
り
ま
す
。
つ
ま

り
女
の
性
的
主
体
化
の
回
路
は
、
い
っ
た
ん
男

性
化
の
回
路
を
迂
回
し
て
自
ら
を
欲
望
の
客
体

化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
性
的
主
体
化
を
遂
げ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
、
Ａ
Ｖ
で
も
ピ
ン
ナ
ッ
プ
で
も
何
で

も
い
い
で
す
が
、
い
っ
た
い
自
分
が
何
に
む
ら

む
ら
す
る
か
、
つ
ま
り
発
情
装
置
が
起
動
す
る

か
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
発
情
は
大
脳
新

Homosocial

Misogyny

Homophobia

図　ホモソーシャル・ホモフォビア・ミソジニーの概念図
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皮
質
で
起
き
る
学
習
さ
れ
た
欲
望
で
、
決
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
や
ホ
ル
モ
ン
の
反
応
で
は
な
い
こ
と
を
、
覚
え
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。
男
性
は
、
女
性
の
身
体
、
も
し
く
は
身
体
の
パ
ー
ツ
に
反
応
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

ヘ
ア
ヌ
ー
ド
み
た
い
な
ボ
デ
ィ
だ
け
で
な
く
、
胸
と
か
脚
な
ど
ボ
デ
ィ
の
パ
ー
ツ
に
か
ん
た
ん
に
反
応
し
ま
す
。

パ
ー
ツ
の
な
か
で
も
、
す
ご
く
変
わ
っ
た
パ
ー
ツ
に
む
ら
む
ら
す
る
男
性
も
い
ま
す
。
例
え
ば
、
女
自
身
に
は

決
し
て
見
え
な
い
う
な
じ
と
か
、
ひ
か
が
み
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感
じ
る
と
か
。「
ひ
か
が
み
」
っ
て
わ
か
り

ま
す
か
。
膝
の
裏
で
す
。
自
分
で
は
見
ら
れ
な
い
で
す
よ
ね
。「
ひ
と
、そ
れ
ぞ
れ
」
と
言
い
ま
す
が
、そ
れ
だ
っ

て
学
習
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

で
は
、
女
性
に
は
逆
の
こ
と
が
起
き
る
で
し
ょ
う
か
。
女
性
が
男
性
の
ヌ
ー
ド
や
ボ
デ
ィ
の
パ
ー
ツ
、
性
器

や
体
毛
に
反
応
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
女
の
人
が
む
ら
む
ら
す
る
の
は
、
男
の
欲
望
の
対
象
と

な
っ
た
自
分
自
身
に
対
し
て
で
す
。
で
す
か
ら
、
勃
起
し
た
ペ
ニ
ス
の
ア
ッ
プ
写
真
な
ど
を
見
て
、
む
ら
む

ら
す
る
女
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
性
的
欲
望
の
客
体
化
さ
れ
た
女
性
の
身
体
と
そ
の
パ
ー
ツ
に
自
己
投
影
す
る
こ

と
で
、
女
性
も
む
ら
む
ら
す
る
と
い
う
、
主
体
的
な
客
体
化
と
い
う
回
路
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
女
性
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
進
ん
で
自
己
身
体
を
客
体
化
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
（narcissism

）」
的
主
体
化
と
い
い
ま
す
。
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
自
己
中
心
性
と
と
り
違
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

客
体
化
の
視
線
が
男
性
回
路
を
迂
回
す
る
ほ
ど
に
、
自
己
客
体
化
が
徹
底
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。

　

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
社
会
に
お
け
る
女
性
に
対
す
る
資
格
付
与
、つ
ま
り
、「
お
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ま
え
は
、
こ
の
社
会
に
居
場
所
が
あ
る
よ
、
い
て
も
い
い
よ
」
と
言
っ
て
も
ら
う
た
め
の
指
定
席
を
ゲ
ッ
ト
す

る
こ
と
が
結
婚
で
す
か
ら
、
結
婚
か
ら
は
な
か
な
か
降
り
ら
れ
ま
せ
ん
。
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
社
会
で
は
結
婚

し
た
ほ
う
が
、は
る
か
に
女
性
は
ラ
ク
で
生
き
や
す
い
で
す
し
、し
な
い
と
、逆
に
指
定
席
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、

爪
弾
き
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ず
い
ぶ
ん
抽
象
度
の
高
い
理
論
ば
か
り
話
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
め
っ
た
に
話
さ
せ
て
い
た

だ
く
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、「
今
日
は
、
こ
れ
で
い
こ
う
」
と
思
っ
て
大
学
の
講
義
モ
ー
ド
で
や
っ
た
の
で

す
が
、
理
論
は
役
に
立
ち
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
理
論
装
置
を
い
っ
た
ん
身
に
付
け
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
と
て
も
理
解
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
男
の
謎
が
ど
ん
ど
ん
解
け
ま
す
。

　

な
ぜ
女
好
き
と
言
わ
れ
る
男
は
、「
あ
そ
こ
で
何
人
や
っ
た
。
こ
こ
で
何
人
や
っ
た
」
と
女
の
数
を
誇
る
の
で

し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、東
南
ア
ジ
ア
に
行
っ
て
「
国
際
親
善
に
励
ん
で
き
ま
し
た
」
と
、「
買
春
」
を
誇
る
の
で
し
ょ

う
か
。「
ボ
ク
、
女
好
き
で
す
」
と
い
う
の
は
、
実
は
「
女
を
道
具
の
よ
う
に
扱
う
の
が
好
き
で
す
」
と
言
っ
て

い
る
の
と
同
じ
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
名
古
屋
近
辺
の
皆
さ
ん
方
は
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
昔
、
地
方
の
ヤ
ン
キ
ー
は
、
ガ
ー
ル

フ
レ
ン
ド
と
一
緒
に
連
れ
だ
っ
て
い
る
と
き
に
、
自
分
の
遊
び
仲
間
の
少
年
た
ち
が
来
た
ら
、「
あ
っ
、
オ
レ
、

あ
い
つ
ら
と
付
き
合
う
か
ら
行
っ
て
く
る
わ
」
と
言
っ
て
、
デ
ー
ト
の
最
中
に
女
の
子
を
ほ
っ
た
ら
か
し
て
一

緒
に
行
っ
て
し
ま
う
み
た
い
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
こ
れ
は
踏
み
絵
で
す
。
つ
ま
り
、女
よ
り
も「
ホ
モ
ソ
ー

シ
ャ
ル
な
男
性
の
絆
（hom

osocial bond

）」
の
ほ
う
を
優
先
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
踏
み
絵
を
、
そ
の
と
き
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男
は
踏
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

男
は
こ
の
と
き
、
男
同
士
の
つ
な
が
り
の
ほ
う
を
、
女
性
と
の
関
係
よ
り
も
高
く
評
価
し
、
逆
に
女
性
を
自

分
の
道
具
に
す
る
と
い
う
選
択
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」と
い
い
ま
す
。「
男
尊
女
卑
」と
言
っ

て
も
い
い
の
で
す
が
、「
女
嫌
い
」
と
訳
し
ま
す
。
こ
れ
が
わ
か
る
と
謎
が
解
け
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
女
に
む
ら

む
ら
す
る
か
と
い
え
ば
、「
か
わ
い
い
女
」
と
言
い
ま
す
が
、
で
は
、「
か
わ
い
い
」
と
は
何
か
と
い
え
ば
、「
あ

な
た
を
決
し
て
脅
か
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
保
証
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
男
に
「
か
わ
い
い
」
と
言
わ
れ
て
喜
ぶ

の
は
、
侮
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
。

　

な
ぜ
男
は
、
自
分
よ
り
三
Ｋ
（
高
学
歴
・
高
経
済
階
層
・
高
身
長
）
の
女
に
対
し
て
萌
え
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。「
な
ぜ
男
は
自
分
よ
り
も
学
歴
の
低
い
女
性
を
選
ぶ
の
か
」
と
か
、「
な
ぜ
、
東
大
女
子
だ
と
退
か
れ
る
の

か
」
と
い
え
ば
、
男
は
自
分
が
権
力
行
使
を
し
や
す
い
相
手
を
選
ぶ
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
学
歴
が
低
い
」

女
子
な
の
に

0

0

0

選
ぶ
の
で
は
な
く
、「
学
歴
が
低
い
」
女
子
だ
か
ら

0

0

0

、
選
ぶ
の
で
す
。
妻
の
経
済
力
が
、
夫
の
経
済

力
を
上
回
る
と
、
な
ぜ
男
は
あ
ん
な
に
い
じ
け
る
の
か
と
い
え
ば
、
自
分
の
男
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
脅
か
さ
れ
る
か
ら
で
す
。「
な
ぜ
男
は
妻
や
恋
人
を
殴
る
の
か
」
と
い
え
ば
、
こ
れ
も
妻
や
恋
人
だ
か
ら

0

0

0

、
殴

る
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
自
分
に
所
属
す
る
も
の
だ
か
ら
、
殴
っ
て
も
よ
い
存
在
だ
か
ら
…
…
と
謎
が

解
け
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
と
い
う
概
念
は
と
て
も
使
い
で
の
あ
る
概
念
で
す
。
男
の
女
に
対
す
る
差
別

視
が
説
明
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
女
自
身
の
女
に
対
す
る
自
己
卑
下
や
自
己
嫌
悪
も
説
明
で
き
ま
す
。
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で
す
か
ら
、
女
の
謎
も
解
け
ま
す
。「
な
ぜ
女
は
自
分
よ
り
も
三
Ｋ
（
高
学
歴
・
高
経
済
階
層
・
高
身
長
）
の

男
で
な
い
と
萌
え
な
い
の
か
？
」
と
い
え
ば
、
権
力
の
あ
る
男
に
選
ば
れ
る
だ
け
の
価
値
の
あ
る
女
、
と
い
う

自
己
客
体
化
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
な
ぜ
女
は
嫉
妬
深
い
の
か
？
」
と
言
わ
れ
る
と
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
社
会

に
お
け
る
指
定
席
を
め
ぐ
っ
て
、
女
同
士
が
常
に
潜
在
的
な
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
置
か
れ
る
た
め
、
連
帯
が
難
し

い
か
ら
で
す
。「
な
ぜ
女
の
敵
は
、
女 

（
と
言
わ
れ
る
の
）
か
？
」
も
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
と
い
う
概
念
が
説
明
し
て

く
れ
ま
す
。

　

ひ
と
昔
前
に
は
、「
女
同
士
の
間
に
は
友
情
は
成
り
立
た
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
友
情
は
、
男
の
独

占
物
で
し
た
。
私
が
若
か
っ
た
頃
は
、
本
当
に
悪
夢
の
よ
う
な
時
代
で
し
た
。「
男
と
女
の
間
に
友
情
は
成
り
立

つ
か
？
」「
女
同
士
の
間
に
友
情
は
成
り
立
つ
か
？
」
と
い
う
デ
ィ
ベ
ー
ト
が
あ
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
今
は
ど

ち
ら
も
あ
っ
て
当
た
り
前
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
、『
女
友
だ
ち
』（
フ
ェ
ミ
ッ
ク
ス
）
と
い
う
本
を
書
い
た
木
村
榮
さ
ん
と
い
う
女
性
と
対
談
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
「
ど
う
し
て
、こ
れ
ま
で
女
同
士
の
間
に
友
情
が
結
べ
な
い
と
思
わ
れ
て
き
た
ん
で
し
ょ

う
ね
」
と
言
っ
た
と
き
の
、
木
村
さ
ん
の
答
え
が
と
て
も
秀
逸
で
し
た
。「
リ
ス
ペ
ク
ト
が
な
か
っ
た
か
ら
じ
ゃ

な
い
で
す
か
」
と
。
尊
敬
で
き
る
相
手
で
な
い
と
、
友
情
は
結
べ
ま
せ
ん
。
自
分
が
女
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い

は
相
手
が
女
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
侮
蔑
や
嫌
悪
を
感
じ
て
い
た
ら
、
自
分
も
相
手
も
好
き
に
な
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
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七　

家
父
長
制
の
共
犯
者
と
し
て
の
女

　

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
効
果
に
は
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
非
対
称
性
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
は
、男
に
と
っ

て
は
女
嫌
い
だ
け
れ
ど
も
、女
性
に
と
っ
て
は
自
己
嫌
悪
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
女
は
、こ
の
自
己
嫌
悪（
自

己
卑
下
）
を
内
面
化
し
な
い
と
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
社
会
で
の
女
に
与
え
ら
れ
た
指
定
席
に
、
甘
ん
じ
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
社
会
で
は
、
女
も
共
犯
者
で
す
。
男
同
士
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
連
帯
に
は
、
雄
鶏
と

同
じ
、
ペ
ッ
キ
ン
グ
・
オ
ー
ダ
ー
（pecking orde 

序
列
・
突
つ
き
合
い
順
序
）
が
で
き
ま
す
。
こ
の
パ
ワ
ー

ゲ
ー
ム
が
、ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
集
団
の
特
徴
で
す
。
そ
こ
に
は
ヒ
ー
ロ
ー
が
生
ま
れ
ま
す
。
男
は
パ
ワ
ー
ゲ
ー

ム
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
る
の
が
一
番
大
き
な
目
標
で
す
か
ら
、
男
に
と
っ
て
は
、「
卑
怯
者
」「
弱
虫
」「
臆
病
者
」

と
い
う
言
葉
が
一
番
堪
え
ま
す
。
こ
の
言
葉
に
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
、
戦
場
に
赴
く
と
か
、
無
茶
な
冒
険
を
や

る
と
か
、
チ
キ
ン
ゲ
ー
ム
を
や
っ
た
り
し
ま
す
。
男
に
ヒ
ー
ロ
ー
願
望
が
あ
る
一
方
で
、
女
は
ヒ
ー
ロ
ー
が
大

好
き
で
す
。
ヒ
ー
ロ
ー
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
、
自
分
の
値
打
ち
の
高
さ
を
証
明
す
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

ヒ
ー
ロ
ー
に
与
え
ら
れ
る
報
酬
が
、カ
ネ
と
権
力
で
す
。
長
い
間
、男
と
い
う
生
き
も
の
と
付
き
合
っ
て
き
て
、

カ
ネ
と
権
力
が
嫌
い
な
男
性
に
ほ
と
ん
ど
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
男
は
、
本
当
に
カ
ネ
と
権
力
に
弱
い

で
す
。
た
だ
し
、男
の
こ
と
ば
か
り
言
え
な
い
の
は
、女
も
カ
ネ
と
権
力
を
持
っ
た
男
が
好
き
だ
か
ら
で
す
。「
女

は
カ
ネ
に
つ
い
て
く
る
」
と
堂
々
と
言
っ
た
の
が
、
ホ
リ
エ
モ
ン
と
い
う
男
で
す
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
女
も
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い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
社
会
が
、
今
日
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

男
は
、
女
に
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
に
傷
つ
き
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
女
は
「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
に
傷

つ
き
ま
す
。
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
は
女
に
と
っ
て
自
己
嫌
悪
で
す
か
ら
、
自
己
嫌
悪
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
を
愛

せ
ず
、
傷
つ
く
こ
と
で
す
。
そ
の
「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
を
回
避
す
る
戦
略
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
女
っ
て
嫌
ね
、

感
情
的
で
嫉
妬
深
く
て
…
…
。
で
も
、
私
は
別
」
と
い
う
戦
略
で
す
。
こ
の
「
私
は
別
」
戦
略
の
な
か
に
は
、

「
キ
ミ
は
、
女
の
な
か
で
は
特
別
だ
よ
。
だ
っ
て
、
こ
ん
な
に
理
性
的
な
ん
だ
か
ら
」「
男
に
伍
し
て
仕
事
が
で

き
る
ん
だ
か
ら
」
と
い
う
「
エ
リ
ー
ト
戦
略
」
と
、
も
う
一
つ
、「
キ
ミ
は
女
の
な
か
で
は
特
別
だ
よ
。
だ
っ
て
、

女
に
入
っ
て
な
い
ん
だ
か
ら
…
…
」
と
い
う
例
外
戦
略
、
女
か
ら
降
り
る
「
ブ
ス
戦
略
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

ブ
ス
戦
略
が
、
大
変
上
手
な
女
性
が
い
ま
す
。
作
家
の
林
真
理
子
さ
ん
で
す
。
こ
の
人
は
、
女
の
嫌
な
と
こ
ろ
、

妬
み
、
嫉
み
、
僻
み
を
書
く
の
が
天
才
的
に
う
ま
い
人
で
す
。
し
か
し
、
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
妬
み
、
嫉

み
、
僻
み
と
は
、
ど
の
よ
う
な
感
情
で
し
ょ
う
か
。
と
う
て
い
勝
ち
目
の
な
い
相
手
に
対
し
て
、
弱
者
の
持
つ

感
情
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
怒
り
と
は
全
く
違
い
ま
す
。
怒
り
と
い
う
感
情
は
、対
等
な
関
係
の
な
か
で
、

自
分
の
持
つ
当
然
の
権
利
が
侵
さ
れ
た
と
感
じ
る
正
当
な
反
応
で
す
。
よ
う
や
く
、
セ
ク
ハ
ラ
の
告
発
の
な
か

で
、
女
た
ち
は
「
怒
り
」
と
い
う
感
情
を
持
ち
は
じ
め
ま
し
た
。

　

女
の
な
か
に
は
、「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
な
ん
て
、
私
、
味
わ
っ
た
こ
と
な
い
わ
」「
男
だ
、
女
だ
っ
て
、
こ
だ
わ
る

ほ
う
が
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
か
、「
私
に
は
関
係
な
い
わ
」
と
言
う
人
た
ち
が
い
ま
す
。
し
か
し
、ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
制
度
的
配
置
は
、
私
た
ち
が
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ま
み
れ
の
言
語
を
使
う
限
り
は
、
重
力
の
よ
う
に
瀰び
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漫ま
ん

し
て
い
ま
す
。
そ
の
重
力
が
「
知
」
と
い
う
権
力
の
磁
場
で
す
。
そ
こ
か
ら
降
り
る
こ
と
は
、
誰
に
も
で
き

ま
せ
ん
。

　

そ
の
な
か
で
は
、
女
も
ま
た
差
別
者
に
な
り
ま
す
。「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
と
い
う
概
念
が
非
常
に
便
利
な
の
は
、

女
が
被
害
者
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
女
も
ま
た
家
父
長
制
の
共
犯
者
（collaborator

）
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
集
団
と
は
、
男
と
認
め
合
っ
た
男
同
士
の
連
帯
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
「
弱
さ

嫌
悪（w

eakness phobia

）」が
あ
り
ま
す
。「
男
は
弱
音
を
吐
い
ち
ゃ
い
か
ん
」「
涙
を
流
し
ち
ゃ
い
か
ん
」「
苦

し
い
と
か
つ
ら
い
と
か
言
っ
ち
ゃ
い
か
ん
」
と
、
子
ど
も
の
と
き
か
ら
言
わ
れ
な
が
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を

内
面
化
し
て
男
に
な
っ
て
い
く
か
ら
で
す
。

　

同
じ
よ
う
に
、
女
に
も
「
弱
さ
嫌
悪
」
が
あ
り
ま
す
。
女
の
な
か
に
は
、「
被
害
者
に
な
っ
て
し
ま
う
女
の
弱

さ
を
認
め
ら
れ
な
い
」「
自
分
は
被
害
者
や
犠
牲
者
に
な
る
ほ
ど
弱
く
な
い
」「
女
の
弱
さ
を
目
の
前
で
見
せ
つ

け
ら
れ
る
の
は
嫌
だ
」
と
い
う
考
え
を
す
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
男
性
的
な
価
値
観
に
汚
染
さ
れ
た
女
た
ち
で

し
ょ
う
。
ネ
ト
ウ
ヨ
（
ネ
ッ
ト
右
翼
）
の
女
性
た
ち
の
「
慰
安
婦
」
に
対
す
る
バ
ッ
シ
ン
グ
を
見
ま
す
と
、
彼

女
た
ち
の
な
か
に
、「
弱
さ
嫌
悪
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。「
被
害
者

だ
と
言
い
立
て
る
女
が
許
せ
な
い
」
と
い
う
感
情
で
す
。「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
」
は
、
こ
の
よ
う
な
両
義
的
な
反
応
も

説
明
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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八　

“U
ndoing gender”

と
理
論
の
力

　

で
は
、“D

oing gender”

の
逆
は
何
で
し
ょ
う
か
？
こ
れ
を“U

ndoing gender”

と
い
い
ま
す
。
で
は
、

“U
ndoing gender”

と
は
、
女
性
が
女
性
ら
し
く
ふ
る
ま
わ
な
い
、
あ
る
い
は
男
性
が
男
性
ら
し
く
ふ
る
ま
わ

な
い
こ
と
を
指
す
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
実
は
、
そ
れ
も
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
何
が
女
性
ら
し
く
な
い
か
、
何
が
男
性
ら
し
く
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
女
ら
し

さ
が
何
で
、
男
ら
し
さ
が
何
か
を
既
に
知
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

例
え
ば
、
リ
ブ
の
女
た
ち
が
わ
ざ
と
人
前
で
胡あ
ぐ
ら坐
を
か
く
と
か
、
た
ば
こ
を
吸
う
と
か
の
ふ
る
ま
い
を
し
て
、

「
女
ら
し
く
な
い
よ
」「
そ
れ
で
は
お
嫁
に
行
け
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
た
の
は
、
何
が
女
ら
し
さ
で
あ
る
か
を
お

互
い
に
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
は
普
通
の
女
と
は
違
う
」「
私
は
た
だ

の
女
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
例
外
戦
略
を
取
る
と
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
再
生
産
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
逸
脱
戦
略
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
自
体
が“U

ndoing gender”

に
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

も
う
一
度
、“D

oing gender”

と
は
、
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
は
性
別
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
あ
る
個
人
の
ふ
る
ま
い
を
解
釈
す
る
実
践
で
す
。
そ
う
し
ま
す

と
、「
あ
の
人
が
こ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
」「
あ
の
人
は
、
こ
う
い
う
格
好
を
し
て
い
る
」「
あ
の
人
が
こ

う
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
性
別
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
参
照
し
て
説
明
せ
ず
に
す
む
こ
と
、
す
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な
わ
ち
「
あ
の
人
は
、
あ
の
人
だ
か
ら
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
こ
で“U

ndoing 
gender”

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

人
種
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
ま
す
。「
日
本
人
だ
か
ら
」「
日
本
人
ら
し
く
」
と
言
っ
た
と
た
ん
に
、

そ
こ
に“D

oing Race”

（
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
）
が
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
差
別
的
な
言
説
実
践
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
や
り
方
が
あ
り
ま
す
。「
そ
こ

に
差
別
が
あ
る
か
、な
い
か
」と
い
う
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
、

「
非
対
称
な
差
異
化
」
で
す
か
ら
、「
項
」
を
入
れ
替
え
た
と
き
に
、
成
り
立
つ
か
ど
う
か
で
、
検
証
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
項
を
入
れ
替
え
た
ら
、「
な
ん
や
、
こ
れ
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
非
対
称
な

差
異
化
実
践
、
す
な
わ
ち
差
別
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
、「
女
性
が
輝
く
社
会
」
と
最
初
に
聞
い
た
と
き
に
、
私
は
ム
カ
ッ
と
し
ま
し
た
。
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。
項
を
入
れ
替
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
男
性
が
輝
く
社
会
」
と
言
う
で
し
ょ
う
か
。
メ
イ
ク
セ
ン

ス
（m

ake sense

）
し
ま
す
か
。
男
性
が
輝
く
の
は
、
お
つ
む
の
天て
っ

辺ぺ
ん

く
ら
い
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
す
。

　
「
男
」「
女
」
と
い
う
よ
う
な
、
直
接
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
わ
な
い
よ
う
な
ル
ー
ル
や
実
践

に
も
、
性
差
別
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
実
践
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
性
差
別
を
以
下
の
よ
う
に
判
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ル
ー
ル
も
し
く
は
仕
組
み
が
、
男
も
し
く

は
女
の
い
ず
れ
か
の
集
団
に
、著
し
く
有
利
も
し
く
は
不
利
に
働
く
効
果
が
あ
る
と
き
に
、そ
れ
を
「
性
差
別
的
」

と
い
い
ま
す
。
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日
本
型
雇
用
と
い
わ
れ
る
働
き
方
や
、
日
本
企
業
の
長
時
間
労
働
は
、
構
造
的
・
組
織
的
に
女
性
を
排
除
す

る
効
果
が
あ
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
性
差
別
的
な
差
異
化
実
践
で
あ
る
と
は
っ
き
り
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
を
、「
間
接
差
別
」
と
も
呼
び
ま
す
。「
日
本
型
雇
用
」
は
今
や
性
差
別
を
も
た
ら
す
諸
悪
の
根
源
で
あ
る

こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。「
働
き
方
改
革
」
は
、
こ
の
本
丸
に
切
り
込
む
の
か
と
思
っ
た
ら
、
今
の
安

倍
政
権
に
よ
っ
て
、「
働
か
せ
改
革
」
と
い
う
べ
き
も
の
に
ね
じ
曲
げ
ら
れ
ま
し
た
。
今
の
ま
ま
の
職
場
や
労
働

条
件
の
下
に
、
女
が
参
入
し
て
い
く
こ
と
は
、
女
に
と
っ
て
性
差
別
の
解
決
に
は
少
し
も
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
な
側
面
か
ら
も
、
は
っ
き
り
答
え
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
女
性
活
躍
法
や
働
き
方
改
革
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
な
ど
、
一
見
「
女
性
に
や
さ
し
い
」
さ

ま
ざ
ま
な
政
策
や
提
言
が
次
々
に
登
場
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
際
、
そ
れ
ら
の
政
策
に
賛
成
す
る
か
、
反
対
す

る
か
、
有
権
者
と
し
て
何
を
選
ぶ
か
と
い
う
と
き
に
、
理
論
は
と
て
も
力
に
な
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
私
た
ち
に
は
学
問
す
る
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
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