
総 合 政 策 学 部

最
近
、L
G
B
T
や
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、肌
の
色
の
違
い
を
異

端
視
す
る
人
種
差
別
の
問
題
な
ど
が
マ
ス
コ
ミ
や
S
N
S
を
騒
が
せ
て

い
る
。横
山
先
生
の
研
究
は
、「
人
間
と
は
ど
う
い
う
存
在
か
」と
い
う
問

い
を
中
心
に
据
え
る
哲
学
的
人
間
学
。

性
的
な
傾
向
や
人
種
の
違
い
な
ど
が
原
因
で
、人
間
は
ど
ん
な
場
合
に

傷
つ
き
、あ
る
い
は
怒
る
の
か
を
、身
近
な
体
験
の
な
か
か
ら
、見
え
る

よ
う
に
し
て
い
く
。キ
ー
と
な
る
の
は
、感
情
的
に
結
び
付
く
こ
と
。そ

こ
か
ら
、差
別
さ
れ
る
側
に
あ
る
人
々
を
私
た
ち
の
社
会
に
含
め
、共
に

学
び
な
が
ら
新
た
な
社
会
を
創
り
あ
げ
て
い
く
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

始
ま
り
ま
す
。

性
差
別
や
人
種
差
別
が
問
題
に
な
る
い
ま
、

人
は
ど
ん
な
と
き
に
傷
つ
き
、
怒
り
、

恥
じ
る
の
か
を
、
身
近
な
日
常
か
ら

出
発
し
て
考
え
、
そ
こ
か
ら
新
た
な

社
会
づ
く
り
へ
の
道
を
探
し
て
い
く
。

横 山  陸 准 教 授

“
感
情
”
を
糸
口
に
少
数
者
と

向
き
合
う

　
横
山
先
生
が
6
年
間
学
ん
だ
の
は
、
哲

学
を
は
じ
め
多
く
の
思
想
の
源
と
な
っ
た

ド
イ
ツ
。
そ
こ
で
「
人
間
と
は
ど
う
い
う

存
在
か
」
を
研
究
す
る
哲
学
的
人
間
学
と

出
合
い
ま
す
。

「
従
来
の
哲
学
は
世
界
が
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
、
神
は
い
る
か
い
な
い
か
、
な
ど

本
質
や
原
理
を
問
い
の
中
心
と
し
て
い
ま

し
た
。
対
し
て
こ
の
学
問
は
、
哲
学
や
自

然
科
学
が
見
ず
に
通
り
過
ぎ
た
“
人
間
に

現
れ
る
も
の
”
を
特
に
日
常
の
経
験
か
ら

出
発
し
て
考
え
ま
す
。

　
哲
学
的
人
間
学
を
創
設
し
た
ド
イ
ツ
の

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
専
門
に
研
究
し

て
き
ま
し
た
が
、
彼
が
“
人
間
に
現
れ
る

も
の
”
の
な
か
で
、
特
に
愛
す
る
、
怒
る
な

ど
の
“
感
情
”
に
注
目
し
た
よ
う
に
、
私

も
感
情
を
通
し
て
人
間
と
い
う
存
在
を
考

察
し
て
き
ま
し
た
。

　
近
代
哲
学
は
理
性
や
知
性
を
強
調
し
、

感
情
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
扱
っ
て
き
ま
し

た
。
私
た
ち
も
『
感
情
的
な
人
』
と
言
う

よ
う
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
扱
う
こ
と
が
多
い

で
す
ね
。
で
も
、
実
は
私
た
ち
の
日
常
は

感
情
に
彩
ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
人

に
と
っ
て
の
価
値
を
合
理
的
に
反
映
す
る

も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
感
情
は
個

人
の
内
面
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
人

と
共
有
さ
れ
う
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
」

　
さ
て
、
こ
の
感
情
に
つ
い
て
総
合
政
策

学
部
で
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

考
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
横
山
先
生

は
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。

「
こ
う
し
た
感
情
を
糸
口
に
し
て
、
個
人

の
性
や
文
化
的
・
民
族
的
出
自
の
多
様
性

や
差
別
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
例
え
ば
“
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
”
は
こ
れ
ま

で
も
現
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
目
に
見

え
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
見
え
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
、
感
情
を
糸
口
に
自
分
の

こ
と
と
し
て
共
感
す
る
こ
と
で
向
き
合
っ

て
い
き
ま
す
。性
的
少
数
者
へ
の
処
遇
や
、

特
定
の
人
種
・
民
族
に
属
す
る
人
へ
の
差

別
を
あ
お
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
問
題
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
少
数
者
）
の
人
々
に
向

か
っ
て
「
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
（
多
数
者
）
で

あ
る
我
々
と
同
じ
に
な
れ
」
と
言
う
の
が

『
同
化
』
で
す
。
こ
れ
に
対
し
『
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
で
あ
る
私
た
ち
も
一
緒
に
学
び
変

わ
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
』
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
が
『
社
会
統
合
』
で
あ
り
、
似
た

考
え
方
で『
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
た
ち
を
、

も
う
一
度
、
社
会
に
含
め
て
考
え
て
い
き

ま
し
ょ
う
』
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
『
社

会
包
摂
』
と
呼
び
ま
す
」



な
ぜ
傷
つ
く
の
か
を 

共
感
を
通
し
て
知
る

　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
「
同
化
」
の

圧
力
が
さ
ま
ざ
ま
な
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
て

い
ま
す
。
総
合
政
策
学
部
と
し
て
は
、
よ

り
よ
い
社
会
づ
く
り
に
向
け
て
「
社
会
統

合
」
や
「
社
会
包
摂
」
の
可
能
性
を
探
る

こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
改

め
て
、“
感
情
”
を
糸
口
と
し
て
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
横
山
先
生
に
説

明
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

「
い
き
な
り
何
も
知
ら
な
い
人
に
共
感
す

る
の
は
誰
で
も
難
し
い
で
す
ね
。そ
こ
で
、

友
人
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
り
、
家

族
に
障
が
い
者
が
い
た
り
、
そ
う
し
た
親

し
い
関
係
で
培
わ
れ
た
経
験
に
基
づ
い
て
、

そ
こ
で
生
ま
れ
る
感
情
的
な
結
び
付
き
を

通
し
て
見
て
い
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
た
ち
の
心
の
傷
や
羞

恥
、
憤
り
と
い
っ
た
感
情
を
共
有
で
き
る

で
し
ょ
う
。
人
は
ど
う
い
う
場
合
に
傷
つ

く
の
か
、
何
を
恥
じ
、
何
に
怒
る
の
か
よ

り
深
く
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
社
会
の
問
題
と
し
て
位
置
付
け
て

い
く
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ

う
な
プ
ロ
セ
ス
は
、
や
は
り
エ
モ
ー
シ
ョ

ナ
ル
（
感
情
的
）
な
関
係
か
ら
し
か
見
え

て
き
ま
せ
ん
。

　
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
や
外
国
人
、

障
が
い
者
の
人
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
も
日

常
に
存
在
し
な
が
ら
、
社
会
は
見
よ
う
と

し
て
こ
な
か
っ
た
。
見
え
る
も
の
な
の
に

意
外
に
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

の
よ
う
に
、
見
え
な
か
っ
た
も
の
を
見
え

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
皆
さ
ん
の
日
常

の
経
験
を
活
か
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
が
自
分
自
身
や
他
者
の
“
生
き
づ

ら
さ
”
を
抱
え
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
の
で
す
。

　
幸
い
総
合
政
策
学
部
は
、
既
存
の
哲
学

や
社
会
学
、
あ
る
い
は
文
学
に
と
ら
わ
れ

ず
、
社
会
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
こ
と
が

で
き
る
学
部
で
す
。
例
え
ば
社
会
学
は
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
事
実
を
記
述
す
る
学

問
で
、
社
会
調
査
な
ど
を
使
っ
て
『
そ
れ

は
こ
う
だ
』
と
説
明
し
ま
す
。
対
し
て
哲

学
は
、
経
験
を
通
し
た
事
実
を
手
掛
か
り

に
概
念
を
再
構
成
し
『
こ
う
あ
る
べ
き
』

と
言
え
る
学
問
で
す
。

　
感
情
を
糸
口
に
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ

る
）
他
者
と
は
、
自
分
と
は
、
そ
し
て
そ

の
た
め
に
あ
る
べ
き
社
会
と
は
に
つ
い
て

考
え
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
」

時
代
と
共
に
変
わ
る 

倫
理
や
規
範

　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
怒
り
や
痛
み
に
共
感

す
る
こ
と
を
通
し
て
あ
る
べ
き
社
会
を
考

え
る
と
き
、
倫
理
や
規
範
を
ど
う
変
え
て

い
く
か
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。

そ
こ
で
改
め
て
横
山
先
生
に
、
そ
の
点
を

説
明
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

「
例
え
ば
『
社
会
統
合
』
を
考
え
る
と
き
、

規
範
的
な
概
念
と
し
て
『
人
権
』
や
『
人

格
』
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
時
代
と
共
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に
変
化
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
東
京

の
国
立
市
で
ゲ
イ
の
学
生
が
周
囲
に
ア
ウ

テ
ィ
ン
グ（
本
人
の
了
解
を
得
ず
に
暴
露
）

さ
れ
て
自
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま

し
た
。こ
の
事
件
の
後
で
、市
は
ア
ウ
テ
ィ

ン
グ
を
禁
止
す
る
条
例
を
制
定
し
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
も
現
に
存

在
し
た
差
別
が
、
私
た
ち
の
目
に
見
え
て

く
る
こ
と
で
倫
理
や
法
規
範
が
整
備
さ
れ

て
く
る
こ
と
が
現
実
に
あ
り
ま
す
。
こ
の

と
き
人
格
と
い
う
概
念
に
性
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
含
ま
れ
る
と

い
う
具
合
に
、
こ
の
概
念
が
変

わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
同
じ

よ
う
に
川
崎
市
な
ど
で
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
の
禁
止
が
条
例
化
さ
れ
た

こ
と
は
人
種
民
族
的
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
人
格
に
含
ま
れ
た
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
中
央
大
学
で

も
2
0
1
7
年
に
『
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
宣
言
』
を
策
定
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
20
年
～
30
年
前
で
は
考
え

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
ね
。

L
G
B
T
の
問
題
で
も
地
方
自
治

体
で
法
整
備
が
進
む
流
れ
に
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
人
格
と
い

う
概
念
は
変
化
す
る
わ
け
で
す
。
あ
る
い

は
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
人
格
に

含
め
る
の
か
。
含
め
る
な
ら
“
ハ
ラ
ー
ル

フ
ー
ド
（
イ
ス
ラ
ム
教
徒
用
の
食
事
）”

に
配
慮
し
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
も
中

央
大
学
の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
で
広
が
っ
て
い

ま
す
ね
。
ま
た
、
日
本
で
も
障
が
い
者
へ

の
配
慮
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
身
体
的
障
が
い
に
よ
る
不
便
さ
が
、
我

が
ま
ま
で
は
な
く
配
慮
さ
れ
る
べ
き
だ

と
、
人
格
と
い
う
概
念
に
身
体
性
が
含
め

ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
動
き
を
注
意
深
く
見
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
」

S
N
S
も
視
野
に
入
れ
つ
つ

新
た
な
政
策
を
提
言
し
て
い
く

　
横
山
先
生
の
ゼ
ミ
は
、
具
体
的
に
ど
ん

な
ス
テ
ッ
プ
で
展
開
さ
れ
る
の
か
。
そ
の

点
に
つ
い
て
、
先
生
に
伺
い
ま
し
た
。

「
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
人
た
ち
と
差
別
に
つ
い
て
、
多
く
の
思

想
を
生
ん
だ
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
と
比
較
し
な
が
ら
現
代
の
日

本
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
2
年
生
、
3
年
生
は
そ
れ
ぞ
れ
、
研
究

の
核
と
な
る
日
本
語
の
専
門
文
献
を
読
み

な
が
ら
、
1
学
期
に
一
人
1
回
の
発
表
を

行
っ
て
理
解
を
深
め
、
休
暇
を
使
っ
て
レ

ポ
ー
ト
を
作
成
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
う

各自が日頃からもっている関心事や、友人・家族などの身近なマイノリ
ティの存在を通して、自由な意見交換を行う。いま最も最も身近なテー
マだけに議論は活発だ。



し
て
自
身
の
関
心
を
少
し
ず
つ
明
確
化

し
な
が
ら
、
卒
論
に
向
け
て
論
文
の
テ
ー

マ
を
絞
り
込
ん
で
い
き
ま
す
」

　
現
代
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど

を
扱
う
う
え
で
、
S
N
S
は
避
け
て
通

れ
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ツ
ー
ル

で
す
。
横
山
先
生
は
S
N
S
に
対
し
て

次
の
よ
う
な
見
方
を
語
り
ま
す
。

「
19
世
紀
か
ら
20
世
紀
に
か
け
て
、
感
情

的
に
わ
っ
と
湧
き
上
が
る
の
を
特
長
と

す
る
『
大
衆
社
会
』
が

生
ま
れ
、
そ
の
終
着
点

が
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
全

体
主
義
）』
と
い
う
悲

劇
で
し
た
が
、
こ
こ
10

年
く
ら
い
の
S
N
S

で
、
そ
れ
が
違
う
形
で

起
き
て
い
る
気
が
し
ま

す
」
と
語
る
。「
い
わ
ゆ

る
ト
ラ
ン
プ
現
象
や
イ
ギ
リ
ス
の
E
U

離
脱
、
日
本
で
言
え
ば
生
活
保
護
受
給
者

へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
な
ど
再
び
“
感
情
”
と

政
治
が
結
び
付
い
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ

て
き
た
の
が
こ
こ
10
年
～
15
年
の
傾
向
で

す
ね
。
他
方
で
、
数
年
前
、
溺
死
し
た
シ

リ
ア
難
民
の
男
児
の
写
真
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
ド
イ
ツ
の
メ
ル
ケ
ル
首
相
が
難
民

受
け
入
れ
を
決
め
た
よ
う
に
、
社
会
包
摂

を
促
す
一
面
も
あ
る
で
し
ょ
う
」

　
物
心
が
つ
く
頃
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

や
パ
ソ
コ
ン
が
普
及
し
て
い
た 

“
デ
ジ
タ

ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
”
に
属
す
る
学
生
た
ち
も

こ
う
し
た
現
代
に
特
有
の
環
境
に
は
興
味

が
あ
る
の
だ
と
か
。

「『
書
き
た
い
、
つ
ぶ
や
き
た
い
、
画
像
を
発

信
し
た
い
』
と
い
う
S
N
S
な
ら
で
は
の

欲
求
を
、
自
己
を
認
め
て
ほ
し
い
「
承
認

欲
求
」
の
一
つ
と
し
て
研
究
す
る
学
生
も
い

ま
す
。
愛
と
か
共
感
は
、
い
わ
ゆ
る
現
代

的
な
承
認
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
」

　
そ
し
て
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
横
山
先
生
は

改
め
て
こ
う
語
り
ま
す
。

「
社
会
学
者
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

は
学
問
と
政
策
を
区
別
し
て
論
じ
ま
し
た

が
、
現
代
で
は
学
問
に
も
政
策
提
言
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
先
端
を
行
く

の
が
総
合
政
策
学
部
で
、
し
か
も
哲
学
・

倫
理
学
は
そ
も
そ
も
『
こ
う
あ
る
べ
き
』

と
い
う
考
え
方
を
提
示
で
き
る
学
問
で

す
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
考
え
方
や
方
法
に

従
っ
て
、
学
生
に
は
最
終
的
に
、
あ
り
う

べ
き
規
範
や
理
念
を
卒
論
で
示
し
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
」

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

　
卒
業
後
の
進
路
と
し
て
企
業
に
入
社
す

る
に
し
て
も
、公
務
員
に
な
る
に
し
て
も
、

あ
る
組
織
に
入
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
皆
さ
ん
に
は
、
そ

こ
で
常
に
企
画
や
政
策
を
提
案
で
き
る
人

に
な
っ
て
ほ
し
い
。
総
合
政
策
学
部
は
そ

の
た
め
の
訓
練
の
場
で
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
で
学
生
に
期
待
し
た
い
の
は
、

自
分
で
問
い
を
立
て
て
関
心
を
も
ち
、
そ

れ
を
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
て
答
え
て
い
く
能

動
的
な
姿
勢
で
す
。

　
最
近
の
学
生
で
、
い
ろ
い
ろ
興
味
は
あ

る
が
そ
れ
を
形
に
で
き
な
い
、
と
い
う
人

も
目
立
ち
ま
す
。「
こ
れ
じ
ゃ
な
い
、
あ
れ

じ
ゃ
な
い
」
と
悩
ん
で
し
ま
う
。
そ
う
い

う
学
生
に
は
、
ま
ず
何
で
も
い
い
か
ら
書

い
て
み
る
、「
こ
れ
は
違
う
な
」
と
思
っ
て

も
形
に
し
て
み
る
、
こ
と
を
勧
め
て
い
ま

す
。
そ
う
す
る
と
「
こ
れ
は
違
う
。
む
し

ろ
や
り
た
い
こ
と
は
こ
っ
ち
だ
」
と
見
え

て
く
る
も
の
が
必
ず
あ
る
と
思
い
ま
す
。

横山先生が主宰する外国の研究者を迎え
た講演会。独仏の現代哲学者の思想を概
観しながら、死について哲学的に考える。

「感情」や「同情」など、横山先生の研究の本質に当たる題材について書かれた
書籍を読んだうえで発表やレポート作成を実行。特に3年生では相反する２つ
の見方を比較しながら学ぶ。


