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日
常
生
活
の
中
に
、
た
く
さ
ん
潜
ん
で

い
る
無
意
識
の
思
い
込
み
。こ
れ
も
、
あ
れ

も
、と
気
づ
い
て
い
け
ば
、１
ミ
リ
で
も
よ

り
良
い
方
向
へ
動
い
て
い
く
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。よ
う
や
く
、
目
指
す
男
女
共
同
参

画
社
会
へ
の
ス
タ
ー
ト
地
点
に
立
っ
た
気

が
し
て
い
ま
す
。

（
秀
澤 

文
子
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
こ
れ
ま
で
の「
か
た
ら
い
」を
踏
ま
え
て

内
容
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
、1

冊
を
通
し

て
特
集
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
、
男
女
共

同
参
画
と
は
何
か
根
本
か
ら
考
え
る
と
い

う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。ひ
と
つ
ひ
と
つ

が
大
切
な
記
事
に
思
え
ま
す
。（早

崎 

沙
彩
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
四
人
の
方
に
寄
稿
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で

お
話
を
伺
っ
た
が
、
社
会
と
の
関
わ
り
方

の
相
違
に
よ
り
、
取
り
上
げ
る
論
点
に
特

徴
が
あ
っ
て
興
味
深
か
っ
た
。「
小
金
井
で

働
く
」の
鞍
田
さ
ん
の
、
障
が
い
と
い
う
言

葉
に
か
か
る
重
さ
に
つ
い
て
の
お
話
に

は
、思
わ
ず
襟
を
正
さ
れ
た
。　（

伊
集
院 

正
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
寄
稿
や
取
材
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し

た
皆
さ
ま
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
男
女
共
同
参
画
室
）

「かたらい」について読者の方から意見・感想等を募集しています。

〈提出先〉 〒184-8504 住所不要　企画政策課男女共同参画室　FAX：042-387-1224

特集

「アンコンシャス・バイアスとは何か
　　　　　　　　～その仕組みと対策～」

東洋大学社会学部社会心理学科教授　北村 英哉さん

p7 小金井で働く
　　　　「何歳からでもリスタートできる社会へ」
就労継続支援B型事業所　ムジナの庭
施設長　鞍田 愛希子さん

秋

p8 ジェンダー探求
　　　　現代日本語における性差・ジェンダー
　　　　～日本の配偶者呼称はなぜ男尊女卑的なのか～」
東京農工大学准教授　任 利さん

p10 配偶者暴力防止法が改正されました

「アンコンシャス・バイアス　　　　　　 」「アンコンシャス・バイアス　　　　　　 」

男女共同参画関連の会議に参加してみませんか
ー 参加費・交通費を補助します ー

　市では、男女共同参画社会の形成の促進に係る会議等に参加する市民に、参加費用の一部を補
助する事業を実施しています。お気軽にご利用ください。

1
　東京都及び東京都に隣接する地域で開催される男女平等社会の早期実現を目指すための
会議（宗教及び政治活動並びに営利等を目的とするものを除く。）であって、講演、シン
ポジウム、分科会等が行われ参加者相互の交流が行われるもの。

2 次の条件をいずれも満たす方。
⑴　当該会議等を開催する日現在で、当市に２年以上居住し、18歳以上の方
⑵　男女平等及び男女共同参画に関心を持ち、地域活動及び市行事に積極的に参加できる方

3
　参加希望者が定員（予算の範囲）を超えた場合は、抽選により決定します。

4
　開催地までの旅費及び会議に参加するための諸経費を合算した額の２分の１

5
　申込書をご記入のうえ、男女共同参画室へご提出ください。
　申込書は市役所本庁舎又は第二庁舎入口のチラシラックに配架している他、市ホーム
ページからダウンロードできます。

補助対象となる会議等

応募資格

応募者の決定

参加費補助の内容

応募方法

小金井市　国内研修事業参加補助金

～無意識の思い込み～

寄稿

「子どもや子育て、家庭における
  身近なアンコンシャス・バイアスについて」

一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所　認定トレーナー
感情保育学研修所代表　野村 恵里さん

寄稿

寄稿

補助対象となる会議等

応募資格

応募者の決定

参加費補助の内容

応募方法

～無意識の思い込み～

にん り
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◆
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
と
偏
見

　　
人
は
日
常
、
た
く
さ
ん
の
思
い
込
み
の
な
か
で

生
き
て
い
ま
す
。
科
学
技
術
の
成
果
の
利
用
、
そ

の
ひ
と
つ
の
ス
マ
ホ
の
利
用
に
つ
い
て
も
、
使
用

す
る
人
が
そ
の
機
械
的
仕
組
み
を
よ
く
理
解
し
て

使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
テ
レ
ビ
の

リ
モ
コ
ン
一
つ
と
っ
て
も
、
こ
の
ボ
タ
ン
を
押
し

た
ら
、
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
の

も
と
で
用
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
正
確
に
言
う
な

ら
ば
、
科
学
理
解
と
い
う
よ
り
も
科
学
信
奉
で
あ

り
、
こ
の
動
作
を
す
れ
ば
き
っ
と
こ
う
い
う
結
果

が
得
ら
れ
る
は
ず
だ
と
信
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
来

て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
こ
の
信
用
は
科
学
技

術
へ
の
信
用
で
、
電
池
切
れ
で
な
い
限
り
、
だ
い

た
い
は
そ
の
よ
う
に
動
作
す
る
の
で
ま
す
ま
す
私

た
ち
は
信
用
を
深
め
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
仕
組
み
を
正
確
に
理
解
し
て
い
な

く
て
も
、「
そ
う
い
う
も
の
だ
」
と
信
じ
て
い
る

こ
と
で
動
い
て
い
る
事
柄
が
、
日
常
に
は
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。

　
社
会
心
理
学
の
実
験（
ビ
ッ
ク
マ
ン
ら
に
よ
る
）

で
、
警
備
員
の
服
を
着
た
人
が
コ
イ
ン
パ
ー
キ
ン

グ
で
不
足
す
る
小
銭
を
見
知
ら
ぬ
指
定
し
た
人
に

与
え
る
よ
う
に
通
行
人
に
指
図
し
た
ら
、
ほ
と
ん

ど
皆
が
従
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
じ

こ
と
を
制
服
を
着
な
い
若
者
が
依
頼
し
て
も
、
そ

れ
ほ
ど
の
効
果
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
制
服

だ
け
で
、
そ
の
職
業
の
人
と
信
用
し
て
し
ま
う
エ

ラ
ー
は
、
詐
欺
を
す
る
人
が
電
力
会
社
の
社
員
を

装
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
制
服
な
ど
の
ち
ょ
っ
と
し
た
手
が
か
り
で
、
人

の
職
業
を
推
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の

分
類
作
業
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
人
と
い
う
も
の

は
分
類
の
達
人
で
あ
り
、
こ
れ
を
心
理
学
で
は
カ

テ
ゴ
リ
ー
化
と
呼
び
ま
す
が
、
何
で
も
す
ぐ
に
カ

テ
ゴ
リ
ー
化
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
イ
ヌ
と
ネ
コ

を
見
誤
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
私
た
ち
は
瞬

時
に
分
類
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
良
い

人
と
悪
い
人
の
分
類
で
も
そ
う
で
、
多
く
の
人
が

守
っ
て
い
る
社
会
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
い
る
の
は

良
い
人
で
あ
り
、
従
わ
な
い
の
は
悪
い
人
で
あ
る

と
、
ま
ず
は
簡
単
な
分
類
が
な
さ
れ
が
ち
で
す
。

ル
ー
ル
か
ら
外
れ
た
こ
と
を
し
て
い
る
人
の
本
当

の
事
情
な
ど
を
知
る
機
会
は
ま
れ
で
す
し
、
ふ
つ

う
、そ
う
い
っ
た
こ
と
を
人
は
い
ち
い
ち
斟
酌（
し

ん
し
ゃ
く
）
し
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
そ
の
ル
ー
ル
自
体
に
妥
当
性
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
は
、「
女
性
が
家
事
を
す

る
も
の
」
と
い
う
考
え
に
大
勢
の
人
が
従
っ
て
い

た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
し
、
今
も
か
な
り
そ
う

い
っ
た
側
面
は
強
く
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。「
警
察
官
は
信
頼
で
き
る
」、「
女
性

が
家
事
を
す
る
」
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
実
の
と

こ
ろ
、
思
い
込
み
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し

た
紋
切
り
型
の
イ
メ
ー
ジ
的
な
思
い
込
み
を
「
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
と
呼
び
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ

に
価
値
判
断
を
加
え
た
も
の
が
偏
見
で
す
。「
家

事
を
し
な
い
女
性
は
だ
ら
し
な
い
、
あ
る
い
は
怠

け
者
で
悪
い
」
と
な
る
と
、
こ
れ
は
偏
見
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
う
い
っ
た
「
思
い
込
み
」
が
本
人
も
あ
ま
り

強
く
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
無
意
識
で
行
わ
れ
る

と
き
、
こ
れ
を
「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス
」

と
呼
び
ま
す
。

◆
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
が
起
こ
る

仕
組
み

　
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
は
無
意
識
、
バ
イ
ア
ス
は
歪

み
と
い
う
意
味
で
す
が
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ

イ
ア
ス
と
偏
見
に
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
あ
り
ま
せ

ん
。た
だ
、特
に
、「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス
」

は
そ
れ
が
無
意
識
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
女
子
校
生
が
工
学
部
に
進
学
を
望
ん
だ
と
き

に
、
親
が
「
女
子
に
理
系
は
難
し
い
の
で
は
な
い

の
」
と
悪
気
な
く
言
う
と
き
、
そ
れ
が
ア
ン
コ
ン

シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
で
す
。
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・

バ
イ
ア
ス
は
人
の
自
由
な
選
択
を
妨
げ
る
こ
と

や
、
古
い
価
値
観
で
未
来
の
あ
る
人
の
将
来
を
狭

め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
心
を
傷
つ
け
る
な
ど
、
良

く
な
い
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り

ま
す
。

　
私
た
ち
の
生
活
は
、「
普
通
こ
う
な
る
」
と
い

う
ル
ー
チ
ー
ン
的
な
思
い
込
み
に
溢
れ
て
い
ま
す

の
で
、そ
の
通
り
に
こ
と
が
運
ぶ
か
ぎ
り
、ス
ム
ー

ス
で
快
適
に
感
じ
ら
れ
や
す
い
の
で
す
。
思
い
込

み
が
間
違
い
の
時
に
は
ひ
っ
か
か
り
が
生
じ
ま
す

の
で
、こ
れ
を
面
倒
に
感
じ
る
人
も
出
て
き
ま
す
。

生
ま
れ
の
性
が
男
性
で
性
自
認
が
女
性
で
あ
る
ト

ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
方
の
女
性
ト
イ
レ
使
用
な

ど
の
問
題
も
、
一
般
の
人
に
と
っ
て
「
普
通
と
異

な
る
」
事
態
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

抵
抗
感
や
面
倒
な
気
持
ち
が
起
こ
り
や
す
い
の
で

す
。

　
し
か
し
、私
た
ち
は
み
ん
な
そ
れ
ほ
ど
「
普
通
」

で
し
ょ
う
か
。
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
り
ま

す
し
、
考
え
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
う
い
っ
た

こ
と
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
か
ら
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ

ス
・
バ
イ
ア
ス
は
生
じ
る
の
で
す
。
面
倒
に
思
う

気
持
ち
が
偏
見
や
差
別
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
学
校
で
授
業
中
立
ち
歩
く
発
達
障
害
の
子
ど
も

が
ク
ラ
ス
に
一
人
い
た
場
合
、「
こ
の
子
一
人
さ

え
い
な
け
れ
ば
授
業
運
営
が
ス
ム
ー
ス
な
の
に
」

と
考
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は

立
派
な
差
別
の
始
ま
り
で
す
。
多
様
な
児
童
・
生

徒
が
い
て
も
、
副
担
任
や
チ
ュ
ー
タ
ー
、
特
別
支

援
の
補
助
教
員
な
ど
の
制
度
を
活
用
し
て
、
円
滑

に
運
営
で
き
る
よ
う
に
態
勢
を
整
え
る
方
が
、
生

産
的
で
多
様
性
を
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

補
助
教
員
が
い
れ
ば
、
発
達
障
害
の
子
ど
も
ば
か

り
で
な
く
、
そ
の
場
で
話
に
つ
い
て
こ
ら
れ
な

か
っ
た
子
ど
も
、
細
か
な
点
の
質
問
が
あ
る
子
ど

も
な
ど
、
み
ん
な
の
学
習
に
広
く
役
立
ち
ま
す
。

授
業
の
理
解
度
が
向
上
す
れ
ば
、
よ
り
高
度
な
学

習
も
可
能
に
な
り
ま
す
し
、
ク
ラ
ス
の
活
気
や
雰

囲
気
に
も
好
影
響
が
期
待
で
き
ま
す
。
困
っ
て
い

る
一
人
を
救
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
員
に
と
っ
て

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
あ
り
ま

す
。

◆
油
断
で
き
な
い
「
好
感
度
」

　
人
は
他
者
か
ら
好
感
を
も
た
れ
た
い
も
の
で

す
。
好
意
的
に
扱
わ
れ
れ
ば
、
嬉
し
い
も
の
で
、

自
己
肯
定
感
も
上
が
り
ま
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ

カ
の
社
会
心
理
学
者
で
偏
見
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

の
研
究
者
、
ス
ー
ザ
ン
・Ｔ・
フ
ィ
ス
ク
は
、
両

価
的
（
注
１
）
差
別
や
相
補
的
（
注
２
）
偏
見
と

い
う
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
抱
き
合
わ
せ
に
し
て
、
な
か
な
か
変
化
し
に
く

い
持
続
的
な
差
別
の
仕
組
み
を
解
き
明
か
し
ま
し

た
。
働
く
女
性
へ
の
差
別
、バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ（
注

３
）
に
は
、「
子
ど
も
が
小
さ
い
間
は
母
親
が
身

近
で
乳
幼
児
の
面
倒
を
見
る
べ
き
だ
」
と
い
っ
た

伝
統
的
性
役
割
の
押
し
つ
け
が
あ
り
、
社
会
全
体

で
子
ど
も
を
育
て
る
の
で
は
な
く
、
子
育
て
は
す

べ
て
各
家
庭
が
中
心
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

い
っ
た
考
え
方
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
働
く
女
性
に
対
し
て
、「
能
力
は
高
い
が
冷

た
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
抱
か
れ
、
専
業
主
婦

は
子
ど
も
や
家
族
の
ケ
ア
を
行
う
「
温
か
く
優
し

い
人
」で
あ
る
と
の
肯
定
的
評
価
が
あ
る
も
の
の
、

フ
ィ
ス
ク
は
そ
の
裏
側
に
「
仕
事
を
退
職
し
て
仕

事
能
力
が
衰
え
た
能
力
の
低
い
」
人
と
い
う
否
定

的
イ
メ
ー
ジ
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

ま
す
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
枠
組
み
で
は
、
人
の
「
能
力
」

と
「
性
格
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
お
い
て
、
肯

定
的
と
否
定
的
の
セ
ッ
ト
が
で
き
あ
が
っ
て
い

て
、
長
所
と
短
所
が
抱
き
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る

と
見
ら
れ
る
の
で
す
。
フ
ィ
ス
ク
は
、
働
く
女
性

へ
の「
性
格
は
ギ
ス
ギ
ス
し
て
い
る
」と
い
う
バ
ッ

ク
ラ
ッ
シ
ュ
を
敵
対
的
差
別
と
命
名
し
、
主
婦
た

ち
へ
の
「
能
力
は
低
い
が
、
性
格
は
温
か
い
」
と

い
う
取
り
扱
い
を
温
情
的
差
別
と
命
名
し
ま
し

た
。

　
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
「
細
か
な
こ
と
に
よ
く

気
づ
い
て
、
心
配
り
が
で
き
る
」
と
い
う
一
見
褒

め
言
葉
も
、「
だ
か
ら
育
児
や
介
護
な
ど
の
人
の

ケ
ア
に
は
女
性
が
向
い
て
い
る
」
と
い
う
バ
イ
ア

ス
に
つ
な
が
り
、
家
事
・
育
児
・
介
護
の
女
性
へ

の
押
し
つ
け
と
い
う
慣
習
が
維
持
さ
れ
て
し
ま
う

か
ら
く
り
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

の
で
す
。

　「
気
が
利
く
」
と
肯
定
的
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
、

喜
ん
で
い
る
だ
け
で
は
済
ま
な
い
社
会
的
仕
組
み

が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
際
、
男
性
も

働
い
て
い
る
場
に
お
い
て
は
上
司
の
顔
色
を
窺
っ

た
り
、
顧
客
や
取
引
先
と
信
頼
関
係
を
構
築
し
た

り
、
十
分
、「
気
を
遣
う
」
こ
と
が
で
き
て
い
る

は
ず
で
す
。
男
性
‐
女
性
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
に
陥
り
す
ぎ
な
い
で
、
客
観
的
に
み
れ
ば
、
性

別
に
よ
る
差
よ
り
も
個
人
差
の
方
が
大
き
く
、
女

性
で
も
男
性
で
も
気
の
利
か
な
い
人
は
い
く
ら
で

も
い
る
し
、
気
の
利
く
人
も
同
様
に
、
女
性
に
も

男
性
に
も
い
る
こ
と
に
す
ぐ
気
づ
か
れ
る
で
し
ょ

う
。

◆
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
乗
り
越

え
る
に
は
〜
自
分
で
で
き
る
対
策

　
小
さ
い
お
子
さ
ん
が
い
る
女
性
に
、つ
い
、「
こ

ん
な
夜
に
大
丈
夫
な
の
」
と
声
を
か
け
た
り
、「
負

担
の
小
さ
い
仕
事
が
良
い
に
違
い
な
い
」
と
本
人

に
確
認
を
と
ら
ず
に
、
決
め
て
し
ま
っ
た
り
す
る

こ
と
に
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
は
現
れ
て

い
ま
す
。「
女
性
は
若
い
方
が
良
い
」「
お
か
あ
さ

ん
に
見
え
な
い
ね
」
と
い
う
の
が
褒
め
言
葉
だ
と

考
え
る
の
も
配
慮
の
足
り
な
い
見
方
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
こ
う
し
た
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
乗

り
越
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。

⑴
視
点
取
得

　
ま
ず
、
相
手
の
立
場
に
た
っ
て
、
ど
う
で
あ
る

の
か
を
想
像
し
て
み
る
と
い
う
視
点
取
得
が
あ
り

ま
す
。
ひ
と
は
ま
だ
年
少
で
は
他
者
の
視
点
か
ら

物
事
が
ど
う
見
え
る
か
、
心
理
的
に
も
物
理
的
に

も
未
熟
で
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
ん
だ
ん
と
他
者
の

視
点
に
成
り
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
し
、
そ
れ
に
は
、
想
像
力
を
身
に
つ
け
て
い

く
経
験
も
役
立
ち
ま
す
。
自
分
だ
け
の
経
験
で
は

狭
い
の
で
、
異
な
る
生
育
環
境
や
価
値
観
で
生
き

て
き
た
他
者
の
も
の
の
見
方
を
知
る
た
め
に
も
小

説
に
触
れ
る
こ
と
な
ど
も
有
意
味
で
し
ょ
う
。
自

身
の
言
葉
が
相
手
に
と
っ
て
困
ら
せ
る
こ
と
、
不

愉
快
な
こ
と
で
あ
る
と
、
想
像
が
つ
く
よ
う
に
な

る
と
よ
い
で
す
ね
。

⑵
オ
ー
プ
ン
さ

　
と
は
い
っ
て
も
、
自
分
自
身
で
気
づ
か
な
い
の

が
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
で
す
の
で
、

身
近
な
他
者
に
指
摘
し
て
も
ら
う
の
が
早
道
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
人
か
ら
の
忠
告
に
耳
を
傾
け
る

オ
ー
プ
ン
な
姿
勢
を
日
頃
か
ら
心
が
け
る
こ
と

で
、
部
下
や
周
り
の
人
か
ら
積
極
的
に
意
見
を

聞
き
、
取
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
し
ょ

う
。
苦
言
に
対
し
て
腹
を
立
て
ず
に
、
感
謝
し

て
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
鷹
揚
さ
や
器
の

大
き
さ
が
必
要
で
す
。

⑶
対
話

　
前
の
二
つ
と
も
つ
な
が
り
ま
す
が
、
ア
ン
コ

ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
発
動
さ
せ
な
い
た
め

に
は
、
何
よ
り
当
事
者
同
士
、
相
手
と
き
ち
ん

と
対
話
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
偏
見
を

適
用
し
て
し
ま
う
の
は
、
つ
い
「
ふ
つ
う
」
と

考
え
て
し
ま
う
「
標
準
」
に
目
の
前
の
人
を
あ

て
は
め
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
確
か
に

男
性
ら
し
さ
、
女
性
ら
し
さ
と
い
う
の
も
現
状

で
、
平
均
値
で
見
れ
ば
、
差
が
見
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
目
の
前
の
人
は
そ
の
平

均
値
で
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
人
の
考
え
は

さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
れ
を
自
覚
し
て
、
気
を
つ

け
て
い
れ
ば
、「
こ
の
人
の
意
見
は
ど
う
だ
ろ
う

か
」
と
対
話
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
開
け
、
話

し
合
い
が
成
立
し
ま
す
。
特
に
仕
事
の
進
め
方

や
家
庭
内
の
家
事
分
担
な
ど
も
、
一
方
的
な
思

い
込
み
で
は
な
く
、
率
直
に
語
り
合
っ
て
み
れ

ば
、
決
着
点
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
普
段
よ
り
も
ほ
ん
の
少
し
の
気
遣
い
、
そ
し

て
頭
を
使
う
こ
と
で
、
決
定
的
な
不
仲
や
、
あ

る
い
は
管
理
職
失
格
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
の
を

免
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
１
：
一
つ
の
物
事
に
対
し
て
、
逆
の
感
情
を

同
時
に
持
つ
こ
と
。

注
２
：
お
互
い
に
補
い
合
う
よ
う
な
関
係
。

注
３
：「
反
動
」
や
「「
揺
り
戻
し
」。平
等
の
推
進

や
地
位
向
上
な
ど
に
対
し
て
反
発
す
る

動
き
。

特集

ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス

〜
無
意
識
の
思
い
込
み
〜

　
日
本
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
進
展
が
十
分
で
は
な
い
要
因
の
一
つ
と
し
て
、「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
」

の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス
」と
は
、「
男
性
は
仕
事
、女
性
は
家
事
育
児
を
す
べ
き
」と
い
っ

た
固
定
的
性
別
役
割
分
担
の
よ
う
な
、「
無
意
識
の
思
い
込
み
」
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
今
号
で
は
、
様
々
な
視
点
か
ら
の
「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
」
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

東洋大学社会学部社会心理学科教授。大学院研究科長。
東京大学大学院社会学研究科博士課程中退。社会心理学博士。
関西大学社会学部教授を経て現職。専門は社会心理学、感情心
理学。人間の大切さを中心に置く心理学の視点から、どのよう
にして互いに他者を尊重して、社会を営んでいけるかを研究し
ている。著書に『あなたにもある無意識の偏見：アンコンシャ
スバイアス』（河出書房新社､２０２１年）など。

「アンコンシャス・バイアスとは何か
　　　　　　～その仕組みと対策～」

寄稿

北村 英哉さん
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◆
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
と
偏
見

　　
人
は
日
常
、
た
く
さ
ん
の
思
い
込
み
の
な
か
で

生
き
て
い
ま
す
。
科
学
技
術
の
成
果
の
利
用
、
そ

の
ひ
と
つ
の
ス
マ
ホ
の
利
用
に
つ
い
て
も
、
使
用

す
る
人
が
そ
の
機
械
的
仕
組
み
を
よ
く
理
解
し
て

使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
テ
レ
ビ
の

リ
モ
コ
ン
一
つ
と
っ
て
も
、
こ
の
ボ
タ
ン
を
押
し

た
ら
、
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
の

も
と
で
用
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
正
確
に
言
う
な

ら
ば
、
科
学
理
解
と
い
う
よ
り
も
科
学
信
奉
で
あ

り
、
こ
の
動
作
を
す
れ
ば
き
っ
と
こ
う
い
う
結
果

が
得
ら
れ
る
は
ず
だ
と
信
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
来

て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
こ
の
信
用
は
科
学
技

術
へ
の
信
用
で
、
電
池
切
れ
で
な
い
限
り
、
だ
い

た
い
は
そ
の
よ
う
に
動
作
す
る
の
で
ま
す
ま
す
私

た
ち
は
信
用
を
深
め
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
仕
組
み
を
正
確
に
理
解
し
て
い
な

く
て
も
、「
そ
う
い
う
も
の
だ
」
と
信
じ
て
い
る

こ
と
で
動
い
て
い
る
事
柄
が
、
日
常
に
は
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。

　
社
会
心
理
学
の
実
験（
ビ
ッ
ク
マ
ン
ら
に
よ
る
）

で
、
警
備
員
の
服
を
着
た
人
が
コ
イ
ン
パ
ー
キ
ン

グ
で
不
足
す
る
小
銭
を
見
知
ら
ぬ
指
定
し
た
人
に

与
え
る
よ
う
に
通
行
人
に
指
図
し
た
ら
、
ほ
と
ん

ど
皆
が
従
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
じ

こ
と
を
制
服
を
着
な
い
若
者
が
依
頼
し
て
も
、
そ

れ
ほ
ど
の
効
果
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
制
服

だ
け
で
、
そ
の
職
業
の
人
と
信
用
し
て
し
ま
う
エ

ラ
ー
は
、
詐
欺
を
す
る
人
が
電
力
会
社
の
社
員
を

装
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
制
服
な
ど
の
ち
ょ
っ
と
し
た
手
が
か
り
で
、
人

の
職
業
を
推
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の

分
類
作
業
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
人
と
い
う
も
の

は
分
類
の
達
人
で
あ
り
、
こ
れ
を
心
理
学
で
は
カ

テ
ゴ
リ
ー
化
と
呼
び
ま
す
が
、
何
で
も
す
ぐ
に
カ

テ
ゴ
リ
ー
化
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
イ
ヌ
と
ネ
コ

を
見
誤
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
私
た
ち
は
瞬

時
に
分
類
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
良
い

人
と
悪
い
人
の
分
類
で
も
そ
う
で
、
多
く
の
人
が

守
っ
て
い
る
社
会
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
い
る
の
は

良
い
人
で
あ
り
、
従
わ
な
い
の
は
悪
い
人
で
あ
る

と
、
ま
ず
は
簡
単
な
分
類
が
な
さ
れ
が
ち
で
す
。

ル
ー
ル
か
ら
外
れ
た
こ
と
を
し
て
い
る
人
の
本
当

の
事
情
な
ど
を
知
る
機
会
は
ま
れ
で
す
し
、
ふ
つ

う
、そ
う
い
っ
た
こ
と
を
人
は
い
ち
い
ち
斟
酌（
し

ん
し
ゃ
く
）
し
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
そ
の
ル
ー
ル
自
体
に
妥
当
性
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
は
、「
女
性
が
家
事
を
す

る
も
の
」
と
い
う
考
え
に
大
勢
の
人
が
従
っ
て
い

た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
し
、
今
も
か
な
り
そ
う

い
っ
た
側
面
は
強
く
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。「
警
察
官
は
信
頼
で
き
る
」、「
女
性

が
家
事
を
す
る
」
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
実
の
と

こ
ろ
、
思
い
込
み
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し

た
紋
切
り
型
の
イ
メ
ー
ジ
的
な
思
い
込
み
を
「
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
と
呼
び
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ

に
価
値
判
断
を
加
え
た
も
の
が
偏
見
で
す
。「
家

事
を
し
な
い
女
性
は
だ
ら
し
な
い
、
あ
る
い
は
怠

け
者
で
悪
い
」
と
な
る
と
、
こ
れ
は
偏
見
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
う
い
っ
た
「
思
い
込
み
」
が
本
人
も
あ
ま
り

強
く
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
無
意
識
で
行
わ
れ
る

と
き
、
こ
れ
を
「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス
」

と
呼
び
ま
す
。

◆
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
が
起
こ
る

仕
組
み

　
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
は
無
意
識
、
バ
イ
ア
ス
は
歪

み
と
い
う
意
味
で
す
が
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ

イ
ア
ス
と
偏
見
に
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
あ
り
ま
せ

ん
。た
だ
、特
に
、「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス
」

は
そ
れ
が
無
意
識
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
女
子
校
生
が
工
学
部
に
進
学
を
望
ん
だ
と
き

に
、
親
が
「
女
子
に
理
系
は
難
し
い
の
で
は
な
い

の
」
と
悪
気
な
く
言
う
と
き
、
そ
れ
が
ア
ン
コ
ン

シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
で
す
。
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・

バ
イ
ア
ス
は
人
の
自
由
な
選
択
を
妨
げ
る
こ
と

や
、
古
い
価
値
観
で
未
来
の
あ
る
人
の
将
来
を
狭

め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
心
を
傷
つ
け
る
な
ど
、
良

く
な
い
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り

ま
す
。

　
私
た
ち
の
生
活
は
、「
普
通
こ
う
な
る
」
と
い

う
ル
ー
チ
ー
ン
的
な
思
い
込
み
に
溢
れ
て
い
ま
す

の
で
、そ
の
通
り
に
こ
と
が
運
ぶ
か
ぎ
り
、ス
ム
ー

ス
で
快
適
に
感
じ
ら
れ
や
す
い
の
で
す
。
思
い
込

み
が
間
違
い
の
時
に
は
ひ
っ
か
か
り
が
生
じ
ま
す

の
で
、こ
れ
を
面
倒
に
感
じ
る
人
も
出
て
き
ま
す
。

生
ま
れ
の
性
が
男
性
で
性
自
認
が
女
性
で
あ
る
ト

ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
方
の
女
性
ト
イ
レ
使
用
な

ど
の
問
題
も
、
一
般
の
人
に
と
っ
て
「
普
通
と
異

な
る
」
事
態
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

抵
抗
感
や
面
倒
な
気
持
ち
が
起
こ
り
や
す
い
の
で

す
。

　
し
か
し
、私
た
ち
は
み
ん
な
そ
れ
ほ
ど
「
普
通
」

で
し
ょ
う
か
。
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
り
ま

す
し
、
考
え
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
う
い
っ
た

こ
と
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
か
ら
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ

ス
・
バ
イ
ア
ス
は
生
じ
る
の
で
す
。
面
倒
に
思
う

気
持
ち
が
偏
見
や
差
別
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
学
校
で
授
業
中
立
ち
歩
く
発
達
障
害
の
子
ど
も

が
ク
ラ
ス
に
一
人
い
た
場
合
、「
こ
の
子
一
人
さ

え
い
な
け
れ
ば
授
業
運
営
が
ス
ム
ー
ス
な
の
に
」

と
考
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は

立
派
な
差
別
の
始
ま
り
で
す
。
多
様
な
児
童
・
生

徒
が
い
て
も
、
副
担
任
や
チ
ュ
ー
タ
ー
、
特
別
支

援
の
補
助
教
員
な
ど
の
制
度
を
活
用
し
て
、
円
滑

に
運
営
で
き
る
よ
う
に
態
勢
を
整
え
る
方
が
、
生

産
的
で
多
様
性
を
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

補
助
教
員
が
い
れ
ば
、
発
達
障
害
の
子
ど
も
ば
か

り
で
な
く
、
そ
の
場
で
話
に
つ
い
て
こ
ら
れ
な

か
っ
た
子
ど
も
、
細
か
な
点
の
質
問
が
あ
る
子
ど

も
な
ど
、
み
ん
な
の
学
習
に
広
く
役
立
ち
ま
す
。

授
業
の
理
解
度
が
向
上
す
れ
ば
、
よ
り
高
度
な
学

習
も
可
能
に
な
り
ま
す
し
、
ク
ラ
ス
の
活
気
や
雰

囲
気
に
も
好
影
響
が
期
待
で
き
ま
す
。
困
っ
て
い

る
一
人
を
救
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
員
に
と
っ
て

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
あ
り
ま

す
。

◆
油
断
で
き
な
い
「
好
感
度
」

　
人
は
他
者
か
ら
好
感
を
も
た
れ
た
い
も
の
で

す
。
好
意
的
に
扱
わ
れ
れ
ば
、
嬉
し
い
も
の
で
、

自
己
肯
定
感
も
上
が
り
ま
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ

カ
の
社
会
心
理
学
者
で
偏
見
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

の
研
究
者
、
ス
ー
ザ
ン
・Ｔ・
フ
ィ
ス
ク
は
、
両

価
的
（
注
１
）
差
別
や
相
補
的
（
注
２
）
偏
見
と

い
う
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
抱
き
合
わ
せ
に
し
て
、
な
か
な
か
変
化
し
に
く

い
持
続
的
な
差
別
の
仕
組
み
を
解
き
明
か
し
ま
し

た
。
働
く
女
性
へ
の
差
別
、バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ（
注

３
）
に
は
、「
子
ど
も
が
小
さ
い
間
は
母
親
が
身

近
で
乳
幼
児
の
面
倒
を
見
る
べ
き
だ
」
と
い
っ
た

伝
統
的
性
役
割
の
押
し
つ
け
が
あ
り
、
社
会
全
体

で
子
ど
も
を
育
て
る
の
で
は
な
く
、
子
育
て
は
す

べ
て
各
家
庭
が
中
心
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

い
っ
た
考
え
方
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
働
く
女
性
に
対
し
て
、「
能
力
は
高
い
が
冷

た
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
抱
か
れ
、
専
業
主
婦

は
子
ど
も
や
家
族
の
ケ
ア
を
行
う
「
温
か
く
優
し

い
人
」で
あ
る
と
の
肯
定
的
評
価
が
あ
る
も
の
の
、

フ
ィ
ス
ク
は
そ
の
裏
側
に
「
仕
事
を
退
職
し
て
仕

事
能
力
が
衰
え
た
能
力
の
低
い
」
人
と
い
う
否
定

的
イ
メ
ー
ジ
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

ま
す
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
枠
組
み
で
は
、
人
の
「
能
力
」

と
「
性
格
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
お
い
て
、
肯

定
的
と
否
定
的
の
セ
ッ
ト
が
で
き
あ
が
っ
て
い

て
、
長
所
と
短
所
が
抱
き
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る

と
見
ら
れ
る
の
で
す
。
フ
ィ
ス
ク
は
、
働
く
女
性

へ
の「
性
格
は
ギ
ス
ギ
ス
し
て
い
る
」と
い
う
バ
ッ

ク
ラ
ッ
シ
ュ
を
敵
対
的
差
別
と
命
名
し
、
主
婦
た

ち
へ
の
「
能
力
は
低
い
が
、
性
格
は
温
か
い
」
と

い
う
取
り
扱
い
を
温
情
的
差
別
と
命
名
し
ま
し

た
。

　
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
「
細
か
な
こ
と
に
よ
く

気
づ
い
て
、
心
配
り
が
で
き
る
」
と
い
う
一
見
褒

め
言
葉
も
、「
だ
か
ら
育
児
や
介
護
な
ど
の
人
の

ケ
ア
に
は
女
性
が
向
い
て
い
る
」
と
い
う
バ
イ
ア

ス
に
つ
な
が
り
、
家
事
・
育
児
・
介
護
の
女
性
へ

の
押
し
つ
け
と
い
う
慣
習
が
維
持
さ
れ
て
し
ま
う

か
ら
く
り
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

の
で
す
。

　「
気
が
利
く
」
と
肯
定
的
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
、

喜
ん
で
い
る
だ
け
で
は
済
ま
な
い
社
会
的
仕
組
み

が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
際
、
男
性
も

働
い
て
い
る
場
に
お
い
て
は
上
司
の
顔
色
を
窺
っ

た
り
、
顧
客
や
取
引
先
と
信
頼
関
係
を
構
築
し
た

り
、
十
分
、「
気
を
遣
う
」
こ
と
が
で
き
て
い
る

は
ず
で
す
。
男
性
‐
女
性
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
に
陥
り
す
ぎ
な
い
で
、
客
観
的
に
み
れ
ば
、
性

別
に
よ
る
差
よ
り
も
個
人
差
の
方
が
大
き
く
、
女

性
で
も
男
性
で
も
気
の
利
か
な
い
人
は
い
く
ら
で

も
い
る
し
、
気
の
利
く
人
も
同
様
に
、
女
性
に
も

男
性
に
も
い
る
こ
と
に
す
ぐ
気
づ
か
れ
る
で
し
ょ

う
。

◆
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
乗
り
越

え
る
に
は
〜
自
分
で
で
き
る
対
策

　
小
さ
い
お
子
さ
ん
が
い
る
女
性
に
、つ
い
、「
こ

ん
な
夜
に
大
丈
夫
な
の
」
と
声
を
か
け
た
り
、「
負

担
の
小
さ
い
仕
事
が
良
い
に
違
い
な
い
」
と
本
人

に
確
認
を
と
ら
ず
に
、
決
め
て
し
ま
っ
た
り
す
る

こ
と
に
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
は
現
れ
て

い
ま
す
。「
女
性
は
若
い
方
が
良
い
」「
お
か
あ
さ

ん
に
見
え
な
い
ね
」
と
い
う
の
が
褒
め
言
葉
だ
と

考
え
る
の
も
配
慮
の
足
り
な
い
見
方
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
こ
う
し
た
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
乗

り
越
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。

⑴
視
点
取
得

　
ま
ず
、
相
手
の
立
場
に
た
っ
て
、
ど
う
で
あ
る

の
か
を
想
像
し
て
み
る
と
い
う
視
点
取
得
が
あ
り

ま
す
。
ひ
と
は
ま
だ
年
少
で
は
他
者
の
視
点
か
ら

物
事
が
ど
う
見
え
る
か
、
心
理
的
に
も
物
理
的
に

も
未
熟
で
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
ん
だ
ん
と
他
者
の

視
点
に
成
り
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
し
、
そ
れ
に
は
、
想
像
力
を
身
に
つ
け
て
い

く
経
験
も
役
立
ち
ま
す
。
自
分
だ
け
の
経
験
で
は

狭
い
の
で
、
異
な
る
生
育
環
境
や
価
値
観
で
生
き

て
き
た
他
者
の
も
の
の
見
方
を
知
る
た
め
に
も
小

説
に
触
れ
る
こ
と
な
ど
も
有
意
味
で
し
ょ
う
。
自

身
の
言
葉
が
相
手
に
と
っ
て
困
ら
せ
る
こ
と
、
不

愉
快
な
こ
と
で
あ
る
と
、
想
像
が
つ
く
よ
う
に
な

る
と
よ
い
で
す
ね
。

⑵
オ
ー
プ
ン
さ

　
と
は
い
っ
て
も
、
自
分
自
身
で
気
づ
か
な
い
の

が
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
で
す
の
で
、

身
近
な
他
者
に
指
摘
し
て
も
ら
う
の
が
早
道
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
人
か
ら
の
忠
告
に
耳
を
傾
け
る

オ
ー
プ
ン
な
姿
勢
を
日
頃
か
ら
心
が
け
る
こ
と

で
、
部
下
や
周
り
の
人
か
ら
積
極
的
に
意
見
を

聞
き
、
取
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
し
ょ

う
。
苦
言
に
対
し
て
腹
を
立
て
ず
に
、
感
謝
し

て
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
鷹
揚
さ
や
器
の

大
き
さ
が
必
要
で
す
。

⑶
対
話

　
前
の
二
つ
と
も
つ
な
が
り
ま
す
が
、
ア
ン
コ

ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
発
動
さ
せ
な
い
た
め

に
は
、
何
よ
り
当
事
者
同
士
、
相
手
と
き
ち
ん

と
対
話
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
偏
見
を

適
用
し
て
し
ま
う
の
は
、
つ
い
「
ふ
つ
う
」
と

考
え
て
し
ま
う
「
標
準
」
に
目
の
前
の
人
を
あ

て
は
め
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
確
か
に

男
性
ら
し
さ
、
女
性
ら
し
さ
と
い
う
の
も
現
状

で
、
平
均
値
で
見
れ
ば
、
差
が
見
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
目
の
前
の
人
は
そ
の
平

均
値
で
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
人
の
考
え
は

さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
れ
を
自
覚
し
て
、
気
を
つ

け
て
い
れ
ば
、「
こ
の
人
の
意
見
は
ど
う
だ
ろ
う

か
」
と
対
話
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
開
け
、
話

し
合
い
が
成
立
し
ま
す
。
特
に
仕
事
の
進
め
方

や
家
庭
内
の
家
事
分
担
な
ど
も
、
一
方
的
な
思

い
込
み
で
は
な
く
、
率
直
に
語
り
合
っ
て
み
れ

ば
、
決
着
点
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
普
段
よ
り
も
ほ
ん
の
少
し
の
気
遣
い
、
そ
し

て
頭
を
使
う
こ
と
で
、
決
定
的
な
不
仲
や
、
あ

る
い
は
管
理
職
失
格
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
の
を

免
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
１
：
一
つ
の
物
事
に
対
し
て
、
逆
の
感
情
を

同
時
に
持
つ
こ
と
。

注
２
：
お
互
い
に
補
い
合
う
よ
う
な
関
係
。

注
３
：「
反
動
」
や
「「
揺
り
戻
し
」。平
等
の
推
進

や
地
位
向
上
な
ど
に
対
し
て
反
発
す
る

動
き
。

特集

ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス

〜
無
意
識
の
思
い
込
み
〜

　
日
本
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
進
展
が
十
分
で
は
な
い
要
因
の
一
つ
と
し
て
、「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
」

の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス
」と
は
、「
男
性
は
仕
事
、女
性
は
家
事
育
児
を
す
べ
き
」と
い
っ

た
固
定
的
性
別
役
割
分
担
の
よ
う
な
、「
無
意
識
の
思
い
込
み
」
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
今
号
で
は
、
様
々
な
視
点
か
ら
の
「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
」
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

東洋大学社会学部社会心理学科教授。大学院研究科長。
東京大学大学院社会学研究科博士課程中退。社会心理学博士。
関西大学社会学部教授を経て現職。専門は社会心理学、感情心
理学。人間の大切さを中心に置く心理学の視点から、どのよう
にして互いに他者を尊重して、社会を営んでいけるかを研究し
ている。著書に『あなたにもある無意識の偏見：アンコンシャ
スバイアス』（河出書房新社､２０２１年）など。

「アンコンシャス・バイアスとは何か
　　　　　　～その仕組みと対策～」

寄稿

北村 英哉さん



45

■
居
心
地
よ
い
家
庭
環
境
、
自
分
ら
し
い

子
育
て
っ
て
？

　　
子
ど
も
を
持
つ
親
に
と
っ
て
、
毎
日
の
子
育
て

は
常
に
「
自
分
の
そ
ば
」
に
あ
る
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
日
常
が
、
辛
い
と
感
じ
た

り
、
大
変
だ
っ
た
り
と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
を

抱
え
て
疲
れ
切
っ
て
い
る
と
子
ど
も
に
笑
顔
で
向

き
合
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　「
最
近
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る
な
」
と
感
じ
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？
実
は
子
ど
も
は
と
て
も
敏
感

で
す
。
周
り
に
い
る
大
人
が
、
不
機
嫌
な
状
態
で

過
ご
し
て
い
る
の
に
、「
子
ど
も
は
ご
機
嫌
！
」

な
ん
て
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。そ
れ
は
、

情
動
が
伝
染
し
て
し
ま
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
か

ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
不
機
嫌
は
巡
り
巡
っ
て
自

分
と
家
族
を
ご
機
嫌
生
活
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う

の
で
す
。
私
も
、
子
育
て
中
の
母
親
で
す
。
ど
う

せ
な
ら
、
毎
日
の
子
育
て
は
、
笑
顔
で
あ
り
た
い

と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
で
す

か
？

　
で
は
、
自
分
や
子
ど
も
に
と
っ
て
「
居
心
地
よ

い
家
庭
環
境
が
あ
る
と
し
た
ら
ど
う
い
う
状
態
な

の
で
し
ょ
う
か
？
」
ま
た
、「
子
育
て
に
正
解
が

あ
る
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
状
態
な
の

で
し
ょ
う
か
？
」。
こ
の
よ
う
に
、
問
い
か
け
て

は
み
た
も
の
の
、
私
自
身
は
、「
正
解
は
〇
〇
で

す
！
」
と
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、「
正
解
の
形
は
人
そ
れ
ぞ
れ
違
う
」

と
思
う
か
ら
な
の
で
す
。

■
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
に
気
づ
く

こ
と
で
子
育
て
が
楽
に
な
る
？

　
私
が
、「
子
ど
も
に
と
っ
て
、
居
心
地
よ
い
家

庭
環
境
の
正
解
は
な
い
」「
子
育
て
に
正
解
は
な

い
。
子
育
て
の
形
は
人
そ
れ
ぞ
れ
違
う
」
と
、
明

確
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ

ス・バ
イ
ア
ス（
無
意
識
の
思
い
込
み
）」に
出
会
っ

た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と

の
学
び
の
発
端
は
、
子
育
て
で
感
じ
る
不
満
や
不

安
、
イ
ラ
イ
ラ
や
怒
り
に
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ

イ
ア
ス
が
深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
た
こ
と
が
　
き
っ
か
け
で
し
た
。

　
私
は
現
在
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
研
究

所
の
認
定
ト
レ
ー
ナ
ー
と
し
て
保
育
、
子
育
て
の

現
場
で
子
ど
も
に
向
き
合
う
人
た
ち
に
ア
ン
コ
ン

シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
お
伝
え
す
る
講
師
活
動
を

し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
身
近
な
存
在
で
あ
る
大

人
が
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
知
る
こ
と

で
、
子
ど
も
の
可
能
性
を
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
潰
し

て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
子
ど
も

が
生
き
生
き
と
し
た
未
来
を
生
き
る
た
め
の
心
の

土
台
を
作
る
乳
幼
児
期
に
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ

イ
ア
ス
を
意
識
し
な
が
ら
関
わ
る
こ
と
が
ど
ん
な

に
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
か
を
伝
え
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
な
に
よ
り
、「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ

イ
ア
ス
に
気
づ
こ
う
と
意
識
す
る
こ
と
で
、
こ
れ

ま
で
と
は
違
っ
た
物
の
見
方
や
考
え
方
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
り
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
自
分
を
楽

に
し
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
ん
だ

よ
」
と
、
私
が
感
じ
た
よ
う
な
『
気
持
ち
が
ふ
っ

と
軽
く
な
る
感
覚
』
を
、
毎
日
頑
張
っ
て
い
る
子

育
て
中
の
方
々
に
も
お
伝
え
で
き
た
ら
と
思
っ
て

い
ま
す
。

■
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
っ
て
？

　
私
た
ち
は
、
何
か
を
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
感

じ
た
り
し
た
と
き
に
、
実
際
に
ど
う
か
は
別
と
し

て
「
無
意
識
に‶
こ
う
だ
“
と
思
い
込
む
こ
と
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ

ア
ス
と
言
い
ま
す
。
日
本
語
で
は
「
無
意
識
の
思

い
込
み
」
な
ど
と
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
次
に
紹
介
す
る
よ
う
な
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？

□
血
液
型
で
、
相
手
の
性
格
を
想
像
す
る

こ
と
が
あ
る

□
親
が
単
身
赴
任
中
と
聞
く
と
、
父
親
を

思
い
浮
か
べ
る

□「
普
通
は
〜
だ
」「
た
い
て
い
〜
だ
」
と

い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
が
あ
る

□
評
判
や
噂
で
相
手
を
見
る
こ
と
が
あ
る

□
挑
戦
す
る
前
に
、「
私
に
は
き
っ
と
無
理
」

と
、
思
う
こ
と
が
あ
る

□「
う
ち
の
子
に
限
っ
て
」
と
思
う
こ
と
が

あ
る

□「
男
の
子
ら
し
く
」「
女
の
子
ら
し
く
」

と
思
う
こ
と
が
あ
る

□「
男
の
子
な
ん
だ
か
ら
」「
女
の
子
な
ん

だ
か
ら
」
と
思
う
こ
と
が
あ
る

　
い
か
が
で
し
た
か
？

　
も
し
か
し
た
ら
、「
ど
れ
も
当
て
は
ま
ら
な
い
」

と
思
う
方
も
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、「
経
験

が
あ
る
な
」
と
感
じ
た
方
も
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
上
記
の
内
容
は
、
家
庭
や
子
育
て
、
ま
た
職

場
な
ど
日
常
に
あ
ふ
れ
て
い
る
ア
ン
コ
ン
シ
ャ

ス
・
バ
イ
ア
ス
の
ご
く
一
例
を
紹
介
し
た
も
の
で

す
。
ち
な
み
に
私
は
、
初
め
て
こ
れ
ら
の
ア
ン
コ

ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス
の
例
を
見
た
と
き
、「
全
部
、

経
験
が
あ
る
な
〜
」
と
感
じ
た
こ
と
を
お
伝
え
し

て
お
き
ま
す
（
笑
）。

　
私
た
ち
は
、「
過
去
の
経
験
」
や
「
見
聞
き
し

た
こ
と
」
に
影
響
を
受
け
て
、
無
意
識
の
う
ち
に

（
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
）、‶

き
っ
と
、
こ
う

だ
“
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
や
、
偏
っ
た
も
の

の
見
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
も
し
、「
全
部
の
経
験
が
あ
る
、
こ
れ
っ
て
ダ

メ
な
の
？
」
と
心
配
に
な
っ
た
方
が
い
た
と
し
た

ら
・
・
・
安
心
し
て
く
だ
さ
い
！
実
は
、
ア
ン
コ

ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
は
、
日
常
に
あ
ふ
れ
て
い

て
誰
に
で
も
あ
る
も
の
だ
か
ら
。

　
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
は
、
相
手
に
対

す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
自
分
自
身
に
対
す
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
物
に
対
し
て
、
出
来
事
に

対
し
て
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ア

ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
は
、
私
た
ち
に
と
っ

て
と
て
も
身
近
な
存
在
と
い
え
る
の
で
す
。

　
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
研
究
所
で
は
、
ア

ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
「
ア
ン
コ
ン
」
と

略
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
合
言
葉
の
よ
う
で
素
敵

で
し
ょ
う
（
笑
）

　
で
は
、
こ
こ
か
ら
、
も
う
少
し
家
庭
や
子
育
て

に
お
け
る
ア
ン
コ
ン
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

■
ア
ン
コ
ン
っ
て
、
完
全
に
な
く
せ
る
の
？

　
こ
こ
は
、
ズ
バ
リ
言
い
ま
す
！
「
ア
ン
コ
ン
を

完
全
に
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
で
す
。
完
全

に
払
拭（
ふ
っ
し
ょ
く
）す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
ア
ン
コ
ン
に
気
づ
こ
う
」
と
す

る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
、
思
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、私
は
、「
ア
ン
コ
ン
に
気
づ
け
て
良

か
っ
た
、気
持
ち
が
楽
に
な
っ
た
！
」と
い
う
の
が

一
番
の
感
想
で
す
。正
直
な
と
こ
ろ
を
告
白
す
る

と
、は
じ
め
は「
ア
ン
コ
ン
ま
み
れ
の
自
分
に
気
づ

い
て
、ひ
ど
く
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た…

」と
い
う

過
去
の
自
分
が
い
る
の
で
す
が
、今
は
違
い
ま
す
。

ア
ン
コ
ン
に
気
づ
け
た
こ
と
で
、「
こ
う
じ
ゃ
な

き
ゃ
ダ
メ
だ
」「
自
分
が
や
ら
な
い
と
！
」「
み
ん
な

が
し
て
る
ん
だ
か
ら
う
ち
の
子
も
」「
な
ん
で
反
発

す
る
の
⁉
」「
そ
ん
な
の
無
理
に
決
ま
っ
て
る
」な

ど
な
ど
、
子
育
て
の
し
が
ら
み
的
な
呪
縛
か
ら
解

放
さ
れ
た
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て
、
す
ご
く
楽
に

な
っ
た
の
で
す
。

　「
こ
れ
ま
で
、自
分
の
ア
ン
コ
ン
で
自
分
を
縛
っ

て
い
た
ん
だ
な
〜
」
と
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
か

ら
こ
そ
、「
も
し
か
し
た
ら
、○
○
し
た
ら
楽
に
な

る
か
も
」「
〇
〇
の
方
法
を
試
し
て
み
た
ら
、
う

ま
く
い
く
か
も
」「
子
ど
も
も
、〇
〇
だ
と
納
得
し

て
く
れ
る
か
も
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
今
ま
で
の

私
の
ア
ン
コ
ン
を
「
上
書
き
」
す
る
イ
メ
ー
ジ
で

子
育
て
を
柔
軟
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。

　
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ま
で
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
か…

？
そ
れ
は
、
ア
ン
コ
ン
は
無
意
識

が
ゆ
え
に
気
づ
き
に
く
い
も
の
だ
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
で
も
、
ア
ン
コ
ン
を
学
ぶ
機
会
に
出
会
っ

た
こ
と
で
、
な
ぜ
不
満
や
不
安
を
抱
え
た
り
、
イ

ラ
イ
ラ
し
た
り
し
て
い
た
の
か
の
原
因
を
知
る
こ

と
が
で
き
、
か
な
り
ス
ッ
キ
リ
し
た
ん
で
す
。
自

分
が
ダ
メ
な
せ
い
じ
ゃ
な
い
、
自
分
の
ア
ン
コ
ン

に
気
づ
い
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が

私
の
子
育
て
に
影
響
し
て
い
た
だ
け
な
ん
だ
と
、

自
分
を
責
め
な
く
て
も
良
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。

　
そ
し
て
、
私
に
た
く
さ
ん
の
ア
ン
コ
ン
が
あ
る

よ
う
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
や
子
ど
も
に
も
、
そ
れ
ぞ

れ
に
ア
ン
コ
ン
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ

と
に
、
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
私
と
は
違
う
」
と
、
受
け
入
れ
る
努
力
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
ま
で
に
は
、
時
間
が
か
か
り
、
最
初
は
大

変
で
し
た
が
、
続
け
て
い
れ
ば
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
は
私
の
成
長
で
す

（
笑
）。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
自
分
を
責
め
る
回
数

が
減
る
こ
と
で
、
心
に
余
裕
が
で
き
、
子
ど
も
を

責
め
る
回
数
が
減
っ
て
き
た
の
が
最
大
の
効
果
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

■
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
に
気
づ
か

ず
に
い
た
と
き
の
問
題
っ
て
？

　
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
に
気
づ
か
ず
に

い
た
と
き
の
問
題
点
は
、「
ア
ン
コ
ン
に
気
づ
か

ず
に
い
た
と
き
の
判
断
や
言
動
が
、
と
き
に
、
相

手
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
り
、
自
分
自
身
の
可
能

性
を
狭
め
て
し
ま
っ
た
り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

芽
を
摘
ん
で
し
ま
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
自
分
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
た
り
、
当
た
り
前

と
思
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
相
手
に
と
っ
て
は

そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
で
す
。
同
じ
言
葉

で
あ
っ
て
も
、
受
け
止
め
方
は
人
に
よ
っ
て
様
々

で
す
。

　
親
が
愛
情
を
持
っ
て
叱
っ
た
一
言
が
、
子
ど
も

の
心
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
か
ら

で
す
。
子
ど
も
の
性
格
、
発
達
年
齢
、
理
解
力
に

よ
っ
て
解
釈
も
変
わ
る
し
、
感
じ
方
も
変
わ
り
ま

す
。
子
ど
も
が
夢
を
語
っ
た
と
き
、
親
の
軽
い
気

持
ち
で
「
そ
ん
な
の
無
理
に
決
ま
っ
て
る
」
と
一

蹴
さ
れ
た
と
し
た
ら
？
も
し
か
し
た
ら
そ
の
一
言

で
、
子
ど
も
の
可
能
性
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と

だ
っ
て
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ア
ン
コ
ン
は
誰

に
で
も
あ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
ン
コ
ン

の
知
識
は
、
子
育
て
を
快
適
に
変
え
て
く
れ
る
キ

ラ
キ
ラ
ア
イ
テ
ム
に
な
っ
て
く
れ
る
と
思
う
の
で

す
。

■
ア
ン
コ
ン
・
メ
モ
で
「
気
づ
く
」
こ
と

か
ら
始
め
て
み
よ
う
！

　
ぜ
ひ
、
あ
な
た
に
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
。
そ

れ
は
、「
ア
ン
コ
ン
・
メ
モ
」
を
１
週
間
つ
け
て

み
る
こ
と
で
す
。
子
育
て
に
お
い
て
、人
（
家
族
・

子
ど
も
・
友
だ
ち
・
同
僚
な
ど
）
に
対
し
て
、
自

分
に
対
し
て
、
仕
事
に
お
い
て
、
そ
の
他
ど
ん
な

こ
と
で
も
構
い
ま
せ
ん
。「
え
？
」「
な
ん
で
？
」

と
感
じ
た
と
き
、「
こ
れ
っ
て
私
の
ア
ン
コ
ン
か

も
」
と
自
分
に
問
い
か
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ア

ン
コ
ン
を
意
識
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、

気
づ
い
た
と
き
に
相
手
の
反
応
も
確
認
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
自
分
の
気
持
ち
を
感
じ
て
み
て
く
だ

さ
い
。
ち
ょ
っ
と
で
も
違
和
感
が
あ
っ
た
な
ら
、

そ
れ
を
放
置
せ
ず
会
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
も
し
か
し
て
、
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
？
」
と
子

ど
も
に
聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
悪
か
っ
た
な
と

思
っ
た
ら
、
素
直
に
「
ご
め
ん
ね
」
っ
て
言
っ

て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

う
ま
く
い
っ
た
こ
と
、
成
功
し
た
こ
と
に
光
を

当
て
て
み
て
く
だ
さ
い
。

■
親
の
ア
ン
コ
ン
を
押
し
付
け
て
し
ま
う

の
は
Ｎ
Ｇ
で
す

　
ア
ン
コ
ン
は
、
完
全
に
は
な
く
せ
な
い
か
ら

こ
そ
気
づ
こ
う
と
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
気

づ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
新
た
な
経
験

に
な
っ
て
ア
ン
コ
ン
を
よ
り
良
い
成
功
体
験
と

し
て
上
書
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
、

今
後
の
家
庭
環
境
や
子
育
て
の
未
来
を
幸
せ
な

も
の
へ
と
変
え
る
一
歩
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
一
人
一
人
、
そ
の
時
々
と
向
き
合
う
こ
と
を

大
切
に
し
な
が
ら
、
あ
な
た
ら
し
い
家
族
の
形
、

子
育
て
の
形
を
見
つ
け
て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い

で
す
。
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「子どもや子育て、家庭における
　　　身近なアンコンシャス・バイアスについて」

寄稿

野村 恵里さん

　
無
意
識
の
う
ち
に
誰
で
も
が
持
つ
偏

見
や
差
別
意
識
は
、知
ら
ぬ
う
ち
に
他

人
を
傷
つ
け
る
と
い
う
弊
害
を
も
た
ら

す
。対
策
と
し
て
、ま
ず
自
分
自
身
へ
の

気
づ
き
と
人
々
の
間
で
の
対
話
が
必
要

と
識
者
は
述
べ
て
い
る
。私
は
、そ
れ
に

加
え
て
、バ
イ
ア
ス
を
生
じ
る
社
会
シ
ス

テ
ム
の
改
革
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

（
伊
集
院 

正
）

特
集
に
つ
い
て
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■
居
心
地
よ
い
家
庭
環
境
、
自
分
ら
し
い

子
育
て
っ
て
？

　　
子
ど
も
を
持
つ
親
に
と
っ
て
、
毎
日
の
子
育
て

は
常
に
「
自
分
の
そ
ば
」
に
あ
る
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
日
常
が
、
辛
い
と
感
じ
た

り
、
大
変
だ
っ
た
り
と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
を

抱
え
て
疲
れ
切
っ
て
い
る
と
子
ど
も
に
笑
顔
で
向

き
合
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　「
最
近
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る
な
」
と
感
じ
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？
実
は
子
ど
も
は
と
て
も
敏
感

で
す
。
周
り
に
い
る
大
人
が
、
不
機
嫌
な
状
態
で

過
ご
し
て
い
る
の
に
、「
子
ど
も
は
ご
機
嫌
！
」

な
ん
て
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。そ
れ
は
、

情
動
が
伝
染
し
て
し
ま
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
か

ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
不
機
嫌
は
巡
り
巡
っ
て
自

分
と
家
族
を
ご
機
嫌
生
活
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う

の
で
す
。
私
も
、
子
育
て
中
の
母
親
で
す
。
ど
う

せ
な
ら
、
毎
日
の
子
育
て
は
、
笑
顔
で
あ
り
た
い

と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
で
す

か
？

　
で
は
、
自
分
や
子
ど
も
に
と
っ
て
「
居
心
地
よ

い
家
庭
環
境
が
あ
る
と
し
た
ら
ど
う
い
う
状
態
な

の
で
し
ょ
う
か
？
」
ま
た
、「
子
育
て
に
正
解
が

あ
る
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
状
態
な
の

で
し
ょ
う
か
？
」。
こ
の
よ
う
に
、
問
い
か
け
て

は
み
た
も
の
の
、
私
自
身
は
、「
正
解
は
〇
〇
で

す
！
」
と
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、「
正
解
の
形
は
人
そ
れ
ぞ
れ
違
う
」

と
思
う
か
ら
な
の
で
す
。

■
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
に
気
づ
く

こ
と
で
子
育
て
が
楽
に
な
る
？

　
私
が
、「
子
ど
も
に
と
っ
て
、
居
心
地
よ
い
家

庭
環
境
の
正
解
は
な
い
」「
子
育
て
に
正
解
は
な

い
。
子
育
て
の
形
は
人
そ
れ
ぞ
れ
違
う
」
と
、
明

確
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ

ス・バ
イ
ア
ス（
無
意
識
の
思
い
込
み
）」に
出
会
っ

た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と

の
学
び
の
発
端
は
、
子
育
て
で
感
じ
る
不
満
や
不

安
、
イ
ラ
イ
ラ
や
怒
り
に
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ

イ
ア
ス
が
深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
た
こ
と
が
　
き
っ
か
け
で
し
た
。

　
私
は
現
在
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
研
究

所
の
認
定
ト
レ
ー
ナ
ー
と
し
て
保
育
、
子
育
て
の

現
場
で
子
ど
も
に
向
き
合
う
人
た
ち
に
ア
ン
コ
ン

シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
お
伝
え
す
る
講
師
活
動
を

し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
身
近
な
存
在
で
あ
る
大

人
が
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
知
る
こ
と

で
、
子
ど
も
の
可
能
性
を
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
潰
し

て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
子
ど
も

が
生
き
生
き
と
し
た
未
来
を
生
き
る
た
め
の
心
の

土
台
を
作
る
乳
幼
児
期
に
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ

イ
ア
ス
を
意
識
し
な
が
ら
関
わ
る
こ
と
が
ど
ん
な

に
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
か
を
伝
え
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
な
に
よ
り
、「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ

イ
ア
ス
に
気
づ
こ
う
と
意
識
す
る
こ
と
で
、
こ
れ

ま
で
と
は
違
っ
た
物
の
見
方
や
考
え
方
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
り
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
自
分
を
楽

に
し
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
ん
だ

よ
」
と
、
私
が
感
じ
た
よ
う
な
『
気
持
ち
が
ふ
っ

と
軽
く
な
る
感
覚
』
を
、
毎
日
頑
張
っ
て
い
る
子

育
て
中
の
方
々
に
も
お
伝
え
で
き
た
ら
と
思
っ
て

い
ま
す
。

■
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
っ
て
？

　
私
た
ち
は
、
何
か
を
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
感

じ
た
り
し
た
と
き
に
、
実
際
に
ど
う
か
は
別
と
し

て
「
無
意
識
に‶

こ
う
だ
“
と
思
い
込
む
こ
と
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ

ア
ス
と
言
い
ま
す
。
日
本
語
で
は
「
無
意
識
の
思

い
込
み
」
な
ど
と
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
次
に
紹
介
す
る
よ
う
な
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？

□
血
液
型
で
、
相
手
の
性
格
を
想
像
す
る

こ
と
が
あ
る

□
親
が
単
身
赴
任
中
と
聞
く
と
、
父
親
を

思
い
浮
か
べ
る

□「
普
通
は
〜
だ
」「
た
い
て
い
〜
だ
」
と

い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
が
あ
る

□
評
判
や
噂
で
相
手
を
見
る
こ
と
が
あ
る

□
挑
戦
す
る
前
に
、「
私
に
は
き
っ
と
無
理
」

と
、
思
う
こ
と
が
あ
る

□「
う
ち
の
子
に
限
っ
て
」
と
思
う
こ
と
が

あ
る

□「
男
の
子
ら
し
く
」「
女
の
子
ら
し
く
」

と
思
う
こ
と
が
あ
る

□「
男
の
子
な
ん
だ
か
ら
」「
女
の
子
な
ん

だ
か
ら
」
と
思
う
こ
と
が
あ
る

　
い
か
が
で
し
た
か
？

　
も
し
か
し
た
ら
、「
ど
れ
も
当
て
は
ま
ら
な
い
」

と
思
う
方
も
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、「
経
験

が
あ
る
な
」
と
感
じ
た
方
も
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
上
記
の
内
容
は
、
家
庭
や
子
育
て
、
ま
た
職

場
な
ど
日
常
に
あ
ふ
れ
て
い
る
ア
ン
コ
ン
シ
ャ

ス
・
バ
イ
ア
ス
の
ご
く
一
例
を
紹
介
し
た
も
の
で

す
。
ち
な
み
に
私
は
、
初
め
て
こ
れ
ら
の
ア
ン
コ

ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス
の
例
を
見
た
と
き
、「
全
部
、

経
験
が
あ
る
な
〜
」
と
感
じ
た
こ
と
を
お
伝
え
し

て
お
き
ま
す
（
笑
）。

　
私
た
ち
は
、「
過
去
の
経
験
」
や
「
見
聞
き
し

た
こ
と
」
に
影
響
を
受
け
て
、
無
意
識
の
う
ち
に

（
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
）、‶

き
っ
と
、
こ
う

だ
“
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
や
、
偏
っ
た
も
の

の
見
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
も
し
、「
全
部
の
経
験
が
あ
る
、
こ
れ
っ
て
ダ

メ
な
の
？
」
と
心
配
に
な
っ
た
方
が
い
た
と
し
た

ら
・
・
・
安
心
し
て
く
だ
さ
い
！
実
は
、
ア
ン
コ

ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
は
、
日
常
に
あ
ふ
れ
て
い

て
誰
に
で
も
あ
る
も
の
だ
か
ら
。

　
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
は
、
相
手
に
対

す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
自
分
自
身
に
対
す
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
物
に
対
し
て
、
出
来
事
に

対
し
て
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ア

ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
は
、
私
た
ち
に
と
っ

て
と
て
も
身
近
な
存
在
と
い
え
る
の
で
す
。

　
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
研
究
所
で
は
、
ア

ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
を
「
ア
ン
コ
ン
」
と

略
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
合
言
葉
の
よ
う
で
素
敵

で
し
ょ
う
（
笑
）

　
で
は
、
こ
こ
か
ら
、
も
う
少
し
家
庭
や
子
育
て

に
お
け
る
ア
ン
コ
ン
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

■
ア
ン
コ
ン
っ
て
、
完
全
に
な
く
せ
る
の
？

　
こ
こ
は
、
ズ
バ
リ
言
い
ま
す
！
「
ア
ン
コ
ン
を

完
全
に
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
で
す
。
完
全

に
払
拭（
ふ
っ
し
ょ
く
）す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
ア
ン
コ
ン
に
気
づ
こ
う
」
と
す

る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
、
思
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、私
は
、「
ア
ン
コ
ン
に
気
づ
け
て
良

か
っ
た
、気
持
ち
が
楽
に
な
っ
た
！
」と
い
う
の
が

一
番
の
感
想
で
す
。正
直
な
と
こ
ろ
を
告
白
す
る

と
、は
じ
め
は「
ア
ン
コ
ン
ま
み
れ
の
自
分
に
気
づ

い
て
、ひ
ど
く
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た…

」と
い
う

過
去
の
自
分
が
い
る
の
で
す
が
、今
は
違
い
ま
す
。

ア
ン
コ
ン
に
気
づ
け
た
こ
と
で
、「
こ
う
じ
ゃ
な

き
ゃ
ダ
メ
だ
」「
自
分
が
や
ら
な
い
と
！
」「
み
ん
な

が
し
て
る
ん
だ
か
ら
う
ち
の
子
も
」「
な
ん
で
反
発

す
る
の
⁉
」「
そ
ん
な
の
無
理
に
決
ま
っ
て
る
」な

ど
な
ど
、
子
育
て
の
し
が
ら
み
的
な
呪
縛
か
ら
解

放
さ
れ
た
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て
、
す
ご
く
楽
に

な
っ
た
の
で
す
。

　「
こ
れ
ま
で
、自
分
の
ア
ン
コ
ン
で
自
分
を
縛
っ

て
い
た
ん
だ
な
〜
」
と
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
か

ら
こ
そ
、「
も
し
か
し
た
ら
、○
○
し
た
ら
楽
に
な

る
か
も
」「
〇
〇
の
方
法
を
試
し
て
み
た
ら
、
う

ま
く
い
く
か
も
」「
子
ど
も
も
、〇
〇
だ
と
納
得
し

て
く
れ
る
か
も
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
今
ま
で
の

私
の
ア
ン
コ
ン
を
「
上
書
き
」
す
る
イ
メ
ー
ジ
で

子
育
て
を
柔
軟
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。

　
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ま
で
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
か…

？
そ
れ
は
、
ア
ン
コ
ン
は
無
意
識

が
ゆ
え
に
気
づ
き
に
く
い
も
の
だ
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
で
も
、
ア
ン
コ
ン
を
学
ぶ
機
会
に
出
会
っ

た
こ
と
で
、
な
ぜ
不
満
や
不
安
を
抱
え
た
り
、
イ

ラ
イ
ラ
し
た
り
し
て
い
た
の
か
の
原
因
を
知
る
こ

と
が
で
き
、
か
な
り
ス
ッ
キ
リ
し
た
ん
で
す
。
自

分
が
ダ
メ
な
せ
い
じ
ゃ
な
い
、
自
分
の
ア
ン
コ
ン

に
気
づ
い
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が

私
の
子
育
て
に
影
響
し
て
い
た
だ
け
な
ん
だ
と
、

自
分
を
責
め
な
く
て
も
良
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。

　
そ
し
て
、
私
に
た
く
さ
ん
の
ア
ン
コ
ン
が
あ
る

よ
う
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
や
子
ど
も
に
も
、
そ
れ
ぞ

れ
に
ア
ン
コ
ン
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ

と
に
、
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
私
と
は
違
う
」
と
、
受
け
入
れ
る
努
力
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
ま
で
に
は
、
時
間
が
か
か
り
、
最
初
は
大

変
で
し
た
が
、
続
け
て
い
れ
ば
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
は
私
の
成
長
で
す

（
笑
）。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
自
分
を
責
め
る
回
数

が
減
る
こ
と
で
、
心
に
余
裕
が
で
き
、
子
ど
も
を

責
め
る
回
数
が
減
っ
て
き
た
の
が
最
大
の
効
果
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

■
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
に
気
づ
か

ず
に
い
た
と
き
の
問
題
っ
て
？

　
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
に
気
づ
か
ず
に

い
た
と
き
の
問
題
点
は
、「
ア
ン
コ
ン
に
気
づ
か

ず
に
い
た
と
き
の
判
断
や
言
動
が
、
と
き
に
、
相

手
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
り
、
自
分
自
身
の
可
能

性
を
狭
め
て
し
ま
っ
た
り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

芽
を
摘
ん
で
し
ま
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
自
分
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
た
り
、
当
た
り
前

と
思
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
相
手
に
と
っ
て
は

そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
で
す
。
同
じ
言
葉

で
あ
っ
て
も
、
受
け
止
め
方
は
人
に
よ
っ
て
様
々

で
す
。

　
親
が
愛
情
を
持
っ
て
叱
っ
た
一
言
が
、
子
ど
も

の
心
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
か
ら

で
す
。
子
ど
も
の
性
格
、
発
達
年
齢
、
理
解
力
に

よ
っ
て
解
釈
も
変
わ
る
し
、
感
じ
方
も
変
わ
り
ま

す
。
子
ど
も
が
夢
を
語
っ
た
と
き
、
親
の
軽
い
気

持
ち
で
「
そ
ん
な
の
無
理
に
決
ま
っ
て
る
」
と
一

蹴
さ
れ
た
と
し
た
ら
？
も
し
か
し
た
ら
そ
の
一
言

で
、
子
ど
も
の
可
能
性
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と

だ
っ
て
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ア
ン
コ
ン
は
誰

に
で
も
あ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
ン
コ
ン

の
知
識
は
、
子
育
て
を
快
適
に
変
え
て
く
れ
る
キ

ラ
キ
ラ
ア
イ
テ
ム
に
な
っ
て
く
れ
る
と
思
う
の
で

す
。

■
ア
ン
コ
ン
・
メ
モ
で
「
気
づ
く
」
こ
と

か
ら
始
め
て
み
よ
う
！

　
ぜ
ひ
、
あ
な
た
に
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
。
そ

れ
は
、「
ア
ン
コ
ン
・
メ
モ
」
を
１
週
間
つ
け
て

み
る
こ
と
で
す
。
子
育
て
に
お
い
て
、人
（
家
族
・

子
ど
も
・
友
だ
ち
・
同
僚
な
ど
）
に
対
し
て
、
自

分
に
対
し
て
、
仕
事
に
お
い
て
、
そ
の
他
ど
ん
な

こ
と
で
も
構
い
ま
せ
ん
。「
え
？
」「
な
ん
で
？
」

と
感
じ
た
と
き
、「
こ
れ
っ
て
私
の
ア
ン
コ
ン
か

も
」
と
自
分
に
問
い
か
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ア

ン
コ
ン
を
意
識
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、

気
づ
い
た
と
き
に
相
手
の
反
応
も
確
認
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
自
分
の
気
持
ち
を
感
じ
て
み
て
く
だ

さ
い
。
ち
ょ
っ
と
で
も
違
和
感
が
あ
っ
た
な
ら
、

そ
れ
を
放
置
せ
ず
会
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
も
し
か
し
て
、
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
？
」
と
子

ど
も
に
聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
悪
か
っ
た
な
と

思
っ
た
ら
、
素
直
に
「
ご
め
ん
ね
」
っ
て
言
っ

て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

う
ま
く
い
っ
た
こ
と
、
成
功
し
た
こ
と
に
光
を

当
て
て
み
て
く
だ
さ
い
。

■
親
の
ア
ン
コ
ン
を
押
し
付
け
て
し
ま
う

の
は
Ｎ
Ｇ
で
す

　
ア
ン
コ
ン
は
、
完
全
に
は
な
く
せ
な
い
か
ら

こ
そ
気
づ
こ
う
と
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
気

づ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
新
た
な
経
験

に
な
っ
て
ア
ン
コ
ン
を
よ
り
良
い
成
功
体
験
と

し
て
上
書
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
、

今
後
の
家
庭
環
境
や
子
育
て
の
未
来
を
幸
せ
な

も
の
へ
と
変
え
る
一
歩
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
一
人
一
人
、
そ
の
時
々
と
向
き
合
う
こ
と
を

大
切
に
し
な
が
ら
、
あ
な
た
ら
し
い
家
族
の
形
、

子
育
て
の
形
を
見
つ
け
て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い

で
す
。

一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所認定トレーナー。感情保育学研修所
代表。旭川荘厚生専門学院児童福祉学科特任講師。
保育士・幼稚園教諭。日本アンガーマネジメント協会アンガーマネジメントコン
サルタント®。色彩心理コミュニケーター。
岡山市公立保育園で２０年間勤務後、２０１４年４月、講師業を開始。 保育者向
け書籍の出版、保育雑誌特集ページやコラムの執筆等を行なっている。著書に『とっ
さの怒りに負けない！子育て』（すばる舎、２０２３年）など。

「子どもや子育て、家庭における
　　　身近なアンコンシャス・バイアスについて」

寄稿

野村 恵里さん

　
無
意
識
の
う
ち
に
誰
で
も
が
持
つ
偏

見
や
差
別
意
識
は
、知
ら
ぬ
う
ち
に
他

人
を
傷
つ
け
る
と
い
う
弊
害
を
も
た
ら

す
。対
策
と
し
て
、ま
ず
自
分
自
身
へ
の

気
づ
き
と
人
々
の
間
で
の
対
話
が
必
要

と
識
者
は
述
べ
て
い
る
。私
は
、そ
れ
に

加
え
て
、バ
イ
ア
ス
を
生
じ
る
社
会
シ
ス

テ
ム
の
改
革
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

（
伊
集
院 

正
）

特
集
に
つ
い
て
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こ
れ
ま
で
の
活
動
に
つ
い
て

　
植
物
に
関
す
る
仕
事
・
活
動
を
十
年
以
上
し
て

い
ま
し
た
が
、
始
め
に
就
い
た
仕
事
は
植
木
屋
さ

ん
で
し
た
。両
親
の
田
舎
が
ど
ち
ら
も
香
川
県
で
、

植
物
が
多
い
土
地
で
育
っ
た
と
い
う
の
が
、
原
風

景
と
し
て
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
私
は
大
阪
で
生
ま
れ
、
神
戸
に
引
っ
越
し
て
、

大
学
時
代
は
京
都
で
、
京
阪
神
に
約
十
年
ず
つ
住

ん
で
い
た
ん
で
す
。

　
あ
る
時
、
関
西
弁
を
話
し
て
い
る
自
分
に
急
に

違
和
感
を
覚
え
て
、
職
場
も
住
む
場
所
も
決
め
ず

に
、
次
の
日
に
は
も
う
東
京
に
行
って
た
と
い
う…

。

ち
ょ
っ
と
変
わ
り
者
な
ん
で
す（
笑
）。そ
の
時
は
、

色
々
ご
縁
が
あ
っ
て
親
方
に
拾
っ
て
も
ら
い
、
植

木
屋
さ
ん
で
一
年
半
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
腰

を
痛
め
て
し
ま
っ
て
兵
庫
に
戻
っ
た
後
は
、
三
年

半
く
ら
い
お
花
屋
さ
ん
に
勤
め
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
結
婚
を
機
に
京
都
へ
移
り
、
花
の
香

り
を
ク
リ
ー
ム
に
移
し
取
る
「
ア
ン
フ
ル
ラ
ー

ジ
ュ
」
と
い
う
事
業
に
関
わ
っ
て
独
立
し
、
ア
ロ

マ
テ
ラ
ピ
ー
を
学
び
、
ア
ロ
マ
の
講
師
等
も
し
て

い
ま
し
た
。

　
植
物
と
心
の
ケ
ア

　
大
学
時
代
は
無
気
力
に
な
り
や
す
く
、
眠
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
植
木
屋
に
な
っ
て
か

ら
、
ぐ
っ
す
り
眠
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
植

木
屋
に
な
っ
て
体
を
よ
く
動
か
す
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
木
の
香
り
や
温
も
り
な
ど

が
体
に
効
い
て
い
る
感
覚
が
あ
り
、
心
の
問
題
は

体
か
ら
解
決
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
ま

し
た
。

　
さ
ら
に
、
ア
ン
フ
ル
ラ
ー
ジ
ュ
や
ア
ロ
マ
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
参
加
者
に
香
り
を
嗅
い
で
も

ら
う
と
、
皆
さ
ん
の
顔
が
ぱ
あ
ー
っ
と
明
る
く
な

る
ん
で
す
。

　
そ
ん
な
経
験
か
ら
、
心
の
ケ
ア
に
つ
い
て
、
よ

り
専
門
的
に
深
く
学
ん
で
い
き
ま
し
た
。
ア
ロ
マ

は
肩
こ
り
や
お
腹
が
痛
い
時
な
ど
に
も
、
セ
ル
フ

ケ
ア
で
使
え
る
の
で
便
利
で
す
。

　
施
設
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
き
っ
か
け

　
京
都
で
の
個
人
事
業
の
仕
事
は
、
お
客
さ
ん
も

増
え
約
三
年
ほ
ど
続
け
て
い
ま
し
た
が
、
家
族
の

仕
事
の
関
係
で
、
東
京
へ
引
っ
越
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
東
京
と
い
う
新
し
い
環
境
で
、
植
物
や

ア
ロ
マ
に
関
す
る
事
業
を
ま
た
一
か
ら
立
ち
上
げ

る
の
は
大
変
だ
な
と
、
途
方
に
暮
れ
た
り
も
し
て

い
ま
し
た
。

　
東
京
に
来
る
前
は
、
相
手
の
心
や
体
の
状
態
に

合
わ
せ
た
ア
ロ
マ
を
ブ
レ
ン
ド
す
る
、
ア
ロ
マ
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
う
事
業
も
行
っ
て
い
て
、
よ

り
相
手
の
心
や
体
の
ケ
ア
に
関
わ
る
機
会
が
増
え

て
い
た
こ
と
や
、
植
物
で
元
気
に
な
っ
た
自
分
自

身
の
体
験
か
ら
、
ア
ロ
マ
等
で
誰
か
の
力
に
な
れ

た
ら
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
精
神
疾
患
の
方
が
主

に
通
わ
れ
る
作
業
所
で
、
仕
事
を
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
そ
の
作
業
所
で
は
、
ア
ロ
マ
の
講
座
を

し
た
り
、
ベ
ラ
ン
ダ
園
芸
や
植
木
の
剪
定
も
し
た

り
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
植
物
の
分
野
で

行
っ
て
い
た
こ
と
を
、
福
祉
の
分
野
に
持
ち
込
ん

で
働
き
始
め
た
の
が
、
福
祉
業
界
で
の
活
動
の
始

ま
り
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
後
、作
業
所
で
働
き
つ
つ
、フ
リ
ー
ス
ク
ー

ル
の
寮
母
や
、
障
が
い
が
あ
る
方
の
就
労
支
援
を

始
め
た
り
、
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
取
得
し

た
り
と
、福
祉
の
活
動
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
色
々
な
経
験
を
経
て
、
自
分
な
り
の

「
居
場
所
」
を
作
り
た
い
な
と
思
う
よ
う
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。

　
居
場
所
へ
の
気
持
ち
が
高
ま
っ
て
き
た
頃
に
丁

度
、Ｋ
Ｏ‒

Ｔ
Ｏ（
注
１
）で
開
催
さ
れ
た「
ま
ち
の

イ
ン
キ
ュベ
ー
シ
ョ
ン
ゼ
ミ
」（
注
２
）に
参
加
し
た

こ
と
で
、福
祉
施
設
開
設
へ
の
プ
ラ
ン
が
ま
と
ま

り
、実
現
へ
と
進
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
福
祉
に
つ
い
て
の
学
び
を
深
め
て
い
く
に
つ
れ
、

日
本
は
世
界
に
比
べ
、
精
神
科
病
床
が
ず
ば
抜
け

て
多
い
こ
と
や
、
ひ
き
こ
も
り
の
背
景
に
精
神
疾

患
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
入
退
院

を
繰
り
返
す
方
や
、
長
期
間
ひ
き
こ
も
り
状
態

だ
っ
た
方
に
と
っ
て
は
、「
自
分
に
合
っ
た
生
活
の

仕
方
」
が
な
か
な
か
見
つ
け
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
多

く
、ム
ジ
ナ
の
庭
で
は
、働
き
方
だ
け
で
な
く
、様
々

な
暮
ら
し
方
の
提
案
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス（
無

意
識
の
思
い
込
み
）を
感
じ
た
こ
と
は
？

　
ム
ジ
ナ
の
庭
に
来
ら
れ
た
方
に
よ
く
、「
誰
が

ス
タ
ッ
フ
で
誰
が
利
用
者
か
分
か
ら
な
い
」
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、「
障
が
い

が
あ
る
人
は
こ
う
い
う
人
だ
」
と
イ
メ
ー
ジ
を
持

た
れ
て
い
た
方
が
、「
自
分
た
ち
と
変
わ
ら
な
い

ん
だ
」
と
び
っ
く
り
さ
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

行
動
障
が
い
が
あ
る
方
や
身
体
が
不
自
由
な
方
の

よ
う
な
、
目
で
見
て
分
か
り
や
す
い
障
が
い
の
イ

メ
ー
ジ
を
、
障
が
い
を
持
つ
方
全
般
の
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
捉
え
て
い
る
方
が
多
い
と
感
じ
ま
す
。

　「
障
が
い
は
目
に
見
え
る
」
と
み
な
さ
ん
が
無

意
識
に
思
い
込
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

周
囲
の
方
に
、
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を

知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
が
あ
り
ま

す
が
、
つ
け
る
と
「
甘
え
る
な
」「
座
り
た
い
か

ら
つ
け
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
わ
れ
た
り

と
、
余
計
に
危
険
な
目
に
合
う
場
合
も
あ
る
よ
う

で
、あ
え
て
つ
け
な
い
方
も
い
ま
す
。ヘ
ル
プ
マ
ー

ク
を
つ
け
て
い
な
い
人
の
中
に
も
、
配
慮
を
必
要

と
し
て
い
る
人
や
本
当
は
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
つ
け

た
い
人
た
ち
が
い
ま
す
。
普
段
、
自
分
の
周
囲
に

は
健
常
者
し
か
い
な
い
と
錯
覚
す
る
こ
と
と
、
ム

ジ
ナ
の
庭
に
来
れ
ば
、
目
に
見
え
る
障
が
い
の
あ

る
方
に
出
会
え
る
と
思
う
こ
と
は
似
て
い
る
の
か

な
と
感
じ
ま
す
。

　
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
時
に
、

「
ど
う
関
わ
っ
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
」
と
初
め
は

様
子
を
見
る
方
も
い
ま
す
が
、
一
緒
に
作
業
す
る

う
ち
に
、「
い
つ
も
通
り
で
い
い
ん
だ
」
と
、
気

付
き
や
変
化
の
機
会
に
立
ち
会
う
こ
と
も
よ
く
あ

り
ま
す
。

　
一
方
、
自
分
た
ち
の
思
い
込
み
と
し
て
は
、
施

設
や
障
が
い
に
対
す
る
捉
え
方
、
と
い
う
点
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
周
囲
の
方
が
利
用
者
の
方
に
、

「
ム
ジ
ナ
さ
ん
を
見
つ
け
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
利
用
者
の
方

の
中
に
は
、
ム
ジ
ナ
に
来
て
い
る
こ
と
を
隠
し
た

い
と
思
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。

　
私
た
ち
が
ど
ん
な
に
居
心
地
の
い
い
場
所
を

作
っ
た
と
し
て
も
、
通
所
し
て
い
る
こ
と
を
隠
し

た
い
と
感
じ
る
方
も
い
る
と
い
う
、
障
が
い
と
い

う
言
葉
に
か
か
る『
十
字
架
の
よ
う
な
も
の
』は
、

す
ご
く
重
い
ん
だ
と
、
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
く
ら
私
た
ち
が

理
想
的
な
場
所
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ス

タ
ッ
フ
の
側
が
思
う
理
想
に
し
か
す
ぎ
ず
、
利
用

者
の
方
と
の
想
い
と
は
、
大
き
な
差
が
あ
る
と
感

じ
ま
す
。

　
こ
の
場
所
を
良
く
整
え
れ
ば
そ
の
重
さ
も
消
え

て
い
く
、
と
い
う
思
い
込
み
は
持
っ
て
い
て
は
い

け
な
い
と
感
じ
ま
す
。
一
つ
一
つ
の
居
場
所
が
良

く
な
っ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
全
体
が
変
わ

ら
な
い
限
り
は
、
こ
の
大
き
な
差
は
変
わ
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
幸
せ
な
場
所
を
作
る
と
い
う
よ
り

は
、
幸
せ
な
社
会
を
作
っ
て
い
か
な
い
と
、
や
っ

ぱ
り
こ
の
関
係
は
変
わ
ら
な
い
と
思
う
の
で
、
重

要
な
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
と
し

て
は
、見
え
に
く
い
障
が
い
を
抱
え
て
い
る
方
が
、

ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
苦
労
し
て
い
る
の
か
を
発
信

し
て
い
く
こ
と
で
、
バ
イ
ア
ス
を
少
し
ず
つ
で
も

弱
め
て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
情
報
が
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
も
き
っ
と
あ

る
と
思
う
の
で
、
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
と

ギ
ュ
ッ
と
閉
じ
て
し
ま
う
よ
り
は
、
少
し
ず
つ
開

い
て
い
っ
て
、
分
か
っ
て
も
ら
え
る
機
会
を
増
や

し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
ス
タ
ッ
フ
の
間
で
大
切
に
し
て
い
る
在
り
方

　
私
た
ち
は
選
択
肢
を
提
示
す
る
こ
と
し
か
で
き

な
い
の
か
な
と
よ
く
話
し
て
い
ま
す
。『
何
歳
か

ら
で
も
リ
ス
タ
ー
ト
で
き
る
社
会
へ
』
と
い
う
の

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
一
回

や
っ
て
だ
め
だ
っ
た
ら
終
わ
り
で
は
な
く
て
、
だ

め
な
ら
次
を
考
え
る
と
い
う
、
休
む
時
が
あ
っ
て

も
い
い
の
で
す
が
、リ
ス
タ
ー
ト
の
連
続
で
す
ね
。

　
い
ろ
い
ろ
な
作
業
が
あ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
本

を
置
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

持
っ
た
ス
タ
ッ
フ
が
い
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、

社
会
を
開
い
て
見
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
を
大
事

に
し
て
い
ま
す
。
何
を
感
じ
て
つ
か
む
か
は
そ
の

人
に
委
ね
る
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
方
に
も
意
思
は
絶
対
あ
っ

て
、「
本
人
は
意
思
表
示
で
き
な
い
か
ら
」
と
親

御
さ
ん
に
言
わ
れ
て
も
、
必
ず
本
人
に
希
望
を
聴

い
て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
話
さ
な
い

か
ら
意
思
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
こ
を

根
気
強
く
探
っ
て
い
く
作
業
は
大
事
に
し
た
い
と

こ
ろ
で
す
。
本
人
が
ど
う
生
き
た
ら
幸
せ
か
と
い

う
こ
と
を
常
に
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
夢
実
現
の
た
め
に
大
事
だ
と
感
じ
た
こ
と

　
よ
り
具
体
的
に
未
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
、

ま
ず
言
葉
に
す
る
こ
と
。
よ
り
具
体
的
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
言
葉
に
し
た
時
に
周
り
が
、「
そ
う

い
え
ば
あ
の
人
こ
ん
な
こ
と
言
っ
て
た
な
」
と
気

づ
い
て
、
人
や
場
を
繋
い
で
く
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
あ
と
は
否
定
的
な
意
見
が
あ
っ
て
も
諦
め
ず

に
、
や
り
抜
く
た
め
の
方
法
を
柔
軟
に
考
え
続
け

て
い
く
こ
と
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
の
展
望

　
市
内
に
事
業
所
を
点
在
さ
せ
て
、
多
様
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
今
、
一
つ
の
場
所
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し

て
い
る
の
が
い
い
面
も
あ
り
、
大
変
な
面
も
あ
る

の
で
、
市
内
に
カ
フ
ェ
や
蒸
留
所
、
教
室
な
ど
を

分
散
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
効
率
化
を
図
り
つ
つ
も
、

多
様
な
選
択
肢
は
残
し
て
お
け
る
よ
う
な
仕
組
み

に
し
て
い
き
た
い
。
数
年
単
位
で
少
し
ず
つ
拠
点

を
増
や
し
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
１
：
Ｋ
Ｏ-

Ｔ
Ｏ
（
東
小
金
井
事
業
創
造
セ
ン

タ
ー
）
は
、
小
金
井
市
が
設
置
し
た
創

業
支
援
施
設
。
施
設
の
管
理
・
運
営
を

株
式
会
社
タ
ウ
ン
キ
ッ
チ
ン
が
行
っ
て

い
る
。
『
か
た
ら
い
57
号
』
に
て
特
集

記
事
を
掲
載
。

注
２
：
ま
ち
の
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ゼ
ミ
は
、

Ｋ
Ｏ-

Ｔ
Ｏ
で
行
わ
れ
て
い
る
実
践
型
創

業
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

で

小
金
井

「
何
歳
か
ら
で
も
リ
ス
タ
ー
ト
で
き
る
社
会
へ
」
鞍
田 

愛
希
子
さ
ん

働
く

　
生
活
や
就
労
に
障
が
い
の
あ
る
方
が
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
し
、次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
進
み
や
す
く
す
る
た
め
の
就
労
支
援
施
設「
ム
ジ
ナ
の
庭（
令
和
３
年
３
月
開
設
）」。

開
設
ま
で
の
経
緯
や
鞍
田
さ
ん
が
感
じ
ら
れ
た「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス
」に
つ
い
て
、お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
周
囲
の
緑
に
調
和
し
、
建
物
も
特
徴

的
な
、素
敵
な
空
間
の
「
ム
ジ
ナ
の
庭
」。

　
利
用
者
さ
ん
、
鞍
田
さ
ん
た
ち
ス

タ
ッ
フ
さ
ん
が
創
り
出
し
て
い
る
雰
囲

気
そ
の
も
の
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
柔
ら
か
さ
と
芯
の
力
強
さ
を
兼
ね
備

え
て
い
る
鞍
田
さ
ん
の
「
幸
せ
な
社
会

を
つ
く
ら
な
い
と
」
と
の
言
葉
に
と
て

も
共
感
し
ま
し
た
。
　

（
秀
澤 

文
子
）

取
材
を
終
え
て
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こ
れ
ま
で
の
活
動
に
つ
い
て

　
植
物
に
関
す
る
仕
事
・
活
動
を
十
年
以
上
し
て

い
ま
し
た
が
、
始
め
に
就
い
た
仕
事
は
植
木
屋
さ

ん
で
し
た
。両
親
の
田
舎
が
ど
ち
ら
も
香
川
県
で
、

植
物
が
多
い
土
地
で
育
っ
た
と
い
う
の
が
、
原
風

景
と
し
て
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
私
は
大
阪
で
生
ま
れ
、
神
戸
に
引
っ
越
し
て
、

大
学
時
代
は
京
都
で
、
京
阪
神
に
約
十
年
ず
つ
住

ん
で
い
た
ん
で
す
。

　
あ
る
時
、
関
西
弁
を
話
し
て
い
る
自
分
に
急
に

違
和
感
を
覚
え
て
、
職
場
も
住
む
場
所
も
決
め
ず

に
、
次
の
日
に
は
も
う
東
京
に
行
って
た
と
い
う…

。

ち
ょ
っ
と
変
わ
り
者
な
ん
で
す（
笑
）。そ
の
時
は
、

色
々
ご
縁
が
あ
っ
て
親
方
に
拾
っ
て
も
ら
い
、
植

木
屋
さ
ん
で
一
年
半
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
腰

を
痛
め
て
し
ま
っ
て
兵
庫
に
戻
っ
た
後
は
、
三
年

半
く
ら
い
お
花
屋
さ
ん
に
勤
め
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
結
婚
を
機
に
京
都
へ
移
り
、
花
の
香

り
を
ク
リ
ー
ム
に
移
し
取
る
「
ア
ン
フ
ル
ラ
ー

ジ
ュ
」
と
い
う
事
業
に
関
わ
っ
て
独
立
し
、
ア
ロ

マ
テ
ラ
ピ
ー
を
学
び
、
ア
ロ
マ
の
講
師
等
も
し
て

い
ま
し
た
。

　
植
物
と
心
の
ケ
ア

　
大
学
時
代
は
無
気
力
に
な
り
や
す
く
、
眠
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
植
木
屋
に
な
っ
て
か

ら
、
ぐ
っ
す
り
眠
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
植

木
屋
に
な
っ
て
体
を
よ
く
動
か
す
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
木
の
香
り
や
温
も
り
な
ど

が
体
に
効
い
て
い
る
感
覚
が
あ
り
、
心
の
問
題
は

体
か
ら
解
決
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
ま

し
た
。

　
さ
ら
に
、
ア
ン
フ
ル
ラ
ー
ジ
ュ
や
ア
ロ
マ
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
参
加
者
に
香
り
を
嗅
い
で
も

ら
う
と
、
皆
さ
ん
の
顔
が
ぱ
あ
ー
っ
と
明
る
く
な

る
ん
で
す
。

　
そ
ん
な
経
験
か
ら
、
心
の
ケ
ア
に
つ
い
て
、
よ

り
専
門
的
に
深
く
学
ん
で
い
き
ま
し
た
。
ア
ロ
マ

は
肩
こ
り
や
お
腹
が
痛
い
時
な
ど
に
も
、
セ
ル
フ

ケ
ア
で
使
え
る
の
で
便
利
で
す
。

　
施
設
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
き
っ
か
け

　
京
都
で
の
個
人
事
業
の
仕
事
は
、
お
客
さ
ん
も

増
え
約
三
年
ほ
ど
続
け
て
い
ま
し
た
が
、
家
族
の

仕
事
の
関
係
で
、
東
京
へ
引
っ
越
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
東
京
と
い
う
新
し
い
環
境
で
、
植
物
や

ア
ロ
マ
に
関
す
る
事
業
を
ま
た
一
か
ら
立
ち
上
げ

る
の
は
大
変
だ
な
と
、
途
方
に
暮
れ
た
り
も
し
て

い
ま
し
た
。

　
東
京
に
来
る
前
は
、
相
手
の
心
や
体
の
状
態
に

合
わ
せ
た
ア
ロ
マ
を
ブ
レ
ン
ド
す
る
、
ア
ロ
マ
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
う
事
業
も
行
っ
て
い
て
、
よ

り
相
手
の
心
や
体
の
ケ
ア
に
関
わ
る
機
会
が
増
え

て
い
た
こ
と
や
、
植
物
で
元
気
に
な
っ
た
自
分
自

身
の
体
験
か
ら
、
ア
ロ
マ
等
で
誰
か
の
力
に
な
れ

た
ら
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
精
神
疾
患
の
方
が
主

に
通
わ
れ
る
作
業
所
で
、
仕
事
を
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
そ
の
作
業
所
で
は
、
ア
ロ
マ
の
講
座
を

し
た
り
、
ベ
ラ
ン
ダ
園
芸
や
植
木
の
剪
定
も
し
た

り
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
植
物
の
分
野
で

行
っ
て
い
た
こ
と
を
、
福
祉
の
分
野
に
持
ち
込
ん

で
働
き
始
め
た
の
が
、
福
祉
業
界
で
の
活
動
の
始

ま
り
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
後
、作
業
所
で
働
き
つ
つ
、フ
リ
ー
ス
ク
ー

ル
の
寮
母
や
、
障
が
い
が
あ
る
方
の
就
労
支
援
を

始
め
た
り
、
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
取
得
し

た
り
と
、福
祉
の
活
動
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
色
々
な
経
験
を
経
て
、
自
分
な
り
の

「
居
場
所
」
を
作
り
た
い
な
と
思
う
よ
う
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。

　
居
場
所
へ
の
気
持
ち
が
高
ま
っ
て
き
た
頃
に
丁

度
、Ｋ
Ｏ‒

Ｔ
Ｏ（
注
１
）で
開
催
さ
れ
た「
ま
ち
の

イ
ン
キ
ュベ
ー
シ
ョ
ン
ゼ
ミ
」（
注
２
）に
参
加
し
た

こ
と
で
、福
祉
施
設
開
設
へ
の
プ
ラ
ン
が
ま
と
ま

り
、実
現
へ
と
進
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
福
祉
に
つ
い
て
の
学
び
を
深
め
て
い
く
に
つ
れ
、

日
本
は
世
界
に
比
べ
、
精
神
科
病
床
が
ず
ば
抜
け

て
多
い
こ
と
や
、
ひ
き
こ
も
り
の
背
景
に
精
神
疾

患
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
入
退
院

を
繰
り
返
す
方
や
、
長
期
間
ひ
き
こ
も
り
状
態

だ
っ
た
方
に
と
っ
て
は
、「
自
分
に
合
っ
た
生
活
の

仕
方
」
が
な
か
な
か
見
つ
け
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
多

く
、ム
ジ
ナ
の
庭
で
は
、働
き
方
だ
け
で
な
く
、様
々

な
暮
ら
し
方
の
提
案
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス（
無

意
識
の
思
い
込
み
）を
感
じ
た
こ
と
は
？

　
ム
ジ
ナ
の
庭
に
来
ら
れ
た
方
に
よ
く
、「
誰
が

ス
タ
ッ
フ
で
誰
が
利
用
者
か
分
か
ら
な
い
」
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、「
障
が
い

が
あ
る
人
は
こ
う
い
う
人
だ
」
と
イ
メ
ー
ジ
を
持

た
れ
て
い
た
方
が
、「
自
分
た
ち
と
変
わ
ら
な
い

ん
だ
」
と
び
っ
く
り
さ
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

行
動
障
が
い
が
あ
る
方
や
身
体
が
不
自
由
な
方
の

よ
う
な
、
目
で
見
て
分
か
り
や
す
い
障
が
い
の
イ

メ
ー
ジ
を
、
障
が
い
を
持
つ
方
全
般
の
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
捉
え
て
い
る
方
が
多
い
と
感
じ
ま
す
。

　「
障
が
い
は
目
に
見
え
る
」
と
み
な
さ
ん
が
無

意
識
に
思
い
込
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

周
囲
の
方
に
、
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を

知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
が
あ
り
ま

す
が
、
つ
け
る
と
「
甘
え
る
な
」「
座
り
た
い
か

ら
つ
け
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
わ
れ
た
り

と
、
余
計
に
危
険
な
目
に
合
う
場
合
も
あ
る
よ
う

で
、あ
え
て
つ
け
な
い
方
も
い
ま
す
。ヘ
ル
プ
マ
ー

ク
を
つ
け
て
い
な
い
人
の
中
に
も
、
配
慮
を
必
要

と
し
て
い
る
人
や
本
当
は
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
つ
け

た
い
人
た
ち
が
い
ま
す
。
普
段
、
自
分
の
周
囲
に

は
健
常
者
し
か
い
な
い
と
錯
覚
す
る
こ
と
と
、
ム

ジ
ナ
の
庭
に
来
れ
ば
、
目
に
見
え
る
障
が
い
の
あ

る
方
に
出
会
え
る
と
思
う
こ
と
は
似
て
い
る
の
か

な
と
感
じ
ま
す
。

　
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
時
に
、

「
ど
う
関
わ
っ
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
」
と
初
め
は

様
子
を
見
る
方
も
い
ま
す
が
、
一
緒
に
作
業
す
る

う
ち
に
、「
い
つ
も
通
り
で
い
い
ん
だ
」
と
、
気

付
き
や
変
化
の
機
会
に
立
ち
会
う
こ
と
も
よ
く
あ

り
ま
す
。

　
一
方
、
自
分
た
ち
の
思
い
込
み
と
し
て
は
、
施

設
や
障
が
い
に
対
す
る
捉
え
方
、
と
い
う
点
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
周
囲
の
方
が
利
用
者
の
方
に
、

「
ム
ジ
ナ
さ
ん
を
見
つ
け
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
利
用
者
の
方

の
中
に
は
、
ム
ジ
ナ
に
来
て
い
る
こ
と
を
隠
し
た

い
と
思
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。

　
私
た
ち
が
ど
ん
な
に
居
心
地
の
い
い
場
所
を

作
っ
た
と
し
て
も
、
通
所
し
て
い
る
こ
と
を
隠
し

た
い
と
感
じ
る
方
も
い
る
と
い
う
、
障
が
い
と
い

う
言
葉
に
か
か
る『
十
字
架
の
よ
う
な
も
の
』は
、

す
ご
く
重
い
ん
だ
と
、
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
く
ら
私
た
ち
が

理
想
的
な
場
所
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ス

タ
ッ
フ
の
側
が
思
う
理
想
に
し
か
す
ぎ
ず
、
利
用

者
の
方
と
の
想
い
と
は
、
大
き
な
差
が
あ
る
と
感

じ
ま
す
。

　
こ
の
場
所
を
良
く
整
え
れ
ば
そ
の
重
さ
も
消
え

て
い
く
、
と
い
う
思
い
込
み
は
持
っ
て
い
て
は
い

け
な
い
と
感
じ
ま
す
。
一
つ
一
つ
の
居
場
所
が
良

く
な
っ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
全
体
が
変
わ

ら
な
い
限
り
は
、
こ
の
大
き
な
差
は
変
わ
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
幸
せ
な
場
所
を
作
る
と
い
う
よ
り

は
、
幸
せ
な
社
会
を
作
っ
て
い
か
な
い
と
、
や
っ

ぱ
り
こ
の
関
係
は
変
わ
ら
な
い
と
思
う
の
で
、
重

要
な
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
と
し

て
は
、見
え
に
く
い
障
が
い
を
抱
え
て
い
る
方
が
、

ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
苦
労
し
て
い
る
の
か
を
発
信

し
て
い
く
こ
と
で
、
バ
イ
ア
ス
を
少
し
ず
つ
で
も

弱
め
て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
情
報
が
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
も
き
っ
と
あ

る
と
思
う
の
で
、
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
と

ギ
ュ
ッ
と
閉
じ
て
し
ま
う
よ
り
は
、
少
し
ず
つ
開

い
て
い
っ
て
、
分
か
っ
て
も
ら
え
る
機
会
を
増
や

し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
ス
タ
ッ
フ
の
間
で
大
切
に
し
て
い
る
在
り
方

　
私
た
ち
は
選
択
肢
を
提
示
す
る
こ
と
し
か
で
き

な
い
の
か
な
と
よ
く
話
し
て
い
ま
す
。『
何
歳
か

ら
で
も
リ
ス
タ
ー
ト
で
き
る
社
会
へ
』
と
い
う
の

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
一
回

や
っ
て
だ
め
だ
っ
た
ら
終
わ
り
で
は
な
く
て
、
だ

め
な
ら
次
を
考
え
る
と
い
う
、
休
む
時
が
あ
っ
て

も
い
い
の
で
す
が
、リ
ス
タ
ー
ト
の
連
続
で
す
ね
。

　
い
ろ
い
ろ
な
作
業
が
あ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
本

を
置
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

持
っ
た
ス
タ
ッ
フ
が
い
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、

社
会
を
開
い
て
見
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
を
大
事

に
し
て
い
ま
す
。
何
を
感
じ
て
つ
か
む
か
は
そ
の

人
に
委
ね
る
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
方
に
も
意
思
は
絶
対
あ
っ

て
、「
本
人
は
意
思
表
示
で
き
な
い
か
ら
」
と
親

御
さ
ん
に
言
わ
れ
て
も
、
必
ず
本
人
に
希
望
を
聴

い
て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
話
さ
な
い

か
ら
意
思
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
こ
を

根
気
強
く
探
っ
て
い
く
作
業
は
大
事
に
し
た
い
と

こ
ろ
で
す
。
本
人
が
ど
う
生
き
た
ら
幸
せ
か
と
い

う
こ
と
を
常
に
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
夢
実
現
の
た
め
に
大
事
だ
と
感
じ
た
こ
と

　
よ
り
具
体
的
に
未
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
、

ま
ず
言
葉
に
す
る
こ
と
。
よ
り
具
体
的
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
言
葉
に
し
た
時
に
周
り
が
、「
そ
う

い
え
ば
あ
の
人
こ
ん
な
こ
と
言
っ
て
た
な
」
と
気

づ
い
て
、
人
や
場
を
繋
い
で
く
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
あ
と
は
否
定
的
な
意
見
が
あ
っ
て
も
諦
め
ず

に
、
や
り
抜
く
た
め
の
方
法
を
柔
軟
に
考
え
続
け

て
い
く
こ
と
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
の
展
望

　
市
内
に
事
業
所
を
点
在
さ
せ
て
、
多
様
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
今
、
一
つ
の
場
所
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し

て
い
る
の
が
い
い
面
も
あ
り
、
大
変
な
面
も
あ
る

の
で
、
市
内
に
カ
フ
ェ
や
蒸
留
所
、
教
室
な
ど
を

分
散
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
効
率
化
を
図
り
つ
つ
も
、

多
様
な
選
択
肢
は
残
し
て
お
け
る
よ
う
な
仕
組
み

に
し
て
い
き
た
い
。
数
年
単
位
で
少
し
ず
つ
拠
点

を
増
や
し
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
１
：
Ｋ
Ｏ-

Ｔ
Ｏ
（
東
小
金
井
事
業
創
造
セ
ン

タ
ー
）
は
、
小
金
井
市
が
設
置
し
た
創

業
支
援
施
設
。
施
設
の
管
理
・
運
営
を

株
式
会
社
タ
ウ
ン
キ
ッ
チ
ン
が
行
っ
て

い
る
。
『
か
た
ら
い
57
号
』
に
て
特
集

記
事
を
掲
載
。

注
２
：
ま
ち
の
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ゼ
ミ
は
、

Ｋ
Ｏ-

Ｔ
Ｏ
で
行
わ
れ
て
い
る
実
践
型
創

業
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

で

小
金
井

「
何
歳
か
ら
で
も
リ
ス
タ
ー
ト
で
き
る
社
会
へ
」
鞍
田 

愛
希
子
さ
ん

働
く

　
生
活
や
就
労
に
障
が
い
の
あ
る
方
が
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
し
、次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
進
み
や
す
く
す
る
た
め
の
就
労
支
援
施
設「
ム
ジ
ナ
の
庭（
令
和
３
年
３
月
開
設
）」。

開
設
ま
で
の
経
緯
や
鞍
田
さ
ん
が
感
じ
ら
れ
た「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス・バ
イ
ア
ス
」に
つ
い
て
、お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
周
囲
の
緑
に
調
和
し
、
建
物
も
特
徴

的
な
、素
敵
な
空
間
の
「
ム
ジ
ナ
の
庭
」。

　
利
用
者
さ
ん
、
鞍
田
さ
ん
た
ち
ス

タ
ッ
フ
さ
ん
が
創
り
出
し
て
い
る
雰
囲

気
そ
の
も
の
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
柔
ら
か
さ
と
芯
の
力
強
さ
を
兼
ね
備

え
て
い
る
鞍
田
さ
ん
の
「
幸
せ
な
社
会

を
つ
く
ら
な
い
と
」
と
の
言
葉
に
と
て

も
共
感
し
ま
し
た
。
　

（
秀
澤 

文
子
）

取
材
を
終
え
て
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日
本
は
男
女
格
差
後
進
国
で
あ
る

　
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
二
十
年
以
上
が
経
ち
、

世
界
的
に
は
男
女
平
等
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い

る
。
か
つ
て
家
父
長
制
が
蔓
延
し
て
い
た
時
代
に

比
べ
、
現
在
女
性
が
社
会
で
活
躍
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
は
い
え
、
日
本
で
は
依
然
と
し
て
男
女

格
差
が
大
き
い
。
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
発
表

し
た
「
二
〇
二
三
年
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指

数
」
で
は
、
日
本
の
総
合
順
位
は
１
４
６
か
国
中

１
２
５
位
で
、
先
進
国
の
中
で
は
最
下
位
で
あ
っ

た
。
同
じ
東
ア
ジ
ア
の
韓
国
（
１
０
５
位
）
や
中

国
（
１
０
７
位
）
よ
り
も
低
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ギ
ャ
ッ
プ
指
数
は
、
各
国
の
男
女
平
等
・
不
平
等

を
可
視
化
す
る
重
要
な
指
標
で
あ
る
た
め
、
他
国

が
男
女
格
差
解
消
に
努
力
し
て
い
る
中
、
日
本
で

は
男
女
平
等
が
推
進
さ
れ
て
い
な
い
現
状
が
浮
き

彫
り
と
な
っ
た
。
世
界
的
に
見
て
も
、
日
本
は
男

女
格
差
後
進
国
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
一
九
四
七
年
に
家
父
長
制
が
正
式
に

廃
止
さ
れ
た
が
、
家
父
長
制
の
文
化
は
根
強
く
残

さ
れ
て
い
る
。
他
国
に
比
べ
、
日
本
で
は
「
夫
は

外
で
働
き
、
妻
は
家
庭
を
守
る
べ
き
で
あ
る
」
と

い
う
考
え
方
に
「
賛
成
」
と
答
え
た
人
の
割
合
が

依
然
と
し
て
高
い
。
若
い
世
代
を
中
心
に
固
定
的

性
別
役
割
分
担
意
識
は
や
や
希
薄
化
し
て
き
て
い

る
も
の
の
、
諸
外
国
に
比
べ
る
と
そ
の
意
識
は
ま

だ
強
く
残
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
家
庭

で
父
親
優
位
の
家
父
長
制
が
未
だ
に
維
持
さ
れ
て

い
る
。
主
従
関
係
を
意
味
す
る「
主
人
」、「
旦
那
」、

「
家
内
」、「
嫁
」、「
女
房
」
な
ど
、
伝
統
的
な
男

尊
女
卑
や
女
性
蔑
視
を
反
映
し
た
配
偶
者
呼
称
が

現
在
も
使
わ
れ
続
け
て
い
る
。
家
庭
は
社
会
の
縮

図
と
も
言
え
る
。
社
会
に
お
け
る
男
女
平
等
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
家
庭
に
お
け
る
男
女
平

等
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
た
が
っ
て
、

日
本
の
家
庭
に
お
け
る
配
偶
者
呼
称
を
考
察
す
る

こ
と
は
、
言
語
学
的
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、

日
本
の
男
女
格
差
を
解
決
す
る
た
め
の
焦
眉
の
社

会
的
課
題
で
も
あ
る
。

　
日
本
の
配
偶
者
呼
称
に
は
非
対
称
性

　（
男
尊
女
卑
の
傾
向
）
が
あ
る

　
言
語
は
、
鏡
の
よ
う
に
、
使
用
者
を
取
り
巻
く

文
化
的
環
境
や
社
会
的
価
値
観
を
反
映
す
る
。
さ

ら
に
、文
化
的
環
境
や
社
会
的
価
値
観
の
変
化
は
、

言
語
使
用
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
。「
性
差
言
語
」

と
も
言
わ
れ
る
日
本
語
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
性
差

別
し
て
い
る
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
日

本
の
女
性
解
放
運
動
に
よ
り
、例
え
ば
、「
老
女
」、

「
老
婆
」、「
未
亡
人
」、「
女
医
」
な
ど
、
女
性
を

差
別
す
る
表
現
が
死
語
と
な
り
、
多
く
の
性
差
別

表
現
を
是
正
し
て
き
た
。
二
十
一
世
紀
に
入
り
、

そ
れ
ま
で
の「
看
護
婦・看
護
士
」が「
看
護
師
」に
、

「
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
」
が
「
客

室
乗
務
員
」
に
、「
保
母
」
が
「
保
育
士
」
に
な
ど
、

職
業
語
の
性
差
別
の
是
正
と
し
て
日
本
社
会
に
よ

う
や
く
浸
透
し
て
き
て
い
る
し
、
学
校
教
育
の
現

場
で
は
、「
父
兄
」
が
「
保
護
者
」
に
言
い
換
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

社
会
の
変
化
が
日
本
の
配
偶
者
呼
称
に
ど
れ
ほ
ど

反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
文
化
庁（
一
九
九
九
）の
世
論
調
査
に
よ
る
と
、

女
性
が
配
偶
者
を
他
人
に
紹
介
す
る
場
合
、「
主

人
」
を
選
択
し
た
人
が
最
も
多
く
、
74
・
６
％
で

あ
る
。
一
方
、
男
性
が
配
偶
者
を
他
人
に
紹
介
す

る
場
合
、最
も
多
い
の
は
「
家
内
」
で
、51・１
％

で
あ
る
。
二
十
世
紀
末
に
は
、
配
偶
者
呼
称
と
し

て
「
主
人
」
対
「
家
内
」
と
い
う
図
式
は
絶
対
的

な
優
勢
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、「
主
人
」や「
家

内
」
と
い
う
呼
称
の
本
来
の
意
味
を
考
え
る
と
、

「
夫
が
主
、
妻
が
従
」、「
夫
が
外
、
妻
が
内
」
と

い
う
意
味
が
潜
む
呼
称
で
あ
り
、
性
差
別
的
な
表

現
で
あ
る
と
い
え
る
。
配
偶
者
呼
称
と
し
て
「
主

人
」
や
「
家
内
」
が
無
意
識
に
使
わ
れ
る
こ
と
で
、

伝
統
的
な
男
性
優
位
・
男
性
中
心
の
社
会
意
識
が

暗
黙
の
う
ち
に
維
持
さ
れ
て
き
た
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
。

　
女
性
の
社
会
進
出
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
今
、

ど
の
よ
う
な
配
偶
者
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
の

か
。
私
が
二
〇
二
三
年
一
月
に
首
都
圏
在
住
で
思

春
期
の
子
ど
も
を
持
つ
四
十
代
か
ら
六
十
代
ま
で

の
日
本
人
既
婚
者
４
４
７
名
（
女
性
２
３
０
名
、

男
性
２
１
７
名
）
を
対
象
に
行
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン

調
査
（Nin,2023b

）
の
結
果
に
よ
る
と
、
配

偶
者
を
他
人
に
紹
介
す
る
場
合
、
女
性
が
最
も
多

く
使
う
の
は
「
主
人
」
で
、
64
・
６
％
で
あ
る
。

女
性
は
未
だ
に
男
性
中
心
の
歴
史
を
意
味
す
る

「
主
人
」
を
使
い
続
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

し
か
し
、
女
性
回
答
者
の
教
育
歴
か
ら
見
る
と
、

大
学
卒
や
大
学
院
卒
の
場
合
、「
夫
」
の
使
用
率

が
高
く
、「
旦
那
」
の
使
用
率
が
低
い
こ
と
が
分

か
っ
た
。
一
方
、
男
性
が
「
家
内
」
よ
り
も
、
よ

り
中
立
的
な
「
妻
」（
59
・
０
％
）
と
い
う
呼
称

を
最
も
多
く
使
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

最
近
の
男
性
側
の
男
女
平
等
意
識
の
変
化
を
示
し

て
い
る
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、
女
性
が
依
然
と
し
て
「
主

人
」
と
い
う
呼
称
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
は
、
夫

婦
関
係
を
上
下
関
係
と
し
て
位
置
付
け
て
も
よ
い

と
い
う
漠
然
と
し
た
、
あ
る
い
は
肯
定
的
な
感
情

に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
、
女
性

側
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
改
革
の
必
要
性
も
示
唆
さ

れ
た
。
し
か
し
、
教
育
レ
ベ
ル
の
高
い
女
性
ほ
ど

「
旦
那
」
よ
り
「
夫
」
を
使
う
傾
向
が
見
え
、
女

性
の
教
育
機
会
の
増
加
に
よ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識

の
変
化
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。
今
後
、
女
性

は
「
主
人
」
で
は
な
く
「
夫
」
を
使
う
よ
う
に
な

る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。
し
か
し
、
調
査
に
よ

る
と
、
若
い
世
代
は
「
主
人
」
よ
り
「
旦
那
」
の

方
を
使
う
こ
と
が
多
い
。「
旦
那
」
の
語
源
は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語dāna

で
「
布
施
す
る
人
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
貧
者
に
布
施
を
与
え
る
上
位

の
人
物
で
、
元
来
は
「
主
人
」
と
類
似
の
意
味
合

い
を
持
ち
、上
下
関
係
を
表
す
呼
称
で
あ
る
た
め
、

「
旦
那
」
は
夫
婦
の
対
等
な
関
係
を
表
す
呼
称
と

し
て
は
相
応
し
い
と
は
言
え
な
い
。

　
専
業
主
婦
が
多
数
派
を
占
め
て
い
た
時
代
か

ら
、
女
性
の
社
会
進
出
が
進
み
、
経
済
力
を
持
つ

こ
と
が
当
た
り
前
の
社
会
へ
と
変
化
し
た
こ
の
二

十
年
間
の
社
会
的
変
化
は
、
配
偶
者
の
呼
称
に
も

反
映
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
日
本
の
配
偶
者
呼
称
に

は
ま
だ
ま
だ
非
対
称
性
（
男
尊
女
卑
の
傾
向
）
が

あ
る
。

　
中
国
の
配
偶
者
呼
称
は
男
性
優
位
の

　
家
長
型
か
ら
男
女
平
等
の

　
パ
ー
ト
ナ
ー
型
へ
と
変
化
し
た

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的
に
東
洋

の
文
化
は
、
か
つ
て
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
由

し
て
日
本
に
流
れ
て
き
た
。
中
国
と
日
本
は
、
漢

字
の
使
用
を
含
め
、
東
ア
ジ
ア
の
様
々
な
文
化
的

側
面
を
共
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
男
尊
女
卑
」

や
「
夫
唱
婦
随
」
と
い
っ
た
伝
統
的
な
価
値
観
は

長
い
間
両
国
に
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
配

偶
者
呼
称
の
使
用
に
お
い
て
も
、
並
行
し
た
側
面

が
予
想
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
私
が
同
じ
手
法
で

調
査
し
た
中
国
の
配
偶
者
呼
称
研
究

（Nin,2023a

）
で
は
、
中
国
で
は
男
女
格
差
が

む
し
ろ
小
さ
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。

　
中
国
で
は
、若
い
夫
婦
で
も
年
配
の
夫
婦
で
も
、

配
偶
者
を
他
人
に
紹
介
す
る
時
、夫
を「
老
公
」と
、

妻
を「
老
婆
」と
呼
ぶ
の
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
。

か
つ
て
は
自
由
恋
愛
と
自
由
結
婚
の
象
徴
で
あ
っ

た「
　
人（
ア
イ
レ
ン
）」と
い
う
配
偶
者
呼
称
は
、

二
十
世
紀
初
頭
か
ら
夫
と
妻
の
両
方
を
指
す
呼
称

と
し
て
使
わ
れ
始
め
、
文
化
大
革
命
（
一
九
六
六

年
ー
一
九
七
六
年
）
期
間
中
、
ピ
ー
ク
を
迎
え
、

二
十
一
世
紀
の
現
在
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

中
国
語
の
配
偶
者
呼
称
で
あ
る「
老
公
」と「
老
婆
」

は
完
全
に
対
称
的
で
は
な
い
が
、
日
本
語
の
「
主

人
」
と
「
家
内
」
の
よ
う
な
主
従
関
係
の
意
味
合

い
を
持
た
な
い
。
中
国
の
配
偶
者
呼
称
は
男
性
優

位
の
家
長
型
か
ら
男
女
平
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー
型
へ

と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
東
洋
文
化
と
伝
統
的
価
値
観
を
共
有
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
と
日
本
の
配
偶
者

呼
称
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
驚
く
ほ
ど
対

照
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
一
方
、
男

女
平
等
の
考
え
方
は
西
洋
文
化
の
近
代
的
な
思
想

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
西
洋
諸
国
ほ
ど
男
女

平
等
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
近
代
に
早
い
時
期
か
ら
西
洋
文
化
を
受
け
入

れ
、
西
洋
化
に
お
い
て
中
国
よ
り
先
行
し
て
い
た

は
ず
の
日
本
が
、
配
偶
者
呼
称
に
関
し
て
は
む
し

ろ
中
国
よ
り
も
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
辛
亥
革
命
（
一
九
一
一
年
）、

五
四
新
文
化
運
動
（
一
九
一
九
年
）、
社
会
主
義

革
命
（
一
九
四
九
年
）、
文
化
大
革
命
（
一
九
六

六
年
ー
一
九
七
六
年
）、改
革
開
放（
一
九
七
八
年
）

な
ど
、
近
代
に
始
ま
っ
た
一
連
の
中
国
社
会
の
変

革
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
変
革
は
、
男
性
中
心
の
伝
統
的
な
家
父
長
制

の
家
庭
制
度
を
崩
壊
さ
せ
、
社
会
に
お
け
る
男
女

平
等
を
促
進
し
、
家
庭
に
お
け
る
女
性
の
地
位
を

向
上
さ
せ
た
。
一
方
、
日
本
社
会
で
は
そ
の
よ
う

な
激
動
な
変
革
は
起
き
て
い
な
い
。

　
日
本
の
配
偶
者
呼
称
に
見
ら
れ
る「
男
尊
女
卑
」

の
傾
向
か
ら
、
伝
統
的
な
呼
称
が
「
本
来
の
意
味

を
失
っ
た
単
な
る
記
号
」
と
し
て
使
わ
れ
続
け
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
主

人
」
対
「
家
内
」
と
い
う
図
式
に
反
映
さ
れ
る
夫

婦
関
係
は
、
互
い
に
独
立
し
た
個
人
と
し
て
の
対

等
な
男
女
の
関
係
で
は
な
く
、
非
対
称
な
依
存
関

係
と
上
下
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
配
偶
者
呼

称
を
使
い
続
け
る
こ
と
は
、伝
統
的
な
男
性
優
位
・

男
性
中
心
の
価
値
観
が
無
意
識
の
う
ち
に
維
持
さ

れ
て
い
く
恐
れ
が
あ
る
。
言
語
か
ら
差
別
を
な
く

す
た
め
に
は
、
言
語
を
差
別
と
は
無
縁
の
伝
達
の

道
具
と
し
て
捉
え
る
言
語
観
か
ら
脱
却
し
、
言
語

に
差
別
的
な
考
え
方
が
入
り
込
む
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
意
識
し
て
言
語
を
使
っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

　
日
本
の
男
女
格
差
が
な
か
な
か
解
消
さ
れ
な
い

原
因
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
が
意
識
さ
れ
な
い
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
深
刻
に
受
け
止
め

る
べ
き
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
が
、「
日
本
が
男

女
格
差
の
大
き
い
国
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

て
い
る
人
は
多
く
な
い
。
こ
の
状
況
を
変
え
る

た
め
に
は
、
日
本
に
は
男
女
差
別
が
見
え
に
く

い
構
造
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
認
識
し
、
長
年
隠

さ
れ
て
き
た
意
識
を
問
い
直
し
、
男
女
格
差
を

是
正
す
る
た
め
の
具
体
的
な
対
策
を
講
じ
る
こ

と
で
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を
実
現
す
る
時
期

に
来
て
い
る
と
思
う
。「
言
語
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」

の
研
究
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
へ
の
貴
重
な
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。
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日
本
は
男
女
格
差
後
進
国
で
あ
る

　
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
二
十
年
以
上
が
経
ち
、

世
界
的
に
は
男
女
平
等
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い

る
。
か
つ
て
家
父
長
制
が
蔓
延
し
て
い
た
時
代
に

比
べ
、
現
在
女
性
が
社
会
で
活
躍
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
は
い
え
、
日
本
で
は
依
然
と
し
て
男
女

格
差
が
大
き
い
。
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
発
表

し
た
「
二
〇
二
三
年
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指

数
」
で
は
、
日
本
の
総
合
順
位
は
１
４
６
か
国
中

１
２
５
位
で
、
先
進
国
の
中
で
は
最
下
位
で
あ
っ

た
。
同
じ
東
ア
ジ
ア
の
韓
国
（
１
０
５
位
）
や
中

国
（
１
０
７
位
）
よ
り
も
低
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ギ
ャ
ッ
プ
指
数
は
、
各
国
の
男
女
平
等
・
不
平
等

を
可
視
化
す
る
重
要
な
指
標
で
あ
る
た
め
、
他
国

が
男
女
格
差
解
消
に
努
力
し
て
い
る
中
、
日
本
で

は
男
女
平
等
が
推
進
さ
れ
て
い
な
い
現
状
が
浮
き

彫
り
と
な
っ
た
。
世
界
的
に
見
て
も
、
日
本
は
男

女
格
差
後
進
国
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
一
九
四
七
年
に
家
父
長
制
が
正
式
に

廃
止
さ
れ
た
が
、
家
父
長
制
の
文
化
は
根
強
く
残

さ
れ
て
い
る
。
他
国
に
比
べ
、
日
本
で
は
「
夫
は

外
で
働
き
、
妻
は
家
庭
を
守
る
べ
き
で
あ
る
」
と

い
う
考
え
方
に
「
賛
成
」
と
答
え
た
人
の
割
合
が

依
然
と
し
て
高
い
。
若
い
世
代
を
中
心
に
固
定
的

性
別
役
割
分
担
意
識
は
や
や
希
薄
化
し
て
き
て
い

る
も
の
の
、
諸
外
国
に
比
べ
る
と
そ
の
意
識
は
ま

だ
強
く
残
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
家
庭

で
父
親
優
位
の
家
父
長
制
が
未
だ
に
維
持
さ
れ
て

い
る
。
主
従
関
係
を
意
味
す
る「
主
人
」、「
旦
那
」、

「
家
内
」、「
嫁
」、「
女
房
」
な
ど
、
伝
統
的
な
男

尊
女
卑
や
女
性
蔑
視
を
反
映
し
た
配
偶
者
呼
称
が

現
在
も
使
わ
れ
続
け
て
い
る
。
家
庭
は
社
会
の
縮

図
と
も
言
え
る
。
社
会
に
お
け
る
男
女
平
等
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
家
庭
に
お
け
る
男
女
平

等
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
た
が
っ
て
、

日
本
の
家
庭
に
お
け
る
配
偶
者
呼
称
を
考
察
す
る

こ
と
は
、
言
語
学
的
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、

日
本
の
男
女
格
差
を
解
決
す
る
た
め
の
焦
眉
の
社

会
的
課
題
で
も
あ
る
。

　
日
本
の
配
偶
者
呼
称
に
は
非
対
称
性

　（
男
尊
女
卑
の
傾
向
）
が
あ
る

　
言
語
は
、
鏡
の
よ
う
に
、
使
用
者
を
取
り
巻
く

文
化
的
環
境
や
社
会
的
価
値
観
を
反
映
す
る
。
さ

ら
に
、文
化
的
環
境
や
社
会
的
価
値
観
の
変
化
は
、

言
語
使
用
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
。「
性
差
言
語
」

と
も
言
わ
れ
る
日
本
語
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
性
差

別
し
て
い
る
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
日

本
の
女
性
解
放
運
動
に
よ
り
、例
え
ば
、「
老
女
」、

「
老
婆
」、「
未
亡
人
」、「
女
医
」
な
ど
、
女
性
を

差
別
す
る
表
現
が
死
語
と
な
り
、
多
く
の
性
差
別

表
現
を
是
正
し
て
き
た
。
二
十
一
世
紀
に
入
り
、

そ
れ
ま
で
の「
看
護
婦・看
護
士
」が「
看
護
師
」に
、

「
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
」
が
「
客

室
乗
務
員
」
に
、「
保
母
」
が
「
保
育
士
」
に
な
ど
、

職
業
語
の
性
差
別
の
是
正
と
し
て
日
本
社
会
に
よ

う
や
く
浸
透
し
て
き
て
い
る
し
、
学
校
教
育
の
現

場
で
は
、「
父
兄
」
が
「
保
護
者
」
に
言
い
換
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

社
会
の
変
化
が
日
本
の
配
偶
者
呼
称
に
ど
れ
ほ
ど

反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
文
化
庁（
一
九
九
九
）の
世
論
調
査
に
よ
る
と
、

女
性
が
配
偶
者
を
他
人
に
紹
介
す
る
場
合
、「
主

人
」
を
選
択
し
た
人
が
最
も
多
く
、
74
・
６
％
で

あ
る
。
一
方
、
男
性
が
配
偶
者
を
他
人
に
紹
介
す

る
場
合
、最
も
多
い
の
は
「
家
内
」
で
、51・１
％

で
あ
る
。
二
十
世
紀
末
に
は
、
配
偶
者
呼
称
と
し

て
「
主
人
」
対
「
家
内
」
と
い
う
図
式
は
絶
対
的

な
優
勢
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、「
主
人
」や「
家

内
」
と
い
う
呼
称
の
本
来
の
意
味
を
考
え
る
と
、

「
夫
が
主
、
妻
が
従
」、「
夫
が
外
、
妻
が
内
」
と

い
う
意
味
が
潜
む
呼
称
で
あ
り
、
性
差
別
的
な
表

現
で
あ
る
と
い
え
る
。
配
偶
者
呼
称
と
し
て
「
主

人
」
や
「
家
内
」
が
無
意
識
に
使
わ
れ
る
こ
と
で
、

伝
統
的
な
男
性
優
位
・
男
性
中
心
の
社
会
意
識
が

暗
黙
の
う
ち
に
維
持
さ
れ
て
き
た
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
。

　
女
性
の
社
会
進
出
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
今
、

ど
の
よ
う
な
配
偶
者
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
の

か
。
私
が
二
〇
二
三
年
一
月
に
首
都
圏
在
住
で
思

春
期
の
子
ど
も
を
持
つ
四
十
代
か
ら
六
十
代
ま
で

の
日
本
人
既
婚
者
４
４
７
名
（
女
性
２
３
０
名
、

男
性
２
１
７
名
）
を
対
象
に
行
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン

調
査
（Nin,2023b

）
の
結
果
に
よ
る
と
、
配

偶
者
を
他
人
に
紹
介
す
る
場
合
、
女
性
が
最
も
多

く
使
う
の
は
「
主
人
」
で
、
64
・
６
％
で
あ
る
。

女
性
は
未
だ
に
男
性
中
心
の
歴
史
を
意
味
す
る

「
主
人
」
を
使
い
続
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

し
か
し
、
女
性
回
答
者
の
教
育
歴
か
ら
見
る
と
、

大
学
卒
や
大
学
院
卒
の
場
合
、「
夫
」
の
使
用
率

が
高
く
、「
旦
那
」
の
使
用
率
が
低
い
こ
と
が
分

か
っ
た
。
一
方
、
男
性
が
「
家
内
」
よ
り
も
、
よ

り
中
立
的
な
「
妻
」（
59
・
０
％
）
と
い
う
呼
称

を
最
も
多
く
使
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

最
近
の
男
性
側
の
男
女
平
等
意
識
の
変
化
を
示
し

て
い
る
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、
女
性
が
依
然
と
し
て
「
主

人
」
と
い
う
呼
称
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
は
、
夫

婦
関
係
を
上
下
関
係
と
し
て
位
置
付
け
て
も
よ
い

と
い
う
漠
然
と
し
た
、
あ
る
い
は
肯
定
的
な
感
情

に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
、
女
性

側
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
改
革
の
必
要
性
も
示
唆
さ

れ
た
。
し
か
し
、
教
育
レ
ベ
ル
の
高
い
女
性
ほ
ど

「
旦
那
」
よ
り
「
夫
」
を
使
う
傾
向
が
見
え
、
女

性
の
教
育
機
会
の
増
加
に
よ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識

の
変
化
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。
今
後
、
女
性

は
「
主
人
」
で
は
な
く
「
夫
」
を
使
う
よ
う
に
な

る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。
し
か
し
、
調
査
に
よ

る
と
、
若
い
世
代
は
「
主
人
」
よ
り
「
旦
那
」
の

方
を
使
う
こ
と
が
多
い
。「
旦
那
」
の
語
源
は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語dāna

で
「
布
施
す
る
人
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
貧
者
に
布
施
を
与
え
る
上
位

の
人
物
で
、
元
来
は
「
主
人
」
と
類
似
の
意
味
合

い
を
持
ち
、上
下
関
係
を
表
す
呼
称
で
あ
る
た
め
、

「
旦
那
」
は
夫
婦
の
対
等
な
関
係
を
表
す
呼
称
と

し
て
は
相
応
し
い
と
は
言
え
な
い
。

　
専
業
主
婦
が
多
数
派
を
占
め
て
い
た
時
代
か

ら
、
女
性
の
社
会
進
出
が
進
み
、
経
済
力
を
持
つ

こ
と
が
当
た
り
前
の
社
会
へ
と
変
化
し
た
こ
の
二

十
年
間
の
社
会
的
変
化
は
、
配
偶
者
の
呼
称
に
も

反
映
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
日
本
の
配
偶
者
呼
称
に

は
ま
だ
ま
だ
非
対
称
性
（
男
尊
女
卑
の
傾
向
）
が

あ
る
。

　
中
国
の
配
偶
者
呼
称
は
男
性
優
位
の

　
家
長
型
か
ら
男
女
平
等
の

　
パ
ー
ト
ナ
ー
型
へ
と
変
化
し
た

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的
に
東
洋

の
文
化
は
、
か
つ
て
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
由

し
て
日
本
に
流
れ
て
き
た
。
中
国
と
日
本
は
、
漢

字
の
使
用
を
含
め
、
東
ア
ジ
ア
の
様
々
な
文
化
的

側
面
を
共
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
男
尊
女
卑
」

や
「
夫
唱
婦
随
」
と
い
っ
た
伝
統
的
な
価
値
観
は

長
い
間
両
国
に
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
配

偶
者
呼
称
の
使
用
に
お
い
て
も
、
並
行
し
た
側
面

が
予
想
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
私
が
同
じ
手
法
で

調
査
し
た
中
国
の
配
偶
者
呼
称
研
究

（Nin,2023a

）
で
は
、
中
国
で
は
男
女
格
差
が

む
し
ろ
小
さ
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。

　
中
国
で
は
、若
い
夫
婦
で
も
年
配
の
夫
婦
で
も
、

配
偶
者
を
他
人
に
紹
介
す
る
時
、夫
を「
老
公
」と
、

妻
を「
老
婆
」と
呼
ぶ
の
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
。

か
つ
て
は
自
由
恋
愛
と
自
由
結
婚
の
象
徴
で
あ
っ

た「
　
人（
ア
イ
レ
ン
）」と
い
う
配
偶
者
呼
称
は
、

二
十
世
紀
初
頭
か
ら
夫
と
妻
の
両
方
を
指
す
呼
称

と
し
て
使
わ
れ
始
め
、
文
化
大
革
命
（
一
九
六
六

年
ー
一
九
七
六
年
）
期
間
中
、
ピ
ー
ク
を
迎
え
、

二
十
一
世
紀
の
現
在
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

中
国
語
の
配
偶
者
呼
称
で
あ
る「
老
公
」と「
老
婆
」

は
完
全
に
対
称
的
で
は
な
い
が
、
日
本
語
の
「
主

人
」
と
「
家
内
」
の
よ
う
な
主
従
関
係
の
意
味
合

い
を
持
た
な
い
。
中
国
の
配
偶
者
呼
称
は
男
性
優

位
の
家
長
型
か
ら
男
女
平
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー
型
へ

と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
東
洋
文
化
と
伝
統
的
価
値
観
を
共
有
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
と
日
本
の
配
偶
者

呼
称
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
驚
く
ほ
ど
対

照
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
一
方
、
男

女
平
等
の
考
え
方
は
西
洋
文
化
の
近
代
的
な
思
想

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
西
洋
諸
国
ほ
ど
男
女

平
等
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
近
代
に
早
い
時
期
か
ら
西
洋
文
化
を
受
け
入

れ
、
西
洋
化
に
お
い
て
中
国
よ
り
先
行
し
て
い
た

は
ず
の
日
本
が
、
配
偶
者
呼
称
に
関
し
て
は
む
し

ろ
中
国
よ
り
も
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
辛
亥
革
命
（
一
九
一
一
年
）、

五
四
新
文
化
運
動
（
一
九
一
九
年
）、
社
会
主
義

革
命
（
一
九
四
九
年
）、
文
化
大
革
命
（
一
九
六

六
年
ー
一
九
七
六
年
）、改
革
開
放（
一
九
七
八
年
）

な
ど
、
近
代
に
始
ま
っ
た
一
連
の
中
国
社
会
の
変

革
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
変
革
は
、
男
性
中
心
の
伝
統
的
な
家
父
長
制

の
家
庭
制
度
を
崩
壊
さ
せ
、
社
会
に
お
け
る
男
女

平
等
を
促
進
し
、
家
庭
に
お
け
る
女
性
の
地
位
を

向
上
さ
せ
た
。
一
方
、
日
本
社
会
で
は
そ
の
よ
う

な
激
動
な
変
革
は
起
き
て
い
な
い
。

　
日
本
の
配
偶
者
呼
称
に
見
ら
れ
る「
男
尊
女
卑
」

の
傾
向
か
ら
、
伝
統
的
な
呼
称
が
「
本
来
の
意
味

を
失
っ
た
単
な
る
記
号
」
と
し
て
使
わ
れ
続
け
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
主

人
」
対
「
家
内
」
と
い
う
図
式
に
反
映
さ
れ
る
夫

婦
関
係
は
、
互
い
に
独
立
し
た
個
人
と
し
て
の
対

等
な
男
女
の
関
係
で
は
な
く
、
非
対
称
な
依
存
関

係
と
上
下
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
配
偶
者
呼

称
を
使
い
続
け
る
こ
と
は
、伝
統
的
な
男
性
優
位
・

男
性
中
心
の
価
値
観
が
無
意
識
の
う
ち
に
維
持
さ

れ
て
い
く
恐
れ
が
あ
る
。
言
語
か
ら
差
別
を
な
く

す
た
め
に
は
、
言
語
を
差
別
と
は
無
縁
の
伝
達
の

道
具
と
し
て
捉
え
る
言
語
観
か
ら
脱
却
し
、
言
語

に
差
別
的
な
考
え
方
が
入
り
込
む
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
意
識
し
て
言
語
を
使
っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

　
日
本
の
男
女
格
差
が
な
か
な
か
解
消
さ
れ
な
い

原
因
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
が
意
識
さ
れ
な
い
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
深
刻
に
受
け
止
め

る
べ
き
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
が
、「
日
本
が
男

女
格
差
の
大
き
い
国
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

て
い
る
人
は
多
く
な
い
。
こ
の
状
況
を
変
え
る

た
め
に
は
、
日
本
に
は
男
女
差
別
が
見
え
に
く

い
構
造
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
認
識
し
、
長
年
隠

さ
れ
て
き
た
意
識
を
問
い
直
し
、
男
女
格
差
を

是
正
す
る
た
め
の
具
体
的
な
対
策
を
講
じ
る
こ

と
で
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を
実
現
す
る
時
期

に
来
て
い
る
と
思
う
。「
言
語
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」

の
研
究
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
へ
の
貴
重
な
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。

愛友

東京農工大学准教授。中国生まれ。言語とジェンダーを研究。
博士（言語学）。日本語ジェンダー学会評議員。
著書に『「女ことば」は女が使うのかしら
　　　　　　　－ことばに見る性差の様相』（ひつじ書房、２００９年）。

「現代日本語における性差・ジェンダー
　～日本の配偶者呼称はなぜ男尊女卑的なのか～」

寄稿

任 利さん

ジ
ェ
ン
ダ
ー
探
求

ジ
ェ
ン
ダ
ー
探
求
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国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画について、
　①被害者の自立支援のための施策に関する事項
　②国・地方公共団体・民間の団体の連携・協力に関する事項
が追加されます。

国の基本方針及び都道府県基本計画の記載事項の拡充

　DV・デート DV に悩んでいる方の中には、「自分が悪かったから仕方がない」と思っ
てしまう方もいます。ですが、どんな暴力であっても、あなたが悪いのではありません。
　あなたや子どもの安全を第一に考え、まずは誰かに相談してみませんか。
　相談は無料で受け付けています。プライバシーは厳守します。

悩んでいるあなたへ

○東京ウィメンズプラザ（DV専用ダイヤル）
　TEL: 03-5467-1721　9：00～ 21：00（年末年始を除く）

○東京都女性相談センター多摩支所
　TEL: 042-522-4232　9：00～ 16：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

○東京都女性相談センター
　TEL: 03-5261-3911（夜間・緊急の場合）

○東京ウィメンズプラザ男性のための悩み相談
　TEL: 03-3400-5313　17：00～ 20：00（祝日・年末年始以外の月・水・土）

○小金井警察署生活安全課
　TEL: 042-381-0110

相談窓口一覧

２

①　接近禁止命令等の対象の拡大
　裁判所に接近禁止命令等を申立てることができる被害者について、現行の「身体に対する暴
力を受けた者」と「生命又は身体に対する加害の告知による脅迫を受けた者」に加え、「自由、
名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫を受けた者」が追加されます。 
　また、接近禁止命令の発令要件について、重篤な精神的被害も対象に含まれることとなります。

④　未成年の子への電話等禁止命令の創設
　被害者と同居する未成年の子への電話等禁止命令が設けられます。要件は、既存の子への接
近禁止命令と同じです。 この点、被害者に対してではなく、子に対して行われるという差異に
鑑み、監視の告知等、著しく粗野乱暴な言動、無言電話、緊急時以外の連続した電話･FAX･メー
ル･SNS 等送信、緊急時以外の深夜早朝の電話･FAX、汚物等の送付等、名誉を害する告知等、
性的羞恥心を害する事項の告知等、位置情報の無承諾取得等が禁止行為となります。

③　電話等禁止命令の対象行為の拡大
　被害者への電話等禁止命令の対象となる行為に、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS 等
の送信、緊急時以外の深夜早朝（午後 10 時～午前６時）の SNS 等の送信、性的羞恥心を害す
る電磁的記録の送信、GPS機器等を用いて位置情報を無承諾で取得すること等が追加されます。

⑤　退去等命令の期間の特例の創設
　退去等命令の期間は、現行では ２か月とされています。この命令期間について、被害者が単
独で住居を所有し、又は賃借している場合に、６か月とする特則が設けられます。

⑥　保護命令違反の厳罰化
　現行の１年以下の懲役／ 100 万円以下の罰金 → 2 年以下の懲役／ 200 万円以下の罰金へと
加重します。

②　接近禁止命令等の期間を現行の６か月間から１年間に伸長

保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化１
　関係機関等から構成される協議会が法定化され、協議会の事務に関する守秘義務等が設けら
れます。都道府県においては協議会を組織する努力義務が設けられます

協議会の法定化３

緊急の場合は110番へ ／ ケガをしたら１１９番へ

　これまでよりもＤＶ被害者保護を強化するため、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律（以下、「ＤＶ防止法」）」が令和５年５月に改正されました。
　改正後のＤＶ防止法は、令和６年４月から施行されます。

配偶者暴力防止法が改正されました！配偶者暴力防止法が改正されました！

改正法のポイント

国の基本方針及び都道府県基本計画の記載事項の拡充

保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化 協議会の法定化
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国の基本方針及び都道府県基本計画の記載事項の拡充

保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化 協議会の法定化



「かたらい」は、公募による市民編集委員が、企画・取材・執筆を行っています。

　氏名（ふりがな）、ペンネーム（記載がない場合はイニシャルとします）、連絡先を明記し、直接、郵送またはファクスで
企画政策課男女共同参画室へご提出ください。　※一部抜粋して掲載させていただくことがあります。
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の
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た
く
さ
ん
潜
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い
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無
意
識
の
思
い
込
み
。こ
れ
も
、
あ
れ

も
、と
気
づ
い
て
い
け
ば
、１
ミ
リ
で
も
よ
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方
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い
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い
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な
か
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こ
れ
ま
で
の「
か
た
ら
い
」を
踏
ま
え
て

内
容
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
、1

冊
を
通
し

て
特
集
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
、
男
女
共

同
参
画
と
は
何
か
根
本
か
ら
考
え
る
と
い

う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
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と
つ
ひ
と
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が
大
切
な
記
事
に
思
え
ま
す
。（早
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沙
彩
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…
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四
人
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方
に
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タ
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ュ
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が
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社
会
と
の
関
わ
り
方

の
相
違
に
よ
り
、
取
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上
げ
る
論
点
に
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徴
が
あ
っ
て
興
味
深
か
っ
た
。「
小
金
井
で

働
く
」の
鞍
田
さ
ん
の
、
障
が
い
と
い
う
言

葉
に
か
か
る
重
さ
に
つ
い
て
の
お
話
に

は
、思
わ
ず
襟
を
正
さ
れ
た
。　（

伊
集
院 

正
）

…
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寄
稿
や
取
材
に
ご
協
力
い
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だ
き
ま
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た
皆
さ
ま
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
男
女
共
同
参
画
室
）

「かたらい」について読者の方から意見・感想等を募集しています。

〈提出先〉 〒184-8504 住所不要　企画政策課男女共同参画室　FAX：042-387-1224

特集

「アンコンシャス・バイアスとは何か
　　　　　　　　～その仕組みと対策～」

東洋大学社会学部社会心理学科教授　北村 英哉さん

p7 小金井で働く
　　　　「何歳からでもリスタートできる社会へ」
就労継続支援B型事業所　ムジナの庭
施設長　鞍田 愛希子さん

秋

p8 ジェンダー探求
　　　　現代日本語における性差・ジェンダー
　　　　～日本の配偶者呼称はなぜ男尊女卑的なのか～」
東京農工大学准教授　任 利さん

p10 配偶者暴力防止法が改正されました

「アンコンシャス・バイアス　　　　　　 」「アンコンシャス・バイアス　　　　　　 」

男女共同参画関連の会議に参加してみませんか
ー 参加費・交通費を補助します ー

　市では、男女共同参画社会の形成の促進に係る会議等に参加する市民に、参加費用の一部を補
助する事業を実施しています。お気軽にご利用ください。

1
　東京都及び東京都に隣接する地域で開催される男女平等社会の早期実現を目指すための
会議（宗教及び政治活動並びに営利等を目的とするものを除く。）であって、講演、シン
ポジウム、分科会等が行われ参加者相互の交流が行われるもの。

2 次の条件をいずれも満たす方。
⑴　当該会議等を開催する日現在で、当市に２年以上居住し、18歳以上の方
⑵　男女平等及び男女共同参画に関心を持ち、地域活動及び市行事に積極的に参加できる方

3
　参加希望者が定員（予算の範囲）を超えた場合は、抽選により決定します。

4
　開催地までの旅費及び会議に参加するための諸経費を合算した額の２分の１

5
　申込書をご記入のうえ、男女共同参画室へご提出ください。
　申込書は市役所本庁舎又は第二庁舎入口のチラシラックに配架している他、市ホーム
ページからダウンロードできます。

補助対象となる会議等

応募資格

応募者の決定

参加費補助の内容

応募方法

小金井市　国内研修事業参加補助金

～無意識の思い込み～

寄稿

「子どもや子育て、家庭における
  身近なアンコンシャス・バイアスについて」

一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所　認定トレーナー
感情保育学研修所代表　野村 恵里さん

寄稿

寄稿

補助対象となる会議等

応募資格

応募者の決定

参加費補助の内容

応募方法

～無意識の思い込み～

にん り


