
序
論　

女
性
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究

　

女
性
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
、
特
に
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
・
カ
ル
チ
ャ
ー
は
、

長
い
あ
い
だ
、
一
般
人
の
意
識
に
お
い
て
も
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
世
界
に
お
い
て
も
軽

視
さ
れ
、
軽
薄
で
研
究
に
値
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
英
国
の
サ
ッ
カ
ー
フ
ァ
ン
と
、

ボ
ー
イ
バ
ン
ド
の
フ
ァ
ン
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
英
国
サ
ッ
カ
ー
は
伝
統
的
に
各

世
代
の
男
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
お
り
、
議
論
の
余
地
な
く
、「
正
常
な
」
娯
楽
、

男
同
士
の
絆
の
象
徴
で
あ
り
、
伝
統
的
な
男
性
性
の
中
で
通
常
は
抑
圧
さ
れ
て
い
る

感
情
の
捌
け
口
と
な
っ
て
い
る
、
と
見
な
さ
れ
る
。
他
方
、
ボ
ー
イ
バ
ン
ド
の
フ
ァ
ン

は
大
部
分
が
若
い
女
性
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
サ
ッ
カ
ー
フ
ァ
ン
と
同
レ
ベ

ル
の
情
熱
・
献
身
を
作
り
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
フ
ァ
ン
―
《
ビ
ー

ト
ル
ズ
》
か
ら
《
ワ
ン
・
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
》
ま
で
―
は
、「
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
」
と

か
、「
子
供
っ
ぽ
い
」
と
か
言
っ
て
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
（M

endelsohn, 2014

）。
ど

ち
ら
の
フ
ァ
ン
界
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
機
能
し
、
感
情
表
出
が
―
さ
ら
に
は

性
的
欲
求
の
形
成
さ
え
も
が
―
助
長
さ
れ
る
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
メ

デ
ィ
ア
の
言
説
に
お
い
て
両
者
は
異
な
っ
た
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
サ
ッ
カ
ー
フ
ァ

ン
は
認
め
ら
れ
、
ボ
ー
イ
バ
ン
ド
の
フ
ァ
ン
は
無
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
性

差
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
し
て
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
や
っ
と
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
や
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
も
、
ボ
ー
イ
バ
ン
ド
や
ア
イ
ド
ル
が
真
剣
に

取
り
上
げ
る
価
値
の
あ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

や
ゴ
シ
ッ
プ
誌
、
ロ
マ
ン
ス
小
説
な
ど
、
伝
統
的
に
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い

る
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
他
の
分
野
に
つ
い
て
も
、
長
年
、
同
様
の
烙
印
が
押
さ
れ

て
い
た
。

　

日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
史
全
般
に
つ
い
て
も
、
似
た
よ
う
な
態
度
が
見

ら
れ
る
。
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
の
よ
う
な
文
化
形
態
に
学
術
的
関
心
が
向
け
ら
れ
た
の

は
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
（Schodt, 1983

）、
欧
米
の
学

術
研
究
で
実
際
に
扱
わ
れ
始
め
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
で
あ
る
（A

llison, 1996 ; 

Sc hodt, 1996

）。
日
本
の
大
学
や
資
金
提
供
団
体
が
、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
を
研
究

に
値
す
る
対
象
と
見
な
す
よ
う
に
な
る
に
は
、
さ
ら
に
数
年
を
要
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
は
豊
か
で
多
彩
な
研
究
分
野
へ
と
花
開

き
、
日
本
の
主
要
大
学
の
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
し
て
海
外
の
多
く
の
大
学
に
お
い
て
、

こ
の
分
野
に
関
す
る
コ
ー
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
性
に
よ
る
女
性
の

た
め
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
学
術
研
究
で
、
ど
の
研
究
が
主

要
な
貢
献
な
の
か
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
の
女
性
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究 

　
　
　
　
　
　

―
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
注
目
し
てル

ー
シ
ー
・
グ
ラ
ス
プ
ー
ル

（
訳
・
甲
斐 

清
高
）
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二
〇
世
紀
後
半
ま
で
に
女
性
の
購
買
力
が
上
昇
し
た
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
現
在

で
は
日
本
の
各
世
代
の
女
性
を
め
ぐ
る
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
作
品
、
活
動
、
受
容

を
探
究
す
る
研
究
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
英
語
で
書
か
れ
た
初
期
の
研
究
は
、
青
山

友
子
に
よ
る
少
女
マ
ン
ガ
に
お
け
る
男
性
間
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
研
究（A

oyam
a, 

1988

）
の
よ
う
に
、
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
も
の
だ
。
ま
た
、
シ
ャ
ロ
ン
・
キ
ン
セ

ラ
（K

insella, 1995 , 2000

）
や
レ
イ
チ
ェ
ル
・
ソ
ー
ン
（
旧
名
マ
ッ
ト
・
ソ
ー
ン
）

（T
horn, 2001 , 2004

）
と
い
っ
た
欧
米
の
研
究
者
か
ら
も
多
く
の
貢
献
が
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
に
よ
り
、
社
会
や
日
常
生
活
に
お
け
る
不
平
等
や
抑
圧
に
抵
抗
す
る

手
段
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
逃
避
す
る
手
段
と
し
て
、
日
本
人
女
性
が
ポ
ッ
プ
カ
ル

チ
ャ
ー
を
利
用
し
て
い
る
、
と
い
う
興
味
深
い
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
外
国
人
研
究
者
は
、
長
期
間
日
本
に
住
み
、
日
本
で
研
究
し
て
い
る
人
で
さ

え
、
多
少
と
も
日
本
以
外
の
社
会
文
化
の
レ
ン
ズ
を
と
お
し
て
研
究
対
象
を
見
る
こ

と
に
な
る
―
そ
れ
は
そ
れ
で
、
新
た
な
観
点
を
提
供
し
た
り
、
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ

ル
チ
ャ
ー
を
海
外
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
検
証
し
た
り
す
る
と
い
う
意
味
で
、

有
意
義
な
も
の
で
は
あ
る
。
幸
い
、
ア
イ
ド
ル
文
化
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
研
究

し
て
い
る
青
柳
寛
（A

oyagi, 2005

）
や
、
女
性
向
け
マ
ン
ガ
と
そ
の
読
者
を
対
象

に
す
る
長
池
一
美
（N

agaike, 2013 , 2019

）
な
ど
、
多
く
の
日
本
人
研
究
者
に
よ

る
貴
重
な
見
識
の
お
か
げ
で
、
英
語
の
研
究
文
献
に
深
み
が
増
し
て
い
る
。
こ
の
分

野
へ
は
、
人
類
学
、
社
会
学
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
、
映
画
研
究
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
、
地
域
研
究
、
心
理
学
な
ど
、
多
様
な
研
究
領
域
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
見
ら
れ
る
。「
日
本
の
女
性
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
」
が
ま
だ
比
較
的
特

殊
な
研
究
分
野
で
あ
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
多
様
な
領
域
を
ま
た
い
で
研
究
者
た
ち

が
意
見
交
換
す
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
研
究
者
で
あ
れ
、
学
生
で
あ
れ
、
研

究
文
献
を
読
め
ば
、
様
々
な
観
点
か
ら
こ
の
分
野
を
眺
め
、
全
体
的
に
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
の
女
性
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
関
し
て
、
世
界
の
学
術
界
の
な
か
で
特
に
注

目
さ
れ
て
い
る
側
面
が
い
く
つ
か
あ
る
。「
カ
ワ
イ
イ
」
文
化
と
そ
の
世
界
的
拡
大

（M
iller, 2011 ; K

insella, 1995 ; K
om

a, 2013

）、
ロ
リ
ー
タ
な
ど
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
・
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
（M

iller, 2011 ; K
insella, 1995 ; K

om
a, 2013

）、
男
性
ア

イ
ド
ル
の
フ
ァ
ン
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
お
よ
び
活
動（D

arling-W
olf, 2003 ; N

agaike, 

2012

）、
宝
塚
歌
劇
団
（R

obertson, 1998 ; Yam
anashi, 2012

）、
そ
し
て
も
ち
ろ

ん
、
少
女
向
け
、
女
性
向
け
の
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー
ム
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
分
野
の
い
く
つ
か
を
視
野
に
入
れ
て
、
本
稿
で
は
特
に
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
（
性
的
志
向
、
性
的
欲
望
ど
ち
ら
も
含
む
）
に
関
わ
る
研
究
（
日
本
人
、
外
国

人
両
方
の
研
究
者
を
含
む
が
、
主
に
国
際
的
な
場
で
、
英
語
で
発
表
さ
れ
た
も
の
）

に
焦
点
を
当
て
る
。
女
性
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
が
新
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
リ
ン
ダ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
関
す
る
画
期
的
な
研
究

（W
illiam

s, 1989

）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
女
性
の
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
が
か
つ
て
目
指
し
て
い
た
の
は
、
女
性
の
発
言
、
行
動
、
感

情
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
「
適
切
」
で
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
「
不
適
切
」

な
の
か
を
規
定
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
女
性
に
よ
る
女
性
の
た
め
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー

を
と
お
し
て
見
る
《
女
性
の
快
楽
と
欲
望
》
の
本
格
的
調
査
は
も
っ
と
新
し
く
、
こ

れ
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
女
性
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
し
て
、
研
究
対
象
と
な
っ
て
い

る
興
味
深
い
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
形
式
を
概
観
し
、
そ
の
後
、「
ボ
ー
イ
ズ
ラ

ブ
（
Ｂ
Ｌ
）」
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
ン
ガ
や
同
人
誌
、
ゲ
ー
ム
の
恋
愛
ジ
ャ
ン
ル
／
性

的
ジ
ャ
ン
ル
を
め
ぐ
る
学
術
研
究
の
動
向
を
検
証
す
る
。
学
術
研
究
の
中
で
、
Ｂ
Ｌ

は
現
代
日
本
女
性
文
化
の
顕
著
な
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
男
性
同
士
の
恋
愛
関

係
、
性
的
関
係
を
扱
う
Ｂ
Ｌ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
女
性
の
快
楽
や
女
性
の
抱
え
る
問
題

に
つ
い
て
、
実
際
に
多
く
の
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
る
。

日
本
女
性
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
概
観

　

主
に
女
性
に
よ
っ
て
、
女
性
の
た
め
に
作
ら
れ
る
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
領
域
に

は
、
少
女
・
女
性
が
現
実
に
、
あ
る
い
は
想
像
上
で
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
探
検

し
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
戯
れ
る
空
間
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
音
楽
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
特
に
男
性
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー

プ
と
宝
塚
歌
劇
団
）
の
フ
ァ
ン
、
女
性
向
き
の
実
写
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、「
レ
デ
ィ
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コ
ミ
」
や
「
ガ
ー
ル
ズ
ラ
ブ
」、
Ｂ
Ｌ
と
い
っ
た
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
め

ぐ
る
論
点
を
概
略
的
に
紹
介
す
る
。（
Ｂ
Ｌ
に
つ
い
て
は
、
後
で
も
っ
と
詳
細
に
検
討

す
る
。）
こ
う
し
た
領
域
へ
の
学
術
的
な
研
究
に
よ
る
と
、
美
意
識
と
魅
力
、
ロ
マ
ン

ス
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
表
現
に
お
け
る
遊
び
心

0

0

0

と
い
う
点
で
、
顕
著
な
共
通
性
が

見
ら
れ
る
。

　

十
代
の
フ
ァ
ン
が
キ
ャ
ア
キ
ャ
ア
騒
い
で
い
る
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ

ジ
ャ
ニ
ー
ズ
の
よ
う
な
男
性
ア
イ
ド
ル
の
研
究
を
、
も
っ
と
成
熟
し
た
フ
ァ
ン
の
イ

メ
ー
ジ
を
持
つ
宝
塚
と
同
じ
枠
に
は
め
て
し
ま
う
の
は
不
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
え

る
が
、
実
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
―
大
部
分
が
女
性
の
十
代
か
ら
中
年
ま
で
の

フ
ァ
ン
層
（
男
性
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
）、
音
楽
と
ダ
ン
ス
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
重
視
、
女
性
に
「
理
想
の
男
」
と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
与
え
る
機
能
。
こ
の

「
理
想
の
男
」
は
、
伝
統
的
な
理
想
の
男
性
像
で
は
な
く
、
女
性
の
嗜
好
が
作
り
出

す
欲
望
の
対
象
で
あ
る
。
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
有
名
な
宝
塚
の
研
究

（R
obertson, 1998

）
で
は
、
男
役
の
「
性セ
ク
シ
ー的

だ
が
性セ
ッ
ク
ス
レ
ス

の
な
い
」（p. 81

）
役
割
が

分
析
さ
れ
て
い
る
。
両
性
具
有
で
あ
る
男
役
は
、
女
性
フ
ァ
ン
が
実
際
に
レ
ズ
ビ
ア

ン
願
望
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
反
社
会
的
と
見
な
さ
れ
る
危
険
性
を
伴
わ
ず

に
、
同
性
愛
の
可
能
性
を
楽
し
む
こ
と
を
実
現
し
て
い
る
。
同
時
に
、
男
役
の
人
物

造
形
、
そ
し
て
、
男
役
と
娘
役
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
の
関
係
を
通
し
て
、
女
性
フ
ァ
ン

は
「
理
想
の
男
」
―
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
、
思
い
や
り
が
あ
り
、
優
し
く
、
美
し

い
男
―
と
の
異
性
愛
的
出
会
い
を
夢
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
れ
に
似
た
男
性
イ
メ
ー
ジ
が
、
男
性
ア
イ
ド
ル
に
も
見
ら
れ
る
。《
嵐
》
の
よ
う

な
グ
ル
ー
プ
に
関
し
て
メ
デ
ィ
ア
が
提
示
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
思
い
や
り
が
あ
り
、

家
庭
的
で
、「
カ
ワ
イ
イ
」、
そ
し
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
、
と
い
っ
た
も
の
だ
。
所
属

事
務
所
が
ア
イ
ド
ル
た
ち
を
「
独
身
で
手
が
届
く
」
と
い
う
風
に
見
せ
よ
う
と
す
る

か
ら
、
ま
す
ま
す
宝
塚
の
男
役
と
の
類
似
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
男
性

ア
イ
ド
ル
は
、
た
だ
漠
然
と
だ
け
男0

と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
ア
イ
ド
ル
同

士
の
「
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
」
の
よ
う
な
技
法
を
通
し
て
両
義
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

行
う
た
め
に
、
女
性
と
で
は
な
く
、
男
性
ア
イ
ド
ル
同
士
で
性
的
関
係
を
持
つ
姿
を

描
く
と
い
う
同
人
誌
の
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
が
存
在
す
る
に
至
っ
て
い
る
（G

lasspool, 

2012

）。
さ
ら
に
、
長
池
に
よ
る
と
、
男
性
ア
イ
ド
ル
は
ふ
つ
う
大
人
の
男
性
と
い
う

よ
り
も
《
少
年
》
と
い
う
枠
に
は
め
ら
れ
る
た
め
、
男
役
と
同
じ
く
「
男
で
も
女
で

も
な
い
」
空
間
、
性
差
の
曖
昧
な
空
間
を
占
め
て
い
る
（N

agaike, 2012 , p. 104

）。

こ
の
よ
う
な
空
間
で
は
、
女
性
フ
ァ
ン
が
想
像
上
で
、（
対
象
の
、
そ
し
て
自
分
自
身

の
）
様
々
な
性
的
志
向
、
性
的
欲
望
と
戯
れ
な
が
ら
、
自
ら
の
現
実
世
界
で
は
そ
の

結
果
を
負
わ
な
い
で
い
ら
れ
る
の
だ
。

　

研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
第
二
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
形
式
は
、
い
く
ら
か
本
流

か
ら
逸
れ
た
領
域
で
あ
り
、
現
在
で
も
日
本
女
性
に
と
っ
て
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
い
る

話
題
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
は
、
ア

イ
ド
ル
の
同
人
誌
か
ら
レ
デ
ィ
コ
ミ
や
Ｂ
Ｌ
ア
ニ
メ
ま
で
、女
性
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー

の
多
く
で
不
可
欠
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
女
性
向
け
実

写
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
市
場
を
拡
大
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
関
す

る
議
論
に
は
沈
黙
が
保
た
れ
て
い
る
（H

am
bleton, 2015

）。
女
性
の
積
極
的
な
ポ

ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
使
用
に
関
す
る
初
期
の
研
究
で
、
ジ
ェ
イ
ン
・
ジ
ャ
フ
ァ
ー
は
、

女
性
ポ
ル
ノ
研
究
が
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
『
異
常
』
な
も
の
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー

ロ
ー
ル
を
覆
し
た
り
、
偽
善
を
暴
い
た
り
す
る
特
別
な
も
の
」と
し
て
扱
う
傾
向
が
あ

る
と
教
え
て
く
れ
る
（Juffer, 1998 , p. 20

）。
他
方
、
多
く
の
女
性
が
日
常
的
な
目

的
で
―
空
想
に
耽
っ
た
り
、
肉
体
的
満
足
を
得
た
り
す
る
た
め
に
―
ポ
ル
ノ
を
利

用
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
露
骨
な
Ｂ
Ｌ
の
よ
う
な
性
的
娯
楽
の
研
究
の
多
く
は
、

性
的
刺
激
と
い
う
機
能
そ
の
も
の
よ
り
も
、
潜
在
す
る
反
体
制
的
な
力
を
強
調
し
よ

う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
、
女
性
自
ら
が
性
的
欲
望
を
表

明
す
る
こ
と
が
（
男
性
に
そ
の
表
明
を
求
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
以
外
で
は
）
ず
っ
と
避

け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
鑑
み
る
と
、
女
性
が
「
イ
キ
た
い
」
と
い
う
欲
望
で

―
生
殖
の
た
め
で
も
、
男
を
満
足
さ
せ
る
た
め
で
も
な
く
、
自
分
自
身
が
満
足
す

る
た
め
に
―
ポ
ル
ノ
を
消
費
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
伝
統
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規

範
に
対
す
る
挑
戦
が
具
現
化
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
（Jones, 2005 , 

p. 106
）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
内
容
の
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
情
動
機
能
と
い
う
面
か
ら

女
性
向
け
ポ
ル
ノ
を
精
査
す
る
の
が
重
要
だ
ろ
う
。

　

そ
う
は
言
う
も
の
の
、
日
本
の
実
写
ポ
ル
ノ
が
女
性
に
対
し
て
果
た
す
機
能
に
つ
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評　論

い
て
、
研
究
者
た
ち
の
立
場
を
評
価
す
る
の
は
難
し
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
研
究
が

少
な
い
の
だ
―
研
究
が
少
な
い
こ
と
自
体
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
。

し
か
し
、
カ
タ
リ
ー
ナ
・
ヘ
ル
ム
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
女
性
ポ
ル
ノ
映
画
に
関
す
る

調
査
で
は
、
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
他
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
形
式
と
、
様
式
・
物

語
に
お
い
て
共
通
点
を
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
―
「
日
本
の
超
人
気
ボ
ー
イ

バ
ン
ド
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
」
容
姿
端
麗
な
「
エ
ロ
メ
ン
」
俳
優 

（H
am

bleton, 

2015 , p. 432

）、
感
情
と
恋
愛
の
重
視
、
挿
入
さ
れ
る
側
の
人
物
の
快
楽
、
女
性
を

対
象
化
す
る
の
で
は
な
く
男
女
双
方
に
等
し
く
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
る
視
点
、
女
性

の
多
様
な
妄
想
に
対
す
る
暗
黙
の
了
解
、
新
た
な
性
的
志
向
の
探
求
（H

elm
, 2017 , 

p. 51

）。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
ハ
ン
ブ
ル
ト
ン
は
同
じ
よ
う
な
映
画
を
分
析
し
て
お

り
、
ま
た
、
女
性
向
け
ポ
ル
ノ
制
作
会
社
が
企
画
し
た
フ
ァ
ン
の
集
い
が
、
女
性
に

よ
る
性
的
眼
差
し
と
い
う
考
え
を
一
般
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
論
じ
て
い

る
（H

am
bleton, 2015

）。
し
か
し
、
女
性
ポ
ル
ノ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
使
用
さ

れ
て
い
る
か
理
解
を
深
め
る
に
は
、
特
に
表
象
さ
れ
て
い
る
行
為
や
情
動
に
関
し
て
、

こ
の
分
野
の
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
だ
。

　

上
述
し
た
女
性
向
け
ポ
ル
ノ
映
画
の
特
徴
は
ま
た
、
レ
デ
ィ
コ
ミ
、
ガ
ー
ル
ズ
ラ

ブ
、
Ｂ
Ｌ
と
い
っ
た
女
性
向
け
マ
ン
ガ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
見
ら
れ
る
。
中
で
も
レ
デ
ィ

コ
ミ
は
、
典
型
的
な
実
写
ポ
ル
ノ
に
最
も
近
い
。
十
代
後
半
以
上
の
女
性
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
、
主
に
男
女
の
関
係
を
描
く
レ
デ
ィ
コ
ミ
の
マ
ン
ガ
は
、
露
骨
に
性
的

な
内
容
を
含
ん
で
い
る
も
の
が
多
い
。
レ
デ
ィ
コ
ミ
を
特
徴
づ
け
る
幅
広
い
サ
ブ

ジ
ャ
ン
ル
や
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
少
女
マ
ン
ガ
よ
り
も
少
し
現
実
的
だ
と
い
う
傾
向
が

あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
、
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
っ
て
道
徳
的
批
判
が

起
こ
り
、
そ
こ
か
ら
猥
褻
、
低
俗
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
な
っ
た
た
め
、
マ
ン

ガ
業
界
で
は
「
レ
デ
ィ
コ
ミ
」
と
い
う
呼
び
方
は
廃
れ
て
し
ま
い
（Jones, 2005
）、

現
在
で
は
も
っ
と
一
般
的
な
「
女
性
マ
ン
ガ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
Ｂ
Ｌ

も
含
ま
れ
る
（Ito, 2002

）。
た
だ
し
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
研
究
に
お
い
て
は
、

ふ
つ
う
の
女
性
向
け
マ
ン
ガ
に
は
含
ま
れ
な
い
レ
ベ
ル
の
性
表
現
を
示
す
と
い
う
意

味
で
、「
レ
デ
ィ
コ
ミ
」
と
い
う
語
は
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。

　

こ
の
タ
イ
プ
の
マ
ン
ガ
に
関
し
て
も
ま
た
研
究
は
数
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
少

数
の
研
究
は
、
女
性
の
欲
望
が
肯
定
さ
れ
る
性
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
場
と
し
て
の
レ

デ
ィ
コ
ミ
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。
女
性
の
オ
ー
ガ
ズ
ム
が
中
心
的
で
重
要
な
も

の
と
し
て
示
さ
れ
る
が
、
マ
ン
ガ
の
線
描
イ
メ
ー
ジ
に
は
視
覚
的
限
界
が
な
い
た
め

に
、「
映
像
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
女
性
身
体
の
別
の
真
実
」
を
描
く
こ
と
が
可
能
と
な

る
（Sham

oon, 2004 , p.78

）。
も
っ
と
批
判
的
に
、
レ
デ
ィ
コ
ミ
に
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
に
描
か
れ
る
性
的
暴
行
が
頻
繁
に
現
れ
る
点
を
強
調
す
る
研
究
者
も
い
る
。
女
性

向
け
の
実
写
ポ
ル
ノ
に
つ
い
て
ヘ
ル
ム
が
指
摘
し
て
い
る
（H

elm
, 2017

）
の
と

同
じ
で
、
女
性
の
作
り
出
す
妄
想
レ
イ
プ
が
、
女
性
蔑
視
社
会
を
反
映
し
て
い
る
の

か
、
女
性
が
性
的
に
積
極
的
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
文
化
に
お
い
て
、
抑
制
か
ら

の
「
解
放
」
を
表
現
し
た
も
の
な
の
か
（Fujim

oto, 1992 ; Sham
oon, 2004

）、
そ

れ
と
も
、
女
性
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
能
動
的
実
験

の
一
環
と
し
て
、「
遊
び
心
」
を
示
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
が
な

さ
れ
て
い
る
（Jones, 2005 ; O

kabe &
 Pelletier-G

agnon, 2019

）。
全
般
的
に
見

て
、
学
術
研
究
に
お
い
て
、
レ
デ
ィ
コ
ミ
は
女
性
の
積
極
的
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

の
表
現
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
持
つ
猥
褻
性
・

低
俗
性
は
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
に
お
い
て
、
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
、

も
う
ひ
と
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
百
合
」
と
も
呼
ば
れ
る
ガ
ー
ル
ズ
ラ
ブ
で
あ
る
。

女
性
同
士
の
恋
愛
関
係
、
性
的
関
係
を
描
く
マ
ン
ガ
は
、
男
性
読
者
に
向
け
た
も
の

（
定
着
し
た
エ
ロ
マ
ン
ガ
ジ
ャ
ン
ル
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
）
と
、
女
性
読
者
に
向
け

た
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
女
性
向
け
の
起
源
は
、
明
治
時
代
後
期
・
大
正
時
代
の
女

性
同
士
の
恋
愛
を
扱
う
雑
誌
や
小
説
に
見
ら
れ
、
ま
た
、『
リ
ボ
ン
の
騎
士
』（
手
塚

治
虫
、
一
九
五
三
―
五
六
）
や
『
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
』（
池
田
理
代
子
、
一
九
七
二

―
七
三
）
な
ど
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
曖
昧
な
主
人
公
を
擁
す
る
初
期
の
少
女
マ
ン
ガ
に

も
起
源
を
持
つ
。（
女
性
に
よ
る
）
女
性
の
た
め
の
百
合
マ
ン
ガ
に
関
す
る
学
術
研
究

は
、
先
に
論
じ
た
他
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
形
式
の
場
合
と
同
じ
特
定
テ
ー
マ
に
焦

点
を
当
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、
テ
ク
ス
ト
の
中
、
お
よ
び
読
者
の
受
容
の
中
に
見
ら

れ
る
性
的
両
義
性
と
性
的
遊
戯
性
の
感
覚
で
あ
る
。

　

長
池
一
美
の
指
摘
に
よ
れ
ば（N

agaike, 2010

）、
百
合
マ
ン
ガ
は
若
い
女
性
同
士
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の
愛
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、異
ヘ
テ
ロ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ

性
愛
規
範
に
異
議
を
唱
え
る
一
方
で
、は
っ
き
り
し

た
「
レ
ズ
ビ
ア
ン
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
避
け
て
い
る
。
百
合
マ
ン
ガ
研
究
に
お
け
る
一

貫
し
た
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
は
、
ど
の
程
度
、
百
合
マ
ン
ガ
を
「
レ
ズ
ビ
ア
ン
」
マ
ン

ガ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
特
に
こ
こ
数
年
の
間
、
自

分
が
レ
ズ
ビ
ア
ン
で
あ
る
と
公
言
す
る
作
者
や
読
者
が
出
て
き
て
い
る
。
エ
リ
カ
・

フ
リ
ー
ド
マ
ン
（Friedm

an, 2017

）
は
、
百
合
マ
ン
ガ
の
女
性
読
者
が
持
つ
流
動
性

を
指
摘
す
る
。
百
合
と
レ
ズ
ビ
ア
ン
を
同
一
視
す
る
読
者
も
い
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

を
超
越
し
た
愛
と
し
て
百
合
マ
ン
ガ
を
捉
え
る
読
者
も
お
り
、
さ
ら
に
は
、
百
合
マ

ン
ガ
の
恋
愛
を
女
性
が
別
の
女
性
に
対
し
て
抱
く
、
深
い
け
れ
ど
も
性
的
で
は
な
い

憧
れ
と
解
釈
す
る
読
者
も
い
る
。
百
合
マ
ン
ガ
の
物
語
に
お
け
る
女
性
間
の
関
係
は
、

同
性
間
の
友
情
か
ら
同
性
愛
ま
で
の
幅
を
持
っ
た
連
続
体
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り

（
概
し
て
セ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
は
露
骨
に
描
か
れ
な
い
）、
そ
の
た
め
、
作
中
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
に
性
的
欲
望
を
認
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
単
に
深
い
情
緒
的
な
繋
が
り
だ
け
を

見
る
の
か
、
読
者
に
は
選
択
の
余
地
が
あ
る
。
女
性
向
け
ポ
ル
ノ
に
お
い
て
も
、
恋

愛
は
肉
体
的
な
セ
ッ
ク
ス
と
同
じ
く
ら
い
重
要
で
あ
る
（N

agaike, 2010

）。
そ
し

て
、
読
者
が
望
め
ば
、
セ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
も
、
む
し
ろ
感
情
表
現
の
要
素
が
強
い

と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
だ
。
百
合
マ
ン
ガ
研
究
は
、
日
本
の
女
性
ポ
ッ

プ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
（
性
的
欲
望
の
中
で
さ
え
）
感
情
を
強
調
し
、
性
的
志
向
と
戯
れ

る
「
安
全
な
空
間
」
を
提
供
す
る
、
と
い
う
傾
向
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
。

ボ
ー
イ
ズ
ラ
ブ
―
作
中
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と

フ
ァ
ン
の
性
的
志
向
、
性
的
欲
望

　

Ｂ
Ｌ
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
の
戯
れ
と
い
う
点
で
、
上
述
の
ポ
ッ
プ
カ
ル

チ
ャ
ー
形
式
そ
れ
ぞ
れ
と
繋
が
る
。
レ
デ
ィ
コ
ミ
や
女
性
ポ
ル
ノ
と
同
じ
く
、
Ｂ
Ｌ

に
は
極
め
て
露
骨
な
も
の
も
あ
る
。
宝
塚
や
ア
イ
ド
ル
の
フ
ァ
ン
と
同
じ
く
、《
美
少

年
》
の
美
学
を
展
開
し
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
「
ソ
フ
ト
な
」
男
性
性
を
重
視
す
る
。

ま
た
、
百
合
マ
ン
ガ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
Ｂ
Ｌ
の
様
式
と
内
容
は
、
性
的
志
向

に
関
し
て
多
様
な
解
釈
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
他
の
形
式
と
は
違
っ
て
、
Ｂ
Ｌ

の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
は
学
術
研
究
の
世
界
で
注
目
さ
れ
て
お
り
、
日
本
国
内
に
お
い

て
も
国
際
的
に
も
多
種
多
様
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
、
日
本

の
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
イ
・
ブ
ー
ム
」
を
背
景
に
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
自
体
が
急
成
長
し
た

せ
い
か
も
し
れ
な
い
―
実
際
、
Ｂ
Ｌ
の
男
性
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
の
調
査
が
増
え
て

き
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
範
囲
外
と
な
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
セ
ク

シ
ョ
ン
で
は
、
特
に
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
関
わ
る
Ｂ
Ｌ
へ
の
主
要
な
学
術

的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
い
く
ら
か
検
討
し
た
い
。

　

Ｂ
Ｌ
は
一
九
七
〇
年
代
に
発
展
し
た
。
少
女
マ
ン
ガ
か
ら
生
ま
れ
た
Ｂ
Ｌ
の
初
期

作
品
に
は
、「
花
の
二
四
年
組
」
に
よ
る
当
時
の
少
女
マ
ン
ガ
作
品
と
同
じ
特
徴
が

い
く
つ
も
見
ら
れ
る
―
例
え
ば
、
池
田
理
代
子
『
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
』（
一
九
七

二
―
七
三
）
に
あ
る
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
背
景
、
美
し
い
両
性
具
有
的

主
人
公
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
・
悲
劇
的
な
結
末
な
ど
。
そ
れ
以
降
、
Ｂ
Ｌ
は
巨
大
な
産

業
へ
と
成
長
し
て
お
り
、
一
般
流
通
マ
ン
ガ
（
男
子
学
生
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
物
語

か
ら
成
人
向
け
Ｓ
Ｆ
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ま
で
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
や
コ
ミ
ケ
の
よ
う
な
イ

ベ
ン
ト
で
売
買
さ
れ
る
同
人
誌
、
ア
ニ
メ
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
、
ビ

ジ
ュ
ア
ル
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
な
ど
多
岐
に
渡
る
。
研
究
者
は
こ
れ
ら
の
媒
体
の
ほ
と
ん

ど
を
詳
細
に
調
査
し
（
た
だ
し
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
Ｂ
Ｌ
ゲ
ー
ム
に
関
す
る
調
査
は

少
な
い
）、
ま
た
、「
腐
女
子
」「
腐
男
子
」
を
自
称
す
る
Ｂ
Ｌ
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
も
詳

し
い
研
究
が
あ
る
。
研
究
者
は
ま
た
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
、
日
本
及
び
海
外
に
お
け

る
Ｂ
Ｌ
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

　

い
く
つ
も
の
研
究
が
、
テ
ク
ス
ト
の
内
容
分
析
に
回
帰
し
、
Ｂ
Ｌ
の
特
徴
的
な
様

式
と
物
語
が
、
読
者
側
か
ら
あ
る
種
の
解
釈
を
引
き
出
す
こ
と
を
解
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
少
女
マ
ン
ガ
、
Ｂ
Ｌ
、
百
合
マ
ン
ガ
の
過
去
の
関
連
を
た
ど

り
、
特
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
場
面
、
あ
る
い
は
性
的
な
場
面
に
お
け
る
作
中

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
両
性
具
有
的
美
学
に
よ
っ
て
、
女
性
読
者
が
自
分
自
身
の
同
性
愛

欲
望
を
探
検
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
論
じ
る
（Fujim

oto, 2004

） 

。
長
池

（N
agaike, 2010

）
は
、
多
く
の
百
合
マ
ン
ガ
作
家
が
、
ま
ず
Ｂ
Ｌ
で
キ
ャ
リ
ア
を

築
い
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
（
ど
ち
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
も
異

ヘ
テ
ロ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ

性
愛
規
範
を
拒
絶
し
て
い

る
）。
Ｂ
Ｌ
分
野
の
泰
斗
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ェ
ル
カ
ー
の
考
え
で
は
、『
風
と
木
の
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評　論

詩
』（
竹
宮
惠
子
、
一
九
七
六
―
八
四
）
や
『
ト
ー
マ
の
心
臓
』（
萩
尾
望
都
、
一
九

七
四
）
の
よ
う
な
初
期
作
品
は
、
支
配
的
な
異
性
愛
物
語
を
揺
さ
ぶ
る
と
い
う
意
味

で
、
男
装
す
る
女
性
の
登
場
す
る
少
女
マ
ン
ガ
と
似
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
長

池
（N

agaike, 2010

）
も
支
持
す
る
こ
の
解
釈
は
、「
女
性
化
し
た
美
少
年
に
感
情
移

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
標
準
外
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
性
行
為
を
想
像
上
で
試

す
よ
う
に
促
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
（W

elker, 2006 , p. 852

）。
初
期
の
Ｂ
Ｌ
作
家

は
、
自
作
を
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
明
白
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
慎
重
に
避
け
て
い

た
が
、
ふ
た
り
の
両
性
具
有
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
間
の
恋
愛
を
見
る
と
、
読
者
に
よ
っ

て
は
レ
ズ
ビ
ア
ン
解
釈
も
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
若
い
男
性
だ
ら
け
の

ジ
ャ
ン
ル
に
、「
日
本
の
若
い
同
性
愛
の
女
性
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

女
性
は
、
自
分
の
た
め
の
空
間
を
求
め
た
」 （W

elker, 2008 , p. 47

）。

　

藤
本
由
香
里
は
、
Ｂ
Ｌ
こ
そ
が
少
女
マ
ン
ガ
の
「
最
大
の
功
績
」
で
あ
る
と
述
べ

る
（Fujim

oto, 2004 , p. 83
）。
そ
の
大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
若
い
女
性
向
け

メ
デ
ィ
ア
の
領
域
に
、
堂
々
と
セ
ッ
ク
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
以
前
の
少
女
マ
ン
ガ
の
性
描
写
は
控
え
め
で
、
露
骨
に
描
か
れ
る
前

に
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｂ
Ｌ
は
女
性
が
性
的
な
妄
想
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
公
然
と
認
め
、
そ
の
需
要
に
応
じ
た
題
材
を
提
供
し
た
の
だ
―
守
如

子
は
、
そ
の
著
書
『
女
は
ポ
ル
ノ
を
読
む
』（2010 , p. 86

）
に
お
い
て
、「
ハ
ー
ド

Ｂ
Ｌ
」
を
論
じ
な
が
ら
、
そ
う
強
調
す
る
。
こ
う
し
て
、
別
の
研
究
で
は
、
Ｂ
Ｌ
の

ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
潜
在
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
の
戯
れ
に
焦
点
を
当
て

る
。
藤
本
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
八
〇
年
代
に
遡
る
Ｂ
Ｌ
の
露
骨
な
性
描
写
は
、
他

の
女
性
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
形
式
を
特
徴
づ
け
る
性
的
な
「
遊
び
」
を
可
能
に
す
る

（Fuim
im

oto, 2004 , p. 86

）。
初
期
の
Ｂ
Ｌ
研
究
は
、
Ｂ
Ｌ
の
セ
ッ
ク
ス
を
単
純
な

異
性
愛
の
メ
タ
フ
ァ
ー
―
積
極
的
な
「
攻
め
役
」（
挿
入
す
る
側
）
が
男
性
で
、「
受

け
役
」（
挿
入
さ
れ
る
側
）
が
服
従
的
な
女
性
の
代
わ
り
と
な
る
―
の
枠
に
は
め
よ

う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
（Penley, 1992 ; M

atsui, 1993

）。
こ
の
よ
う
な
、
Ｂ
Ｌ

作
者
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不
平
等
を
受
動
的
に
再
生
産
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
、
Ｂ

Ｌ
に
潜
在
す
る
破
壊
性
を
否
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
破
壊
性
に
つ
い
て
は
、

後
の
研
究
者
が
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

別
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
（Stanley, 2010

）、
双
方
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
は
っ
き

り
と
男
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
男
性
カ
ッ
プ

ル
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
読
者
が
、
現
実
世
界
の
男
女
関
係
に
お
け
る
（
し

ば
し
ば
不
均
衡
な
）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
力
学
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
、

と
主
張
す
る
研
究
者
も
い
る
。
そ
の
た
め
、
レ
デ
ィ
コ
ミ
に
見
ら
れ
る
妄
想
レ
イ
プ

と
同
様
の
過
激
な
Ｂ
Ｌ
の
消
費
者
は
、
問
題
含
み
の「
支
配
す
る
男
性
・
従
属
す
る
女

性
」
モ
デ
ル
に
Ｂ
Ｌ
を
は
め
る
こ
と
な
く
（O

kabe &
 Pelletier-G

agnon, 2019

）、

「
地
位
や
権
力
の
違
い
が
生
む
潜
在
的
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
戯
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」

（Stanley, 2010 , p. 104

）。

　

ま
た
別
に
、
Ｂ
Ｌ
の
セ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
超
越
し
た
性
愛
を
提

示
し
て
い
る
と
考
え
る
研
究
者
も
い
る
。
日
本
の
ゲ
イ
研
究
、
Ｂ
Ｌ
研
究
の
権
威
の

ひ
と
り
、
マ
ー
ク
・
マ
ク
レ
ラ
ン
ド
の
考
え
で
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
両
性
具
有
的

で
あ
る
た
め
、
読
者
側
か
ら
す
れ
ば
、
性
差
の
境
界
を
侵
犯
す
る
解
釈
が
可
能
と
な

る
。
読
者
は
「
攻
め
役
」
に
も
「
受
け
役
」
に
も
感
情
移
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

女
性
向
け
実
写
ポ
ル
ノ
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
人
物
に
も
等
し
く
視
覚

的
フ
ォ
ー
カ
ス
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
性
的
視
点
を
持
つ

可
能
性
は
、「
あ
ら
ゆ
る
一モ

ノ
リ
シ
ッ
ク

枚
岩
的
な
性
差
の
理
解
」
に
挑
戦
す
る
（W

ood, 2006 , 

p. 397

）。
ア
カ
ツ
カ
に
言
わ
せ
れ
ば
（A

katsuka, 2010

）、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
ゲ
イ

な
の
か
ス
ト
レ
ー
ト
な
の
か
を
明
確
に
し
な
い
と
い
う
事
実
こ
そ
が
、
異
性
愛
的
二

項
対
立
に
対
す
る
最
も
強
い
反
抗
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
両
性
具
有
的
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
間
の
性
行
為
に
識
別
ラ
ベ
ル
を
貼
る
の
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
様

な
解
釈
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
諸
研
究
は
、
複
雑
な
Ｂ
Ｌ
研
究
の
ほ
ん
の
一
面
で
あ
る
。
Ｂ

Ｌ
が
世
界
の
様
々
な
地
域
で
、
様
々
な
受
容
者
に
、
様
々
な
目
的
で
解
釈
さ
れ
る
、

と
い
う
状
況
を
扱
っ
た
多
種
多
様
な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
女
性
向

け
実
写
ポ
ル
ノ
と
同
様
、
読
者
が
Ｂ
Ｌ
を
ど
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
か
を
具
体
的

に
示
す
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
調
査
さ
れ
て
い
な
い
。
単
に
性
規
範
と
戯

れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
Ｂ
Ｌ
に
も
刺
激
と
肉
体
的
快
楽
を
与
え
る
情

動
機
能
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く
違
う
機
能
が
あ
る
の
だ
ろ
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う
か
？　

こ
の
よ
う
な
論
点
に
関
す
る
新
し
い
研
究
は
、
主
に
「
腐
女
子
」
研
究
の

人
類
学
／
社
会
学
分
野
の
中
で
始
ま
っ
て
い
る
。
英
語
で
の
研
究
で
、
こ
う
し
た
分

野
を
牽
引
し
て
い
る
の
は
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
の
よ
う
な
研
究
者
で
あ

る
。
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
に
よ
る
「
腐
女
子
」
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
情
動
を
扱
っ
た
著
作

（G
albraith, 2015

）
は
、
女
性
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
実
践

と
い
う
点
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
な
る
調
査
の
必

要
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
ご
く
最
近
に
な
っ
て
目
を
向
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
サ
ン
ト
ス
の
研
究
で
は
、
Ｂ
Ｌ
の
消
費

者
が
、
一
般
的
ポ
ル
ノ
の
様
式
や
慣
例
に
つ
い
て
知
識
を
増
や
し
て
い
る
点
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
（Santos, 2020

）。
さ
ら
に
多
く
の
調
査
が
待
た
れ
る
。

　

Ｂ
Ｌ
文
化
の
諸
相
の
全
体
像
は
、
マ
ク
レ
ラ
ン
ド
、
長
池
、
菅
沼
、
ウ
ェ
ル
カ
ー

共
同
編
纂
の
論
集
（M

cLelland, N
agaike, Suganum

a, and W
elker eds., Boys 

Love M
anga and Beyond: H

istory, Culture, and Com
m

unity in Japan [2015 ] 

）
で

得
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
論
文
集
、
二
〇
一
〇
年
発
刊
のBoys’Love M

anga: 

Essays on the Sexual Am
biguity and Cross-Cultural Fandom

 of the G
enre （ed. Levi, 

M
cH

arry, and Pagliassoti

）、
そ
れ
に
、
日
本
語
の
『
Ｂ
Ｌ
が
開
く
扉
―
変
容
す

る
ア
ジ
ア
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
二
〇
一
五
、
ウ
ェ
ル
カ
ー
編
）

が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
女
性
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
の
機
能
を
十
分
に
解
明
す
る
た
め
に
は
、
日
本
人
の
視
点
と
国
際
的
な
視
点
、

テ
ク
ス
ト
と
実
践
両
方
の
分
析
、
そ
し
て
幅
広
い
多
種
の
研
究
領
域
が
交
わ
る
必
要

が
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
様
々
な
媒
体
が
交
錯
し
続
け
て
い
る
今
、
女
性
ポ
ッ
プ
カ

ル
チ
ャ
ー
研
究
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
を
網
羅
・
統
合
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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