
令
和
６
年
度
入
学
者
一
般
選
抜
入
学
試
験
問
題

�

（
Ｃ
日
程　

国
際
地
域
学
部
）

　

小　

論　

文

　
　

注
意
事
項

　
　
　

１　

試
験
時
間
は
、
午
前
10
時
か
ら
午
前
11
時
30
分
ま
で
で
あ
る
。

　
　
　

２　

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
を
開
か
な
い
こ
と
。

　
　
　

３　

こ
の
試
験
で
は
、
問
題
冊
子
（
５
ペ
ー
ジ
）、
解
答
用
紙
３
枚
及
び
下
書
き
用
紙
１
枚
を
配
付
す
る
。

　
　
　

４　

�

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
て
か
ら
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
（
氏
名
の
記
入
は
不
要
）。
解
答
用
紙
は

３
枚
あ
る
の
で
、
必
ず
３
枚
す
べ
て
に
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
　

５　

解
答
は
、
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
縦
書
き
で
記
入
す
る
こ
と
。
所
定
の
解
答
欄
以
外
に
記
入
し
た
解
答
は
無
効
で
あ
る
。

　
　
　

６　

�

問
題
冊
子
及
び
解
答
用
紙
に
ペ
ー
ジ
の
欠
落
や
印
刷
不
鮮
明
な
部
分
等
が
あ
る
場
合
は
、
手
を
あ
げ
て
、
試
験
監
督
者
が
そ
ば

に
来
て
か
ら
そ
の
旨
申
し
出
る
こ
と
。

　
　
　

７　

原
則
と
し
て
、
試
験
時
間
中
の
途
中
退
室
は
認
め
な
い
。

　
　
　
　
　

�

た
だ
し
、
具
合
が
悪
く
な
っ
た
場
合
、
ト
イ
レ
に
行
き
た
く
な
っ
た
場
合
等
は
、
手
を
あ
げ
て
、
試
験
監
督
者
が
そ
ば
に
来
て

か
ら
そ
の
旨
申
し
出
る
こ
と
。

　
　
　

８　

試
験
終
了
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
直
ち
に
筆
記
用
具
を
置
く
こ
と
。

　
　
　

９　

�

試
験
終
了
の
合
図
が
あ
っ
て
筆
記
用
具
を
置
い
た
ら
、
机
の
上
に
問
題
冊
子
と
下
書
き
用
紙
を
重
ね
て
置
き
、
そ
の
上
に
表お
も
て

に

し
た
解
答
用
紙
を
問
一
の
解
答
用
紙
が
一
番
上
、
問
二
（
１
枚
目
）
の
解
答
用
紙
が
二
番
目
、
問
二
（
２
枚
目
）
の
解
答
用
紙

が
最
後
に
な
る
よ
う
に
重
ね
て
置
く
こ
と
。

　
　
　

10　

試
験
監
督
者
の
許
可
が
あ
る
ま
で
退
室
し
な
い
こ
と
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

あ
る
行
為
が
差
別
か
ど
う
か
を
考
え
る
と
き
、「
何
を
」「
誰
が
誰
に
」「
ど
の
よ
う
に
」

の
三
要
件
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
法
学
者
デ
ボ
ラ
・
ヘ
ル
マ
ン
は
差
別
の

定
義
に
「
異
な
る
扱
い
」
と
「
あ
る
特
徴
の
有
無
を
理
由
と
す
る
」
と
い
う
二
点
を
含
め
て

い
る
。
つ
ま
り
、
差
別
と
は
あ
る
特
徴
の
有
無
を
理
由
と
し
て
異
な
る
扱
い
を
す
る
こ
と
で

あ
る
。
一
つ
め
の
「
異
な
る
扱
い
」
と
は
、「
何
を
」
に
関
す
る
要
件
で
、
行
為
や
言
葉
な

ど
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
（
＝
「
扱
い
」）
が
、
あ
る
人
と
別
の
人
で
は
違
う
こ
と
で
あ
る
。

二
つ
め
の
「
あ
る
特
徴
」
と
は
、「
誰
が
誰
に
」
の
「
誰
に
」
に
関
す
る
要
件
で
あ
り
、
ヘ

ル
マ
ン
が
「
歴
史
的
迫
害
や
社
会
的
周
縁
化
」
特
徴
（history�of�m
istreatm

ent�or�

current�social�disadvantage

）
と
呼
ぶ
も
の
で
、
ひ
ど
い
扱
い
を
受
け
て
き
た
歴
史
が

あ
っ
た
り
、
現
在
、
社
会
的
に
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
じ

行
為
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
特
徴
を
有
す
る
グ
ル
ー
プ
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
差
別
に

な
る
が
、
そ
う
で
な
い
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
も
の
は
差
別
と
は
な
り
に
く
い
。

　
「
歴
史
的
迫
害
や
社
会
的
周
縁
化
」
特
徴
の
具
体
例
が
、
本
章
の
冒
頭
で
引
用
し
た
世
界

人
権
宣
言
の
第
二
条
一
項
「
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
、
言
語
、
宗
教
、
政
治
上
そ
の
他
の
意

見
、
国
民
的
若
し
く
は
社
会
的
出
身
、
財
産
、
門
地
そ
の
他
の
地
位
」
の
部
分
で
あ
る
。
こ

の
条
項
で
明
記
さ
れ
て
い
る
特
徴
は
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
周
縁
化
、
抑
圧
、
排
除
、
迫
害
、

虐
殺
さ
れ
た
過
去
や
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
現
在
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
デ
ン

マ
ー
ク
の
政
治
哲
学
者
カ
ス
パ
ー
・
リ
パ
ー
ト
＝
ラ
ス
ム
ス
ン
は
、「
歴
史
的
迫
害
や
社
会

的
周
縁
化
」
特
徴
を
よ
り
抽
象
化
し
、「
幅
広
い
文
脈
で
の
社
会
的
相
互
行
為
に
影
響
を
与

え
る
重
要
な
」
特
徴
が
あ
る
集
団
を
「
社
会
的
に
際
立
つ
グ
ル
ー
プ
」（socially�salient�

groups

）
と
呼
ん
だ
。
こ
の
概
念
を
使
え
ば
、
世
界
人
権
宣
言
第
二
条
一
項
の
よ
う
に
リ

ス
ト
化
す
る
こ
と
で
排
除
さ
れ
る
特
徴
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
、
多
様
な
状
況
に
柔
軟
に
対

応
で
き
る
と
い
う
利
点
を
も
つ
。
こ
の
条
項
に
は
障
碍
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
明
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
い
ま
同
じ
よ
う
な
宣
言
を
作
る
と
す
れ
ば
明
記
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
出
て

く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
社
会
的
に
際
立
つ
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
概
念
は
有
効
な
部
分

も
あ
る
。

　
（
中
略
）

　

三
つ
め
の
「
ど
の
よ
う
に
」
の
要
件
は
、
異
な
る
扱
い
（「
何
を
」
の
要
件
）
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
れ
ば
不
当
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
差
別
に
な
る
の
か
に
関
わ
る
。
こ
の
要
件

に
あ
た
る
の
が
ヘ
ル
マ
ン
が
主
張
す
る
「
貶お

と
し

め
る
こ
と
（dem

eaning

）」
だ
ろ
う
。
貶
め

る
こ
と
と
は
「
他
の
人
を
価
値
に
お
い
て
劣
っ
た
者
と
し
て
扱
う
こ
と
」
で
あ
り
、
さ
ら
に

「
表
現
行
為
と
権
力
の
結
合
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貶
め
る
こ
と
と
は
、
権
力
を
背
景
に
他

者
を
劣
位
に
置
く
こ
と
を
行
為
や
言
葉
で
表
す
こ
と
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、「
異
な
る
扱
い
」

が
他
者
を
劣
っ
た
者
と
し
て
扱
う
も
の
で
な
い
場
合
や
、
た
と
え
他
者
を
劣
っ
た
者
と
し
て

扱
う
よ
う
な
も
の
で
も
、
権
力
関
係
で
の
「
強
者
」（「
歴
史
的
迫
害
や
社
会
的
周
縁
化
」
特

徴
を
も
た
な
い
）側
の
行
為
で
は
な
い
場
合
に
は
差
別
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。し
た
が
っ

て
、
貶
め
る
こ
と
は
、「
何
を
」
の
要
件
と
「
誰
が
誰
に
」
の
「
誰
が
」
と
い
う
要
件
に
も

関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

加
え
て
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
貶
め
る
こ
と
に
あ
た
る
の
か
は
文
化
や
社
会
の
文
脈
に

よ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
、
ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
���1

が
政
治
犯
と
し
て
十
八
年
間
収
監
さ

れ
て
い
た
南
ア
フ
リ
カ
の
ロ
ベ
ン
島
で
は
黒
人
は
短
パ
ン
を
は
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
白
人

や
そ
の
ほ
か
の
有
色
人
種
は
長
ズ
ボ
ン
を
は
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
い
う
。
日
本
で
育
っ
た

人
に
は
そ
れ
が
な
ぜ
黒
人
を
貶
め
る
行
為
な
の
か
が
わ
か
り
に
く
い
が
、
南
ア
フ
リ
カ
で
は

（
一
）
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短
パ
ン
は
子
ど
も
が
身
に
着
け
る
も
の
と
い
う
文
化
的
理
解
が
あ
り
、
そ
れ
を
黒
人
だ
け
に

強
要
す
る
こ
と
は
黒
人
を
子
ど
も
扱
い
し
て
い
る
た
め
、
貶
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
何
を
」「
誰
が
誰
に
」「
ど
の
よ
う
に
」
と
い
う
三
要
件
を
、
具
体
例
で
考
え
て
み
よ
う
。

例
え
ば
、
日
本
国
内
で
在
日
コ
リ
ア
ン
��2

が
運
営
す
る
高
齢
者
施
設
で
は
「
日
本
人
」
介

護
士
よ
り
も
在
日
コ
リ
ア
ン
介
護
士
を
優
先
的
に
雇
用
し
、「
日
本
人
」
が
運
営
す
る
高
齢

者
施
設
で
は
「
日
本
人
」
介
護
士
を
在
日
コ
リ
ア
ン
介
護
士
よ
り
も
優
先
し
て
雇
用
し
て
い

た
と
す
る
。
三
要
件
に
基
づ
い
て
考
え
る
と
、
前
半
の
ケ
ー
ス
は
差
別
と
は
い
え
な
い
が
後

半
の
ケ
ー
ス
は
差
別
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
ど
ち
ら
の
ケ
ー
ス
も
在
日
コ
リ
ア
ン
と
「
日
本
人
」
に
対
し
て
異
な
る
扱
い
を
し

て
い
て
、「
何
を
」
の
要
件
で
は
同
じ
で
あ
る
。
次
に
「
誰
が
誰
に
」
の
要
件
で
あ
る
。
前

半
の
ケ
ー
ス
で
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
が
「
日
本
人
」
に
、
後
半
の
ケ
ー
ス
で
は
「
日
本
人
」

が
在
日
コ
リ
ア
ン
に
対
す
る
行
為
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
在
日
コ
リ
ア
ン
は
「
歴
史
的
迫

害
や
社
会
的
周
縁
化
」
特
徴
を
有
し
、
こ
の
行
為
が
権
力
を
背
景
と
し
た
も
の
と
は
い
え
な

い
が
、「
日
本
人
」
は
日
本
社
会
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
権
力
を
背
景
と
し
た
行
為
に

な
る
。
最
後
に
「
ど
の
よ
う
に
」
の
要
件
で
あ
る
。
前
半
の
ケ
ー
ス
で
「
日
本
人
」
を
雇
用

し
な
い
こ
と
は
貶
め
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
が
、
後
半
の
ケ
ー
ス
で
在
日
コ
リ
ア
ン
を
雇

用
し
な
い
こ
と
は
貶
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
者
が
「
日
本
人
」
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
こ
の
行
為
が
在
日
コ
リ
ア
ン
の
労
働
の
権
利
を
侵
害
し
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の

人
権
を
「
日
本
人
」
よ
り
劣
っ
た
も
の
と
扱
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
在
日
コ
リ
ア
ン

が
運
営
す
る
高
齢
者
施
設
は
非
常
に
少
な
く
、こ
の
施
設
に
「
日
本
人
」
が
就
職
で
き
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
数
的
に
圧
倒
的
に
多
い
「
日
本
人
」
が
運
営
す
る
施
設
で
優
先
的
に
雇
用
さ

れ
る
た
め
、
労
働
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
場
合

は
大
部
分
の
施
設
で
不
利
な
条
件
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
労
働
の
機
会
が
奪
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
加
え
て
、
第
４
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
��3

、
日
本
で
は
「
日
本
人
」
が
国
籍
を

理
由
に
在
日
コ
リ
ア
ン
を
雇
用
や
社
会
保
障
な
ど
か
ら
排
除
し
て
き
た
歴
史
的
な
背
景
も
あ

る
。

　

あ
る
行
為
が
差
別
か
ど
う
か
の
判
別
で
は
な
く
、
差
別
が
起
こ
る
プ
ロ
セ
ス
を
よ
く
理
解

で
き
る
の
が
、
社
会
学
者
・
佐
藤
裕
に
よ
る
差
別
の
三
者
関
係
モ
デ
ル
で
あ
る
。
佐
藤
は
人

権
に
基
づ
く
差
別
の
捉
え
方
を
差
異
モ
デ
ル
と
し
、
こ
れ
に
加
え
て
関
係
モ
デ
ル
と
い
う
別

の
捉
え
方
を
提
唱
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
は
「
扱
う
問
題
が
異
な
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、（
略
）
別
の
切
り
口
」
だ
と
し
て
い
る
。
差
異
モ
デ
ル
で
の
差
別
行
為
は

異
な
る
扱
い
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
結
果
」
が
不
平
等
で
権
利
を
侵
害
す
る
か
ら
不
当
だ

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
関
係
モ
デ
ル
で
は
差
別
行
為
は
排
除
で
あ
り
、
排
除
を
生
み
出
す
「
原
因
」、
つ

ま
り
権
力
関
係
の
非
対
称
性
を
不
当
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
差
別
は
差
別
者
と
被
差
別
者
の

二
者
だ
け
が
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
差
別
者
に
同
調
す
る
共
犯
者
を
含
め
た
三
者
が
関
わ

���1

ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
（
一
九
一
八
―
二
〇
一
三
）　

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
政
治
家
。
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
撤
廃
に
尽
力
し
た
。

���2

在
日
コ
リ
ア
ン　

朝
鮮
半
島
に
ル
ー
ツ
を
持
ち
、
主
に
植
民
地
期
（
一
九
一
〇
―
一
九
四
五
年
）
の
前
後
に
日
本
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
人
々
お
よ
び
そ
の
子
孫
を
指
す
。

�

��3

本
書
の
第
４
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
在
日
コ
リ
ア
ン
の
国
籍
を
め
ぐ
る
問
題
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
日
本
は
一
九
五
二
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
と
同
時
に
、
植
民
地
出

身
者
（
朝
鮮
人
・
台
湾
人
）
の
日
本
国
籍
を
一
方
的
に
奪
い
、
在
日
コ
リ
ア
ン
は
「
外
国
人
」
と
さ
れ
た
。
一
九
八
一
年
に
日
本
が
国
連
の
難
民
条
約
に
加
入
し
、
国
内
法
を
変
更
す
る
ま
で
、
在
日
コ
リ
ア
ン
は

法
律
で
規
定
さ
れ
る
「
国
籍
条
項
」
に
よ
っ
て
国
民
健
康
保
険
、
国
民
年
金
、
児
童
手
当
な
ど
の
社
会
保
障
制
度
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
現
在
で
も
、
在
日
コ
リ
ア
ン
は
日
本
国
籍
者
と
同
様
の
納
税
義

務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
国
籍
要
件
」
に
よ
っ
て
地
方
参
政
権
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、
多
く
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
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る
と
し
、三
者
関
係
モ
デ
ル
に
よ
る
差
別
（
排
除
）
を
「
あ
る
基
準
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
る
人
々
を
同
化
す
る
と
と
も
に
、
別
の
あ
る
人
々
を
他
者
化
し
、
見
下
す
行
為
」
と

定
義
し
て
い
る（
図
５
を
参
照
）。「
同
化
」と
は「
同
じ
立
場
に
立
つ
こ
と
を
要
請
す
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
る
」
こ
と
で
「
わ
れ
わ
れ
」
を
形
成
す
る
こ
と
、「
他
者
化
」
と
は
「
非
対
称

な
差
異
を
作
り
出
す
こ
と
」
で
「
わ
れ
わ
れ
で
な
い
者
」
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
同
化
」

と
「
他
者
化
」
は
同
時
に
起
こ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
差
異
に
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
基
準
に
基

づ
い
て
「
負
の
価
値
」
が
つ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
見
下く
だ

し
」
で
あ
る
。

　

こ
の
三
者
関
係
モ
デ
ル
を
使
う
こ
と
で
、
差
別
を
あ
る
時
点
で
の
言
動
と
し
て
だ
け
で
な

く
、
よ
り
動
的
に
、
そ
し
て
そ
の
歴
史
性
を
含
め
、
差
別
を
よ
り
立
体
的
に
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
、「
歴
史
的
迫
害
と
社
会
的
周
縁
化
」
特
徴
は
被
差
別
者
が
も
と
も
と
も
っ

て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
差
別
行
為
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
結
果
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三

者
関
係
モ
デ
ル
で
差
別
と
は
「
非
対
称
な
差
異
を
作
り
出
す
」
こ
と
で
「
同
化
」
と
「
他
者

化
」
を
お
こ
な
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
差
異
に
負
の
価
値
づ
け
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
継

続
す
る
こ
と
で
「
歴
史
的
迫
害
と
社
会
的
周
縁
化
」
特
徴
に
な
っ
て
い
く
。
次
に
、「
誰
が

誰
に
」
の
要
件
に
つ
い
て
、
差
別
者
（「
誰
が
」）
と
被
差
別
者
（「
誰
に
」）
は
、「
非
対
称

的
な
差
異
」
に
基
づ
き
、「
同
化
」
そ
し
て
「
他
者
化
」
さ
れ
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
、

つ
ま
り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
関
わ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。（
中
略
）
例
え
ば
、「
日
本

人
」
が
朝
鮮
半
島
に
つ
な
が
る
人
々
を
差
別
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
「
日
本
人
」
や
在
日
コ

リ
ア
ン
と
い
う
集
団
を
作
り
、そ
し
て
在
日
コ
リ
ア
ン
が
「
歴
史
的
迫
害
と
社
会
的
周
縁
化
」

特
徴
を
も
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

三
者
関
係
モ
デ
ル
を
具
体
例
で
考
え
て
み
よ
う
。
中
国
出
身
の
母
親
と
「
日
本
人
」
の
父

親
を
も
つ
Ａ
さ
ん
は
、「
一
番
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
暴
言
」
と
し
て
「
国
に
帰
れ
」
と
い
う
言

葉
を
挙
げ
、
学
校
で
い
じ
め
ら
れ
る
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
冗
談
と
し
て
も
こ
の
言
葉
を
よ

く
投
げ
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
Ａ
さ
ん
は
「
み
ん
な
で
す
ご
く
面
白
が
っ
て
笑
う
。
ど
っ
と
笑

う
の
で
、
笑
わ
れ
る
と
ま
た
傷
つ
く
ん
で
す
よ
ね
。
冗
談
と
い
う
の
は
も
う
わ
か
っ
て
い
る

ん
で
す
け
ど
、「
国
に
帰
れ
」
は
ほ
ん
と
う
に
慣
れ
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
、「
国

（出典：佐藤裕『新版 差別論―偏見理論批判』〔（明石ライブラリー）、明石書
店、2018 年〕73 ページをもとに筆者作成）

図 5　差別の三者関係モデル

差別者
同化

見下しと他者化 想定される
見下しと他者化

被差別者

共犯者
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に
帰
れ
」
と
言
っ
た
発
言
者
（
差
別
者
）
は
、
母
親
が
「
外
国
人
」
の
場
合
は
「
日
本
人
」

と
は
違
う
と
い
う
基
準
で
、
Ａ
さ
ん
（
被
差
別
者
）
を
日
本
に
い
る
の
が
当
然
で
は
な
い
存

在
と
し
て
見
下
し
て
他
者
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、Ａ
さ
ん
に
対
す
る
差
別
（
＝
排
除
）
は
、

発
言
者
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
に
同
調
し
て
同
化
さ
れ
る
人
（
共
犯
者
）
が
必
要
で
あ
る
。
笑

う
こ
と
で
「
日
本
に
い
る
の
が
当
然
」
の
「
わ
れ
わ
れ
日
本
人
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
形
成

さ
れ
、
中
国
出
身
の
母
親
を
も
つ
Ａ
さ
ん
は
「
わ
れ
わ
れ
で
は
な
い
者
」
と
し
て
排
除
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
も
し
周
り
の
人
た
ち
が
一
斉
に
面
白
が
っ
て
笑
わ
な
い
で
「
な
ぜ
そ
ん
な
こ

と
を
言
う
の
か
」
と
発
言
者
を
批
判
す
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
日
本
人
」
は
形
成
さ
れ
な
い
た
め
、

Ａ
さ
ん
が
そ
こ
か
ら
排
除
（
＝
差
別
）
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。「
国
に
帰
れ
」
は
外
国
に
ル
ー

ツ
を
も
つ
人
々
に
よ
く
投
げ
つ
け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
差
別
の
実
践
が
繰
り

返
さ
れ
る
こ
と
で
、「
日
本
人
」
の
両
親
を
も
た
な
い
と
い
う
差
異
が
「
歴
史
的
迫
害
や
社

会
的
周
縁
化
」
特
徴
に
な
り
、「
日
本
人
」
と
「
日
本
人
で
な
い
者
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
構
造
が
作
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
日
常
的
な
差
別
の
実
践
は
、
人
種
主
義
の
ミ
ク
ロ
の
構
造
的
側
面
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る
。「
国
に
帰
れ
」
と
い
う
言
葉
は
法
務
省
も
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
例
と
し
て
挙

げ
て
い
て
、
差
別
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
直
接

的
な
言
動
だ
け
で
は
な
く
、
間
接
的
な
言
動
、
無
自
覚
な
言
動
が
人
々
を
傷
つ
け
る
こ
と
が

あ
る
。

出
典
：
河
合
優
子
『
日
本
の
人
種
主
義
―
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
視
点
か
ら
の
入
門
書
』

青
弓
社
、
二
〇
二
三
年　

一
部
抜
粋
、
注
と
傍
線
は
出
題
者
に
よ
る
。 （

二
）

を
意
味
す
る
。
社
会
問
題
の
悪
化
を
通
じ
て
争
点
が
生
じ
る
と
い
う
意
味
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

を
環
境
問
題
と
同
列
に
見
る
の
は
、
実
は
男
性
的
な
発
想
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
考
え
る
こ
と
で
、��3
マ
ン
ス
プ
レ
イ
ニ
ン
グ
を
は
じ
め
と
す
る
現
象
が
、
政
治

に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
が
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
男
性
が
一
方
的
に
話
し
続
け

る
こ
と
は
、
女
性
の
発
言
の
機
会
を
奪
う
。
そ
れ
は
、
特
定
の
争
点
に
関
し
て
男
性
の
意
見

が
女
性
の
意
見
に
比
べ
て
採
択
さ
れ
や
す
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

を
通
じ
て
、
女
性
が
争
点
を
提
起
す
る
機
会
自
体
が
封
じ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。

　

女
性
の
発
言
が
行
わ
れ
な
く
な
れ
ば
、
政
治
の
争
点
は
男
性
が
関
心
を
持
つ
も
の
に
限
定

さ
れ
る
。
日
本
で
も
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
の
導
入
や
、
妊
娠
・
出
産
に
関
わ
る�

��4
リ
プ
ロ
ダ

ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ
、
家
庭
内
暴
力
の
防
止
な
ど
、
多
く
の
女
性
が
関
心
を
持
っ

て
い
る
問
題
に
対
し
て
、
一
般
に
男
性
の
関
心
は
弱
い
。
非
正
規
雇
用
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

そ
れ
が
女
性
の
問
題
で
あ
る
間
は
争
点
化
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
二
○
○
○
年
代
に
若
年
男
性

の
非
正
規
化
が
進
ん
で
は
じ
め
て
争
点
化
し
た
。
教
科
書
が
紹
介
す
る
よ
う
な
政
治
の
争
点

も
、
基
本
的
に
は
男
性
が
関
心
を
持
ち
や
す
い
争
点
に
偏
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
中
略
）

　

そ
れ
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
争
点
化
さ
れ
る
と
、
何
が
変
わ
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
考
え
る
上
で
、「
公
私
二
元
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
問
題
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

公
私
二
元
論
と
は
、
人
間
の
活
動
の
場
を
「
公
的
領
域
」
と
「
私
的
領
域
」
に
分
け
る
考

（
一
）

（
二
）
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設
問

問
一　

�　

傍
線
（
一
）「
同
じ
行
為
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
特
徴
を
有
す
る
グ
ル
ー
プ
に
向
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
差
別
に
な
る
が
、
そ
う
で
な
い
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
も
の
は

差
別
と
は
な
り
に
く
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
本
文
中
の
「
差
別
の
三
要
件
」
が

深
く
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
差
別
の
三
要
件
」
を
ふ
ま
え
て
、
雇
用
を
め
ぐ

る
以
下
の
二
つ
の
出
来
事
が
そ
れ
ぞ
れ
差
別
に
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
、
理
由
と

と
も
に
述
べ
な
さ
い
。（
三
〇
〇
字
以
内
）

　
　
　

・
コ
ン
ビ
ニ
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
求
人
条
件
が
「
日
本
人
限
定
」
だ
っ
た

　
　
　

・�

男
性
職
員
が
八
割
を
占
め
る
研
究
所
が
出
し
た
職
員
の
公
募
に
、「
女
性
限
定
」

と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い
た

問
二　

�　

本
文
の
後
半
部
で
、
著
者
は
「
差
別
の
三
者
関
係
モ
デ
ル
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ

な
が
ら
、
差
別
が
人
々
の
関
係
（
差
別
者
、
被
差
別
者
、
共
犯
者
）
を
と
お
し
て
生

み
出
さ
れ
る
構
造
を
説
明
し
て
い
る
。
傍
線
（
二
）
に
あ
る
よ
う
に
、「
三
者
関
係
」

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
差
別
は
、
私
達
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
日
々
起
き
て
い
る
と

い
え
る
。

　
　
　

�　

以
下
は
、
高
校
生
「
Ａ
」「
Ｂ
」
の
会
話
を
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面

で
差
別
が
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
か
、
本
文
の
内
容
を
参
考
に
し
な
が
ら

述
べ
な
さ
い
。
さ
ら
に
、
あ
な
た
自
身
を
最
後
に
発
言
を
求
め
ら
れ
る
「
Ｃ
」
と
仮

定
し
、
Ａ
と
Ｂ
の
差
別
の
「
共
犯
者
」
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
発
言
を

す
る
べ
き
か
、
あ
な
た
の
考
え
を
述
べ
な
さ
い
。（
六
〇
〇
字
以
上
八
〇
〇
字
以
内
）

　
　
　

Ａ
：�

Ｄ
さ
ん
っ
た
ら
、
ま
た
一
人
で
勉
強
し
て
る
よ
。
期
末
試
験
で
学
年
一
位
だ
っ

た
ら
し
い
け
ど
、
他
に
趣
味
と
か
な
い
ん
だ
ろ
う
ね
。

　
　
　

Ｂ
：�

だ
よ
ね
（
笑
）。
て
い
う
か
、
女
子
が
勉
強
で
き
て
も
意
味
な
い
よ
ね
。
結
婚

し
た
ら
夫
に
養
っ
て
も
ら
え
ば
い
い
ん
だ
し
。

　
　
　

Ａ
：�

ほ
ん
と
そ
れ
（
笑
）。
て
い
う
か
Ｅ
さ
ん
、ま
た
ノ
ー
ト
に
変
な
ア
ニ
メ
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
描
い
て
る
ん
だ
け
ど
。
キ
モ
く
な
い
？

　
　
　

Ｂ
：�

ほ
ん
と
、
オ
タ
ク
で
キ
モ
い
。
も
し
か
し
た
ら
二
次
元
に
し
か
興
味
な
い
の
か

も
ね
（
笑
）。

　
　
　

Ａ
：
確
か
に
（
笑
）。
ほ
ん
と
、
Ｄ
も
Ｅ
も
暗
い
よ
ね
。
何
が
楽
し
い
ん
だ
ろ
う
。

　
　
　

Ａ
と
Ｂ
：
Ｃ
は
ど
う
思
う
？�


