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セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・�

�

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
は

大
学
は
高
校
ま
で
と
違
い
、
自
由

な
時
間
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ

の
自
由
な
時
間
を
使
っ
て
、
皆
さ
ん

は
お
そ
ら
く
、
高
校
ま
で
に
は
考
え

な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
授
業
や

サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
を
通
し
て
学
ん

だ
り
、経
験
し
た
り
す
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
自
由
な
時
間
の
中
で
、

「
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
人
生
は
ど
う

な
っ
て
い
く
ん
だ
ろ
う
」
と
漠
然
と

し
た
不
安
を
感
じ
る
人
も
出
て
く
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
恋
愛

を
は
じ
め
と
し
た
人
間
関
係
や
自
分

の
性
に
つ
い
て
悩
む
こ
と
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
今
日
は
、
誰
も
が
直
面
す

る
性
の
問
題
を
と
お
し
て
自
分
の
人

生
を
ど
う
生
き
て
い
く
の
か
を
、
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
例

を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。皆

さ
ん
は
大
学
に
入
る
前
ま
で

に
、
同
性
愛
に
つ
い
て
学
校
で
何
か

学
ん
だ
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
学
校
で
「
同

性
愛
に
つ
い
て
一
切
学
ん
で
い
な

い
」
と
答
え
た
人
の
割
合
は
な
ん
と

8
割
に
も
達
し
ま
す（
日
高
庸
晴「
ゲ

イ
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
男
性
の
健
康

リ
ポ
ー
ト
2
」、
厚
生
労
働
省
エ
イ

ズ
対
策
研
究
事
業
『
男
性
同
性
間
の

H
IV

感
染
対
策
と
そ
の
評
価
に
関
す

る
研
究
』２
０
０
７
年
）。
つ
ま
り
私

た
ち
の
多
く
は
、
学
校
教
育
の
中
で

同
性
愛
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
教

え
ら
れ
な
い
ま
ま
大
学
生
に
な
っ
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。「
自
分
は
同
性

愛
者
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
っ
た
小

学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
の
多
く

が
、
学
校
で
同
性
愛
に
関
す
る
き
ち

ん
と
し
た
情
報
に
何
も
触
れ
て
い
ま

せ
ん
。
今
で
も
誰
に
も
言
え
ず
に
悩

ん
で
い
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

�

同
性
愛
に
つ
い
て

で
は
実
際
に
、
自
分
の
性
と
同

じ
性
の
人
を
好
き
に
な
る
人
は
ど

の
く
ら
い
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実

は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
驚
く
べ
き

結
果
が
過
去
に
出
ま
し
た
。
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
ち
ょ
っ
と
古
い
デ
ー
タ

に
な
り
ま
す
が
、
性
科
学
者
の
ア
ル

フ
レ
ッ
ド
・
キ
ン
ゼ
イ
が
第
二
次
世

界
大
戦
後
に
人
間
の
性
行
動
に
つ
い

て
面
白
い
調
査
を
行
っ
た
の
で
す

が
、
ア
メ
リ
カ
の
成
人
男
性
の
37
％

が
「
思
春
期
以
降
老
年
期
ま
で
に
何

ら
か
の
形
の
明
ら
か
な
同
性
愛
に
よ

る
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
に
達
し
た
経
験
を

持
っ
て
い
る
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

こ
の
キ
ン
ゼ
イ
報
告
に
よ
る
と
、
自

分
の
こ
と
を「
同
性
愛
者
」だ
と
認
識

す
る
か
し
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
性
愛
の
経
験
を
持
っ
た
こ
と
が
あ

る
人
が
な
ん
と
3
人
に
1
人
も
い
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
白
人
成

人
男
性
の
う
ち
、「
生
涯
を
通
じ
て
完

全
に
同
性
愛
者
で
あ
る
」
人
は
4
％

で
し
た
。
つ
ま
り
、
同
性
と
性
的
な

関
係
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
の

こ
と
を
必
ず
し
も「
同
性
愛
者
」だ
と

認
識
し
な
い
人
も
多
く
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。同
性
と
性
関
係
を
持
ち
、

か
つ
自
分
の
こ
と
を「
同
性
愛
者
」だ

と
自
認
し
た
人
が
4
％
い
た
と
い
う

こ
と
を
こ
の
キ
ン
ゼ
イ
の
デ
ー
タ
は

示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
を
見
る

と
、
実
は
同
性
間
の
性
的
な
関
係
は

決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
19
世
紀
末
に
活
躍

し
た
有
名
な
精
神
分
析
家
の
ジ
ー
ク

ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
は
、
人
間
の
性

は
そ
も
そ
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

新ヶ江章友（大阪市立大学人権問題研究センター／都市経営研究科准教授）

あなたの性と生について
─あるいは自分らしく生きるということについて─
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「
多
形
倒
錯
」（
つ
ま
り
、
性
的
指
向

が
一
定
し
て
い
な
い
）
で
あ
り
、
成

長
段
階
で
文
化
的
に
規
定
さ
れ
た

「
望
ま
し
い
」
と
さ
れ
る
性
愛
関
係

を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ

る
「
異
性
愛
者
」
に
な
る
と
言
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
あ
る
人
が
同
性

に
性
的
に
惹
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
は
決
し
て
異
常

で
は
な
く
、
誰
に
で
も
あ
り
う
る

こ
と
だ
と
フ
ロ
イ
ト
は
言
う
の
で

す
。
ま
た
人
間
だ
け
で
は
な
く
、

動
物
の
世
界
で
も
、
同
性
間
の
性

関
係
は
広
く
見
ら
れ
る
と
い
う
研

究
も
多
数
存
在
し
て
い
ま
す
。
で

は
日
本
に
お
い
て
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
近
年
の
調
査
に
よ
る
と
、

20
歳
か
ら
59
歳
ま
で
の
日
本
人
成

人
男
性
の
う
ち
、
同
性
に
性
的
魅

力
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え

た
人
の
割
合
は
３
・
７
％
で
あ
り
、

実
際
に
男
性
同
性
間
で
性
的
関
係

を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
人
の
割

合
は
２
・
０
％
と
い
う
報
告
が
あ

り
ま
す
（
市
川
誠
一
編
『
男
性
同
性

間
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
対
策
と
そ
の
介

入
効
果
に
関
す
る
研
究
』
２
０
１
１

年
）。
ま
た
、
２
０
１
５
年
に
電
通

が
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
（
レ
ズ
ビ
ア
ン
、
ゲ
イ
、
バ
イ

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
ト
ラ
ン
ス
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
の
割
合

は
７
・
６
％
と
い
う
報
告
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
７
・
６
％
と
い
う
数
字
は
、

13
人
に
1
人
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
だ
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
13
人
に
1

人
と
い
う
割
合
は
、
左
利
き
の
人
の

数
字
と
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
う
考
え
る
と
、
日
本
に
お
け

る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
割
合
は
決
し
て
低
く

は
な
さ
そ
う
で
す
。

さ
て
、
一
番
最
初
に
述
べ
た
よ
う

に
、
私
た
ち
の
生
き
る
社
会
は
異
性

愛
を
当
然
だ
と
考
え
、
私
た
ち
の
多

く
が
同
性
愛
に
つ
い
て
学
校
教
育
で

は
ほ
と
ん
ど
学
ん
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
（
し
か
し
近
年
で
は
、
多
様
な
家

族
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
様
々
な

教
科
で
教
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
）。
ア
メ
リ
カ
の
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
で
詩
人
の
ア
ド
リ
エ
ン

ヌ
・
リ
ッ
チ
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会

の
あ
り
方
を「
強
制
的
異
性
愛
」社
会

と
し
て
批
判
し
ま
し
た
。
し
か
し
日

本
に
お
い
て
も
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
取
り

巻
く
環
境
が
現
在
大
き
く
変
わ
ろ
う

と
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
少
し
述
べ

ま
し
た
が
、
同
性
と
性
的
関
係
が

あ
っ
た（
あ
る
）か
ら
と
い
っ
て
、
必

ず
し
も
自
分
の
こ
と
を「
同
性
愛
者
」

と
認
識
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
結
果
、
同
性
間
で
の
性
的
関
係

を
持
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た（
あ
る
）と

し
て
も
、
自
分
の
こ
と
を
「
同
性
愛

者
」
と
認
識
す
る
こ
と
な
く
、
な
か

に
は
異
性
と
結
婚
し
て
子
ど
も
を
生

み
、
父
や
母
に
な
る
と
い
う
ラ
イ
フ

コ
ー
ス
を
た
ど
る
人
も
い
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ

る
「
異
性
愛
者
」
が
た
ど
る
ラ
イ
フ

コ
ー
ス
に
、
違
和
感
を
感
じ
る
人
も

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
同
性
カ
ッ

プ
ル
で
生
活
を
し
た
い
と
考
え
る
場

合
、
そ
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
選
択
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
も
可

能
で
す
し
、
実
際
そ
の
よ
う
に
生
き

て
い
る
人
た
ち
も
今
で
は
た
く
さ
ん

い
ま
す
。
な
か
に
は
同
性
同
士
で
子

ど
も
を
育
て
て
い
る
人
さ
え
い
ま

す
。
最
近
で
は
、
行
政
も
同
性
パ
ー

ト
ナ
ー
に
対
し
て
異
性
婚
と
同
等
の

支
援
を
行
お
う
と
動
き
出
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
国
政
に
お
い

て
も
、
同
性
婚
に
つ
い
て
党
派
を
超

え
て
議
員
た
ち
が
議
論
を
始
め
た
と

こ
ろ
で
す
。

�

同
性
同
士
の�

�
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
創
造

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
た
ち
が
日
本
に
も

た
く
さ
ん
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
る
人

た
ち
が
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

同
性
同
士
で
生
き
て
い
く
と
い
う
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
創
造
は
、
こ
れ
か

ら
日
本
で
も
進
ん
で
い
く
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
同
性
と
性
行
為
を
行
う

か
ら「
同
性
愛
者
」な
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
同
性
愛
者
」
と
し
て
生
き
て

い
く
こ
と
は
、
そ
の
個
人
が
今
ま
で

こ
の
社
会
に
は
な
か
っ
た
生
き
方
を

発
明
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
フ
ラ
ン

ス
の
哲
学
者
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

は
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
「
懸
命
に

ゲ
イ
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
人
と
違
う
生
き

方
を
発
明
す
る
の
は
、
お
手
本
が
な

い
分
、
分
か
ら
な
か
っ
た
り
辛
か
っ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、「
異
性
愛
者
」の
人
た
ち
が

体
験
し
な
い
よ
う
な
面
白
い
生
き
方

を
創
造
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
の

で
す
。
き
っ
と
仲
間
は
あ
な
た
の
周

り
に
も
い
ま
す
し
、
あ
な
た
が
自
分

の
性
を
通
し
て
ど
う
生
き
た
い
か
を

真
剣
に
考
え
て
そ
の
よ
う
に
生
き
て

い
け
ば
、
あ
な
た
自
身
も
変
わ
れ
る

し
、
あ
な
た
の
周
り
も
変
え
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

人
間
の
生
き
方
は
多
様
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
、
ぜ
ひ
大
学
で
学
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

55 人権問題の最前線



ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
権

Chapter 5

友田　尋子（元大阪市立大学医学部看護学科教授・甲南女子大学看護学研究科教授）

ドメスティック・バイオレンスは
女性と子どもの生きる力を奪っていく
健康問題

◎�

Ｄ
Ｖ
（D

om
estic�V

iolence;

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン

ス
）と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か

我
が
国
で
は
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス（
以
下
、
Ｄ
Ｖ
）

を
男
女
の
親
密
な
関
係
の
間
に
お
こ

る
暴
力
、
権
力
や
支
配
力
を
行
使
す

る
暴
力
と
称
し
、
被
害
者
の
多
く

が
女
性
で
す
が
、
男
性
等
の
人
々
も

被
害
者
に
な
り
ま
す
。
Ｄ
Ｖ
に
つ
い

て
は
、
２
０
０
１
年
に
制
定
さ
れ
た

「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び

被
害
者
に
関
す
る
法
律
（
Ｄ
Ｖ
防
止

法
）」で「
配
偶
者（
婚
姻
の
届
出
を
し

て
い
な
い
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
）
か
ら
の

身
体
に
対
す
る
不
法
な
攻
撃
で
あ
っ

て
生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す

も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｄ

Ｖ
防
止
法
の
冒
頭
で
、
Ｄ
Ｖ
は
女
性

へ
の
人
権
侵
害
で
あ
り
男
女
共
同
参

画
を
遮
る
行
為
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
親
密

な
関
係
の
者
同
士
の
暴
力
を
Ｉ
Ｐ
Ｖ

（Intim
ate P

artner V
iolence

）
と

称
し
、
婚
姻
関
係
、
元
婚
姻
関
係
、

現
在
同
棲
関
係（
し
て
い
た
）、
交
際

相
手
（
日
本
で
は
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
と
称

し
て
い
る
）、
同
性
愛
者
も
含
め
て

い
ま
す
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
か
ら
波
及
し
て

き
た
あ
ら
ゆ
る
暴
力
問
題
と
被
害
は

世
界
各
国
へ
と
拡
が
り
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は

暴
力
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
あ
り
保
健

医
療
の
取
組
を
早
急
に
行
う
べ
き
事

案
と
発
表
し
、
女
性
の
基
本
的
人
権

を
脅
か
す
重
大
な
犯
罪
で
あ
る
と
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
国
連
世
界
人
権
会
議
で
「
女

性
に
対
す
る
暴
力
の
撤
廃
に
関
す
る

宣
言
」が
１
９
９
３
年
に
採
択
さ
れ
、

そ
の
後
に
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
早

急
に
取
り
組
む
べ
き
国
際
問
題
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
、
女
性
に
対
す
る
暴

力
を
「
身
体
的
・
性
的
・
心
理
的
に

有
害
ま
た
は
苦
痛
と
な
る
ま
た
は
そ

う
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
暴
力
的
行
為
で

あ
り
家
庭
内
の
そ
れ
も
含
ま
れ
る
」

と
国
連
は
定
義
し
て
い
ま
す
。
我
が

国
の
改
正
さ
れ
た「（
児
童
虐
待
防
止

法
）」の
第
2
条
で
は
、
子
ど
も
が
同

居
す
る
家
庭
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
を
「
児

童
に
著
し
い
心
理
的
外
傷
を
与
え
る

言
動
」
と
し
て
児
童
虐
待
の
類
型
に

あ
げ
、
Ｄ
Ｖ
が
存
在
す
る
家
庭
で
育

つ
場
合
は
子
ど
も
に
と
っ
て
児
童
虐

待
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

◎�
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
ど
の
く
ら
い
存
在

し
て
い
ま
す
か

１
９
９
７
年
に
公
的
機
関
と
し

て
初
め
て
行
わ
れ
た
東
京
都
民
男

女
４
５
０
０
人
を
対
象
に
し
た
東
京

都
生
活
文
化
局
に
よ
る
「
女
性
に
対

す
る
暴
力
」
調
査
で
は
、
3
人
に
1

人
の
割
合
で
身
体
的
暴
力
を
受
け
た

経
験
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
2
人
に

1
人
が
心
理
的
暴
力
を
受
け
、
5

人
に
1
人
が
性
的
暴
力
を
受
け
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

１
９
９
９
年
か
ら
始
ま
っ
た
内
閣
府

調
査
で
は
、
女
性
の
約
20
人
に
1
人

は
夫
か
ら
「
命
の
危
険
を
感
じ
る
暴

力
を
受
け
た
事
が
あ
る
」
と
答
え
、

欧
米
の
調
査
と
大
差
の
な
い
結
果
が

出
て
い
ま
す
し
、
現
在
も
そ
の
数
で

推
移
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
自
治

体
や
内
閣
府
な
ど
の
様
々
な
調
査
か

ら
、
5
人
に
ひ
と
り
の
割
合
で
Ｄ
Ｖ

に
身
体
的
暴
力
の
被
害
を
受
け
て
お

り
、
暴
言
や
経
済
的
制
裁
な
ど
そ
れ

以
外
の
虐
待
的
な
扱
い
を
受
け
て
い

る
場
合
を
含
め
る
と
、
半
数
以
上
の

家
庭
で
夫
か
ら
妻
に
対
す
る
何
ら
か

の
暴
力
的
支
配
が
起
こ
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

Ｄ
Ｖ
は
個
人
的
な
出
来
事
で
も
特

殊
な
こ
と
で
は
な
く
、
立
場
の
強
い

者
か
ら
弱
い
立
場
に
あ
る
者
へ
の

暴
力
（P

ower and C
ontorol:

力
や

権
力
と
支
配
）
で
あ
り
、
日
常
生
活

に
潜
む
関
係
性
の
問
題
で
あ
り
、
同

時
に
社
会
問
題
で
す
。
そ
し
て
暴
力

は
健
康
問
題
で
す
。
人
間
に
と
っ
て

安
全
の
感
覚
が
満
た
さ
れ
る
は
ず
の

家
庭
と
い
う
空
間
で
、
親
密
な
関
係

の
間
に
起
こ
る
暴
力
が
Ｄ
Ｖ
な
の
で

す
。
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
と
さ
れ
、
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ジェンダーと人権5
痴
話
喧
嘩
扱
い
に
さ
れ
、
被
害
を

声
に
出
す
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ

た
長
い
歴
史
を
経
て
、
Ｄ
Ｖ
の
実

相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

◎�
Ｄ
Ｖ
は
特
殊
な
人
に
よ
る
個
人

的
な
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か

暴
力
は
様
々
な
形
で
お
こ
り
、

被
害
者
を
苦
し
め
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
殴
る
・
蹴
る
・
突
き
倒
す
・

首
を
絞
め
る
・
引
き
ず
り
回
す
な

ど
の
身
体
的
暴
力
、
意
志
に
反
し

て
無
理
や
り
セ
ッ
ク
ス
を
強
要
す

る
・
妊
娠
と
堕
胎
の
強
要
な
ど
の

性
的
暴
力
、
生
活
費
を
渡
さ
な
い
・

賃
金
を
要
求
す
る
・
借
金
を
繰
り

返
す
な
ど
の
経
済
的
暴
力
、
保
険

証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
を
渡
さ
な
い
・

親
き
ょ
う
だ
い
と
つ
き
あ
わ
せ
な

い
・
電
話
や
メ
ー
ル
の
内
容
を
す

べ
て
点
検
す
る
・
行
動
を
監
視
す

る
・
外
出
を
制
限
す
る
な
ど
の
社

会
的
暴
力
、
バ
カ
、
無
能
、
役
立

た
ず
と
罵
る
・
殺
し
て
や
る
な
ど

脅
す
精
神
的
暴
力
、
食
事
を
与
え

な
い
・
生
活
に
必
要
な
も
の
を
渡

さ
な
い
ネ
グ
レ
ク
ト
な
ど
、
夫
婦

や
内
縁
関
係
と
い
っ
た
生
活
を
共

に
す
る
親
し
い
間
柄
で
お
こ
る
た

め
、
様
々
な
行
為
が
相
手
を
責
め
、

屈
従
さ
せ
、
支
配
す
る
た
め
に
使

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
Ｄ
Ｖ
の
特

徴
で
、
こ
れ
ら
の
暴
力
が
重
な
っ

て
ふ
る
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
想

像
を
遙
か
に
超
え
た
被
害
が
あ
り

ま
す
。
傷
、
あ
ざ
や
出
血
の
あ
る
よ

う
な
け
が
の
場
合
、
多
く
の
人
は
緊

急
性
と
危
険
性
を
理
解
で
き
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
尊
厳
を
踏
み
に
じ
ら
れ

る
よ
う
な
暴
力
に
よ
っ
て
自
尊
感
情

が
低
下
し
、
う
つ
傾
向
、
不
安
な
ど

ト
ラ
ウ
マ
症
状
の
で
て
い
る
場
合
、

多
く
の
人
は
こ
の
よ
う
な
人
だ
か
ら

仕
方
が
な
い
と
い
っ
た
加
害
者
を
庇

護
す
る
よ
う
な
被
害
者
へ
の
二
次
加

害
と
な
る
よ
う
な
反
応
を
示
す
こ
と

が
、
実
は
多
い
の
で
す
。
身
体
的
暴

力
を
常
に
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
被

害
者
の
理
解
に
は
、
様
々
な
暴
力
が

存
在
し
、
支
配
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の

人
の
生
き
る
力
を
は
く
奪
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

◎�

Ｄ
Ｖ
は
子
ど
も
に
影
響
す
る
の
で

す
か

Ｄ
Ｖ
の
環
境
は
子
ど
も
に
と
っ

て
児
童
虐
待
で
す
。
そ
れ
は
、
暴

力
を
目
撃
す
る
こ
と
、
親
の
暴
力
を

阻
止
し
よ
う
と
被
害
に
遭
う
、
子
ど

も
も
所
有
物
と
考
え
て
い
る
加
害
者

の
多
く
は
子
ど
も
に
も
暴
力
を
ふ
る

う
な
ど
の
児
童
虐
待
の
被
害
が
あ
り

ま
す
。
子
ど
も
に
と
っ
て
4
つ
の

影
響
が
あ
る
と
考
え
て
い
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
⑴
子
ど
も
も
母
親
と

同
様
に
直
接
的
被
害
者
に
な
る
と
い

う
影
響
、
⑵
父
親
が
母
親
を
殴
る
現

場
を
子
ど
も
が
目
撃
す
る
と
い
う
こ

と
か
ら
の
影
響
、
⑶
男
女
関
係
や
人

と
の
関
わ
り
方
を
子
ど
も
が
そ
の
家

族
を
通
し
て
学
ん
で
い
く
暴
力
の
世

代
間
連
鎖
と
い
う
影
響
、
⑷
子
ど
も

の
成
長
発
達
が
保
障
さ
れ
に
く
い
と

い
う
影
響
で
す
。
生
ま
れ
る
前
に
も

暴
力
に
さ
ら
さ
れ
、
妊
娠
中
の
暴
力

被
害
は
早
産
や
流
産
を
誘
発
す
る
こ

と
、
低
出
生
体
重
児
の
出
生
の
増

加
す
る
こ
と
、
出
産
時
の
平
均
体

重
の
全
般
的
な
低
下
の
原
因
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、corticotropine releasing 

horm
one

（C
R

H

）を
上
昇
さ
せ
、
Ｉ

Ｕ
Ｇ
Ｒ（
子
宮
内
発
育
遅
延
）児
の
出

生
を
高
め
る
か
ら
で
す
。
被
害
者
は

加
害
者
か
ら
の
暴
力
と
恐
怖
を
い
つ

起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
状
況
で
、
孤

立
無
援
で
、
精
神
的
ス
ト
レ
ス
を
増

大
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
米
国
で
は

妊
婦
の
4
人
に
1
人
が
Ｄ
Ｖ
被
害
者

で
あ
る
と
報
告
し
て
い
ま
す
。早
産
、

新
生
児
死
亡
率
も
Ｄ
Ｖ
被
害
の
妊
娠

は
そ
う
で
な
い
妊
娠
よ
り
も
多
い
と

し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
が
小
さ
い
か

ら
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た
間
主

観
性
は
ま
ち
が
い
で
す
。
こ
の
よ
う

に
子
ど
も
の
多
く
は
胎
児
の
頃
か
ら

暴
力
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
安
心
安

全
の
欠
如
、
自
己
評
価
・
自
己
価
値

観
の
低
下
、
愛
着
形
成
不
全
を
抱
え

て
育
つ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
Ｄ
Ｖ

被
害
の
子
ど
も
は
第
二
の
被
害
者
で

あ
り
、
多
く
の
児
童
虐
待
の
背
景
に

Ｄ
Ｖ
が
あ
る
と
い
う
現
実
は
、
や
っ

と
意
識
さ
れ
ま
し
た
。

◎�

暴
力
と
支
配
の
恐
怖
は
、
い
つ
ま

で
続
く
の
で
す
か

や
っ
と
加
害
者
と
別
居
で
き
た
と

し
て
も
、
加
害
者
に
よ
る
子
ど
も
の

連
れ
去
り
、
現
在
の
生
活
を
探
り
脅

か
す
よ
う
に
子
ど
も
を
つ
け
ま
わ
す

な
ど
、
被
害
者
、
子
ど
も
た
ち
は
暴

力
再
体
験
へ
の
危
惧
は
続
き
ま
す
。

そ
の
暴
力
再
体
験
の
場
と
な
る
の

が
、
２
０
１
１
年
民
法
改
正
に
よ
っ

て
増
加
し
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
の
場
合
、

監
護
権
を
盾
に
し
て
頻
繁
に
要
求
す

る
子
ど
も
と
の
面
会
交
流
で
す
。
面

会
交
流
で
は
、
子
ど
も
が
最
大
の
攻

撃
対
象
と
な
り
、
加
害
者
は
法
的
正

当
性
を
装
っ
て
子
ど
も
を
通
じ
て
陰

に
日
向
に
家
族
へ
の
支
配
力
と
影
響

力
を
及
ぼ
し
て
い
く
の
で
す
。

◎�

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
暴
力
被
害
の

防
止
に
参
画
で
き
ま
す
か

Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
発
見
し
た
と
き
、

相
談
さ
れ
た
と
き
、
見
な
い
ふ
り
を

し
な
い
こ
と
で
す
。
子
ど
も
へ
の
影

響
は
な
か
っ
た
こ
と
に
し
な
い
こ
と

で
す
。
次
世
代
の
子
ど
も
達
の
被
害

な
ど
暴
力
と
い
う
も
の
の
連
鎖
反
応

を
断
ち
切
る
た
め
に
、
行
政
が
中
心

的
な
軸
を
つ
く
り
、
様
々
な
支
援
機

関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
官
民
共
同
で

つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
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Chapter 5

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

�

母
子
家
庭

コ
ロ
ナ
禍
で
、
母
子
家
庭
は
危
機

的
状
況
に
瀕
し
て
い
ま
す
。
仕
事
が

な
く
な
り
今
日
食
べ
る
も
の
が
な

い
、
家
賃
が
払
え
な
い
、
掛
け
持
ち

の
仕
事
を
し
て
体
を
壊
し
て
し
ま
っ

た
・
・
。
こ
ん
な
事
態
に
、
い
く
つ

か
の
支
援
は
打
た
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
対
処
療
法
的
な
も
の
で
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
こ
の
状
況

を
も
た
ら
し
た
の
は
コ
ロ
ナ
と
い
う

よ
り
、
そ
も
そ
も
母
子
家
庭
が
平
常

時
で
も
ギ
リ
ギ
リ
に
張
り
詰
め
た
生

活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で

す
。
コ
ロ
ナ
感
染
の
不
安
、
休
校
、

時
短
就
業
、
解
雇
な
ど
の
緊
急
事
態

が
起
こ
っ
た
時
、
支
援
を
得
る
た
め

の
知
識
や
時
間
、
何
よ
り
も
Ｓ
Ｏ
Ｓ

を
発
信
す
る
余
力
が
少
し
で
も
あ
れ

ば
、
持
ち
こ
た
え
ら
れ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。し
か
し
、格
差
社
会
と
ジ
ェ

ン
ダ
ー
差
別
の
中
、
貯
金
も
な
く
社

会
保
障
も
不
十
分
な
母
子
家
庭
に

と
っ
て
、
た
っ
た
一
つ
の
ダ
メ
ー
ジ

で
生
活
崩
壊
に
至
っ
て
し
ま
う
の
で

す
。
少
な
く
と
も
助
け
て
と
言
え
ば

な
ん
と
か
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、

助
け
て
と
言
え
る
の
は
、
そ
の
人
の

中
に
、
助
け
を
求
め
て
も
い
い
、
助

け
を
求
め
る
自
分
は
弱
虫
で
も
情
け

な
い
存
在
で
も
な
い
と
い
う
自
尊
心

が
し
っ
か
り
あ
る
場
合
な
の
で
す
。

母
子
家
庭
は
経
済
的
に
貧
困
な
だ
け

で
は
な
く
、
そ
ん
な
自
尊
心
も
奪
わ

れ
て
い
る
、
い
わ
ば
人
と
し
て
の
貧

困
に
も
陥
っ
て
い
る
状
態
だ
と
い
う

こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。母
子
家
庭
に
必
要
な
の
は
、

経
済
的
支
援
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

そ
の
支
援
を
得
る
た
め
に
自
尊
心
が

奪
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
社
会
保
障
の

シ
ス
テ
ム
で
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば

災
害
や
突
発
事
故
を
生
き
延
び
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
冊
子
が
出

る
頃
に
コ
ロ
ナ
が
ど
う
な
っ
て
い
る

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ど
ん
な
事

態
に
な
っ
て
も
母
子
家
庭
が
生
き
て

い
け
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
、
母

子
家
庭
の
現
状
を
紐
解
き
な
が
ら
、

当
事
者
が
求
め
る
社
会
を
考
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

母
子
家
庭
の
現
状
と

�

福
祉
サ
ー
ビ
ス

母
子
家
庭
は
貧
乏
で
す
。
し
か
し

母
子
家
庭
が
貧
乏
な
の
は
そ
も
そ
も

女
性
が
貧
乏
だ
か
ら
で
す
。
女
性
の

賃
金
は
男
性
の
60
％
程
度
し
か
な

く
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
も

充
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
性
別
役
割

分
業
も
い
ま
だ
に
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
、
女
性
が
子
ど
も
を
産
ん

で
働
き
続
け
る
こ
と
は
と
て
も
困
難

で
す
。
家
族
単
位
の
税
制
や
社
会
保

障
制
度
も
、
そ
の
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ

に
拍
車
を
か
け
ま
す
。
女
性
が
低
い

賃
金
で
働
き
続
け
る
よ
り
も
、
辞
め

て
夫
の
扶
養
家
族
に
な
っ
た
方
が
税

金
は
安
く
な
り
、
保
育
料
（
自
分
の

賃
金
の
ほ
と
ん
ど
が
保
育
料
に
消
え

る
の
が
共
働
き
女
性
の
現
状
で
す
）

は
な
く
て
す
み
、
お
ま
け
に
年
金
も

三
号
被
保
険
者
と
し
て
あ
る
程
度
は

保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
ん
ど

い
思
い
を
し
て
働
き
続
け
る
よ
り
、

ひ
と
ま
ず
退
職
し
て
、
家
事
育
児
に

が
ん
ば
っ
て
家
計
を
節
約
す
る
方
が

お
得
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
し

か
し
、
そ
う
や
っ
て
無
職
に
な
っ
て

し
ま
う
と
、
い
ざ
母
子
家
庭
に
な
っ

て
か
ら
安
定
し
た
収
入
を
得
よ
う
と

し
て
も
、
長
年
の
ブ
ラ
ン
ク
と
年

齢
、
子
ど
も
が
い
る
こ
と
な
ど
が

ネ
ッ
ク
に
な
り
正
規
の
職
に
は
就
け

ま
せ
ん
。
働
い
て
も
な
お
貧
乏
な
母

子
家
庭
は
、
国
際
的
に
も
日
本
特
有

の
あ
り
よ
う
だ
と
指
摘
さ
れ
る
所
以

で
す
。
女
性
の
貧
困
は
、
親
と
一
緒

に
暮
ら
し
て
い
る
と
き
は
父
親
の
収

入
の
陰
に
隠
れ
て
見
え
ず
、
結
婚
す

れ
ば
夫
の
収
入
の
陰
に
隠
れ
て
見
え

ず
、
母
子
家
庭
に
な
っ
て
初
め
て
可

視
化
さ
れ
る
の
で
す
。
男
性
世
帯
主

を
前
提
と
し
た
家
族
単
位
の
賃
金
制

度
が
、
母
子
家
庭
の
経
済
的
困
窮
の

根
本
原
因
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
貧
乏
な
母
子
家
庭
で

あ
れ
ば
こ
そ
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
必
要

な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
受
け
る
た
め

に
は
、
ど
れ
だ
け
貧
乏
な
の
か
、
ど

ん
な
母
子
家
庭
な
の
か
な
ど
の
条
件

を
課
せ
ら
れ
、
そ
の
上
嘘
を
つ
い
て

い
な
い
か
と
詮
索
さ
れ
ま
す
。
当
事

者
は
ほ
ど
こ
し
を
受
け
る
よ
う
な
惨

め
な
気
持
ち
に
な
り
、
そ
れ
で
も
支

援
は
必
要
な
の
で
、
自
分
が
い
か
に

貧
乏
で
か
わ
い
そ
う
な
母
子
家
庭
で

あ
る
か
を
訴
え
ざ
る
を
得
ず
、
自
尊

心
を
傷
つ
け
ら
れ
続
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
条
件
付
き
の
社
会
保
障
の

負
の
側
面
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
同
じ
母
子
家
庭
な
の
に
死
別

か
離
婚
か
非
婚
か
、
つ
ま
り
家
族
制

度
に
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
か

し
な
い
か
で
、
ま
な
ざ
し
も
受
け
る

制
度
も
違
っ
て
く
る
と
い
う
日
本
独

自
の
状
況
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る

に
、
家
族
制
度
に
対
す
る
女
性
の
選

択
が
ど
の
程
度
か
が
問
わ
れ
る
わ
け

で
す
。
死
別
な
ら
女
の
せ
い
で
は
な
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ジェンダーと人権5
い
と
い
う
こ
と
で
恩
恵
と
し
て
の

福
祉
も
受
け
や
す
く
、
離
婚
は
女

が
わ
が
ま
ま
だ
と
責
め
ら
れ
る
け

れ
ど
、
一
度
は
結
婚
し
た
し
、
髪

振
り
乱
し
て
子
ど
も
の
た
め
に
と

1
人
で
が
ん
ば
っ
て
い
る
な
ら
大

目
に
見
て
も
ら
え
ま
す
。
た
だ
し
、

偽
装
離
婚
で
は
な
い
か
、
事
実
婚

を
し
て
い
な
い
か
と
い
う
詮
索
は

あ
り
ま
す
。
非
婚
は
そ
も
そ
も
女

が
ふ
し
だ
ら
な
せ
い
だ
と
言
わ
れ

て
詮
索
も
ま
な
ざ
し
も
よ
り
厳
し

く
な
り
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
経

済
的
な
支
援
も
、
原
則
と
し
て
、

死
別
な
ら
、
離
婚
や
非
婚
母
子
家

庭
に
支
給
さ
れ
る
児
童
扶
養
手
当

の
約
2
倍
の
遺
族
年
金
が
受
給
で

き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
遺
族
年
金
が

受
給
で
き
な
い
場
合
は
児
童
扶
養

手
当
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
一
番
大

き
な
問
題
は
、
所
得
税
法
に
お
け

る
寡
婦
控
除
で
す
。

非
婚
の
母
子
家
庭
に
も
寡
婦

控
除
が
！
　
こ
れ
で
差
別
は

な
く
な
っ
た
の
か
？

寡
婦
控
除
が
適
用
さ
れ
れ
ば
所

得
税
が
安
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

保
育
料
や
公
営
住
宅
の
家
賃
な
ど

も
減
額
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
字
数
の
関
係
で
概
要
し
か
書

け
ま
せ
ん
が
、
昨
年
ま
で
、
死
別(

夫

が
生
死
不
明
を
含
む)

の
場
合
は
、

所
得
制
限
は
あ
る
が
、
生
計
を
一

に
す
る
子
の
あ
り
な
し
、
扶
養
親

族
の
あ
り
な
し
に
関
わ
ら
ず
一
生

寡
婦
控
除
が
あ
り
、
離
婚
は
、
生

計
を
一
に
す
る
子
が
い
る
か
扶
養

親
族
が
い
る
場
合
は
寡
婦
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
非
婚

は
全
く
対
象
外
で
し
た
。
長
年
に

わ
た
る
非
婚
当
事
者
の
闘
い
に
よ

り
、
昨
年
、
よ
う
や
く
非
婚
の
場

合
も
寡
婦
控
除
の
対
象
に
な
り
ま

し
た
。
た
だ
し
生
計
を
一
に
す
る
子

が
い
る
と
き
の
み
と
さ
れ
、
死
別
、

離
婚
、
非
婚
の
間
の
差
別
は
厳
然
と

し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。
母
子
家
庭
と
は
子
の
父
が
い
な

い
家
庭
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
方
で

は「
欠
損
」家
庭
で
あ
る
か
の
よ
う
に

扱
わ
れ
、
一
方
で
は
、
い
な
い
は
ず

の
子
の
父
と
の
関
係
を
取
り
ざ
た
さ

れ
、
社
会
保
障
に
お
い
て
格
差
を
つ

け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
日
本
の

社
会
保
障
が
個
人
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
家
族
単
位
で
あ
る
こ
と
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。

人
が
生
き
て
行
く
た
め
に
は
、
お

金
だ
け
で
は
な
く
、
人
と
し
て
尊
重

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
し
か
し

日
本
の
社
会
保
障
は
、
お
金
か
自
尊

心
か
を
母
子
家
庭
（
生
活
保
護
受
給

者
も
同
様
で
す
）
に
迫
り
ま
す
。
同

時
に
い
な
い
は
ず
の
子
の
父
の
影
を

常
に
引
き
ず
る
よ
う
に
迫
り
ま
る
の

で
す
。

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム

�
と
い
う
考
え
方

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
（
Ｂ
Ｉ
と

略
し
ま
す
）
が
再
び
取
り
ざ
た
さ
れ

て
い
ま
す
。
Ｂ
Ｉ
と
は
基
本
所
得
保

障
と
訳
さ
れ
ま
す
が
、原
則
と
し
て
、

全
て
の
人
に
、「
無
条
件
で
」「
個
人
単

位
で
」、
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要

な
お
金
を
支
給
す
る
と
い
う
制
度
で

す
。
運
用
の
仕
方
は
い
ろ
い
ろ
で
す

が
、
無
条
件
、
個
人
単
位
と
い
う
点

が
重
要
な
と
こ
ろ
で
す
。
何
の
条
件

も
付
け
な
い
な
ん
て
、
じ
ゃ
あ
怠
け

者
に
も
大
金
持
ち
に
も
支
給
さ
れ
る

の
か
、
そ
れ
っ
て
逆
に
不
公
平
だ
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
新
自

由
主
義
が
社
会
を
侵
食
し
て
い
る
状

況
の
中
で
は
、
不
十
分
な
お
金
と
引

き
換
え
に
、
す
べ
て
の
社
会
保
障
が

な
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
競
争

と
格
差
が
広
が
る
だ
け
で
は
な
い
か

と
い
う
不
安
も
払
拭
で
き
ま
せ
ん
。

私
も
、
最
初
Ｂ
Ｉ
を
聞
い
た
と
き

は
、
上
記
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
き
ま

し
た
。
母
子
家
庭
の
当
事
者
に
話
し

て
み
て
も
、
同
様
の
疑
問
を
抱
い
た

人
や
、
別
の
意
見
、
例
え
ば「
私
だ
っ

て
能
力
が
あ
る
は
ず
な
の
に
、
貧
乏

故
に
能
力
を
磨
く
機
会
も
活
か
す
場

も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
不
公

平
さ
を
さ
て
お
い
て
、
能
力
の
あ
る

人
に
も
な
い
人
に
も
等
し
く
支
給
す

る
な
ん
て
納
得
で
き
な
い
」
と
言
っ

た
人
も
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
能
力

主
義
は
ち
ょ
っ
と
・
・
と
思
い
な
が

ら
、
差
別
と
貧
困
の
中
で
ず
っ
と
自

分
を
認
め
て
も
ら
え
ず
に
い
た
人
の

悔
し
さ
は
理
解
で
き
ま
し
た
。
ま

た
、「
妻
に
も
子
ど
も
に
も
支
給
す
る

と
な
っ
た
ら
、
暴
力
夫
は
妻
や
子
を

離
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

不
安
の
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
も
っ

と
も
、
逆
に
、
経
済
力
が
な
い
か
ら

離
婚
で
き
な
い
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ

て
、
離
婚
し
や
す
く
な
る
と
い
う
意

見
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
ふ
う

に
母
子
家
庭
当
事
者
に
も
い
ろ
い
ろ

な
考
え
方
、
と
ら
え
方
が
あ
り
ま
し

た
。
た
だ
一
つ
、
ほ
と
ん
ど
の
当
事

者
が
、
そ
れ
は
い
い
よ
ね
！
と
言
っ

た
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
し

く
Ｂ
Ｉ
の
本
質
で
あ
る「
無
条
件
で
」

「
個
人
単
位
で
」と
い
う
と
こ
ろ
だ
っ

た
の
で
す
。
前
述
の
よ
う
に
、
生
き

て
行
く
た
め
に
必
要
な
社
会
保
障
を

求
め
る
と
自
尊
心
が
剥
奪
さ
れ
、
家

族
制
度
か
ら
は
み
出
し
た
こ
と
で
差

別
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
家
族
制

度
を
押
し
付
け
ら
れ
る
母
子
家
庭
に

と
っ
て
、
切
実
な
思
い
な
の
だ
と
思

い
ま
す
。
私
自
身
、
諸
手
を
挙
げ
て

Ｂ
Ｉ
に
賛
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
見
荒
唐
無

稽
な
こ
の
考
え
方
を
伝
え
る
こ
と

で
、
し
ん
ど
さ
の
中
に
閉
じ
込
め
ら

れ
て
い
る
母
子
家
庭
当
事
者
に
、
そ

ん
な
社
会
も
あ
り
う
る
の
か
と
わ
ず

か
で
も
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、

声
を
挙
げ
要
求
し
て
い
く
力
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
思
い
の
中
で
、
私
た
ち

は
２
０
１
１
年
に
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ

ン
カ
ム
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
～
生
き
づ

ら
さ
か
ら
の
解
放
に
向
け
て
」（
現
代

書
簡
）と
い
う
本
を
刊
行
し
ま
し
た
。

「
私
た
ち
の
望
む
も
の
は
多
様
な
生

き
方
を
保
障
す
る
公
正
な
社
会
」
と

い
う
こ
の
本
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

は
、
10
年
経
っ
た
今
な
お
、
い
や
今

だ
か
ら
こ
そ
重
要
性
を
増
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

女
性
の
労
働
現
場
か
ら
、
主
婦
と
い

う
タ
ダ
働
き
労
働
か
ら
、
母
子
家
庭

の
立
場
か
ら
、
セ
ク
シ
ャ
ル
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
立
場
か
ら
、
や
り
が
い
の

搾
取
と
で
も
い
う
べ
き
Ｎ
Ｐ
Ｏ
労
働

の
立
場
か
ら
、
家
族
で
は
な
い
新
た

な
子
育
て
の
場
を
模
索
す
る
立
場
か

ら
等
、
家
族
を
中
心
と
し
た
条
件
付

き
の
社
会
保
障
と
、
家
族
で
あ
れ
と

い
う
同
調
圧
力
の
中
で
様
々
に
闘
っ

て
い
る
女
性
た
ち
が
執
筆
者
で
す
。

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
が
議
論
さ
れ

て
い
る
と
は
言
え
、
本
当
に
し
ん
ど

い
立
場
に
い
る
人
た
ち
の
声
は
ま
だ

ま
だ
届
い
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
制
度

が
い
い
か
悪
い
か
と
い
う
よ
り
、
こ

の
制
度
を
俎
上
に
の
せ
て
考
え
る
こ

と
で
、
い
ま
あ
る
社
会
保
障
制
度
を

改
め
て
考
え
直
す
こ
と
が
必
要
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
制
度
を

考
え
る
こ
と
は
、
制
度
に
縛
り
付
け

ら
れ
て
い
る
私
た
ち
自
身
の
考
え
方

を
問
い
直
す
こ
と
で
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
今
ま
さ
に
生
き
る
か
死
ぬ
か

の
瀬
戸
際
に
い
る
母
子
家
庭
の
現
状

を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
ご
一
緒
に
考

え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
権

Chapter 5

学
部
生
の
皆
さ
ん
を
前
に
講
義
す

る
と
、「
あ
ぁ
、
男
性
と
女
性
で
、
見

え
て
い
る
世
界
が
全
く
違
う
の
だ

な
」
と
感
じ
ら
れ
る
瞬
間
が
あ
り
ま

す
。僕

は
以
前
、
講
義
の
中
で
「
風
俗

（
店
）」
の
話
を
扱
い
ま
し
た
。
講
義

を
受
け
て
い
た
の
は
学
部
２
回
生
の

人
中
心
、
つ
ま
り
皆
さ
ん
と
大
し

て
年
齢
の
違
わ
な
い
人
ば
か
り
で
し

た
。
そ
し
て
講
義
の
終
わ
り
に
、
受

講
生
の
皆
さ
ん
に
、
自
分
の
体
験
や

考
え
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
自
由
に

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。

こ
の
と
き
、
男
子
学
生
た
ち
か
ら

し
ば
し
ば
語
ら
れ
た
の
は
、「
自
分
も

（
あ
る
い
は
自
分
の
知
り
合
い
も
）

サ
ー
ク
ル
の
先
輩
に
連
れ
て
行
っ
て

も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
っ
た

体
験
談
で
し
た
。
そ
の
上
で
、「
性
病

を
も
ら
わ
な
い
か
心
配
だ
」と
か「
だ

い
た
い
何
円
ぐ
ら
い
で
利
用
で
き

る
」
と
い
っ
た
話
を
展
開
す
る
わ
け

で
す
。

一
方
で
女
子
学
生
た
ち
は
、「
自
分

は
街
中
で『
５
万
円
で
ど
う
？
』な
ど

と
声
を
か
け
ら
れ
た
」
な
ど
と
、
全

く
別
の
体
験
を
話
し
て
く
れ
ま
す
。

見
知
ら
ぬ
人
か
ら
街
中
で
声
を
か
け

ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
大

学
の
構
内
で
知
り
合
い（
先
輩
な
ど
）

か
ら
声
を
か
け
ら
れ
た
な
ん
て
話
も

あ
り
ま
す
。
単
に
声
を
か
け
ら
れ
た

だ
け
で
は
な
く
、「
断
っ
て
も
付
け
回

さ
れ
た
」な
ん
て
話
も
あ
り
ま
す
。

「
風
俗（
店
）」の
話
題
に
な
っ
た
と

き
、
男
子
学
生
は「
買
う
側（
に
な
り

う
る
人
）」と
し
て
自
ら
の
経
験
を
語

り
、
女
子
学
生
は「
買
わ
れ
る
側（
に

な
り
う
る
人
）」と
し
て
自
ら
の
経
験

を
語
る
。

そ
し
て
重
要
な
の
は
、
男
性
も
女

性
も
、
相
手
が
そ
う
い
う
経
験
を
し

て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
点

で
す
。
女
子
学
生
か
ら
は
し
ば
し
ば

「
サ
ー
ク
ル
の
中
で
そ
ん
な
こ
と
が

あ
る
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
」
と
驚

き
（
と
軽
蔑
）
の
声
が
寄
せ
ら
れ
る
。

あ
る
い
は
男
子
学
生
か
ら
は
、「
女
の

子
が
街
中
で
そ
ん
な
目
に
あ
っ
て
い

た
な
ん
て
」
と
驚
き
の
声
が
聴
か
れ

る
。
―
―
机
を
並
べ
て
い
て
も
、
男

性
と
女
性
で
全
く
見
え
て
い
る
世
界

が
全
く
違
う
。

そ
し
て
、
講
義
を
し
な
が
ら
僕
が

一
番
気
に
な
っ
た
の
は
、
女
性
（
の

体
）
へ
の
想
像
力
の
な
さ
で
し
た
。

例
え
ば
男
子
学
生
達
は
、「
自
分
が
病

気
を
う
つ
さ
れ
な
い
か
心
配
だ
」
と

話
し
ま
す
。だ
け
ど
そ
の
子
た
ち
は
、

「
自
分
が
相
手
に
病
気
を
う
つ
さ
な

い
か
」
心
配
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た（
だ
か
ら
当
然
、「
自
分
が

病
気
を
広
め
な
い
た
め
に
検
査
し
て

い
ま
す
」な
ん
て
子
は
い
な
い
）。
あ

る
い
は
、
あ
る
男
の
子
は
こ
う
も
言

い
ま
し
た
。「
１
時
間
で
何
千
円
も
稼

げ
る
の
だ
か
ら
、風
俗
は
楽
だ
。フ
ァ

ス
ト
フ
ー
ド
店
で
時
給
数
百
円
の
バ

イ
ト
を
す
る
な
ら
、
そ
ち
ら
を
選

ぶ
。」
―
―
だ
か
ら
、
僕
は
（
実
際
の

講
義
で
は
、
も
う
少
し
露
骨
な
言
い

方
を
し
ま
し
た
が
、）大
ま
か
に
い
え

ば
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。

「
風
俗
店
で
、
１
日
８
時
間
働
い
て

い
る
女
性
が
い
る
。
そ
の
間
、
休
憩

を
は
さ
ん
で
５
人
の
客
を
と
り
、
実

質
５
時
間
働
い
た
と
し
よ
う
。
そ
れ

が
週
に
５
日
続
い
た
と
し
て
、25
人
。

そ
の
一
人
ひ
と
り
か
ら
、
彼
女
は
ど

う
い
う
作
業
を
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
？
そ
の
疲
労
が
体
に
積
み
重
な
っ

た
と
き
、
ど
う
い
う
痛
み
を
伴
う
だ

ろ
う
？
そ
れ
は
す
ご
く
、
す
ご
く
大

変
だ
ろ
う
な
と
、
僕
は
思
う
。
そ
し

て
身
体
に
加
わ
る
そ
の
大
変
さ
を
、

男
で
あ
る
僕
は
た
ぶ
ん
一
生
わ
か
ら

な
い
。
時
給
の
話
も
そ
う
だ
。
時
給

は
、
そ
の
労
働
の
対
価
と
し
て
支
払

わ
れ
る
。
じ
ゃ
あ
、『
風
俗
は
楽
だ
』

と
い
っ
た
と
き
、
女
性
た
ち
の
体
に

加
わ
る
大
変
さ
を
想
像
し
て
い
る
だ

ろ
う
か
？（
あ
る
い
は
、「
フ
ァ
ス
ト

フ
ー
ド
店
で
時
給
数
百
円
の
バ
イ
ト

を
す
る
な
ら
」
と
い
う
言
い
方
に
し

て
も
、「
ス
マ
イ
ル
０
円
」の
仕
事
の

大
変
さ
を
、
ず
い
ぶ
ん
バ
カ
に
し
て

い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。）い
ず
れ
に

し
て
も
僕
は
、
風
俗
で
時
給
数
千
円

出
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
『
高

い
』と
か『
安
い
』と
は
言
え
な
い
。」

そ
し
て
一
方
で
、
そ
う
い
う
女
性

（
の
体
）へ
の
想
像
力
の
な
さ
は
、
女

子
学
生
に
対
し
て
も
感
じ
る
こ
と

木下　衆（慶應義塾大学大学部助教）

知らないことと
想像すること
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ジェンダーと人権5
で
し
た
。
講
義
に
参
加
し
た
女
性

た
ち
は
し
ば
し
ば
、「
そ
う
い
う
所

で
働
く
女
性
た
ち
は
自
分
と
は
全

く
別
の
存
在
」
だ
と
、
蔑
み
を
含

ん
で
発
言
し
ま
し
た
。
―
―
だ
か

ら
、
僕
は
こ
う
も
言
い
ま
し
た
。

「
し
か
し
こ
の
教
室
の
中
に
も
、
街

中
で
『
い
く
ら
で
ど
う
か
』
な
ん
て

声
を
か
け
ら
れ
た
女
性
、
付
け
回

さ
れ
た
女
性
、
痴
漢
に
あ
っ
た
女

性
、
そ
う
や
っ
て
、
男
性
か
ら
性

的
な
目
線
で
見
ら
れ
る
こ
と
で
、

苦
労
し
て
き
た
人
が
た
く
さ
ん
い

た
。
そ
の
大
変
さ
は
、
彼
女
た
ち

が
店
の
中
で
、
そ
し
て
町
で
感
じ

て
い
る
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
と

は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
か
？
あ
る
い

は
さ
っ
き
の
例
で
挙
げ
た
よ
う
に
、

彼
女
た
ち
の
体
に
加
わ
る
大
変
さ

を
想
像
し
て
み
た
と
き
、
誰
が
ど

う
い
う
権
利
で
彼
女
た
ち
を
蔑
む

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
？
」

「
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
極
端
な
話

で
は
な
い
か
？
」
―
―
そ
う
思
う
人

も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
か

に
、
こ
こ
に
い
る
す
べ
て
の
人
が
、

上
に
挙
げ
た
よ
う
な
体
験
を
す
る

わ
け
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

で
す
が
、
皆
さ
ん
と
ほ
ん
の
少

し
し
か
年
の
離
れ
て
い
な
い
多
く

の
人
た
ち
が
、
上
に
挙
げ
た
よ
う

な
経
験
を
確
か
に
し
て
き
た
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
僕
は
忘
れ
て
ほ

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
が
講
義
し

た
の
は
、
大
学
に
入
っ
て
２
年
も

た
た
な
い
学
部
２
回
生
の
人
た
ち

で
し
た
。
彼
ら
だ
っ
て
１
回
生
の

春
に
は
、「
自
分
が
知
人
か
ら
風
俗

店
に
誘
わ
れ
て
（
行
く
か
行
か
な
い

か
の
）
決
断
を
迫
ら
れ
る
」
だ
と
か
、

あ
る
い
は
「
構
内
で
『
い
く
ら
で
ど

う
？
』な
ん
て
声
を
か
け
ら
れ
る
」な

ん
て
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。

逆
に
言
え
ば
、
大
学
入
学
後
、
皆

さ
ん
も
驚
く
ほ
ど
早
い
う
ち
に
こ
う

い
う
経
験
を
し
え
る
わ
け
で
す
。

大
学
入
学
後
、
皆
さ
ん
は
今
ま
で

に
な
い
ほ
ど
広
い
選
択
肢
を
手
に
入

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
サ
ー
ク
ル

や
バ
イ
ト
を
通
じ
た
）人
間
関
係
も
、

お
金
の
管
理
や
時
間
の
管
理
も
、
今

ま
で
に
な
い
ほ
ど
の
自
由
が
広
が
り

ま
す
。
し
か
し
そ
の
中
で
、
思
い
が

け
な
い
形
で
傷
つ
き
、
辛
い
経
験

を
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
ま
た
、
広

が
っ
て
し
ま
う
。

た
だ
、
僕
が
こ
う
い
う
話
を
書
い

て
い
る
の
は
、
皆
さ
ん
に
「
気
を
つ

け
ろ
」
と
伝
え
た
い
か
ら
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
「
大
学
構
内
で
望

ま
な
い
形
で
性
的
関
係
を
迫
ら
れ

た
」
事
例
―
―
元
も
子
も
な
い
言
い

方
で
す
が
、
こ
う
い
う
加
害
は
い
く

ら
気
を
付
け
て
い
て
も
降
り
か
か
っ

て
き
ま
す
。
悪
意
の
あ
る
人
は
、
常

に
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
で
あ
な
た

を
傷
つ
け
る
の
で
す
か
ら
。
人
の
信

頼
や
そ
れ
ま
で
の
人
間
関
係
を
逆
手

に
と
り
、
ね
じ
ま
げ
、（
セ
ク
ハ
ラ
の

よ
う
な
形
で
）
相
手
を
傷
つ
け
て
き

た
人
た
ち
の
話
を
、
僕
は
今
ま
で
さ

ん
ざ
聞
い
て
き
ま
し
た
。

皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
の
は
、「
皆
さ

ん
は
、
思
わ
ぬ
形
で
辛
い
目
に
あ
う

可
能
性
も
あ
る
と
同
時
に
、
誰
か
が

辛
い
目
に
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
辛
さ

を
想
像
す
る
能
力
も
ま
た
、
身
に
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
点
で

す
。
先
ほ
ど
僕
は
、「
机
を
並
べ
て
い

て
も
、
男
性
と
女
性
で
見
え
て
い
る

世
界
が
全
く
違
う
」と
書
き
ま
し
た
。

特
に
男
子
学
生
は
、
女
子
学
生
が

あ
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
あ

る
い
は
既
に
あ
っ
て
き
た
被
害
の
こ

と
を
、
驚
く
ほ
ど
知
り
ま
せ
ん
（
か

く
言
う
僕
だ
っ
て
、
そ
の
恐
怖
は
た

ぶ
ん
永
遠
に
わ
か
ら
な
い
わ
け
で

す
）。
し
か
し
講
義
を
通
じ
、
受
講

生
の
皆
さ
ん
は
、
同
世
代
の
人
た
ち

が
ど
う
い
う
経
験
を
し
て
き
た
か
、

そ
こ
か
ら
何
を
学
べ
る
の
か
を
（
講

義
す
る
側
が
思
っ
て
も
見
な
か
っ
た

ほ
ど
深
く
）
考
え
て
く
れ
ま
し
た
。

「
自
分
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

相
手
を
傷
つ
け
て
き
た
の
で
は
な
い

か
？
誰
か
を
蔑
ん
で
き
た
の
で
は
な

い
か
？
」、
あ
る
い
は「
今
ま
で
は
被

害
に
あ
う
自
分
に
非
が
あ
る
と
思
っ

て
き
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
加
害
者
が

お
か
し
い
で
は
な
い
か
」
―
―
相
手

の
経
験
を
想
像
し
、
そ
こ
か
ら
自
分

の
経
験
を
振
り
か
え
る
。

こ
の
大
阪
市
立
大
学
で
は
、
そ
う

や
っ
て
皆
さ
ん
が
「
相
手
の
経
験
を

想
像
す
る
力
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と

の
で
き
る
講
義
が
、
た
く
さ
ん
開
講

さ
れ
て
い
ま
す
。
相
手
の
経
験
を
想

像
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
自
分
の

経
験
を
振
り
返
る
こ
と
、
そ
れ
を
通

じ
て
辛
い
経
験
に
立
ち
向
か
え
る
こ

と
―
―
講
義
の
中
で
の
体
験
か
ら
、

皆
さ
ん
は
今
ま
で
に
な
い
力
を
得
ら

れ
る
は
ず
で
す
。

と
は
い
え
世
の
中
に
い
る
の
は
、

そ
う
や
っ
て
「
相
手
の
経
験
を
想
像

す
る
力
」
が
あ
る
人
ば
か
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
、「
悪
意
の
あ
る

人
は
、
思
い
が
け
な
い
形
で
あ
な
た

を
傷
つ
け
る
」
と
書
き
ま
し
た
。
あ

な
た
の
信
頼
や
良
心
を
逆
手
に
と
る

人
間
や
、
あ
な
た
に
だ
け
負
担
を
負

わ
せ
て
自
分
は
楽
を
し
よ
う
と
す
る

人
間
は
、
常
に
い
る
わ
け
で
す
。

忘
れ
な
い
で
下
さ
い
、「
も
し
今
の

人
間
関
係
が
あ
な
た
を
傷
つ
け
る
な

ら
、
そ
の
関
係
を
絶
っ
て
、
別
の
人

間
関
係
を
築
い
て
い
く
」、
そ
ん
な

力
を
皆
さ
ん
は
持
っ
て
い
ま
す
。「
相

手
の
経
験
を
想
像
す
る
力
」は
、「
自

分
の
経
験
を
大
切
に
す
る
力
」
に
つ

な
が
り
ま
す
。「
あ
な
た
に
一
方
的
に

負
担
を
負
わ
せ
、
傷
つ
け
る
人
間
と

付
き
合
い
続
け
る
必
要
は
な
い
。」―

―
こ
の
こ
と
は
、
何
度
で
も
確
認
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
に
僕
は
、
皆
さ
ん
が
「
こ
れ

か
ら
の
４
年
間
で
思
い
が
け
な
い
形

で
傷
つ
く
か
も
し
れ
な
い
」
と
書
き

ま
し
た
。
た
だ
そ
れ
は
同
時
に
、
こ

れ
か
ら
の
４
年
間
で
思
い
が
け
な
い

形
で
力
を
―
―
経
験
を
語
り
、
想
像

し
、
実
り
多
い
人
間
関
係
を
作
り
上

げ
て
い
く
、
そ
ん
な
力
を
―
―
つ
け

て
い
く
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
い
う

こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
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読 書 案 内
『暴力はどこからきたか 
人間性の起源を探る』
山極寿一著
NHKブックス 2007年

『女ぎらい　ニッポンのミソジニー』
上野千鶴子著
紀伊國屋書店 2010年

60歳代半ばの男性が、“ちゃぶ台をひっくり返したことがある“と話し
た。ゲームや顔文字ではない。私がおどろいて、「どうしてそんな？」と問
うと、彼は「世の中にはこういうこともあると，子どもに教えておこうと
思った」と、当然でしょうという表情で応えた。さらに「話してもわからな
いとき，ものを壊すことでわかってもらう」とも言い添えた。その人物は
社会的地位にある温厚な人物であり、自他共に認めるフェミニストだった。
詳細の事情は知るよしもない。しかし、“そのとき”の家族のショックを私
は想像した。家族で食事中、突然食卓が食べ物ごとひっくり返される。口
論やいさかいなどの何か文脈があったとしても、居合わせれば驚愕の事態
である。それ以前に“恐怖”を感じるに違いない。なぜなら「暴力」だからで
ある。
2010年11月23日の武力行使のニュースで、この数年前の「ちゃぶ台
返し」エピソードを思い出した。なるほど、ちゃぶ台返しは直接家族を傷
つけない。しかし、暴力のデモンストレーションである。その場に居合わ
せる人は確実に「食卓へ向けた“暴力”が、もし自分に向けられたら」と連想
する。同時に、意識的無意識的に暴力が自分に向かわないよう自らを制御
し始める。暴力の示威は他者の行動を抑制する。ちゃぶ台返しする人物は、
対物暴力を示すことで家族をコントロールする。国際社会でも部分的暴力
である地域紛争をおこしたり、暴力行使のための武器を相手にみせつける
ことは、全面戦争や根本的問題解決を避け優位を維持する処方でもある。
暴力は人間社会で他者支配を実現する必要悪と見なされ、21世紀の今、
政治的にも人間関係でも廃絶されていない。戦争からDVまで暴力を深く
広く、そして的確に考察している書物を2冊紹介しよう。人間社会の暴力
を理解しようとするとき、自分の中の未だ気づいていない自分と向き合う
勇気のあるひとには『女ぎらい』をすすめたい。人類発祥以来の暴力の理由
を確かめたい人には『暴力はどこから来たか』が説得力がある。それぞれの
時代に社会と人々が正当と位置づけてしまう暴力があった。そんな暴力の
前では人権がなんと軽視されることか。この2冊の書物を読むとあらため
て痛感される。
�

服部　良子�（大阪経済法科大学経営学部　教授）
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