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４
特
集
５

マ
ン
リ
プ
な
ど
の
人
権
運
動
で
被
差
別
の
側
が
用
い
た
厨
の
①
『
‐

言
ロ
（
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
）
と
呼
ば
れ
る
自
己
主
張
の
技
法
、
そ
の
理

論
的
背
景
と
な
る
の
は
Ａ
・
エ
リ
ス
ら
の
論
理
療
法
と
い
う
心
理

療
法
の
中
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
理
論
で
あ
る
。

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
。
，
。
Ｅ
と
は
英
語
の
語
呂
合
わ
せ
で
、
そ
れ
ぞ

れ
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。

Ａ
（
シ
＆
ぐ
三
岳
の
ぐ
の
員
出
来
事
）

Ｂ
（
団
の
一
瓦
思
考
様
式
、
信
念
、
思
い
込
み
）

Ｃ
（
６
．
口
の
①
Ｅ
の
ロ
、
の
結
果
、
感
情
、
悩
み
）

Ｄ
ｅ
－
の
己
三
の
反
論
）

Ｅ
（
国
｛
の
白
効
果
）

か
い
つ
ま
ん
で
い
う
と
、
私
た
ち
が
出
会
う
さ
ま
ざ
ま
な
出
来

事
（
Ａ
）
が
、
私
た
ち
に
ど
ん
な
感
情
を
も
た
ら
し
、
ど
ん
な
心

的
効
果
を
及
ぼ
す
か
（
Ｃ
）
は
、
私
た
ち
の
思
考
様
式
（
Ｂ
）
に

左
右
さ
れ
る
。
Ｂ
に
不
合
理
な
思
い
込
み
が
あ
れ
ば
、
そ
の
た
め

に
過
度
の
苦
悩
に
陥
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
不
合
理
な
思
い

込
み
に
反
論
し
、
そ
れ
を
修
正
す
る
（
Ｄ
）
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

私
た
ち
の
行
動
に
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
る
（
Ｅ
）
と
い
う
理
論
で

あ
る
。

こ
の
理
論
を
準
用
す
る
と
、
差
別
意
識
は
Ｂ
の
思
い
込
み
の
部

分
と
、
Ｃ
の
結
果
と
し
て
の
感
情
に
関
わ
り
、
人
権
啓
発
は
Ｄ
を

促
し
Ｅ
を
求
め
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、

一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
す
る
た
め
に
は
一
人
ひ
と
り
の
心
が
分

か
ら
な
け
れ
ば
と
思
い
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
学
び
始
め
た
頃
、

私
が
関
係
し
て
い
る
Ｋ
Ｍ
Ｊ
研
究
セ
ン
タ
ー
（
当
時
、
在
曰
韓
国
・

朝
鮮
人
問
題
学
習
セ
ン
タ
ー
）
が
季
刊
人
権
情
報
誌
『
Ｓ
ａ
ｉ
』

を
発
刊
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
中
の
「
差
別
の
心
理
を
考
え
る
」

と
い
う
連
載
コ
ー
ナ
ー
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
苦
吟
し
な

が
ら
綴
る
脈
絡
を
欠
く
記
述
に
も
関
心
を
寄
せ
て
く
だ
さ
る
方
が

あ
り
、
お
か
げ
で
ま
だ
継
続
中
な
の
だ
が
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し

て
の
訓
練
も
け
つ
こ
う
多
忙
で
、
先
行
す
る
同
種
の
論
考
に
触
れ

る
余
裕
も
な
く
今
に
至
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
差
別
を
語
る
こ
と
と
差
別
と
闘
う
こ
と
は

別
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
差
別
意
識
を
語
る
こ
と
が
決
し
て
差

は
じ
め
に

差
別
の
心
理
を
考
え
る

成
長
モ
デ
ル
か
ら
与
え
ら
れ
る
一
一
一
一
口
語
的
・
非
言
語
的
な
刺
激
は
、

私
た
ち
の
思
考
様
式
に
大
き
く
影
響
す
る
。
そ
の
う
ち
「
～
す
る

な
」
と
い
う
思
い
込
み
に
な
る
も
の
を
禁
止
令
と
い
う
。
「
あ
い
つ

ら
と
付
き
合
っ
て
は
い
け
な
い
」
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
逆
に
「
～
し

な
け
れ
ば
」
と
あ
お
り
立
て
る
も
の
を
対
抗
禁
止
令
と
い
う
。
「
人

を
押
し
の
け
て
も
エ
ラ
く
な
れ
」
な
ど
は
こ
れ
に
当
た
る
。

与
え
ら
れ
た
禁
止
令
、
対
抗
禁
止
令
に
準
拠
す
る
思
考
様
式
が

Ⅲ
同
一
化
（
行
動
範
例
）

私
た
ち
は
乳
幼
児
期
か
ら
身
近
に
接
す
る
母
親
や
父
親
（
生
物

学
上
の
親
と
は
限
定
さ
れ
な
い
）
を
無
条
件
に
信
頼
し
、
成
長
す

る
に
つ
れ
て
遊
び
仲
間
や
学
校
の
教
師
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
発
達
段
階
ご
と
の
対
人
関
係
の
中
で
理
想
と
す
る
人
物
を
モ

デ
ル
に
し
て
成
育
し
て
き
た
。
こ
れ
を
同
一
化
と
い
う
の
だ
が
、

成
長
モ
デ
ル
の
持
つ
差
別
性
も
同
一
化
の
対
象
と
な
る
の
で
あ

る
。

ど
の
よ
う
に
し
て
、
私
た
ち
の
思
考
様
式
に
不
合
理
な
思
い
込
み

が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

２
思
考
様
式
の
形
成
の
過
程

別
意
識
を
克
服
す
る
こ
と
に
直
接
に
は
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
を
前

提
に
し
て
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
の
範
囲
で
差
別
の
心
理
に
つ
い
て

私
な
り
に
述
べ
て
み
た
い
。

社
会
的
差
別
を
、
差
別
す
る
個
人
の
「
心
」
の
問
題
や
人
間
関

係
の
問
題
に
倭
小
化
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
が
、
「
同
対

審
」
答
申
な
ど
で
も
実
態
的
差
別
と
心
理
的
差
別
の
循
環
的
因
果

説
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
差
別
意
識
を
考
え
る
う
え
で
、
心

理
的
な
角
度
か
ら
の
検
討
も
重
要
な
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

１
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
理
論
か
ら

一
九
六
○
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
で
の
人
種
差
別
撤
廃
や
ウ
ー

⑭
禁
止
令
と
対
抗
禁
止
令
（
ド
ラ
イ
バ
ー
）

誰
に
で
も
あ
る
差
別
性

八
尾
勝
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お
の
お
の
の
行
動
様
式
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

Ｂ
・
Ｃ
は
そ
の
人
の
個
性
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

３
意
識
は
行
動
に
表
れ
る

思
考
様
式
が
差
別
意
識
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
当
人

に
し
か
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
と
き
に
は
本
人
も
差
別
で

あ
る
と
気
づ
か
な
い
で
い
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
差
別
意
識

は
通
常
は
Ｂ
・
Ｃ
に
留
ま
っ
て
い
ず
に
人
間
関
係
の
中
で
差
別

言
動
と
し
て
表
現
さ
れ
て
他
者
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
を
差
別
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
は
、
当
然
の
こ
と
と

し
て
客
観
性
が
要
求
さ
れ
る
。

心
理
学
も
科
学
的
な
学
問
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
対
象

が
客
観
的
に
検
証
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

心
理
学
は
心
を
直
接
の
研
究
対
象
と
せ
ず
恒
心
の
動
き
の
表
現

で
あ
る
行
動
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
内
な
る
心
に

迫
ろ
う
と
し
て
き
た
。
心
理
学
は
心
の
学
問
で
は
な
く
行
動
の
学

問
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
人
間

を
被
験
者
と
し
て
観
察
の
材
料
に
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
の
で
し
ば
し
ば
人
間
以
外
の
動
物
を
観
察
し
て
人
間
の
行
動

を
類
推
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
理
学
は
発
展
し
て
き
た
。
そ
こ
で

心
理
学
の
研
究
対
象
は
個
体
の
行
動
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
集
団
と
し
て
の
行
動
を
研
究
す
る
の
は
社
会
学
、
文

私
た
ち
は
ま
た
、
幼
児
期
の
あ
る
曰
の
朝
、
は
じ
め
て
自
宅
の

ト
イ
レ
で
排
尿
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
、
そ
れ
以
後
は
、
時

間
が
昼
間
で
あ
っ
て
も
、
場
所
が
変
わ
っ
て
自
宅
以
外
で
あ
っ
て

も
、
ト
イ
レ
で
排
尿
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
、
特
定
の
条
件
の
下

で
学
習
し
た
こ
と
を
一
般
化
さ
せ
な
が
ら
、
言
葉
や
人
と
し
て
の

生
活
習
慣
を
獲
得
し
て
育
っ
て
き
た
。

形
成
さ
れ
る
と
、
自
律
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
自
ら

も
禁
止
令
・
対
抗
禁
止
令
を
出
し
や
す
い
、
他
者
に
対
し
て
権
威

的
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
な
る
。

ち
な
み
に
、
Ｇ
・
Ｗ
・
オ
ル
ポ
ー
ト
ら
に
よ
れ
ば
、
権
威
主
義

的
人
間
が
差
別
や
偏
見
に
囚
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
谷

誠
朗
氏
ら
は
、
曰
本
人
全
般
の
意
識
に
強
力
に
働
く
禁
止
令
と
し

て
、
①
成
長
す
る
な
。
②
親
し
く
す
る
な
。
③
考
え
る
な
の
三
つ

が
あ
り
、
①
は
母
子
一
体
感
に
因
る
も
の
で
、
主
体
性
・
個
の
確

立
を
阻
害
し
、
②
は
家
意
識
・
身
内
意
識
に
因
り
、
異
質
な
も
の

に
対
す
る
排
他
的
、
閉
鎖
的
態
度
と
な
り
、
③
は
個
人
的
に
は
お

か
し
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
集
団
の
行
動
原
理
に
従
う
こ
と
を
優

先
さ
せ
る
思
考
様
式
の
傾
向
性
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
後
に
述
べ
る
日
本
の
社
会
意
識
と
い
え
る
も
の
で
あ

る
。

(3) 

一
般
化

人
は
誰
し
も
、
時
代
や
社
会
の
も
の
の
考
え
方
か
ら
自
由
で
あ

る
こ
と
は
な
い
。
部
落
解
放
運
動
は
、
個
人
が
差
別
意
識
を
形
成

す
る
に
い
た
る
心
的
根
拠
と
し
て
、
社
会
に
蔓
延
す
る
部
落
民
に

対
す
る
差
別
観
念
を
採
り
上
げ
、
社
会
意
識
と
し
て
の
差
別
観
念

と
し
て
い
る
。
社
会
意
識
は
心
理
学
の
用
語
と
し
て
は
一
般
に
集

団
意
識
と
い
う
の
だ
が
、
『
広
辞
苑
』
は
、
「
社
会
意
識
」
と
は
「
社

会
の
成
員
が
共
通
に
保
持
す
る
思
考
・
感
情
・
意
志
の
総
体
。
慣

習
・
道
徳
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
階
級
意
識
な
ど
が
あ
る
」
ま
た
、

「
集
団
意
識
」
は
「
①
集
団
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
的
な

意
識
②
社
会
意
識
」
と
し
て
い
る
。

社
会
意
識
が
持
つ
不
合
理
な
思
い
込
み
の
中
に
は
、
そ
の
集
団

の
持
つ
文
化
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
中
身
も
あ
る
が
、
差
別
意

こ
の
よ
う
に
同
一
化
と
一
般
化
の
過
程
で
、
体
験
し
、
反
復
さ

れ
、
強
化
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
禁
止
令
や
対
抗
禁
止
令
を
、
差
別

に
つ
な
が
る
不
合
理
な
思
い
込
み
も
含
め
て
蓄
積
し
て
私
た
ち
の

思
考
様
式
Ｂ
は
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
形
成
の
時
期
に
至
る
と
、
同
一
化
で
成
長
モ
デ
ル
か
ら
取

り
入
れ
た
も
の
を
整
理
統
合
し
て
、
そ
の
思
考
様
式
は
容
易
に
は

変
容
し
に
く
い
剛
直
さ
を
帯
び
た
も
の
に
な
る
。
そ
の
後
も
、
多

様
な
Ａ
と
の
出
会
い
ご
と
に
Ｂ
と
い
う
価
値
観
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
し
て
、
そ
の
人
固
有
の
傾
向
性
を
帯
び
た
Ｃ
を
感
じ
、
そ
れ
が

幼
児
期
に
階
段
か
ら
落
ち
た
経
験
の
あ
る
子
ど
も
が
、
こ
と
あ

る
ご
と
に
同
一
化
の
対
象
で
あ
る
親
か
ら
「
危
な
い
よ
、
気
を
つ

け
な
さ
い
」
と
い
わ
れ
続
け
、
高
い
所
は
恐
い
と
い
う
強
い
思
い

込
み
（
Ｂ
）
が
で
き
た
た
め
に
、
山
に
登
る
の
も
飛
行
機
に
乗
る

の
も
（
Ａ
）
恐
ろ
し
く
感
じ
る
（
Ｃ
）
と
い
う
高
所
恐
怖
症
は
一

般
化
が
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
た
例
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
一
人
の
部
落
民
が
犯
罪
を
犯
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
部

落
民
全
体
を
犯
罪
者
集
団
と
す
る
こ
と
の
差
別
性
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
個
別
の
対
象
に
抱
い
た
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
集
団
全

体
に
一
般
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
、
差
別
の
一
つ
の
様
相
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

化
の
研
究
は
文
化
人
類
学
と
い
う
よ
う
に
人
間
の
行
動
に
つ
い

て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。

差
別
意
識
を
検
討
す
る
と
き
も
、
行
動
と
し
て
表
れ
た
こ
と
か

ら
客
観
的
に
検
証
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
差
別
行
動
を
差

別
者
個
人
の
み
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
り
、
そ
の
所
属
す
る
地

域
社
会
や
曰
本
社
会
の
思
考
様
式
・
行
動
様
式
の
持
つ
差
別
性
、

さ
ら
に
は
そ
の
集
団
の
文
化
を
切
り
離
し
て
と
ら
え
て
は
な
ら
な

い
◎

４
個
人
意
識
と
社
会
意
識

(4) 

思
考
様
式
の
形
成
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私
た
ち
は
、
母
胎
に
い
る
と
き
以
来
、
外
界
か
ら
の
刺
激
を
眼
・

耳
・
鼻
・
舌
・
身
（
触
覚
）
の
五
官
を
通
じ
て
感
じ
と
り
、
そ
の

内
の
な
に
が
し
か
を
そ
れ
と
意
識
し
、
大
半
の
意
識
さ
れ
な
か
っ

た
刺
激
を
無
意
識
層
に
蓄
積
す
る
。
意
識
さ
れ
た
も
の
も
時
間
の

経
過
と
と
も
に
無
意
識
層
に
移
動
し
て
い
く
。
忘
却
で
あ
る
。
仏

法
哲
学
の
唯
識
論
は
知
覚
と
い
う
意
味
で
意
識
さ
れ
な
く
て
も
、

眼
に
映
っ
た
情
景
は
眼
識
を
、
耳
に
聞
こ
え
た
音
は
耳
識
を
通
じ

て
と
い
う
よ
う
に
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
を
通
過
し
た
も
の
は

全
て
心
の
内
部
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
と
し
て
、
意
識
の
他
に
眼

識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身
識
の
五
識
の
存
在
を
説
い
て
い
る
。

ま
た
、
五
官
に
よ
ら
ず
に
（
第
六
感
で
）
外
部
の
事
象
を
把
握
し

て
心
（
意
）
に
浮
か
ん
だ
こ
と
も
無
意
識
層
に
蓄
え
ら
れ
る
。
五

識
の
感
受
性
（
無
意
識
層
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
含
め
て
）

と
第
六
感
が
感
性
で
あ
り
、
意
識
の
整
序
性
が
理
性
で
あ
る
。
五

官
の
い
ず
れ
か
の
機
能
が
不
全
で
あ
れ
ば
、
他
の
器
官
の
感
受
性

が
高
進
し
て
代
替
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
無
意
識
層
に
蓄
積
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
比
較
的
浅
い

レ
ベ
ル
の
も
の
は
、
外
界
や
意
識
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
再
び
意

識
に
上
っ
て
く
る
の
で
前
意
識
と
呼
ば
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
個

人
的
無
意
識
層
に
圧
し
込
め
ら
れ
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ユ
ン
グ
は
こ
の
個
人
的
無
意
識
の
さ
ら
に
深
層
に
層
を
重
ね

て
、
世
代
を
越
え
て
受
け
継
い
だ
、
家
族
共
通
の
家
族
的
無
意
識
、

識
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
れ
ば
排
除
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

個
人
意
識
が
そ
の
所
属
集
団
の
持
つ
集
団
意
識
の
影
響
の
も
と

に
、
同
一
化
と
一
般
化
を
繰
り
返
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

学
習
し
獲
得
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
２
で

述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
私
た
ち
は
成
長
に
と
も
な
っ
て
、
家
族

集
団
・
な
か
ま
集
団
・
地
域
集
団
・
職
域
集
団
・
曰
本
社
会
全
体

と
所
属
集
団
を
拡
大
す
る
。
こ
れ
を
社
会
化
と
い
う
の
だ
が
、
社

会
化
は
同
時
に
、
社
会
意
識
の
持
つ
偏
見
や
差
別
観
念
を
個
人
意

識
の
中
に
取
り
込
み
、
自
分
の
も
の
と
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。

そ
の
過
程
で
、
す
で
に
固
ま
り
つ
つ
あ
る
個
人
意
識
の
、
偏
見
へ

の
親
和
性
の
強
弱
に
よ
っ
て
は
葛
藤
が
あ
る
も
の
の
、
私
た
ち
は

意
識
の
中
に
偏
見
と
差
別
性
を
持
つ
に
い
た
る
。

さ
て
、
差
別
意
識
と
い
う
か
ら
に
は
意
識
の
範
囲
の
こ
と
な
の

だ
が
、
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
は
意
識
を
騎
手
に
無
意
識
を
荒
馬
に
た
と

え
て
、
私
た
ち
の
意
識
と
行
動
は
ま
る
で
未
熟
な
騎
手
の
乗
馬
の

よ
う
に
手
綱
さ
ば
き
と
馬
の
走
る
方
向
と
が
異
な
る
の
だ
と
し

た
。
騎
手
（
意
識
）
よ
り
も
、
馬
（
無
意
識
）
が
行
く
先
（
行
動
）

を
決
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
個
人
の
無
意
識
層
に
は
、
乳
。
幼
児
期
の
授
乳
や
排

せ
つ
な
ど
に
ま
つ
わ
る
性
的
不
満
や
抑
圧
が
蓄
積
さ
れ
て
、
パ
ー

５
意
識
と
無
意
識

近
代
曰
本
の
進
展
に
影
響
を
与
え
た
吉
田
松
陰
に
は
じ
ま
る

「
征
韓
論
」
や
福
沢
諭
吉
の
「
脱
亜
論
」
、
そ
れ
は
他
民
族
の
不
幸

の
上
に
曰
本
の
繁
栄
を
築
こ
う
と
す
る
差
別
の
思
想
で
も
あ
っ

た
。
非
暴
力
不
服
従
で
イ
ン
ド
を
独
立
に
導
い
た
ガ
ン
デ
ィ
主
義

は
、
そ
の
一
方
で
カ
ー
ス
ト
制
度
の
職
業
世
襲
を
肯
定
す
る
差
別

性
を
備
え
て
い
た
。

時
代
を
支
配
す
る
思
想
や
、
社
会
全
般
の
意
識
が
、
差
別
を
当

然
と
し
て
疑
わ
な
い
な
か
で
は
、
差
別
さ
れ
る
側
は
差
別
に
怒
り

な
が
ら
も
、
そ
の
苦
し
み
に
忍
従
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
社
会
の
差
別
意
識
は
、
そ
の
被
差
別
の

民
族
に
共
通
の
文
化
的
無
意
識
、
さ
ら
に
は
人
類
共
通
の
普
遍
的

無
意
識
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
彼
も
人
の
行
動
や
意
識
の

あ
り
よ
う
は
意
識
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
よ
り
も
は
る

か
に
大
き
な
割
合
で
無
意
識
層
か
ら
突
き
上
げ
て
く
る
も
の
に
影

響
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
普
遍
的
無
意
識
層
の
奥
底

に
は
人
類
が
人
に
進
化
す
る
以
前
か
ら
の
記
憶
が
残
さ
れ
て
い

て
、
意
識
に
上
る
こ
と
な
し
に
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
影
響
を
与
え

て
い
る
と
い
う
。
で
あ
れ
ば
、
生
存
競
争
、
弱
肉
強
食
の
差
別
に

つ
な
が
る
本
能
が
誰
の
心
の
中
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

６
理
性
と
感
性

ソ
ナ
リ
テ
ィ
形
成
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。以
来
、
近
代
心
理
学
は
そ
れ
ま
で
の
意
識
の
範
囲
に
と
ど
ま
る

意
識
の
心
理
学
か
ら
、
フ
ロ
イ
ト
の
深
層
心
理
学
、
さ
ら
に
は
Ｃ
・

Ｇ
・
ユ
ン
グ
の
分
析
心
理
学
と
い
う
よ
う
に
無
意
識
を
重
視
し
な

が
ら
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

私
た
ち
の
意
識
や
行
動
が
、
無
意
識
か
ら
の
情
動
に
左
右
さ
れ

て
、
意
識
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
な
れ
ば
、

差
別
行
動
や
差
別
性
に
一
一
一
一
口
及
す
る
と
き
、
無
意
識
に
ま
で
考
察
を

及
ぼ
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ユ
ン
グ
の
考
え
方
を
ベ
ー
ス
に

私
見
も
交
え
て
、
意
識
・
無
意
識
を
図
式
化
し
て
み
る
と
図
１
の

よ
う
に
な
る
。

無
意
識

図１
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ま
た
、
私
た
ち
の
大
脳
の
右
半
球
は
感
じ
る
力
に
、
左
半
球
は

考
え
る
力
に
関
係
し
て
い
て
、
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
に
秀
で
て
い
る

人
を
右
脳
タ
イ
プ
、
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
に
強
い
人
な
ど
を
、
左
脳

タ
イ
プ
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
一
般
に
右
脳
タ
イ
プ
の

人
の
方
が
感
性
的
に
は
鋭
敏
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
知
的
に
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
が
し
ば
し
ば

差
別
者
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
感
性
の
豊
か
そ
う
な
人
が
、

人
権
に
関
し
て
は
鈍
感
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
あ

る
。
感
性
一
般
と
差
別
を
見
抜
く
感
性
と
で
は
隔
た
り
が
あ
る
。

私
た
ち
の
心
の
受
像
機
に
と
り
つ
け
ら
れ
た
ア
ン
テ
ナ
が
、
差

別
を
見
抜
く
と
い
う
方
向
に
指
向
性
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
人

権
に
関
し
て
の
感
性
が
磨
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
だ
と
思

シ
フ
。ま
た
、
無
知
に
因
る
差
別
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
在
曰
韓
国
・

朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
に
気
づ
こ
う
と
思
え
ば
、
在
曰
の
形
成
史

や
曰
朝
関
係
史
を
知
る
こ
と
が
大
事
だ
し
、
差
別
語
が
差
別
語
で

あ
る
由
縁
も
知
る
必
要
が
あ
る
。
部
落
差
別
や
他
の
差
別
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
知
識
と
し
て
し
か
理
解
で

き
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
差
別
感
を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

学
校
で
の
同
和
教
育
や
社
会
で
の
人
権
啓
発
が
、
知
識
に
偏
っ
て

差
別
を
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
他
者
の
痛
み
を
自
分
の
痛

み
と
で
き
る
、
感
性
に
迫
る
作
業
が
欠
落
し
て
い
る
場
合
が
多
い

当
事
者
す
ら
を
も
、
差
別
を
差
別
と
見
抜
け
な
い
ほ
ど
に
眩
ま
せ

て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
；

で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
尺
度
で
差
別
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
、

直
ち
に
個
人
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て

も
、
松
陰
や
諭
吉
や
ガ
ン
デ
ィ
の
よ
う
な
大
思
想
家
に
、
差
別
が

ど
う
し
て
見
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
眼
を
現
代
に
移

し
て
も
、
革
新
を
標
傍
し
民
衆
の
側
に
立
つ
は
ず
の
政
党
人
が
差

別
発
言
で
物
議
を
か
も
し
た
り
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

ス
ケ
ー
ル
を
そ
ん
な
に
大
き
く
し
な
く
て
も
、
私
た
ち
の
周
り
に

は
、
知
的
に
見
え
て
差
別
的
な
人
の
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
い
ず
れ

も
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
理
論
で
い
う
Ｂ
に
不
合
理
な
思
い
込
み
が
形
成

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
図
１
に
示
し
た
感
性
が
そ

の
思
い
込
み
を
解
か
す
ほ
ど
に
は
機
能
し
て
い
な
い
か
ら
だ
と
も

言
え
る
。

私
た
ち
は
同
じ
音
楽
を
聴
き
同
じ
絵
画
を
観
て
も
、
ま
た
、
同

じ
文
学
作
品
に
接
し
て
も
、
人
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
異
な
る
も
の

だ
が
、
一
般
に
は
そ
う
し
た
感
じ
方
の
違
い
を
感
性
と
呼
ん
で
い

る
。全
国
同
和
教
育
研
究
大
会
な
ど
で
も
、
自
然
認
識
・
芸
術
認
識
・

社
会
認
識
・
言
語
認
識
な
ど
の
分
科
会
を
設
け
、
差
別
を
見
抜
く

感
性
を
育
む
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
、

人
権
の
分
野
で
も
曰
常
語
の
よ
う
に
感
性
と
い
う
言
葉
を
用
い

ブ（〕。

「
広
辞
苑
」
第
四
版
に
よ
る
と
、

【
感
性
】
①
外
界
の
刺
激
に
応
じ
て
感
覚
・
知
覚
を
生
じ
る
感
覚

器
官
の
感
受
性
。

②
感
覚
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
、
そ
れ
に
支
配
さ
れ

る
体
験
内
容
。

③
理
性
、
意
志
に
よ
っ
て
制
御
さ
る
べ
き
感
覚
的
欲
望
。

④
思
惟
の
素
材
と
な
る
感
覚
的
認
識
。

と
な
っ
て
い
る
。

『
広
辞
苑
」
の
①
は
感
覚
器
官
の
ア
ン
テ
ナ
と
し
て
の
感
度
。

②
は
外
部
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
、
無
意
識
層
に
蓄
積
さ
れ
た
体

験
が
意
識
化
さ
れ
る
こ
と
。
③
は
意
識
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い

る
無
意
識
層
か
ら
の
情
動
。
④
は
六
識
と
意
識
の
関
係
。
と
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

テ
レ
ビ
の
ア
ン
テ
ナ
の
感
度
は
良
好
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
向
け

方
と
本
体
の
性
能
次
第
で
画
像
が
不
鮮
明
に
な
る
の
と
同
じ
よ
う

に
、
五
官
の
ア
ン
テ
ナ
を
通
し
て
入
っ
て
き
た
情
報
が
ど
の
よ
う

な
画
像
を
そ
の
人
の
心
に
画
く
か
は
、
意
識
的
に
し
る
無
意
識
的

に
し
ろ
、
そ
の
情
報
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
か
否
か
と
、
無
意
識

層
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
中
身
に
よ
る
。
五
官
の
感
受
性
、
そ
の
指

向
性
、
無
意
識
層
に
潜
在
す
る
も
の
の
ト
ー
タ
ル
が
感
性
な
の
で

坐〔｝フ（〕。

か
ら
で
あ
る
。
感
性
の
ア
ン
テ
ナ
が
人
権
に
有
指
向
性
で
あ
っ
て
、

知
性
と
連
動
し
て
い
て
こ
そ
、
差
別
を
見
抜
く
感
性
が
あ
る
と
い

え
る
。

ま
た
そ
れ
は
、
自
分
を
基
準
に
す
る
の
で
は
な
く
、
被
差
別
の

側
の
思
い
に
寄
り
添
っ
て
、
差
別
を
自
分
の
問
題
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
の
で
き
る
共
感
能
力
（
後
述
）
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
生
来
的
な
能
力
や
、
幼
児
期
に
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
部
分

も
あ
る
が
、
ア
ン
テ
ナ
の
方
向
に
心
が
け
な
が
ら
、
努
め
て
自
身

を
耕
す
こ
と
に
よ
り
補
っ
て
い
け
る
も
の
で
も
あ
る
。

ユ
ン
グ
は
ま
た
、
彼
の
無
意
識
の
理
論
で
影
の
存
在
を
説
い
て

い
る
。
一
本
の
木
に
光
が
当
た
れ
ば
そ
の
枝
ぶ
り
に
見
合
っ
た
影

が
で
き
る
。
ジ
キ
ル
博
士
の
よ
う
に
善
良
な
人
物
の
裏
面
に
、
ハ

イ
ド
氏
の
悪
逆
さ
が
潜
ん
で
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
の

意
識
の
中
に
伸
張
し
た
個
性
と
は
裏
返
し
の
、
そ
の
人
の
生
き
る

こ
と
の
な
か
っ
た
性
質
が
影
と
し
て
無
意
識
層
の
中
に
潜
ん
で
い

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
影
は
、
個
人
の
無
意
識
層
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
な

く
、
し
ば
し
ば
他
人
に
投
影
さ
れ
る
。
他
人
に
自
分
の
影
を
見
る

と
き
、
人
は
自
ら
の
影
と
は
気
づ
か
ず
に
、
自
ら
の
醜
さ
や
弱
さ

や
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
他
者
に
か
ぶ
せ
て
、
そ
の
相
手
を
僧

７
光
と
影
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２
「
交
流
分
析
」
を
通
し
て
差
別
意
識
を
考
え
る

他
者
と
の
関
係
性
は
Ｅ
・
バ
ー
ン
ら
の
交
流
分
析
の
理
論
に
沿

っ
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
の
持
つ
欲
求
本
能
の
ひ
と

つ
に
愛
情
・
承
認
の
欲
求
が
あ
る
が
、
そ
の
欲
求
の
表
現
形
態
を

交
流
と
い
う
。
そ
れ
に
は
一
一
一
一
口
語
的
な
も
の
と
、
非
言
語
的
な
表
情
・

し
ぐ
さ
・
身
体
の
接
触
な
ど
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、
ま
と
め
て
ス

ト
ロ
ー
ク
と
い
う
。
ほ
め
る
・
微
笑
む
・
う
な
ず
く
．
抱
き
し
め

る
な
ど
の
、
相
手
を
肯
定
す
る
関
わ
り
方
を
プ
ラ
ス
の
ス
ト
ロ
ー

ク
と
い
い
、
叱
る
・
に
ら
む
・
そ
つ
ぼ
を
む
く
。
突
き
放
す
な
ど

は
、
相
手
を
否
定
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
ス
ト
ロ
ー
ク
と
い
う
。
ど
ち

ら
と
も
い
え
な
い
中
立
の
ス
ト
ロ
ー
ク
も
あ
る
。
暴
力
を
ふ
る
う

の
は
マ
イ
ナ
ス
の
身
体
的
ス
ト
ロ
ー
ク
で
あ
り
、
差
別
語
を
投
げ

か
け
る
の
は
最
大
の
マ
イ
ナ
ス
の
一
一
一
一
口
語
ス
ト
ロ
ー
ク
な
の
で
あ

る
。
ま
た
、
存
在
を
無
視
し
て
ス
ト
ロ
ー
ク
を
与
え
な
い
こ
と
を

デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
と
い
う
の
だ
が
、
人
は
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
の
辛

さ
よ
り
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
て
も
ス
ト
ロ
ー
ク
を
求
め
る
存
在
で

あ
る
。一
方
、
ス
ト
ロ
ー
ク
を
出
す
側
の
自
我
も
、
自
信
に
満
ち
て
自

分
に
肯
定
的
な
と
き
と
、
自
分
に
否
定
的
な
気
持
ち
で
い
る
と
き

と
が
あ
る
。
他
者
に
関
し
て
肯
定
的
か
否
定
的
か
、
自
分
に
つ
い

に
な
る
。

私
た
ち
の
行
動
が
意
識
よ
り
も
無
意
識
に
左
右
さ
れ
、
そ
の
差

別
性
を
克
服
す
る
に
は
、
自
己
の
差
別
意
識
だ
け
で
な
く
無
意
識

層
に
潜
む
差
別
性
に
も
気
づ
く
こ
と
が
大
切
だ
と
す
れ
ば
（
気
づ

い
て
意
識
化
で
き
れ
ば
無
意
識
で
は
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

は
と
も
か
く
と
し
て
）
、
逆
に
行
動
か
ら
無
意
識
層
を
垣
間
み
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
他
者
に
投
影
さ
れ
た
自
分
の
影
を
他

者
に
指
摘
を
受
け
て
気
づ
く
こ
と
も
あ
る
。
ジ
ョ
ー
・
ル
フ
ト
と

ハ
リ
ー
。
イ
ン
グ
ラ
ム
の
二
人
に
よ
る
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
と
い
う
性

格
構
造
論
が
そ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

私
た
ち
の
パ
ー
ソ
ー
ナ
リ
テ
ィ
は
、
自
分
自
身
が
知
っ
て
い
る

む
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
影
は
家
族
や
民
族
に
も
存
在
す
る
と
し
て
、
ナ
チ

ス
ド
イ
ッ
が
自
ら
を
優
秀
な
民
族
で
あ
る
と
意
識
し
た
と
き
、
そ

の
無
意
識
層
に
潜
む
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
影
を
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
負

わ
せ
た
と
も
ユ
ン
グ
は
考
え
た
。
曰
本
の
朝
鮮
半
島
を
は
じ
め
と

す
る
ア
ジ
ア
侵
略
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
差
別
の
心
的
様

相
の
一
つ
が
窺
え
る
。

１
他
人
を
鏡
と
し
て
自
分
を
知
る

一
一
差
別
は
自
己
と
他
者
の
関
係
性
の
中
に
存
在

て
肯
定
的
か
否
定
的
か
。
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
人
間
関
係
の

中
で
の
私
た
ち
の
自
我
の
状
態
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

①
自
己
肯
定
・
他
者
肯
定

②
自
己
否
定
・
他
者
肯
定

③
自
己
否
定
・
他
者
否
定

④
自
己
肯
定
・
他
者
否
定

私
た
ち
の
自
我
状
態
は
、
相
手
と
状
況
に
応
じ
て
こ
の
①
～
④

の
そ
れ
ぞ
れ
に
流
動
す
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
に
い
ず
れ
か
へ
偏
る
傾

向
は
あ
る
が
、
他
の
状
態
を
も
内
包
し
な
が
ら
人
と
関
わ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
傾
向
性
を
表
す
の
が
図
３
の
牧
場
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

知
ら
れ
て
い
る
知
ら
れ
て
い
な
い

他
者
に

た
て
軸
が
右
に
、
横
軸
が
下
に
移
動
し
て
、
開
放
さ
れ
た
領
域

が
大
き
い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
、
人
と
の
出
会
い
を
通
し
て

自
己
開
放
に
向
け
て
変
容
す
る
こ
と
の
意
味
を
説
明
す
る
も
の
な

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
自
己
の
自
覚
し
な
い
差
別
性
が
「
気
づ
か

な
い
領
域
」
に
存
在
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
た
い
と
思

ア
ブ
。「
部
落
民
が
差
別
だ
と
思
え
ば
差
別
だ
」
と
い
う
強
引
な
論
理
も
、

差
別
す
る
側
が
気
づ
か
な
い
領
域
に
存
在
す
る
差
別
性
を
、
被
差

別
の
側
が
し
っ
か
り
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と

か
い
な
い
か
、
ま
た
、
他
者
に
知
ら
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
で
、

図
２
の
よ
う
に
四
領
域
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

牧場グラム図３ 図２ジョハリの窓

自分が
知っている知らない他者
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無意識



5４ 
５５差別の心理を考える

と
こ
ろ
で
、
ス
ト
ロ
ー
ク
が
プ
ラ
ス
か
マ
イ
ナ
ス
か
は
、
受
け

取
る
側
の
感
性
に
委
ね
ら
れ
る
。
ス
ト
ロ
ー
ク
を
出
す
側
が
善
意

で
あ
っ
て
も
、
受
け
と
め
る
側
が
不
愉
快
に
思
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
受
け
と
め
る
側
の
屈
折
し
た
意
識
の
問
題
で
あ
る
場
合

①
の
部
分
が
大
き
い
ほ
ど
望
ま
し
い
人
間
関
係
が
築
け
る
。
②

が
大
き
け
れ
ば
相
手
を
尊
重
す
る
が
、
劣
等
感
を
感
じ
る
。
③
が

大
き
い
と
ひ
ね
く
れ
と
生
命
力
の
低
下
と
や
り
き
れ
な
い
暗
さ
に

陥
る
。
④
が
大
き
け
れ
ば
権
威
的
で
他
者
を
見
下
し
や
す
い
性
格

と
い
え
る
。

さ
て
、
他
者
を
差
別
す
る
こ
と
は
「
最
大
の
他
者
否
定
」
で
あ

っ
て
、
他
者
軸
で
下
（
否
定
）
の
方
に
偏
っ
て
い
れ
ば
差
別
意
識

の
強
い
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
だ
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
逆
に
①
。
②
の
部
分
が
大
き
け
れ
ば
、
差
別
性
と

は
縁
遠
い
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
②
の
部

分
が
大
き
い
と
、
劣
等
感
と
惨
め
さ
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
。
私

た
ち
は
そ
の
防
衛
と
し
て
、
④
の
態
度
を
装
う
こ
と
が
あ
る
。
こ

と
さ
ら
に
尊
大
に
な
っ
た
り
、
陰
湿
な
他
者
否
定
の
関
わ
り
方
を

す
る
。
差
別
投
書
や
差
別
落
書
き
、
あ
る
い
は
、
ね
た
み
差
別
や

逆
上
し
て
行
う
差
別
は
こ
の
部
分
が
関
係
し
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

３
同
情
と
共
感

（
～
に
）
で
あ
り
、
共
感
は
三
ｓ
（
～
と
共
に
）
で
あ
る
と
説
明

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

人
権
の
分
野
以
外
の
一
般
用
語
と
し
て
も
、
同
情
・
共
感
は
、

そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
こ
と
ば
と
し
て
定
着
し
て
い

る
。と
こ
ろ
が
、
再
び
『
広
辞
苑
』
か
ら
引
用
す
る
と
、

【
同
情
】
他
人
の
感
情
、
と
く
に
苦
悩
・
不
幸
な
ど
を
そ
の

身
に
な
っ
て
共
に
感
じ
る
こ
と
。

【
共
感
】
聖
日
己
禺
ど
の
訳
。
他
人
の
体
験
す
る
感
情
や
心

的
状
態
、
あ
る
い
は
人
の
主
張
な
ど
を
、
自
分
も
全

く
同
じ
よ
う
に
感
じ
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
。

同
感
。

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
解
説
か
ら
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
同
情
の

持
つ
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
「
共

感
」
と
の
違
い
も
具
体
的
で
は
な
い
。
一
言
葉
が
使
わ
れ
る
過
程
で

帯
び
、
定
着
し
つ
つ
あ
る
意
味
合
い
ま
で
は
、
辞
書
に
は
表
現
さ

れ
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

心
理
学
用
語
で
も
同
情
と
共
感
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
過
程
で
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の

訴
え
を
聴
く
際
に
は
、

①
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
自
身
の
体
験
や
感
情
を
基
準
に
し
て
理
解
す

る
。

’ 

も
あ
る
が
、
裏
面
ス
ト
ロ
ー
ク
と
い
っ
て
、
内
心
の
思
い
と
は
裏

腹
な
ス
ト
ロ
ー
ク
を
出
し
た
と
き
に
、
そ
の
思
い
の
方
が
伝
わ
る

こ
と
に
よ
る
。
そ
の
裏
腹
さ
は
意
識
的
な
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の

ズ
レ
に
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

同
情
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
ス
ト
ロ
ー
ク
も
そ
ん
な
中
に
含
ま
れ

る
。
同
情
す
る
側
の
心
の
中
に
は
、

①
相
手
を
労
わ
り
憐
れ
み

②
自
分
を
相
手
よ
り
高
み
に
置
く
思
い
が
あ
り

③
位
置
関
係
が
逆
転
す
る
と
同
情
が
嫉
妬
に
転
じ
る

こ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
出
さ
れ
た
ス
ト
ロ
ー
ク
の
持
つ
表
面

的
な
意
味
と
は
別
に
、
「
お
前
が
俺
よ
り
惨
め
で
い
る
間
は
好
意
を

示
し
て
や
る
ぞ
」
と
い
う
裏
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
ら
れ
る
。

受
け
る
側
は
そ
れ
を
敏
感
に
感
じ
取
る
。
そ
の
た
め
、
同
情
は

Ⅱ
恩
恵
的
・
融
和
的
で
Ⅱ
人
と
し
て
の
誇
り
を
傷
つ
け
る
、
負
の

意
味
を
持
つ
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。

’
九
六
○
年
代
か
ら
だ
ろ
う
か
、
人
権
運
動
の
中
か
ら
「
同
情

は
差
別
で
あ
る
」
と
の
声
が
高
ま
り
、
当
事
者
間
の
連
帯
の
意
味

を
持
つ
こ
と
ば
と
し
て
「
共
に
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
共
に
生
き
る
」
と
か
、
英
語
の
①
日
已
昌
ど
の
訳
語
の
共
感
と
い

う
用
語
を
多
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
彼
の
考
え
方
に
『
共
感
』

し
て
」
と
か
、
「
被
差
別
の
側
の
思
い
に
『
共
感
』
し
て
」
な
ど
で

あ
る
。
同
情
と
の
違
い
は
、
同
情
は
ざ
『
（
～
の
た
め
に
）
、
ざ

②
社
会
常
識
や
心
理
学
・
精
神
医
学
な
ど
の
知
識
で
知
的
に
理

解
す
る
。

③
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
思
考
の
パ
タ
ー
ン
や
感
じ
方
に
寄
り
添
っ

て
い
く
。

の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

①
の
態
度
を
同
情
と
い
い
、
③
の
態
度
を
共
感
と
呼
ん
で
い
る
。

す
な
わ
ち
、
同
情
は
自
分
を
基
準
に
し
て
相
手
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
こ
と
で
、
心
情
的
に
相
手
を
気
遣
っ
て
、
相
手
の
思
い
は
こ

ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
よ
う
で
も
、
実
は
、
自
分

の
思
い
や
感
情
を
相
手
に
投
影
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
共
感
は
自
分
の
も
っ
て
い
る
枠
組
み
は
横
に
置
い
て
、
積

極
的
に
相
手
の
内
的
準
拠
枠
に
沿
っ
て
、
思
い
や
感
情
を
共
有
す

る
こ
と
に
よ
り
理
解
し
よ
う
と
す
る
作
業
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
②
の
よ
う
な
知
識
や
考
え
る
力
よ
り
も
、
感
じ
る
力
す
な
わ
ち

感
性
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
場
面
で
も
同
情
は
否
定
的
に

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

私
た
ち
が
差
別
意
識
を
克
服
す
る
に
は
、
差
別
意
識
の
存
在
に

気
づ
く
こ
と
が
最
初
の
課
題
で
あ
る
。
気
づ
い
て
自
己
を
変
容
し

お
わ
り
に






