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藪
本　

社
会
に
は
深
刻
な
差
別
が
存

在
す
る
の
に
、
関
心
を
持
た
な
い
、
あ

る
い
は
差
別
さ
れ
る
当
事
者
の
主
張
を

「
逆
差
別
」
だ
と
し
て
批
判
す
る
人
も

い
ま
す
。
そ
れ
が
何
故
な
の
か
を
考
え

る
た
め
に
、
先
生
の
「
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

の
特
権
」
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
け

ま
す
か
。

　

出
口　

私
の
言
う
「
特
権
」
は
、
そ

の
属
性
に
お
い
て
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
性
の

あ
る
人
に
自
動
的
に
付
随
す
る
恩
恵
だ

と
捉
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
本
人
の
意

思
や
努
力
と
は
関
係
な
く
、
た
ま
た
ま

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
性
を
持
っ
た
人
が
自
動

的
に
有
す
る
優
位
性
で
す
。
特
権
に
つ

い
て
「
自
動
ド
ア
」
の
例
え
で
説
明
し

ま
し
ょ
う
。
そ
の
属
性
に
お
い
て
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
に
い
る
人
は
、
目
的
地

に
向
か
う
時
に
い
く
つ
も
の
ド
ア
が

ス
ー
ッ
と
自
動
で
開
く
の
で
ど
ん
ど
ん

前
に
進
め
ま
す
。
ド
ア
は
透
明
で
、
毎

回
必
ず
開
い
て
く
れ
る
の
で
、
本
人
は

ド
ア
の
存
在
に
す
ら
気
付
か
な
い
。
一

方
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
性
を
有
し
た
人
の

行
く
手
に
あ
る
ド
ア
は
、
開
く
ド
ア
も

あ
れ
ば
、
開
か
な
い
ド
ア
も
あ
る
。
自

分
で
こ
じ
開
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
り
、
鍵
を
取
り
に
行
く
よ
う
言
わ
れ

て
遅
れ
を
と
っ
た
り
も
す
る
。
で
す
か

ら
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側
の
人
は
ド
ア
の
存

在
に
気
付
き
や
す
く
、
ふ
と
隣
を
見
た

ら
、
ド
ア
が
次
々
開
い
て
前
に
進
ん
で

い
く
人
が
見
え
る
の
で
、
不
平
等
を
体
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気
付
い
て
い
ま
す
か

自
ら
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
性
に
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ち
は
自
分
た
ち
に
男
性
特
権
が
あ
る
な

ん
て
自
覚
が
な
い
こ
と
に
気
付
い
て
不

満
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
時
、
彼
女
は
ア
フ
リ
カ
系
ア

メ
リ
カ
人
女
性
た
ち
か
ら
「
白
人
女
性

は
抑
圧
的
だ
」
と
批
判
さ
れ
、「
私
は

良
い
人
で
、
差
別
な
ん
か
し
て
い
な

い
」
と
憤
慨
す
る
わ
け
で
す
。
で
、
ハ

タ
と
気
付
く
わ
け
で
す
ね
、
自
分
も

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
人
た
ち
に
は
見
え
て
い
る
白
人

特
権
に
、
単
に
気
付
い
て
い
な
い
だ
け

な
の
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
の
反
省
か

ら
、
彼
女
は
白
人
特
権
を
可
視
化
す
る

努
力
を
し
、
そ
の
成
果
を
エ
ッ
セ
イ
と

し
て
発
表
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
ア
メ

リ
カ
中
、
特
に
人
権
活
動
家
の
間
で
一

気
に
広
ま
り
ま
し
た
。
私
も
白
人
に
は

特
権
が
あ
る
と
幼
少
期
か
ら
ず
っ
と
感

じ
て
い
た
の
で
、
自
分
の
体
験
が
正
当

化
さ
れ
た
感
触
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す

が
裏
を
返
せ
ば
、
日
本
に
い
る
私
も

「
日
本
人
特
権
」
を
持
っ
て
い
る
側
な

の
で
す
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
を
押
し
付
け
ら
れ
ま
す
が
、
私

も
ア
メ
リ
カ
で
は
ア
ジ
ア
人
女
性
と
し

て
、
従
順
で
波
風
を
立
て
ず
、
自
己
主

張
も
し
な
い
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
で
見
ら
れ
、
自
分
自
身
も
内
面
化
し

て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
自
分
に
は

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
資
質
は
全
く
な
い

と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
日
本
に

帰
っ
て
き
た
途
端
に
、
大
学
や
学
会
な

思
い
ま
す
が
、
特
権
と
い
う
の
は
持
っ

て
い
る
側
に
は
見
え
に
く
い
の
が
一
つ

の
特
徴
な
の
で
す
。

●
白
人
特
権
・
日
本
人
特
権

　

藪
本　

特
権
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。

　

出
口　

私
は
子
ど
も
の
頃
を
含
め
ア�

メ
リ
カ
に
長
く
住
ん
で
い
ま
し
た
。
ア

メ
リ
カ
で
は
私
は
ア
ジ
ア
人
な
の
で
、

人
種
的
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側
な
の
で
す
。

特
権
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
知
っ
た

き
っ
か
け
は
、
私
が
ア
メ
リ
カ
の
大
学

院
に
い
た
頃
に
「W

hite�Privilege

：

U
n
p
ack

in
g
�th
e�In

v
isib

le�
K
napsack

（
＝
白
人
特
権
：
見
え
な

い
ナ
ッ
プ
サ
ッ
ク
を
開
け
て
み
る
）」

（
１
９
８
９
年
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を

読
ん
だ
こ
と
で
す
。
白
人
ア
メ
リ
カ
人

は
、
白
人
特
権
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ

た
透
明
の
リ
ュ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
い

て
、
透
明
だ
か
ら
自
分
に
は
見
え
な
い

し
、
重
さ
も
感
じ
な
い
か
ら
背
負
っ
て

い
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
の
は
ペ

ギ
ー
・
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
さ
ん
と
い

う
富
裕
層
で
高
学
歴
の
白
人
女
性
だ
っ

た
の
で
す
が
、
彼
女
も
自
分
の
白
人
特

権
に
は
無
自
覚
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
性
別
に
お
い
て
は
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
側
で
あ
る
女
性
と
し
て
、
男
性
に

は
男
性
特
権
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
い

る
の
に
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
の
男
性
た

感
し
ま
す
。
前
方
に
い
る
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
は
、
後
ろ
に
い
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

が
、
構
造
的
に
前
に
進
め
な
い
こ
と
に

気
付
か
な
い
の
で
す
。

　

藪
本　

ど
う
い
う
集
団
が
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

出
口　

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
は
英
語
で
は
、

多
数
者
と
い
う
意
味
で
す
が
、
日
本
の

人
権
教
育
の
文
脈
で
は
、
数
の
問
題
で

は
な
く
、
よ
り
パ
ワ
ー
（
権
力
）
を

持
っ
て
い
る
側
を
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
定

義
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
属
性
が

あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

と
い
う
と
、
日
本
人
、
男
性
、
異
性
愛

者
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
高
学
歴
、
高

収
入
、
健
常
者
が
代
表
的
な
例
で
し
ょ

う
。
例
え
ば
、
性
的
指
向
が
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
側
の
人
は
異
性
愛
者
（
ヘ
テ
ロ
セ

ク
シ
ャ
ル
）
と
呼
ば
れ
、
い
わ
ゆ
る
男

性
な
ら
女
性
を
、
女
性
な
ら
男
性
を
恋

愛
や
性
的
な
対
象
と
し
て
捉
え
る
の
で

す
が
、
そ
う
い
う
性
的
指
向
を
持
っ
て

い
る
人
は
た
く
さ
ん
の
特
権
が
あ
る
よ

ね
、
少
な
く
と
も
そ
の
属
性
に
お
い
て

は
損
は
し
て
い
な
い
よ
ね
、
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。
異
性
愛
者
の
特
権
と
は
、

例
え
ば
「
自
分
の
性
的
指
向
が
家
族
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
と
期
待
で

き
る
」
だ
っ
た
り
、「
私
は
、
自
分
と

同
じ
性
的
指
向
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
（
人

物
・
生
き
方
）
が
必
ず
周
り
に
い
る
」

な
ど
で
す
。
当
た
り
前
す
ぎ
て
「
特

権
」
と
自
覚
し
て
い
な
い
人
が
多
い
と
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露
呈
し
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
自
分

は
良
い
人
で
、
努
力
し
た
か
ら
今
の
地

位
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い

る
、
つ
ま
り
努
力
し
た
ら
誰
で
も
報
わ

れ
る
と
思
っ
て
い
る
時
点
で
、
構
造

的
・
制
度
的
・
文
化
的
差
別
が
あ
る
こ

と
の
自
覚
が
非
常
に
薄
い
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
組
織
や
役
職
に
女
性
が
少
な

い
の
は
、
女
性
の
努
力
が
足
り
な
い
か

ら
、
実
力
が
な
い
か
ら
だ
と
思
っ
て
い

る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
そ
う
い
う
本
音

を
言
う
と
バ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
る
の
で
、

ま
す
ま
す
自
分
が
被
害
者
の
よ
う
に
感

じ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た

被
害
者
意
識
が
「
逆
差
別
」
と
か
「
男

性
差
別
」
と
い
っ
た
歪
ん
だ
認
識
の
ま

ま
、
男
性
主
導
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
報
じ

ら
れ
る
わ
け
で
す
。

●
差
別
に
中
立
は
な
い

　

藪
本　

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
が
差
別
を

自
分
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
は
、

ま
ず
「
特
権
」
に
気
付
か
な
け
れ
ば
始

ま
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ら
い
い
で

し
ょ
う
。

　

出
口　

自
分
の
特
権
に
気
付
い
た
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
の
人
か
ら
、
ま
だ
気
付

い
て
い
な
い
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
の
人
に

特
権
を
気
付
か
せ
る
よ
う
な
教
育
を
す

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

側
が
特
権
に
無
自
覚
な
状
態
は
、
差
別

に
つ
い
て
中
立
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
は
違
い

る
と
い
う
経
験
を
し
て
こ
な
く
て
済
ん

で
き
た
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
多
様

性
に
つ
い
て
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
や
女
性
と

い
っ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
「
知

識
」
さ
え
学
べ
ば
よ
い
と
思
い
が
ち
で

す
。
自
分
自
身
が
今
の
構
造
上
、
も
の

す
ご
く
優
遇
さ
れ
、
恩
恵
を
受
け
て
い

る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
い
な
い
場
合

が
多
い
た
め
、
よ
り
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ

な
社
会
を
目
指
す
と
い
っ
た
と
き
に
、

「
女
性
が
も
っ
と
頑
張
ら
な
い
と
」
と

女
性
側
に
努
力
を
強
い
た
り
、
自
分
の

受
け
て
い
る
恩
恵
は
棚
に
上
げ
て
、
上

か
ら
目
線
な
「
助
言
」
を
し
た
り
し
て

し
ま
う
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
重
要
な
指

摘
を
し
て
も
理
解
で
き
ず
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
側
は
疲
弊
し
て
し
ま
っ
た
り
し
ま

す
。
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
性
を
持
っ
た
側
が

自
分
の
特
権
に
自
覚
的
に
な
っ
て
初
め

て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
言
っ
て
い
る
こ
と

が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
性
を
持
っ
た
側
に
こ
そ
、

自
分
が
構
造
的
に
享
受
し
て
い
る
恩
恵

を
可
視
化
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

藪
本　

例
え
ば
、
女
性
の
人
権
問
題

の
活
動
団
体
に
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
外
部
か
ら
攻
撃
的
な
コ
メ
ン
ト
が

浴
び
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
も
関
係
あ
り

そ
う
で
す
ね
。

　

出
口　

女
性
差
別
に
反
対
す
る
女
性

に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
と
る
人
た

ち
は
、
自
分
た
ち
の
持
つ
男
性
特
権
を

可
視
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
い
わ
ば

ど
で
役
職
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
次
々
と
声

が
掛
か
り
、
自
分
が
日
本
社
会
に
お
い

て
好
意
的
に
見
ら
れ
て
い
る
、
実
力
が

あ
る
と
自
動
的
に
信
じ
て
も
ら
え
る
と

い
っ
た
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
特
権
が
付
与
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
の
で
す
。

こ
れ
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の
自
動
ド
ア

が
開
く
感
覚
で
衝
撃
で
し
た
。

●
特
権
に
無
自
覚
で
い
る
と

　

出
口　

「
権
力
を
持
っ
て
い
る
側
は
、

権
力
を
持
た
な
い
側
、
つ
ま
り
は
自
分

よ
り
も
下
に
い
る
人
た
ち
の
こ
と
を
知

ろ
う
と
し
な
い
」
と
立
場
理
論
を
提
唱

し
た
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
権
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側
の
人
た
ち
に
つ
い
て

知
ら
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
。
一
方

で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側
は
権
力
を
持
っ

て
い
る
側
の
考
え
を
熟
知
し
、
わ
き
ま

え
た
行
動
を
し
な
い
と
、
と
ば
っ
ち
り

を
く
ら
い
ま
す
。
だ
か
ら
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
側
の
方
が
、
実
は
社
会
の
仕
組
み

が
よ
り
見
え
て
い
た
り
も
し
ま
す
。
特

権
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
社
会
の
差
別

構
造
に
つ
い
て
見
え
て
い
な
い
も
の
が

た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

藪
本　

元
上
司
や
政
治
家
の
顔
が

次
々
と
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

　

出
口　

高
い
地
位
に
就
い
て
い
る
人

は
、
自
分
自
身
が
変
わ
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
、
ま
し
て
や
、
誰
か
に
合
わ
せ
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て
不
利
な
立
場
を
多
く
経
験
せ
ず
、
比

較
的
ス
ム
ー
ズ
に
こ
こ
ま
で
来
ら
れ
た

と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
仕
組

み
に
対
し
て
あ
な
た
は
こ
の
仕
組
み
を

温
存
す
る
側
の
ま
ま
で
い
い
の
で
し
ょ

う
か
？
と
い
う
問
い
に
答
え
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
特
権
に
気
付
い
た
け
ど
、

自
分
も
構
造
も
現
状
維
持
で
何
も
変
え

た
く
あ
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
の
は
、
現

在
の
構
造
的
差
別
に
対
し
て
何
も
し
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

藪
本　

そ
う
で
す
ね
。
差
別
の
状
況

を
結
果
的
に
容
認
し
て
い
る
。

　

出
口　

申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
そ

う
い
う
人
は
、
行
動
を
起
こ
さ
な
い
時

点
で
差
別
構
造
に
加
担
し
て
い
る
と
見

な
し
ま
す
。
も
っ
と
公
平
な
社
会
に
す

る
た
め
に
行
動
す
る
の
か
、
何
も
せ
ず

に
今
ま
で
ど
お
り
暮
ら
し
続
け
る
の
か
、

あ
な
た
は
ど
う
し
ま
す
か
。
自
分
は
恩

恵
を
受
け
ら
れ
る
側
に
い
た
け
れ
ど
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
性
を
持
っ
た
人
に
つ

い
て
は
知
っ
た

こ
っ
ち
ゃ
な
い
、

で
本
当
に
良
い

の
で
す
か
？
と

い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
、
選
択

肢
が
あ
る
こ
と

こ
そ
が
特
権
で

も
あ
る
の
で
す

が
…
。

状
況
で
生
き
て
き
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
私
自
身
、
日
本
社
会
で
は
性
別
に

お
い
て
は
女
性
で
す
が
、
そ
れ
以
外
は

ド
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
な
わ
け
で
す
。
私

も
長
い
間
、
自
分
は
差
別
な
ん
て
し
て

い
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
差
別
に

つ
い
て
学
ぶ
と
き
も「
ま
た
説
教
さ
れ

る
、
差
別
は
い
け
な
い
と
い
う
当
た
り

前
の
こ
と
を
ま
た
聞
か
さ
れ
る
の
か
」

と
い
う
気
持
ち
は
、
私
に
も
あ
り
ま
し

た
。
で
す
か
ら
私
は
、
人
権
教
育
に
対

し
て
「
つ
ま
ら
な
い
」「
意
味
が
な
い
」

と
思
っ
て
い
る
か
つ
て
の
自
分
の
よ
う

な
人
を
ど
う
や
っ
て
説
得
す
る
か
を
、

常
に
考
え
な
が
ら
試
行
錯
誤
し
て
い

ま
す
。

　

藪
本　

特
権
を
自
覚
し
た
ら
、
次
は

行
動
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。�

　

出
口　

や
は
り
、
行
動
し
な
い
と
結

局
は
社
会
は
良
い
方
向
に
は
向
か
い
ま

せ
ん
。「
も
し
あ
な
た
が
、
た
く
さ
ん

の
自
動
ド
ア
が
開
く
側
で
生
き
て
き
た

と
し
た
ら
、
今
の
地
位
は
全
て
自
分
の

努
力
だ
け
の
結
果
で
す
か
」
と
い
う
問

い
が
生
じ
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
の
努

力
で
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
と
い
う
こ
と

が
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て

確
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て

は
、
受
け
入
れ
る
の
が
キ
ツ
イ
と
思
い

ま
す
。
で
も
、
そ
の
部
分
を
直
視
す
る

こ
と
は
避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
。
も
し
自

分
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
性
の
属
性
に
よ
っ

ま
す
。
特
権
に
無
自
覚
な
人
ほ
ど
、
無

意
識
に
差
別
的
な
姿
勢
で
物
事
を
見
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
が
、
例
え
ば
、

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
研
修
の
一
環
で
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
の
話
を
聞
く
と
ど
う

な
る
で
し
ょ
う
。
特
権
に
無
自
覚
な
人

は
、「
私
は
良
い
人
で
、
差
別
な
ど
し

て
い
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
た
め
、
差

別
の
話
を
さ
れ
て
も
、「
そ
ん
な
こ
と

私
に
言
わ
れ
た
っ
て
困
る
。
な
ぜ
私
が

差
別
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
決
め
つ

け
て
い
る
の
だ
」
と
責
め
ら
れ
て
い
る

と
感
じ
、
不
愉
快
に
な
っ
た
り
す
る
。

本
当
に
特
権
に
自
覚
的
に
な
ろ
う
と
し

て
い
る
人
は
、「
構
造
的
に
優
遇
さ
れ

て
い
な
い
側
っ
て
ど
の
辺
り
が
自
分
の

体
験
と
違
う
の
だ
ろ
う
か
」
と
関
心
を

持
つ
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
私
は
、
人

権
教
育
で
は
、
ま
ず
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
側

に
特
権
に
自
覚
的
に
な
る
教
育
を
し
っ

か
り
す
る
、
と
い
う
下
準
備
を
し
た
上

で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
に
話
を
し

て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の

下
準
備
の
段
階
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
が

責
任
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

藪
本　

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
自
分
の
こ

と
を
語
る
と
い
う
の
は
負
荷
の
掛
か
る

こ
と
で
す
か
ら
、
受
け
入
れ
態
勢
が
で

き
て
い
る
と
助
か
り
ま
す
。

　

出
口　

「
自
分
は
ど
れ
だ
け
高
い
下

駄
を
履
か
さ
れ
て
き
た
の
か
」
と
自
分

の
特
権
に
気
付
い
て
初
め
て
、
厳
し
い

�後記　自分の中のマジョリティ性とマイノリティ性の共存を自覚したと同時に、停滞していた日本の差別問題に
一筋の光明が見えた気がしました。


