
≡
=
=
=
小
特
集
B
女
性
と
文
化
=
≡
≡

女

性

と
蔑

視

語

i

語
用
論
の
観
点
か
ら
i

角

知
行

1

考
え

て
み
る
と
私
た
ち

の
周
り
に
は
悪
口
を
言

っ
た
り
、
人

を
の
の
し

っ

た
り
す
る
言
語
行
為
が
厳
と
し
て
存
在

し
て
い
ま
す
。
「
デ
ブ
、
デ
ブ
、
百
貫

デ
ブ
、
ブ
タ

に
食
わ
れ
て
死
ん
じ
ま
え
」

な
ど

と
い
う
囃

し
言
葉

は
、
子
供

時
分

に
誰
し
も
口

に
し
た
り
、
耳
に
し
た
り
し
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う

か
。

大
人

に
な

っ
て
か
ら
も
け
ん
か
や
悪
口
は
絶
え
ま
せ
ん
。
大
き

な
け
ん
か
か

ら
、
悪
口

(陰
口
)

に
い
た
る
さ
ま
ざ

ま
な
局
面
を
考

え
て
み
れ
ば

い
い
で

し

ょ
う
。

イ
ギ

リ
ス
の
言
語
哲
学
者

の
申

に
、
言
葉
が
日
常

の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
の
中

で
果
た
し

て
い
る
機
能
に
注
目
す
る
人
達
が
い
ま
す

。
「
今
日

は
」
と

い
う
言
葉
は

「
挨
拶
」
と

い
う
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
「
こ
の
部

屋
は
暑

い

ネ
」
と

い
う
言
葉
は
あ
る
状
況

の
下
で
は
窓
を
開
け
よ
と
い
う

「
要
求
」

の

機
能
を
果
た
し

て
い
る
と

い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
言
葉

の
機
能

の
タ
イ
プ

と
し
て

「
陳
述
」
、
「
命
令
」
、
「
約
束
」
な
ど
を
挙
げ

て
い
ま
す
。

私
た
ち
は

言
葉

の
果
た
す
機
能

の

一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ら
と
並
ん
で

「
卑

罵

(
の
の
し

り
)
」

を
挙
げ

る
こ
と
が

で
き
る
で
し

ょ
う
。

そ
れ
が
私
た
ち
の
日
常

と
切

り
離
す

こ
と

の
で
き
な

い
重
要
な
言
語
行
為

の

一
つ
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で

す
。け

ん
か
や
悪
口
を
母
胎

と
し
て
そ

の
た
め

の
用
語
、

つ
ま
り

の
の
し
り
言

葉
と
か
悪
口
語
と
言

わ
れ
る
も

の
が

生
れ

て
き

ま
す
。
日
本
語

の
中

の
悪

口

語
の
多

さ
に
は
驚
く
ば

か
り
で
す
。
「
畜
生
」
、
「
バ
カ
」
、

「
ア
ホ
」
、

「
マ
ヌ

ケ
」
、
「
ヘ
タ
ク

ソ
」
、
「
ガ
キ
」

な
ど
。
ま

た
タ
ブ

ー
価
値

を
も

っ
と
考
え
ら

れ
る
動
物

の
名
前

が
悪
口
語
に
転
化
す

る
こ
と

は
、

エ
ド

マ
ン
ド

・
リ
ー
チ

に
よ

っ
て
論

じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
う

し
た
例

は
日
本
語

で
も
数
多
く
見

出

さ
れ
ま
す
。
「
サ

ル

(
芝
居
)
」
、
「
(権
力

の
)

イ

ヌ
」
、
「
ブ

タ

(野
郎
)
」

な
ど
。
き
り
が
あ

り
ま
せ
ん
。

こ

の
膨
大
な
数

の
悪
口
語
の
全
体
が

一
体
ど

の
よ
う
な
構
造

に
な

っ
て
い

る

の
か
、
興
味

の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
星

野

〔
一
九

七
八
〕

は
、
悪

口
語
を

そ
れ
が
用

い
ら
れ
る
状

況
と
対
象

に
よ

っ
て
分
類

し
よ
う
と
試
み

て
い
ま
す
。

ま
た
今
野

〔
一
九
七
三
〕

は
主

題
別

に
分
類

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
双
方

と
も
興
味
深
い
試
み
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
ま
だ

全
体
豫

は
十
分

に
把
ま
れ

て

い
な

い
と
思
わ
れ
ま
す
。

悪
口
語

の
申
に
は
あ
る
属
性
に
関

し
て
対
象

を
の
の
し
る
も

の
が
あ
り
ま

す
。
皮
膚

の
色
、
容
貌

、
生
ま
れ
、
性

な
ど

の
違

い
に
非
難

の
矢

を
向
け

る

も

の
が
こ
れ
で
す
。
悪
口
語

の
中

の
こ
の
部
分

は
、
蔑
視
語

と
か
差
別
語

と

一33一



呼
ぶ
こ
と
が

で
き

る
で
し

ょ
う
。
視
覚
障
害
者
を
指
す

「
メ
ク
ラ
」
と

か
、

精
神
障
害
者

を
指
す

「
キ
チ
ガ
イ
」
と

か
い

っ
た
言
葉

の
こ
と

で
す
。

こ
う

し
た
言
葉
も

ま
た
日
本
語

の
中

に
数
多
く
あ
り
ま
す
。

女
性

に
関
す

る
蔑
視
語
も
思

い

つ
く
ま
ま
挙
げ

る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
「
ブ

ス
」
、
「
バ
バ

ア
」
、
「
バ
イ
タ
」
、
「
オ
ー

ル
ド
ミ

ス
」
、
「
オ
テ
ン
バ
」
、
「
ヒ
ス
」

な
ど
。

そ
う

い
え
ば
最
近

の

ニ
ュ
ー
ス
に
、
東
京

の
あ
る
書
店

(何
を
隠
そ

う
、
あ

の
紀
伊
國
屋
書
店

で
す
)
が
就
職
審
査

の
内
規

に
、
「
ブ

ス
、
チ
ビ
、

カ

ッ
ペ
の
女
性

は
採
用

し
な

い
」
と

い
う

一
項
を
設
け

て
い
た
の
が
暴
露
さ

れ
、

ひ
ん
し
ゅ
く
を
買

っ
て
い
る
と

い
う

の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
な
ど
は

女
性

の
外
見

を
採
用

の
基
準

に
し

て
い
る
と

い
う

こ
と

の
ほ
か
に
、
女

性
に

関
す

る
蔑
視
語
を
用

い
て
い
る
と

い
う

二
重

の
問
題
性
を
孕
ん
で
い
る
と
言

え

ま
す
。

こ
こ
ま

で
見

て
き

た
よ
う
な
蔑
視
語
は
そ

の
蔑
視

の
ニ

ュ
ア
ン
ス
が
明
白

で
す

。
「
デ
ブ
」
と

い
う
言
葉
を
投
げ

つ
け
ら
れ
れ
ば
誰

で
も
そ
の
蔑
視
性
を

感
知
す

る
こ
と
が

で
き
ま
す

(本
学
会

の
女
性
は
誰
も
そ
ん
な
経
験
は
な
い

こ
と
と
思

い
ま
す
が
)
。

こ
れ
ら

の

蔑
視
語
は

「
明
示
的
な
蔑
視
語
」

と
呼

ぶ

こ
と
に
し
ま
す
。

し
か
し
も
う

一
種
類

の
蔑
視
語
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
か
ら
見
れ

ば
蔑
視

の

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
感
知
さ
れ
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
成

り
立

ち
を
探

っ
て
み
れ
ば
そ

こ
に
蔑
視
性

の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
言
葉
の
こ
と
で

す
。
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る

の
か
と
言
え
ば

そ
れ
は
言
語
の
歴
史
性

に
原
因
を
求
め
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。
あ
る
歴
史
上

の
時
点
で
蔑
視

の

ニ

ュ
ア

ン
ス
を
伴

っ
て
成
立
し
た
語
が
現
在

の
語
彙

の
申
ま
で
引
き
継
が

れ
、

そ
れ

と
知
ら
ず

に
用

い
ら
れ
る
と

い
う
訳
で
す
。
私
た
ち
は
言

語
の
負

の
遺
産

を

も
同
時

に
背
負

っ
て
い
る
と

い
う
べ
き

で
す
。

成
り
立
ち
の
申

に
蔑
視

の

二

ユ
ア
ン
ス
が
知

ら
ず

に
介

入
し
て
い
る
言
葉
を

「
潜
在
的
な
蔑
視
語
」

と
呼

ぶ

こ
と
に
し
ま
す
。

で
は

「
潜
在
的
な
蔑
視
語
」
と
は

一
体
ど

の
よ
う
な
言
葉

の
こ
と
を
い
う

の
で
し

ょ
う

か
。
女
性

に
関
す
る
語
彙
を
例

に
と

っ
て
こ
れ
を
考
え
て
み
た

い
と
思

い
ま
す
。

∬

一
九
六
〇
年
代
以
降

の
ア
メ
リ

カ
で

の
女
性

解
放
運
動
の

一
つ
の
方
向

に
、

言
語

の
申

の
性
差
別
主
義
を
問
い
直
そ
う
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
。
言
語
が

一
つ
の
文
化

で
あ
る
以
上
、
性

差
別
主
義

の
支

配
す

る
文
化

の
下

で
育
ま
れ

て
き
た
言
語
に
も
、
当
然
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ

る
か
ら

で

す
。
運
動
家

の

一
人
は
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
ま
す
。

「
男
性
語

の

一
般
化
さ
れ
た
使

用
を
含
む
、
伝
統
的
な
英
語

の
用
法

は
、

女
性

の
行
動
、
女

性
の
貢
献
、

そ
し
て
時

と
し
て
女
性

の
存
在
そ

の
も

の
を
あ

い
ま
い
に
す
る

(o
び
ω
。霞
o
)
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
る
と

い
う

こ

と
を
、
最
近
に
な

っ
て
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ

は
気
づ

い
た
の
で
あ
る
」

(ζ
崑
g

俸

Go
註

坤

〔
お
。。
O
も

゜
Q。
〕
)
。

英
語
の
申

に
性

差
別
主
義

を
見
出

そ
う
と

い
う
方
向

は
、

ア
メ
リ
カ
で
か

な
り

の
研
究
の
蓄

積
を
生
み

つ
つ
あ

る
よ
う

で
す

(そ

の
動
向
は

↓
げ
o
言
φ

俸

誕
o
巳
o
団
〔
目
㊤
『
α
〕

な
ど

で
知

る
こ
と
が

で
き
ま
す
)
。
ま
た
実
際
面
に
お

い
て
も
、
『非
-
性

差
別
主
義
者

の
著
述

の

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
i

文
筆
家
、
編

集

者
、

講
演
者

の
た
め

に
』
と

い
う
本
が
出
た
り
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

・
タ
イ

ム
ズ
紙
、

マ
グ

ロ
ウ
ヒ
ル
出
版
、

ス
コ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ス

マ
ン
出
版
な
ど
で
、

女
性
差

別
を
表

わ
す
表
現

を
是
正
す

る
手
引
が
作
ら
れ
た
り
す
る
と
い
う
成

果

を
あ
げ

つ
つ
あ

る
よ
う

で
す
。

こ
の
徹
底
ぶ
り

に
比

べ
る
と
、
わ
が
国
は

一34一



は

る

か

に

遅

れ

て

い

る

と
痛

感

せ
ざ

る

を

え

ま

せ

ん
。

ア
メ

リ

カ

で

は
ど

の

よ

う

な

言

葉

が

問

題

に

さ

れ

て

い

る

の

か
、

男

性

語

の

一
般

的

使

用

、

女

性

の
呼

称

と

い

う

二

つ
の
点

に

絞

っ
て
、

日

本

語

と
比

較

し

な

が

ら

見

て
み

た

い
と

思

い
ま

す

。

男

性

語

の

一
般

的

使

用

の
例

と

し

て
代

表

的

な
言

葉

は

.、日
碧

、、

で
す

。

周

知

の
よ

う

に

、、目
9
p
、、
は

「
男

性

」

を

表

す

言

葉

で
す

が

、

同

時

に

「
人

、

人

聞

」

を

表

す

言

葉

と

し

て

も
用

い

ら

れ

ま
す

。

「
男

性

」
で

「
人

間

」

を

代

表

さ

せ

る

の

は

、

女
性

に
対

し

て
失

礼

で

は
な

い

で

し

ょ
う

か
。

男

性

11

人

間

と

し

て

用

い

ら

れ

る

、.日
き

、、
は
接

頭

語

や
接

尾

語

と

な

っ

て

多

く

の

言

葉

を

作

っ
て

い

ま
す

。
、.目
9・
昌
-白
践

o
..(人

工

の
)
、
.、筥
9
艮

ぎ
梟
.

(人

類
)
、

.、ヨ
9
巷

O
≦
卑

、.

(人

力

)
、

、.ω巴
O
のヨ
9
昌
、、

(
セ

ー

ル

ス

マ
ン
)
、

.、0
9
言
O
$
白
9
昌
。、

(カ

メ
ラ

マ

ン
)
、

.、o
げ
銑
『ヨ
9
p
、.

(議

長

)

な

ど
。

こ
れ

ら

に
相

当

す

る

日

本

語

は

そ

れ

ほ
ど

数

多

く

見
出

せ

ま

せ

ん
が

、

た
と

え

ば

「
父

兄
」
、

「
子

弟

」

と

い

っ
た
表

現
が

あ

り

ま
す

し
、

「
セ
ー

ル

ス

マ
ン
」
や

「
カ

メ

ラ

マ
ン
」

な

ど

は

日

本

語

と

し

て

も
用

い

ら

れ

て

い
ま

す

。

、.白

9
眺
.
で

終

わ

る

名

詞

は

そ

の
部

分

を

.、も
o
話
o
域
.
な

ど

で
置

き

換

え

る

こ
と

に
よ

っ
て

事

態

を

変

え

よ

う

と

い

う
提

案
が

な

さ

れ

て

い
ま

す

。

た

と

え

ば

、

.、8
目
2
巷

⑦房
8

.、、

.、ω巴
①
魯
奠
ω
○
昌
、.、

、.魯

巴
巷

奠
ω8

、.
と

い

っ

た
具

合

に
。

別

の
や

り

方

も

あ

り

ま

す

。

ζ
崑
臼

庫

ω
註

津

〔H
O
Oo
O
"
℃
°
N
㊤
〕

の
紹

介

に
よ

る

と

、

ア

メ
リ

カ

の
労

働

省

や

い

く

つ
か

の
州

で

は
、

次

の
よ

う

な

言

い
換

え

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

作

っ
て

い

る

そ

う

で
す

。

s

目
o
鐔

B
9
尸

8
ヨ
Φ
$

σQ
卿二

↓

o①
目
①
鐔

8

0蚕

8
『

°・
巴
o
ω
§
ゆ
昌

↓

の9D
δ
ω
o
σq
o
蓴

訣
のゴ
霞
目
鋤
昌

↓

訣
のず
臼

鬢
暮
9

ヨ
90
昌

↓

σQ
§

乙

巴
島
昌
o
ω
8
亳
霞
9

の8
芝
理
山
Φ
ω
の

↓

凄
σq
窪

暮
8
巳

曽
馨

代
名

詞
の
用
法

に
お

い
て
も
男
性
語

の

一
般
化
さ
れ
た
使
用
が
見
出
さ
れ

ま
す
。

O
蚩
冨
ヨ

ロ
O
認
〕

(↓
↓
旧PO
憎け

節

甲
{O
】P
一〇
嘱

〔
H
O
刈ω
〕
)

の
調
査
に

よ
る
と
、

ア
メ
リ
カ
の
学
校

の
教
材

の
文
章

の
中

で

、.ず
o
..
や

、、ぼ
ω
..
や

、、ぼ
ヨ
"、
が
使

わ
れ

る
割
合
は
、
、.ωゴ
o
、、
や

.。げ
奠
、、
や

.、げ
奠
ω
..

の
約
四
倍

に
上

っ
て
い
る
そ
う

で
す
。

こ
れ
は
素
材
と
し

て
男
性
が
多
く
取
り
上
げ
ら

れ
る
と
い
う

こ
と

の
ほ

か
に
、
英
語

で
は
人
を
表
す
名
詞
は

一
般
に
男
性

の

代
名
詞

で
受
け

る
と
い
う

こ
と

に
よ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

.。〉

の9
①
暮
同ω
叶
犀
5
0
毒
ω
σq
o器
目
巴

o
耄

騨
o
昌
目
o
暮

く
o
邑嘱
≦
o
拝

ぴ
暮

自
o
o
ω

昌
9

犀
昌
o
≦

窪
ω
o
昌
く
マ
○
昌
日
9
什
ω
o
ミ
鮎
い
、、
(科
学
者
は
環
境

一
般
に

つ

い
て
は
よ
く
知

っ
て
い
る
が
、
彼

の
身

の
回
り

の
こ
と
は
そ
ん
な
に
知
ら

な
い
)

と
い

っ
た
具
合

で
す
。

科
学

者
に
は
も

ち
ろ
ん
女
性
も
数
多
く

い
る
わ
け

で
、
そ
れ
を
男
性

の
代

名

詞
で
表

現
す

る
こ
と
に
は
不
合
理
が
あ

る
と

い
わ
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。
運

動
家

や
研

究
者

の
中

に
は
こ
う

い

っ
た
代
名
詞

の
使
わ
れ
方

に
反
対
し

て
、

主
語
の
複
数
化
、
男
性

と
女
性

を
区
別
し
な

い
新

し
い
三
人
称

の
代
名
詞

の

創

出
な
ど

を
主
張

し
て
い
る
人

た
ち
も

い
ま
す
が
、
ま
だ
広

い
支
持
を
得
る

ま
で
は
至

っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

次
に
、
女
性

の
呼
称

の
問
題

に

つ
い
て
言
え
ば
、
最
も
よ
く
知
ら
れ

て
い

る
の
は

、、ζ
固ω
ω
.、
と

。、竃
円砌
㌦
.
の
区
別

で
す
。
結
婚
し

て
い
る

か
ど

う

か

に
よ

っ
て
女
性

を
呼
び
分
け

る
習
慣

は

一
八
世
紀
末

に
生
じ
た
と

い
う
こ
と

で
す
が
、

こ
れ
は
男
性

の
側

の
要
請

に
よ

っ
て
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
な
事
柄
を
公

に
し
て
し
ま
う
悪
し
き
習
慣
だ

と
言

わ
ざ

る
を
え
ま

せ
ん
。
日
本
語
で
は
そ

の
よ
う
な
言

語
習
慣

は
あ

り
ま

せ
ん
が
、

マ
ス
コ
ミ
で
女
性
が
取
り
上
げ
ら
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れ

た
り
す
る
際

に
、
「
独
身
」
と

か

「
主
婦
」
と

い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
ま

す
。

こ
れ
と

て
同
じ

こ
と
で
す
。

ア
メ
リ

カ
で
は
既
婚
、
末

婚
を
問
わ
ず

に

女
性

に
冠
す

る
敬
称
と
し

て

.、ζ
ω
、゚、
(ミ
ズ
)
が
次
第

に
広
く
使

わ
れ

つ
つ

あ

る
よ
う
で
す
。

ま
た
あ
る
女
性
を
指
す
時
に
、

男
性
と
関
連
づ
け

る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

ピ
舞

o
鵠

〔H
O
胡

も

ω゚
昌

の
例

に

做

つ
て

言
え
ば
、

.、}o
ぎ

.ω
≦
凶出o
..
と

か

..エ
彎
藁

、ω
σq
凶二

h二
〇
づ
昏
.

と
い

っ
た
表
現

で
す
。
日
本
語

で
も
よ
く
、
「
△

△
さ
ん

の
奥
さ
ん
」
と
か

「
△
△
氏
の
未

亡
人
」

と
い

っ
た
言

い
方
を

し
ま

す
。
女
性
が
こ
ん
な
風
に
呼
ば

れ
る
の
は
、
女
性
が
独
立

し
た
人
格
と

し
て

認
め
ら
れ
ず

に
男
性

の
付
属
物

の
地
位

に
貶
め

ら
れ

て
い
る
か
ら
だ
と
言
え

る
で
し

ょ
う
。

「
女
性

課
長
」
、
「
女
流
作
家
」
、
「
女
医
」
な
ど

の
よ
う

に
、
あ

る
職
業

の

上
に

「
女
性
」
、
「
女
流
」
、
「
女
」

を

つ
け

る
用
例

に
も
女
性

を
特
別
視
す
る

思
考

を
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
女
性
も
あ
ら
ゆ

る
職
業

に

就
く
可
能

性
を
持

っ
て
い
る
の
で
す

か
ら
。
あ

る
職
業

に
女
性
が
就

い
て
い

る
こ
と
の
珍
し
さ
を

「
女
性

…
…
」
、
「
女
流
…

…
」
、
「
女

…
…
」
な
ど
と
殊

更
に
言
う
必
要

は
な
い
は
ず

で
す
。

職

業
名

に

関
連
し
て

言
え
ば
、

.、ぽ
o
昜
。註

ho
、、
(主
婦
)
と

い
う

の
も
変

な
言
葉
で
す
。

..註

州o
..
は
家
事
を
す
る
た
め
に

、.び
o
ロ
ω
o
..
に
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
全
く
な

い
わ
け

で
、
現
代

の
状
況

に
も

マ
ッ
チ
し

ま
せ
ん
。

.、げ
o
q
ω
o鼠

出o
..
に
代
わ

る
言
葉
と
し

て
は

、、ゲ
o
目
Φ
巳
更
臼
、、
な

ど
が
提
案

さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
語

の

「
主
婦
」

に
も
同
じ
問
題
が
指
摘

で
き
ま
す
。

「
主
婦
」
を

辞

書
で
引
く
と
、

た
と
え
ば

「
一
家

の
主
人

の
妻

で
、
家
事
を
き
り
も
り
す
る

人
」

(岩
波
国
語
辞
典
)

と
あ

り
ま
す

。

私
た
ち

の
語
感

か
ら
し

て
も

「
主

婦
L

と
い
う
言
葉

に
は

「
妻
」
と

い
う
意
味
と

「
家
事
を
す
る
人
」
と

い
う

意
味
が
共
存

し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
し

か
し
後
者

の
意
味
で
用

い

ら
れ
る
場
合

に
は
そ
れ

は

「
主
夫
」

で
も

か
ま
わ
な

い
わ
け
で
、
こ
こ
に
は

、.げ
o
器
。註

h①
..
と
同

じ
問
題
が
伏
在

し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

「
主
婦
」

の

周

辺
に
あ

る
言
葉

に
も
同
じ
観
点

か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し

ょ
う

(
た
と
え
ば

「
主
人
」
、
「
女
房
」
な
ど
)
。

こ
こ
ま

で
男
性
語

の

一
般
化
さ
れ
た
用
法
、
女
性

の
呼
び
方
と
い
う
二
点

に

つ
い
て
、
英
語
と
日
本
語

の
語
彙
構
造

の
申

の
性
差
別
主
義

を
探

っ
て
き

ま

し
た
。
他

の
局
面

で
も
お
そ
ら
く
同
じ
よ
う
な

こ
と
が
例
証
で
き
る
で
し

ょ
う
。
さ
ら

に
語
彙
構
造
と

い
う

ラ
ン
グ

の
次
元
を
超
え
て
、
実

際
の
会
話

と

い
う

パ

ロ
ー
ル
の
次
元

で
も
例
証
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
井
手

〔
一
九
七

九
〕
は
、
英
語
を
話
す
女
性
に
特
有

の
特
徴
を
、
尻

上
が

り
の
イ

ン
ト
ネ
ー

シ

ョ
ン
、
付
加
疑
問
文

の
多
用
、
甘
い
形
容
詞
や
大
袈
裟

な
表
現

の
使
用
な

ど

に
ま
と
め

て
い
ま
す
。
ま
た
寿
岳

〔
一
九
七
九
〕

は
、
会
話

の
申

に
し
ば

し
ぽ
現
わ
れ
る
女
性
蔑
視

の
表
現

(「
女

の
く
せ
に
」
、
「
女

だ
て
ら
に
」
、
「
し

ょ
せ
ん
女
は
」
な
ど
)
を

い
ろ

い
ろ
集

め
て
い
ま
す
。

女
性
蔑
視
も
し
く
は
性
差
別
主
義
は
文
化
総
体

の
中

に
存
在
す

る
わ
け

で

す

か
ら
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
言
語
規
範

の
申

の
性
差
別
主
義

は
些

細
な
事
柄
に
す
ぎ
な

い
と
も
言
え
ま
す
。

し
か
し
私

た
ち
の
意
識

や
思
考
が

言
語

に
よ

っ
て
ど
れ
だ
け
浸
潤
さ
れ
て
い
る
か
を
考

え
る
な
ら
ば
、
そ

の
影

響
は
決
し
て
侮
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

『
シ
ン
デ

レ
ラ

・
コ
ン
プ

レ
ッ
ク

ス
』

の
著
者

は
女
性
が

「
依
存
傾
向
」

を
男
性
よ
り
強
く
持

つ
の
は
、
小

さ
い
時

分
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

「
依
存

へ
の

訓
練
」
に
馴
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
女

の

赤
ち

ゃ
ん
は
男

の
赤
ち

ゃ
ん
よ
り
も
大
事

に
扱

わ
れ
、
泣
け
ば
お
母
さ
ん
が
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す
ぐ

に
飛
ん

で
き

て
く
れ

る
と

い

っ
た
訓
練

の
こ
と
で
す
。
私
た
ち

の
考

え

に
よ
れ
ば
、
性
差
別
主
義
を
内
在
し
た
言
語
を
習
得
す
る
こ
と
も
そ
う
し
た

訓
練

の

一
つ
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
意
識

の
最
も
基
底
的
な

レ
ベ

ル

で
、
そ
れ

は
女
性

の
依
存
傾
向
を
培
養
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
す
。

皿

蔑
視

語
に
は
蔑
視

の

ニ
ュ
ア
ン

ス
が
明
示
的
な
も

の
の
他

に
、
そ
れ
が
暗

黙

の
う

ち
に
入
り
込

ん
で
し
ま

っ
て
い
る
も

の
が
あ
る
と
述

べ
ま
し
た
。
後

者

の
言
葉

を
知

ら
ず

に
用

い
る
人

は
、
前
者

の
言
葉
を
用

い
る
人
と
同
じ
よ

う
な
意
味

で
、
蔑
視

や
差
別

の
態
度

を
表
現

し
て
い
る
と
は
言
え
な

い
で
し

ょ
う
。

し
か
し
蔑
視

や
差
別

の
側

に
否
応
な
く
も
立

た
さ
れ

て
い
る
と
言
う

こ
と
は
で
き

ま
す
。

そ
う

し
た
言
葉

を
使
う

こ
と

に
よ

っ
て
無
自
覚
的

に
せ

よ
前
時
代

の
蔑
視

(差
別
)
観

を
再
現

し
て
い
る
こ
と

に
な

る
の
で
す

か
ら
。

女
性

に
関

す
る
蔑
視
語

を
扱

う
限

り
で
は
、
女
性

は

「
被
害
者
」

の
席

に

居
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
他

の
領
域

の
蔑
視
語

ま
で
視
野

を
広
げ
れ
ば
、
女
性

も

「
加

害
者
」

に
な
る
可
能
性

が
出

て
き

ま
す
。
潜
在
的
な
蔑
視
語

を
知
ら

ず

に
用

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

蔑
視

(
差
別
)

の
側

に
立

っ
て
し
ま

っ
て
い

る
と

い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
で
す
。

二
、

三
の
例

を
と

っ
て
こ
れ
を
考

え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

中
国
人

に
対
す
る
蔑
視
語
で
あ
る

「
チ

ャ
ン
コ
ロ
」

と
い
う
言
葉

は
今

で

は
殆
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な

っ
た
よ
う
で
す
が
、
韓

国

・
朝
鮮

人
に
対
す

る
蔑

視
語

で
あ
る

「
チ

ョ
ン
コ
i
」

と

い
う
言
葉
は
今
で
も
残

っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
「
チ

ョ
ッ
パ
ン
人
」
と

い
う
軽
蔑

の
言
葉
も
あ
り
ま
す

(日
本

の
小

・
中

学
校

に
通
う
韓
国

・
朝
鮮
人

の
子
供
た
ち
が
ま
わ
り

の
子
供
た
ち
か
ら
今

だ

に
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
浴
び
せ
ら
れ
る
現
実
は
、
前
川

〔
一
九
八

一
〕

に
生

々
し
く
描

か
れ

て
い
ま
す
)
。

こ
れ
ら

の
言
葉

の
蔑
視
的

ニ
ュ
ア
ン

ス

は
明

白

で
す
。

し
か
し
日
本
語

の
語
彙

の
中
に
は
韓
国

・
朝
鮮
人
に
対

す
る
蔑
視

が
暗
黙

の
う
ち

に
入
り

こ
ん

で
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。

私

た
ち

は
時
お
り
、
国
号

の
省
略
と
し
て

の
用
例
や
年
寄
り
た
ち
の
言
葉

の
中

で

「
北
鮮
」
、
「
南
鮮
」
と

い
う
言
葉

に
ぶ

つ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ

し
て
何

の
気
な

し
に
そ
れ
を
聞
き
流
し

て
し
ま

い
ま
す
。
し
か
し
内
海

.

梶
村

〔
一
九

七
五
〕

に
よ
れ
ば
、
「
北
鮮
」
、
「
南
鮮
」

と

い
う
表
記
は
明
ら

か
な
蔑
視

語
な

の
で
す
。

彼

ら
の
研
究
に
よ
る
と
、
朝
鮮

の
民
族

や
国
家

や
地
域
を

「
鮮
」

の

一
字

で
表
す
用
法
は
、

一
九

一
〇

年
の
日
韓
併
合

以
降

に
は
じ
め

て
生
じ

た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
「
鮮
人
」
、
「
日
鮮
」
、
「
渡
鮮
」
、
「
北
鮮
」
、

「
南
鮮
」

な
ど

の

言
葉
が
時
を
同
じ
く
し
て
簇
生
し
ま
し
た
。
「
鮮
」

と
い
う
省
略

法

が
ど
う

し
て
生
れ
た

の
か
、
内
海

・
梶
村

は
独

立
国
家

と
し
て
の
朝
鮮

の
イ
メ
ー
ジ

を
消
し
去
ろ
う
と
し
た
総
督
府
の
意
図

と
関

連
が
あ

る
と
推
測

し
て
い
ま
す
。

と
も

か
く
も
そ
れ
は
、
「
不
遅
鮮

人
」

と
い
う
言
葉

に
象
徴

さ
れ

る
よ
う

に
、

韓
国

・
朝
鮮
人

に
対
す
る
偏
見
と
分
か
ち
が
た
く
生
れ
て
き

た
の
で
す
。
彼

ら
は

こ
れ
ら

の
言
葉
を
、
「
頭
を
も
が
れ
た
」

思

い
で
聞
い
て
い
る
の
で
す

。

も

っ
と
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
「
バ
カ
チ

ョ
ン
」
と
か

「
バ
カ
で
も

チ

ョ
ン

で
も
」
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
チ

ョ
ン
」
と
い
う
の
は
本

来
、
「
ま
と

も

で
な

い
こ
と
、
頭

の
悪

い
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
近
代

以
降
そ
う
し

た
意
味
は
次
第

に
消
失
し
、
も

っ
ぱ

ら
韓
国

・
朝
鮮
人

に
対
す

る
蔑
視
語

「
チ

ョ
ン

コ
i
」

の
略
語
と
化
し
て

い
き
ま
し
た
。
だ
と
す
れ
ば

、

「
バ
カ
チ

ョ
ン
」
と

い
う
言
葉
は
、
精
神
薄
弱
者
や
韓
国

・
朝
鮮
人
に
対

す

る
蔑
視

の
上

に
成
り
立

っ
て
い
る
言
葉
だ
と

い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

他

の
領
域

で
も
調
査
を
進
め
れ
ば
同
様

の
言
葉
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
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と

で
し

ょ
う
。
障
害
者

に
か
か
わ
る
潜

在
的
な
蔑
視
語

の
数

は
、
女
性

の
場

合

に
匹
敵
す
る
ほ
ど
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

(「
狂
気

の
沙
汰
」
、

「
盲
蛇

に

お
じ
ず
」
、
「
つ
ん
ぼ
棧
敷
」
な
ど
)
。
と
も
か
く
も
日
本

語
の
中

に
は

女

性

に
関
す
る
語
彙
以
外
に
も
潜
在

的
な
蔑
視

語
が
数
多
く
散
在
す

る
こ
と
は
認

め
な

い
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
。

W

今
か
ら

一
〇

年
ほ
ど
前

に

「
差
別
語
論
争
」
と
言
わ
れ
る
も

の
が
あ
り
ま

し
た
。

さ
ま
ざ

ま
な
運
動

団
体
が
差
別
語

の
使
用
を
め
ぐ

っ
て

マ
ス
コ
ミ

に

抗
議
を
行

な
い
、

マ
ス
コ
ミ
の
側

で
は
こ
の
事
態

に
対
処
す

べ
く

「
禁
句
、

い
い
か
え
集
」
が
作

ら
れ

て
用
語

の
規
制
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た

状

況
の
下

で
、

一
体
差
別
語
と

は
何
な

の
か
と

い
う

こ
と
が
論
じ
ら
れ
た

の

が

「
差
別
語
論
争
」

で
す
。

論
点

は
多
岐

に
及
び
ま

し
た
が
そ

の

一
つ
に
、
「
話
し
手

の
意
図
と

差

別

語

と
の
関
係
」
が
あ
り
ま
す
。
差
別
語
と

い
う

の
は
そ
も
そ
も
存
在
せ
ず
、

そ
れ

は
話

し
手

の
意
図

に
よ

っ
て
は
じ
め

て
生
じ
る
の
だ
、
と
い
う
主
張
が

一
方

に
あ
り
ま

し
た
。
た
と
え
ば
犬
養
道
子

〔
一
九
七
六
〕

は
次

の
よ
う
な

発
言
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。

「
す

べ
て
言
葉
と

い
う
も

の
は
自
体
中
立
中

性
の
も
の
で
あ

り
、

い
か
な

る
心
を
以

て
い
か

に
使
わ
れ
る
か
に
よ

っ
て
、

蔑
視
語

と
も
な

り
、

ほ
め

言
葉

・
愛

の
表
現
と
も
な
り
う
る
」

「
単
語
自
体
は

『
差
別
』
を
含

ま
な
い
。
単

語
が
人
を
悲

し
ま

せ
、
傷

つ

け
る

の
は
、
た
だ
ひ
と

つ
、
そ
れ
を
使

う
人
が
、
人
権

の
何

た
る
か
を
わ

き
ま
え
ず

、
い
じ
わ
る
で
、
故

意
に
言
葉

に
よ

っ
て
人
を
傷

つ
け
よ
う
と

す
る
と
き

、
そ
の
と
き
だ
け

で
あ

る
」
。

私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
に
見
て
き

た
例

は
、

こ
の
見
解

に
対
す

る
反
証

と
な

り
う
る
で
し

ょ
う
。
「
言
葉
と
い
う
も
の
は
中

立
申
性

の
も

の
で
は
な

く

て

差
別
を
含
ん
で
い
る
こ
と
」
、
「
話
し
手

の
意
図

と
は
無
関
係

に
差
別

の
例

に

立

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
」
が
私

た
ち
の
立
場

で
す
。
言
葉

の

成
り
立
ち
の
申

に
蔑
視

(差

別
)
が
組

み
こ
ま
れ

て
い
る
、
潜
在
的
な
蔑
視

語

に
即
し
て
こ
れ
を
見
て
き

ま
し
た
。

い
舞
o
中

〔
μ
O刈
軌
"
℃
°◎◎
〕

は

「
わ
れ
わ
れ
が
言
語
を
使
う
ば

か
り

で
な
く
、

言
語
が
わ
れ
わ
れ
を
使

う
の
だ
」

と
言

っ
て
い
ま
す
。
言
語

に
対
す
る
人
間

の
主
体
性

と
同
時

に
、

そ
の
被
拘
束
性

に
も
注
目
す

べ
き
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

私
た
ち
が
蔑
視

(差

別
)

を
内
包

し
た
言
語

に
使
わ
れ

る
の
だ
と
す
れ
ば
、

否
応
な
く

蔑
視

(差
別
)

の
関
係

の
網

の
目

の
申

に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
「
私

は
差

別
な

ん
て
受
け

て
い
な

い
」
と
か

「
私
は
差
別
意
識
な

ん
て
持

っ
て
い
な

い
」

と
い
う
発
言
を
耳

に
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ

に
は
言
葉

の
語
用
論

(プ

ラ
グ

マ
テ
ィ
ク
ス
)

の
観
点

か
ら
だ
け
で
も
反

論

で
き
ま
す
。
そ

の
理
由

は
今
や
明
ら

か
で
し

ょ
う
。

「
差
別
-
被
差
別
」

の
関
係

か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
対
し
て
よ

り
自
覚
的

に
な

る
以
外

に
道

は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉

の
問
題
に
即
し
て
言
え

ば
、
個

々
の
言
葉

の
孕
む
蔑
視
や
差
別

に
、
よ
り
敏
感
に
な
る
こ
と
で
す
。

い
く

つ
か
の
言
葉
ー
た
と
え
ぽ

「
主
婦
」

や

「
バ
カ
チ

ョ
ン
」
1

の
使

用
を

拒
む
と

こ
ろ

か
ら
で
も
、
第

一
歩
は
始
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う

か
。

文

献

U
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木
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シ
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デ
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ラ

・
コ
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プ

レ
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ク
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星
野

命

一
九
七
八

「
現
代
悪

口
論
i
け
ん

か
こ
と
ば

の
諸
相
と
原

理
」
『
言
語

生
活
』

六
月
号

一
八
ー
三

二
頁

犬
養

道
子

一
九
七
六

「
再
び
言
葉

に

つ
い
て
」
『
暮

し
の
設
計
』

三

月
号

一
九
五
i

一
九

九
頁

井

手

祥

子

一
九
七
九

『
女

の
こ
と
ぽ

男

の
こ
と
ば
』

日
本
経
済

通
信
社

寿
岳

章
子

一
九
七
九

『
日
本

語
と
女
』

岩
波
書
店

(岩
波
新
書
)

今
野

敏
彦

一
九
七
三

「
蔑
視

語
の
魔
性
1

そ
の
社
会
科
学
的
分
析

へ

の
試
論
」
『
雷
語
生
活
』
九
月
号

七
〇
ー

七
八
頁

H6
犀
o
h捨

"
○
び
ぼ

↑
⑩
誤

卜
畠
養
鴫
ミ
鴣

偽

亀
謡
"

き

§
亀
謡
.隔

ミ

ミ

魯

踏
9
壱

奠

O
⇒
畠
園
o
鬢

℃
二
ぴ
財
ωげ
2
ω

前
川

恵
司

一
九
八

一

『
韓
国

・
朝
鮮
人
-

在
日
を
生
き

る
』

創
樹

社

]≦
臼
Φ
さ

0
9
°・団

ゆ
巳

ω
註

坤
"
国
鉾
o

ち

o。
O

§

馬

窪

ミ
"
ぽ

寒

毫

冬

毳
,

防§
慧

斈

蕊
鑓

"
頃
髯
℃
奠

p
巳

園
o
耄

国

窪
δ
冨
房

↓
ぎ

誓

り
切
髯
二
〇

〇
巳

缶
Φ
巳
①
畷
"
Z
き

身

(&

ω
)゚
お

蕭

卜
額
鑓

§
鴣

馬

§

糺

喚
§

輔
b
§

、
§

ミ

§

載

b
。
ミ

蕎
§

蛬

Z
o
≦
び
Φ
曙

=
8

ωo

勺
⊆
び
犀
ωぽ
O房

一昌
O
°

内
海

愛
子

・
梶
村

秀
樹

一
九
七
五

「
「
北
鮮
」
「
南
鮮
」

と
い
う
こ

と
ば
」
『
朝
鮮
研
究
』

一
〇
月
号

四
-

二
二
頁

*
本
稿
が
成

る
に
あ

た

っ
て
は
国
学
院
大
学
田
中
和
子
氏
よ
り
御
教
示
を

得

ま
し
た
。
記

し
て
感
謝
す

る
次
第

で
す
。
な
お
拙
稿

「
差
別
語
閥
題
に

対

す
る

マ
ス
コ
ミ
機
関

の
対
応
」
を
含
む
論
文
集

『
マ
ス
コ
ミ
と
差
別
語

問
題
』

(磯
村
英

一
・
福
岡
安
則
編
)
が
今
春
明
石
書
店
よ
り
刊
行

の
予
定

で
す
。

関
心
を
お
持

ち
の
向
き

は
御
参
看

い
た
だ
け
れ
ぽ
幸

い
で
す
。

(す

み

と
も
ゆ
き

・
兼
任

・
新
聞
学
)
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