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1

序 

章

　

イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
（intersectionality

）
は
、
二
〇
世
紀
の
、
社
会
が
き
わ
め
て
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に

誕
生
し
た
。
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
の
反
植
民
地
闘
争
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
女
性
運
動
の
登
場
、
多
文
化
的
背
景

を
も
つ
民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
公
民
権
運
動
、
冷
戦
終
結
、
南
ア
フ
リ
カ
で
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
打
倒
な
ど
は
全
て
、
長
き
に

わ
た
る
支
配
の
諸
形
態
の
終
わ
り
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。〔
だ
が
〕
根
深
い
社
会
的
不
平
等
は
一
夜
に
し
て
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
社
会
的
不
平
等
が
も
た
ら
す
社
会
問
題
が
消
え
な
い
こ
と
も
ま
た
、
明
ら
か
だ
っ
た
。
変
わ
っ
た
の
は
、
社
会
的
不
平
等
と

社
会
変
化
の
可
能
性
に
対
す
る
人
々
の
新
し
い
見
方
で
あ
る
。
植
民
地
主
義
、
人
種
差
別
、
性
差
別
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
生
み
出

す
様
々
な
社
会
問
題
を
相
互
に
関
連
づ
け
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
変
化
の
可
能
性
に
対
す
る
新
し
い
視
座
が
生
ま
れ
た
の
だ
。

多
く
の
人
々
が
、
よ
り
良
い
も
の
を
望
む
よ
う
に
な
り
、
自
分
自
身
と
他
の
人
々
の
人
生
に
お
け
る
新
し
い
可
能
性
を
思
い
描
く
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。

　

イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
こ
う
し
た
歴
史
的
遺
産
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
遺
産
を
受
け
継
い
で
い
る
。
人
々
と
社
会
問
題
、

様
々
な
思
想
が
相
互
に
関
連
す
る
状
況
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
か
つ
て
は
ば
ら
ば
ら
に
拡
散
し
て
い
た
も
の
の
、
現
在
で
は
、
批
判
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的
な
探
究
と
プ
ラ
ク
シ
ス
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
中
心
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
が
成
熟
す
る
に
つ
れ
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
自
体
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
は
、
ど
ち
ら
も
変
化
し
て
き
た
。
脱
植

民
地
化
は
新
植
民
地
主
義
へ
と
変
容
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
根
深
い
女
性
蔑
視
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
り
、
公
民
権
は
カ
ラ
ー
ブ
ラ

イ
ン
ド
・
レ
イ
シ
ズ
ム
〔
肌
の
色
に
関
す
る
否
定
的
な
言
及
や
人
種
隔
離
な
ど
の
明
示
的
な
差
別
が
目
に
つ
か
な
け
れ
ば
人
種
差
別
や
レ
イ
シ
ズ
ム
は
存
在
し
な
い
と
い
う
考
え

に
基
づ
き
、
人
種
差
別
や
制
度
的
レ
イ
シ
ズ
ム
と
い
っ
た
現
実
を
直
接
に
、
あ
る
い
は
暗
に
否
認
し
つ
つ
温
存
・
拡
大
す
る
、
新
し
い
レ
イ
シ
ズ
ム

の
形

態
。
〕
の
波
に
の
ま
れ
、
冷
戦
思
想
は
宣
戦
布
告
の
な
い
代
理
戦
争
の
形
で
続
き
、
人
種
隔
離
は
国
境
内
お
よ
び
国
境
を
越
え
て
も

再
構
築
さ
れ
て
き
た
。
社
会
的
不
平
等
は
依
然
と
し
て
強
固
に
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
新
た
な
社
会
状
況
に
お

い
て
、
新
た
な
社
会
問
題
が
過
去
か
ら
連
綿
と
続
く
諸
問
題
を
補
い
、
強
化
す
る
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
一
見
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ

ろ
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
変
化
と
は
、
当
初
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
提
唱
し
た
人
々
が
思
い
描

い
て
い
た
展
開
と
は
異
な
る
も
の
だ
。
自
由
、
社
会
正
義
、
平
等
、
人
権
と
い
っ
た
理
想
の
実
現
を
約
束
し
て
い
た
は
ず
の
民
主
的

諸
制
度
は
、
人
民
に
奉
仕
す
る
こ
と
よ
り
も
権
力
の
維
持
に
熱
心
な
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
部
か
ら
ま
す
ま
す
切
り
崩

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
壮
大
な
理
想
は
、
過
去
数
世
紀
に
は
有
用
で
あ
っ
た
が
現
在
で
は
達
成
さ
れ
え
な
い
、
的
外
れ
で
時
代
遅

れ
の
概
念
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
的
不
平
等
の
及
ぶ
範
囲
と
根
深
さ
、
不
平
等
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
社
会
問
題
の

数
々
を
考
え
れ
ば
、
幻
滅
す
る
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
私
た
ち
の
時
代
に
特
有
の
変
化
の
中
で
、
人
々
は
ど
の
よ
う
に

社
会
的
行
為
（social action

）
に
関
わ
る
の
か
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
社
会
的
行
為
を
形
成
す
る
た
め
に
最
も
有
効
と
考
え
ら

れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想
な
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
問
い
が
本
書
を
書
い
た
理
由
で
あ
り
、
本
書
を
い
ま
完
成
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
理
由
で
も
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
が
登
場
し
た
初
期
に
寄
与
し
て
い
た
知
識
人
゠
活ア

ク
テ
ィ
ビ
ス
ト

動
家
た
ち
〔intellectual-activist

（activism

）
は
、
知
識
人
や
知
的
生
産
と
社
会
運
動
の
架
橋
に
強
い

関
心
を
も
つ
著
者
が
重
視
す
る
概
念
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
人
を
指
す
場
合
は
「
知
識
人
゠

活
動
家
」、
運
動
を
指
す
場
合
は
「
知
的
ア
ク

テ
ィ
ビ
ズ
ム
」
と
し
た
。C

ollins 2013

も
参
照
。〕
が
そ
の
当
時
に
直
面
し
た
課
題
と
、
今
日
向
き
合
っ
て
い
る
課
題
に
は
、
重
要
な
類
似
が
あ
る
。

本
書
『
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
批
判
的
社
会
理
論
』
に
お
い
て
私
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
、
そ
の
実
践
者

を
含
め
多
く
の
人
々
が
想
像
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
射
程
を
も
つ
と
考
え
る
立
場
だ
。
社
会
変
化
の
手
段
を
指
す
総
称
と
し
て



3 序 章

の
「
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
の
も
と
に
集
ま
っ
た
思
想
の
配
置
が
も
つ
可
能
性
を
、
私
た
ち
は
ま
だ
十
分
に
理
解
し
き
れ

て
い
な
い
。
言
説
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
異
な
る
場
所
、
時
代
、
視
点
か
ら
成
る
思
想
を
束
ね
て
、
か
つ
て

は
禁
じ
ら
れ
非
合
法
化
さ
れ
て
い
た
思
想
、
あ
る
い
は
単
に
曖
昧
な
状
態
に
あ
っ
た
思
想
を
、
人
々
が
共
有
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
た
だ
し
、〔
一
般
的
な
意
味
で
の
〕
思
想
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
社
会
変
化
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
た
め
、〔
そ
の
点
で
〕
イ

ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
単
な
る
思
想
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
思
想
が
社
会
的
行
為
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
こ
そ
、
イ

ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
〔
と
い
う
独
自
の
〕
思
想
は
、
社
会
的
世
界
に
様
々
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
だ
。

　

イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
批
判
的
社
会
理
論
と
な
る
べ
き
道
を
着
実
に
歩
ん
で
い
る
。
そ
の
理
論
と
は
、
現
代
的
な
社

会
問
題
と
、
そ
の
解
決
に
必
要
と
さ
れ
る
社
会
変
化
を
取
り
扱
う
も
の
だ
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
実

践
者
た
ち
が
、
批
判
的

0

0

0

社
会
理
論
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
同
時
に
理
論
と
し
て
磨
き
あ
げ

る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
可
能
と
な
る
。
批
判
的
な
探
究
と
プ
ラ
ク
シ
ス
の
一
形
態
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
批
判

的
社
会
理
論
と
し
て
の
可
能
性
を
い
ま
だ
実
現
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
知
の
生
産
の
過
程
も
人
々
に
向
け
て
十
分
に
開
か
れ
て
は
い
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
基
盤
は
、
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
知
の
基
盤
、
現
在
進
行
中
の
様
々
な
問

い
、
多
く
の
熱
心
で
学
際
的
な
実
践
者
た
ち
、
そ
し
て
、
そ
の
理
論
的
可
能
性
を
集
合
的
に
支
え
る
よ
う
な
プ
ラ
ク
シ
ス
の
伝
統
を

備
え
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
は
、
独
立
し
た
理
論
的
空
間
を
発
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
空
間
は
現
在
進
行
中
の
問
い
や
関
心
に

道
筋
を
与
え
う
る
も
の
だ
。
と
は
い
え
、
真
剣
な
自
己
反
省
（self-re�ection

）〔
一
〇
頁
のre�ex-

ive

訳
註
も
参
照
。〕
な
し
に
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ

ナ
リ
テ
ィ
も
ま
た
、
い
と
も
た
や
す
く
現
状
維
持
に
暗
黙
裡
に
加
担
す
る
社
会
理
論
の
一
つ
に
な
り
か
ね
な
い
。
実
践
者
た
ち
が
そ

の
批
判
理
論
と
し
て
の
可
能
性
を
追
求
し
な
い
な
ら
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
も
、
友
人
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
た
わ
ご
と
（academ

ic bullshit

）」
の
一
形
態
、
つ
ま
り
進
歩
的
（progressive

）
で
革
新
的
な
可
能
性
を
失
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
群
の
武
器
庫
に
加
わ
る
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
生
ま
れ
て
は
消
え
る
思
想
の
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
い
う
る
。

　

批
判
的
社
会
理
論
は
、
批
判
的
分
析
と
社
会
的
行
為
の
間
に
あ
る
適
所
に
位
置
し
て
お
り
、
両
者
の
間
で
の
最
強
の
連
関
を
生
み
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だ
す
理
論
こ
そ
が
、
最
も
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
が
あ
り
有
用
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。〔
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
〕
批
判
的
社

会
理
論
と
し
て
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
発
展
さ
せ
る
う
え
で
、
二
つ
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
一
方
で
、
現
在
は
、
イ

ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
範
囲
（param

eters

）
の
中
で
そ
の
批
判
理
論
と
し
て
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
好

機
で
あ
る
。
他
方
で
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
批
判
的
社
会
理
論
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
前
進
さ
せ
る
に
は
、

す
で
に
残
さ
れ
た
時
間
は
わ
ず
か
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
自
ら
が
、
批
判
理
論
と
し
て
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
明
示
し
な
い
な
ら
ば
、
他
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

な
ぜ
批
判
的
社
会
理
論
な
の
か
？　

岐
路
に
立
つ
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

　

本
書
『
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
批
判
的
社
会
理
論
』
で
は
、
批
判
的
分
析
（critical analysis

）
と
社
会
的
行
為
が
い
か

に
相
互
に
影
響
し
合
う
か
を
考
え
る
レ
ン
ズ
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
用
い
て
い
る
。
私
が
知
り
た
い
の
は
、
ど

の
よ
う
に
、
そ
し
て
な
ぜ
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
批
判
的
分
析
と
社
会
的
行
為
を
作
動
さ
せ
る
批
判
的
社
会
理
論
に
な

る
の
か
だ
。
学
界
に
お
い
て
は
研
究
、
教
育
、
執
行
の
各
領
域
で
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

も
の
の
、
実
際
に
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
合
意
は
な
い
。
学
術
文
献
の
中
で
の
イ
ン
タ
ー
セ
ク

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
概
念
、
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
発
見
的
装
置
（heuristic device

）、
理
論
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

と
し
て
概
念
化
さ
れ
て
い
る
（C

ollins and Bilge 2016

）。
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
よ
う
に
混
淆
的
に
概
念
化
さ
れ
る
の
は
よ
い
こ
と

で
あ
り
、
多
様
な
観
点
か
ら
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
促
進
す
る
し
、
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ

リ
テ
ィ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
特
質
を
表
し
て
も
い
る
。「
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
に
よ
り
包
摂
さ
れ
る
仕
事

の
広
が
り
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
特
有
の
問
い
、
関
心
、
分
析
を
明
確
に
す
る
う
え
で
の
確
か
な
基
盤
と
な
っ
て
い

る
。
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同
時
に
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
学
界
に
籍
を
置
く
こ
と
で
、
社
会
理
論
に
関
す
る
学
術
的
な
縄
張
り
の
管
理
に
向
き

合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
社
会
理
論
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
本
当
に
終
わ
っ
た
の
か
と
か
、
な
ぜ
ポ
ス
ト
構
造
主
義

は
十
分
に
批
判
的
で
な
い
の
か
と
い
っ
た
問
題
よ
り
も
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
り
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
論
争
さ
れ
て

い
る
こ
と
の
方
が
、
よ
ほ
ど
重
要
な
死
活
問
題
と
い
え
る
。
社
会
理
論
と
は
、
単
に
机
上
の
思
想
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
思
想
を
生

み
出
す
理
論
化
の
実
践
に
も
関
わ
る
の
だ
。
社
会
理
論
の
意
味
と
は
、
言
葉
の
中
だ
け
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
が
生

み
出
さ
れ
、
用
い
ら
れ
る
あ
り
よ
う
の
中
に
も
あ
る
。
成
熟
し
つ
つ
あ
る
研
究
領
域
の
一
つ
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
は
、
そ
の
理
論
化
に
際
し
て
の
規
準
と
実
践
を
評
価
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
西
洋
の
社
会
理
論
は
、
長
く
様
々
な
支
配
体

系
に
資
す
る
よ
う
に
存
在
し
て
き
た
。
重
要
な
の
は
、
理
論
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
そ
の
社
会
理
論
が
社
会
の

中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る

―
と
り
わ
け
、
そ
れ
が
批
判
的

0

0

0

社
会
理
論
で
あ
る
と
自
負
す
る
の

な
ら
、
な
お
さ
ら
そ
う
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　

批
判
的
社
会
理
論
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
岐
路
（crossroads

）
に
立
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
真
摯
に
批
判
的
に
分
析
す
る
こ
と
な
し
に
「
社
会
理
論
」
と
み
な
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
早
計
か
つ

問
題
で
あ
る
。
交

イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
ル

差
的
な
研
究
の
間
で
、
軽
率
に
思
え
る
や
り
方
で
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
社
会
理
論
と
特
徴
づ
け
る

こ
と
が
増
え
て
い
る
現
状
は
、
そ
の
初
期
に
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
向
け
ら
れ
た
性
急
な
関
心
と
似
て
い
る
。
一
九
九
〇

年
代
、
多
く
の
人
が
比
較
的
短
い
期
間
で
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
思
想
を
取
り
入
れ
た
。
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

が
発
見
さ
れ
た
当
初
は
、
活
気
に
満
ち
溢
れ
て
い
た
。
だ
が
、
批
判
的
な
探
究
と
プ
ラ
ク
シ
ス
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
が
成
熟
し
、
よ
り
多
く
の
人
々
が
そ
の
存
在
に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
主
張
す

る
者
は
、
そ
の
目
的
や
分
析
と
実
践
に
つ
い
て
よ
り
自
己
反
省
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ

リ
テ
ィ
と
は
何
で
あ
り
、
何
を
す
べ
き
で
、
な
ぜ
そ
う
す
べ
き
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
し
ば
し
ば
競
合
す
る
複
数
の
視
点
を
見
極
め

る
方
法
を
見
つ
け
出
す
必
要
が
あ
る
。
多
く
の
人
が
、
現
状
の
よ
う
な
ば
ら
ば
ら
の
や
り
方
で
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
主
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張
し
使
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
定
義
上
の
ジ
レ
ン
マ
が
生
ま
れ
て
い
る
（C

ollins 2015

）。
こ
の
理
論
上
の
ジ
レ
ン
マ
を
検
討
せ
ず
に

放
置
し
て
お
け
ば
、
ジ
レ
ン
マ
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
だ
け
だ
。
批
判
的
分
析
と
社
会
的
行
為
が
い
か
に
相
互
に
連
関
す
る
か
を

分
析
し
な
い
で
い
る
と
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
〔
競
合
す
る
視
点
で
混
沌
と
す
る
〕
交
差
点
（crossroads

）
に
は
ま
り
込

み
、
異
な
る
方
向
に
引
き
裂
か
れ
、
思
想
の
中
に
溺
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
持
続
的
な
自
己
反
省
を
欠
け
ば
、
イ
ン
タ
ー
セ

ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
自
ら
の
プ
ラ
ク
シ
ス
内
部
で
の
変
化
も
含
め
、
社
会
変
化
の
た
め
に
立
ち
向
か
う
人
々
を
手
助
け
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

私
は
本
書
に
お
い
て
、
社
会
理
論
と
は
あ
る
特
定
の
種
類
の
知
識
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
る
立
場
を
と
る
。
社
会
理
論
は
社
会

的
世
界
の
説
明

0

0

を
目
的
と
し
て
お
り
、
も
の
ご
と
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
を
め
ぐ
る
解
釈
や
、
そ

れ
ら
が
今
後
ど
の
よ
う
に
な
り
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
り
え
な
い
の
か
に
つ
い
て
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
理
論

が
社
会
的
世
界
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
理
論
が
社
会
的
世
界
に
影
響

を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
だ
。
社
会
理
論
の
中
に
は
抑
圧
的
な
力
を
も
ち
、
そ
の
理
論
の
力
こ
そ
が
不
公
正
な
社
会
秩
序

を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
、
非
常
に
効
果
的
な
抑
圧
を
実
践
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
他
の
社
会
理

論
に
は
、
大
小
様
々
な
抵
抗
を
触
媒
す
る
よ
う
な
社
会
的
世
界
に
関
す
る
批
判
的
説
明
を
提
供
し
、
非
常
に
大
き
な
社
会
的
行
為
を

生
み
出
す
き
っ
か
け
と
な
る
も
の
も
あ
る
。
社
会
理
論
は
、
既
存
の
社
会
秩
序
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
抗
す
る

こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
理
論
自
体
が
そ
の
一
部
で
あ
る
よ
う
な
こ
の
世
界
の
中
で
、
批
判
的
社
会
理
論
は
既
存
の
様
々

な
社
会
的
不
平
等
を
説
明
し
、
同
時
に
そ
れ
に
対
す
る
批
判
も
行
う
こ
と
で
、
変
革
可
能
性
を
創
造
す
る
こ
と
へ
と
目
を
向
け
た
。

言
い
換
え
る
な
ら
、
批
判
的
社
会
理
論
と
は
、
現
状
を
別
の
何
か
へ
と
変
革
す
る
の
だ
と
い
う
希
望
の
下
に
改
良
す
る
こ
と
を
目
指

す
の
だ
。

　

批
判
的
社
会
理
論
も
ま
た
、
社
会
的
世
界
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
点
で
、
あ
る
特
定
の
種
類
の
知
識
と
言
え
る
。
社
会
的
世
界

は
、
人
々
が
生
み
出
し
、
人
々
が
変
化
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
批
判
的
社
会
理
論
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
社
会
的
世
界
に
対
す
る
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焦
点
化
と
は
、
相
互
に
関
連
す
る
様
々
な
言
葉

―
社
会
的
不
平
等
、
社
会
問
題
、
社
会
秩
序
、
社
会
正
義
、
社
会
変
化
と
い
っ
た

言
葉

―
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
人
々
が
相
互
に
関
わ
る
こ
と
な
し
に
社
会
的
世
界

が
存
在
し
え
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
批
判
的
社
会
理
論
に
と
っ
て
、
社
会
的
世
界
を
理
解
し
変
化
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、

最
も
重
要
な
目
的
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
分
析
は
、
社
会
的
世
界
へ
の
理
解
を
深
め
る
が
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

本
書
で
は
、
批
判
的
社
会
理
論
と
理
論
化
（theorization

）
の
区
別
も
ま
た
、
重
要
で
あ
る
。
理
論
化
と
は
社
会
的
世
界
を
説
明

す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
社
会
理
論
と
は
批
判
的
分
析
の
産
物
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
識
の
創
造
を
民
主
化
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
理
論
化
す
る
の
は
エ
リ
ー
ト
だ
け
で
は
な
い
。
日
常
生
活
を
送
る
多
く
の
人
々
が
、
自
ら
の
社
会
的
世
界
に
つ
い

て
非
常
に
説
得
力
あ
る
説
明
を
提
供
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
は
以
前
の
著
作
に
お
い
て
、
エ
リ
ー
ト
で
は
な
い
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
た
ち
が
生
み
出
し
た
思
想
を
、
社
会
理
論
の
事
例
と
し
て
考
察
し
た
（C

ollins 1998a, 2000

）。
教
育
を
受
け
た
大
学
の
研
究

者
の
み
が
批
判
的
社
会
理
論
を
作
り
出
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
批
判
的
社
会
理
論
を
主
張
し
た
り
そ
の
理
論
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と

が
多
い
の
は
、
大
学
の
研
究
者
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
界
の
内
外
を
問
わ
ず
、
ど
こ
で
働
く
に
せ
よ
、
リ
テ
ラ
シ
ー
と
教
育
、

機
会
に
恵
ま
れ
た
私
た
ち
は
、
知
的
生
産
を
私
益
の
溜
め
込
み
を
目
的
と
し
た
個
人
的
資
産
と
み
な
す
こ
と
で
、
こ
の
希
少
な
資
源

を
浪
費
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
の
小
中
学
校
の
社
会
科
教
師
と
し
て
の
経
験
や
、
大
学
で
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
研
究
、
社
会
学
、
社
会
理

論
を
教
え
、
数
十
年
間
に
わ
た
り
こ
れ
ら
の
問
題
を
執
筆
し
、
活
気
あ
る
研
究
者
゠
活ア

ク
テ
ィ
ビ
ス
ト

動
家
た
ち
〔scholar-activist

のscholar

は
学
問
的
な
研

究
を
よ
り
制
度
化
さ
れ
た
形
式
で
行
う
者
を

指
す
た
め
「
研
究
者
」
と
し
た
。
類
似
す
る

intellectual-activist

は
二
頁
訳
註
を
参
照
。
〕
の
刺
激
的
な
仕
事
を
読
ん
で
き
た
大
学
教
員
と
し
て
の
経
験
に
基
づ
き
、
私
は
、
思
想
と
分
析
、

そ
し
て
批
判
的
社
会
理
論
の
重
要
性
を
確
信
し
て
い
る
。
ボ
ル
チ
モ
ア
、
ソ
ウ
ェ
ト
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
・
バ
ー
ミ

ン
ガ
ム
（
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
）、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
、
ハ
バ
ナ
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
研
究
者
゠
活ア

ク
テ
ィ
ビ
ス
ト

動
家
た
ち
は
、

全
く
異
な
る
環
境
で
知
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
直
接
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
驚
く
ほ
ど
似

か
よ
っ
た
社
会
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
だ
。
重
要
な
の
は
、
か
れ
ら
が
、
植
民
地
主
義
、
家
父
長
制
、
レ
イ
シ
ズ
ム
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
、
新
自
由
主
義
的
な
資
本
主
義
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
、
あ
る
い
は
組
み
合
わ
さ
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
現
実
を
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作
り
上
げ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
説
得
的
で
複
雑
な
分
析
を
探
究
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、

多
様
な
社
会
的
ア
ク
タ
ー
が
参
加
す
る
広
範
で
協
働
的
な
知
的
・
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
そ
の
混
淆
性
は
マ
イ
ナ
ス
で
は

な
く
、
む
し
ろ
最
大
の
強
み
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。

本
書
の
概
要

　

本
書
で
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
批
判
的
社
会
理
論
と
し
て
発
展
す
る
う
え
で
何
が
必
要
か
、
そ
の
中
核
と
な
る
概

念
や
指
針
を
紹
介
し
、
展
開
し
て
い
る
。
私
は
、
批
判
的
社
会
理
論
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
内
実
に
つ
い
て
詳

述
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
批
判
的
社
会
理
論
へ
と
さ
ら
に
近
づ
け
る
た
め
、
一
連
の
概

念
的
な
ツ
ー
ル
を
発
展
さ
せ
る
つ
も
り
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
書
は
、
い
ま
ま
さ
に
構
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
批
判
的
社
会
理
論
と

し
て
の
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
、
暫
定
的
な
基
盤
を
提
供
し
て
い
る
。

　

本
書
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
広
範
な
事
柄
を
扱
う
。
本
書
で
の
主
な
論
旨
の
流
れ
を
視
覚

化
す
る
た
め
、
全
体
構
成
が
わ
か
る
詳
し
い
目
次
を
付
録
と
し
て
〔
本
書
巻
末
に
〕
掲
載
し
た
。
こ
の
目
次
は
、
議
論
同
士
の
つ
な

が
り
を
摑
み
、
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
の
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
次
に
戻
り
な
が
ら
読
み

進
め
れ
ば
、
自
分
が
ど
の
位
置
に
い
る
か
を
確
認
し
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
付
録
の
目
次
が
示
す
射
程
を
ご
覧
い
た
だ
け
ば
わ
か

る
よ
う
に
、
あ
る
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
よ
く
知
っ
て
い
る
が
別
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
不
案
内
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
は
よ
く
知
っ
て
い
る
が
ア
メ
リ
カ
ン
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
と

か
、
認
識
論
は
的
確
に
把
握
し
て
い
る
が
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
不
案
内
、
あ
る
い
は
、
認
知
心
理
学
や
教
育
学
に

対
す
る
批
判
的
思
考
の
重
要
性
は
わ
か
っ
て
い
る
が
そ
れ
に
比
べ
て
優
生
思
想
の
歴
史
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
だ
。

　

多
く
の
人
々
は
社
会
理
論
に
良
い
印
象
を
抱
い
て
お
ら
ず
、
抽
象
的
で
自
分
た
ち
に
は
無
関
係
の
も
の
と
非
難
し
て
い
る
。
理
論
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家
は
専
門
的
な
言
語
が
複
雑
な
考
え
を
説
明
す
る
の
に
重
要
だ
と
考
え
る
一
方
、
一
般
の
人
々
は
そ
う
し
た
専
門
的
な
言
葉
を
排
他

的
だ
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
課
題
と
は
、
理
論
家
も
一
般
の
人
々
も
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
複
雑
な
経

験
や
多
様
な
視
点
を
映
し
出
す
専
門
用
語
を
保
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
私
は
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
た
た
め
、
幅
広
い

読
者
に
向
け
て
書
く
た
め
の
方
法
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
私
の
解
決
策
は
、
本
書
で
登
場
す
る
抽
象
的
議
論
を
読
者

が
理
解
す
る
た
め
に
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
を
、
読
者
に
伝
え
て
お
く
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
で
、
本
書
の
執
筆
は
著
し

く
困
難
な
も
の
に
な
っ
た
が
、
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

読
者
に
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
自
体
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
本
書
が
通
常
は
一

緒
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
多
様
な
ト
ピ
ッ
ク
、
テ
ー
マ
、
理
論
、
議
論
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
本
を
読
む
に
は
、

〔
通
常
と
は
〕
異
な
る
読
み
方
、
つ
ま
り
、
自
分
と
専
門
分
野
が
全
く
異
な
る
人
々
で
作
ら
れ
る
解
釈
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を

想
像
し
な
が
ら
読
む
、
と
い
う
読
み
方
が
求
め
ら
れ
る
。
私
は
、
各
章
、
場
合
に
よ
っ
て
は
各
節
に
つ
い
て
、
多
様
な
背
景
を
も
つ

読
者
が
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
り
、
独
立
し
た
小エ

ッ
セ
イ論

と
し
て
読
め
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
。
本
書
は
異
な
る
考
え
方
が
対
話
す

る
交
差
的
空
間
に
お
い
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
私
の
目
的
は
、
本
書
が
示
す
議

論
の
一
貫
性
・
統
一
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
異
種
混
淆
的
な
読
者
層
に
語
り
か
け
る
こ
と
だ
。
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に

取
り
組
む
こ
と
そ
の
も
の
が
、
そ
う
し
た
実
践
な
の
だ
か
ら
。

　

本
書
の
構
成
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
理
論
を
構
築
す
る
概
念
ツ
ー
ル
を
提
供
す
る
べ
く
、
四
つ
の
部
に
分
か
れ
て

い
る
。
第
Ⅰ
部
で
は
、
様
々
な
社
会
的
ア
ク
タ
ー
が
理
論
構
築
の
議
論
に
参
加
す
る
た
め
の
、
基
本
的
な
用
語
を
確
認
す
る
。
実
践

者
の
間
で
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
（
第
1
章
）
と
、
社
会
理
論
家
の
間
で
批
判
的
社
会
理
論
と
み
な
さ

れ
る
も
の
（
第
2
章
）
の
範
囲
に
関
す
る
感
覚
〔
の
違
い
〕
は
、
し
ば
し
ば
互
い
に
全
く
異
質
な
解
釈
共
同
体
を
生
み
出
す
。
第
Ⅱ
部

で
は
、
知
的
抵
抗
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
批
判
的
役
割
に
お
い
て
重
要
な
側
面
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
複
数
の
抵
抗
知
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
が
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
思
想
と
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実
践
の
源
泉
と
し
て
機
能
し
て
い
る
（
第
3
章
）。
ま
た
、
自
身
の
知
的
抵
抗
の
限
界
と
可
能
性
に
対
し
て
認
識
論
の
力
が
い
か
に
影

響
を
与
え
る
か
に
も
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
4
章
）。
第
Ⅲ
部
で
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
理
論
化
す
る
際
の

重
要
な
側
面
で
あ
る
、
知
る
方
法
（w

ay of know
ing

）
と
し
て
の
社
会
的
行
為
を
分
析
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
文
脈
の
中
で
、

経
験
と
社
会
的
行
為
を
ど
の
よ
う
に
概
念
化
す
る
の
か
（
第
5
章
）、
お
よ
び
、
社
会
的
行
為
が
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
定

義
の
境
界
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
の
か
（
第
6
章
）
と
い
う
問
題
は
、
交
差
的
な
理
論
化
に
お
い
て
重
要
な
次
元
を
構
成
す
る
。

第
Ⅳ
部
で
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
中
で
当
然
視
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
中
核
的
構
成
物
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
批
判
的

社
会
理
論
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
物
を
自
己
省
察
的
（self-re�exive

）
に
分
析
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
る
〔
本
書
で
はre�exivity

‚ re�exive

を
、
原
則
と
し
て
「
再
帰
性
」「
再
帰
的
」
と
し
た
。
た
だ
し
、
人
や
研
究
の
あ
り
方

を
具
体
的
に
指
す
文
脈
に
お
い
て
は
「
省
察
性
（
的
）」
と
訳
し
た
。re�ective

は
「
反
省
的
」「
内
省
（
的
）」
と
し
た
。
〕。
関
係
性

（relation ality

）
は
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
中
で
批
判
的
分
析
を
必
要
と
す
る
、
核
と
な
る
テ
ー
マ
で
あ
る
（
第
7
章
）。

イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
社
会
正
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
も
は
や
当
然
の
前
提
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
前
提
は
構
築

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
（
第
8
章
）。

　

間
違
い
な
く
、
本
書
の
執
筆
は
私
に
と
っ
て
困
難
な
挑
戦
で
あ
っ
た
し
、
お
そ
ら
く
、
読
者
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
困
難
で
挑
戦

が
必
要
と
さ
れ
る
読
書
と
な
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
差
し
迫
っ
た
状
況
が
あ
る
中
、
と
り
わ
け
現
在
の
よ
う
な
変
化
の
時
節
に
お
い
て
、

こ
れ
が
最
善
の
や
り
方
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
私
は
、
本
書
で
の
複
雑
な
議
論
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
ベ
ス
ト
を
尽
く

し
た
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
議
論
が
あ
な
た
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
を
解
釈
す
る
に
は
、
読
者
の
皆
さ
ん
に
も
ベ
ス
ト
を
尽
く
し

て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
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