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茶
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鉄
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(
ひ
ら
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タ
イ

ム
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別
冊

、
長
谷
川
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、
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さ
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、バ
日
本

に
研
究

し
に
来

た

の
に
、

お
茶
汲

み
を

さ
せ
ら
れ
た
私
)

と

い
う
日
系
ブ

ラ
ジ

ル
人

女
性

の

経
験

は
、
性
差
別

と
文
化

を
考
え

る
上

で
重
要

な
問

題

を
提
起
し

て
い
る
。
留

学

の
目
的

は
免
疫

学
を
研

究

す
る

こ
と

で
あ

っ
た

の
に
、
大
学
院

の
研
究
室

で

は
教

官
か
ら

(女
性

で
あ
る

か
ら
)

お
茶

を
入
れ
る

よ
う
に
言
わ
れ

た
と

い
う

の
で
あ

る
。
最
終
的

に
、

彼
女

は

「
女
性
差
別

を
認

め

て
い
る
の
で
は
な

い
」

と
言

い
つ

つ
も
、

こ

の
お
茶
汲

み
は

「
日
本

で
は
女

性

に
対
す

る
差
別

で
は
な

い
よ
う

に
思

わ
れ
る
」

と

し
て
、
文
化

と
し

て
の
お
茶
汲

み
を
容
認
す

る
態
度

を

と

っ
て

い
る
。

異
文
化

に
接
す

る
と
き

の
対
処

の
仕
方

は
大
き

く

分
け

て
二

つ
し
か
な

い
。

そ

の
文
化

を
受
け
入
れ

る

か
、

そ
れ
と
も
受
け
入
れ

な
い
か

(
さ
ら

に
は
、
自

ら

の
文

化
を

持
ち
込

む

こ
と

も
あ

る
)
。
前
者

の
場

合

は
、

そ

の
国

の
主
流

に
流

れ
込

む

の
で
、

ま
ず
問

題

を
起

こ
さ
ず

に
生
活
す

る
こ
と
が

で
き

る
だ

ろ
う
。

だ
が
、
後

者

の
態
度
を

と
り
続

け
た
場
合
、
自
分

の

主
義
主
張

は
曲
げ
ず

に
す
む

も

の
の
、

か
な
り

の
文

化
摩
擦

を
引
き
起

こ
す

可
能

性
が

あ
る

に
違

い
な

い
。

だ
が

こ
う
し
た
論
法

は

「性
差

別
と
文
化
」
を
論
ず

る
に
は

い
さ
さ
か
単
純
す
ぎ

る
。

上
記
を
例

に
と

れ

ぽ
、

お
茶

汲
み
と

い
う
異
文
化

に
直

接
的

に
関

わ
ら

ざ

る
を
得

な

か

っ
た
の
は
、
-
こ

の
大
学
院
生
が

た
ま

た
ま
女
性

で
あ

っ
た
か
ら

で
、
も

し
こ
れ
が

男
性
だ

っ
た
な
ら
ぽ
、
傍
観
者

と
し

て
こ
の
異
文
化

を
経
験

せ
ず

に
す

ん
だ

は
ず

で
あ
る
。

こ
こ
で
の
議
論

は
言
う
ま

で
も
な
く
、

ジ

ェ
ソ
ダ

ー

(
文
化
的
、
社
会
的

性
)

に
基
づ

い
た
性

別
役
割

分
業

に
関
わ

る
文
化

に

つ
い
て
で
あ

る
。

つ
ま
り

こ

の
ブ

ラ
ジ

ル
人
女
性
が
受

け
入
れ

た
お
茶
汲

み
と

い

う
文
化

は
、

ジ

ェ
ソ
ダ

ー
役
割
を

ま
と

っ
た
性
差
別

的
文
化

で
あ

る
訳

だ
。

お
そ
ら
く
彼
女
自
身

は

フ

ェ

ミ

ニ
ス
ト
で
は
な
い
と
推
察

で
き

る
し
、

ま
た
こ
う

し
た
文
化

は
性
差

別
的
だ
と
助
言

し
て
く
れ
る
日
本

人
が
周
囲

に
い
な
か

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。
彼

女
が
と

っ
た
態
度

の
善

し
悪

し
は
別
と
し

て
も
、
女

性
だ
け

に
強
制
さ
れ

る
お
茶

汲
み
と

い
う
制
度

を
彼

女
が
異

文
化
と

し
て
容
認

し
た

こ
と

は
、
結
果
的

に
性
差
別
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を
肯
定

し
、
温
存

さ

せ
て
し
ま
う
こ
と

に

つ
な
が

っ

て
ゆ
く
。

2
.
異
文
化
接
触

と
性
差
別
意
識

の
強
化

異
文
化

接
触

の
別

の
側

面

と
し

て
、
「普

遍

性

の

確

認
」
を
す

る
こ
と

で
性
差
別
意
識
が
強

化
さ
れ

る

こ
と
も
あ

る
。
例

え
ば

、
異
文
化
間

の
ジ

ェ
ン
ダ

ー

役

割
が
同
様

の
パ
タ
ー

ン
で
見
ら
れ

る
場
合

に
は
、

そ
う
し
た
文
化

の
あ

り
方

が
普
遍
的

で
正

し

い
と

い

う
錯
覚

を
起

こ
し
て
し
ま
う
。

こ
の
典
型
的

な
例
が

「男

は
仕
事
、

女

は
家

庭
」
と

い
う
性

別
役

割
分

業

で
あ

る
。
異
文
化
と

い
う
仮

面
を
借

り
て
、

こ
う
し

た
差

別
を
学
習
さ

せ
る
ひ
と

つ
の
例
を
英
語

の
教
科

書

の
記

述

に
見

て
み
た

い
。

高
1
の
英
語
教
科
書

丶
6
ミ
ま

ミ

(文
英
堂
)
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(あ

る
イ

ン
ド
ネ

シ
ア
人

夫
妻

の
意
見

)

で
は
、

イ

ソ
ド

ネ

シ
ア
人
夫
妻

の

エ
ッ
セ
イ
が
紹
介

さ
れ
て

い

る
。
妻

は

「
外

で
働
く
母
親
」

と

い
う
題

で
、
自
分

が
家
事
育
児

を
両
立

し
て
い
る
よ
う
す
と
家
庭
内

の

仕
事

の
重
要
性

に

つ
い
て
語

り

(
私
的

領
域
)
、
夫

は

「
多
様
性

の
中

の
協
調
」

と
題

し

て
イ

ン
ド

ネ

シ

ア
の
人

口
、
.
言
語
、
芸
術
文
化

に

つ
い
て
語

っ
て
い

る

(
公
的
領
域
)
。

問
題

な

の
は
、

外
国

の
事
例

と
し

て
伝
え

る
こ
と

に
よ
り
、

こ
れ
が

イ

ン
ド
ネ

シ
ア
の
婚

姻

カ

ッ
プ

ル

の
理
想

的

な
生

活

ス
タ
イ

ル
で
あ

り
、

か

つ
女

性

(
男
性
)

の
正

し

い
あ
り
方

で
あ

る
と

い
う

「嘘

」

を
異
文
化
と

し
て
受

け
入
れ
さ

せ
よ
う

と
し
て

い
る

点

で
あ

る
。
読

み
手

は
異
文
化

と

い
う
も

の
に
敬
意

を
払

う
あ
ま
り
、
正
面

か
ら
異
論
を
唱
え

た
り
批
判

す
る
こ
と
が

は
ば

か
ら
れ
、
性
差
別
的
な
異
文
化

を

そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
ざ

る
を
え
な

い
。
さ
ら

に
、

異

文
化

と

い
う

フ

ィ
ル
タ
ー
を
通

し

て
み

た
性
別
役
割

や
良
妻
賢

母
思
想
を
自
国

の
文
化

と
擦
り
あ
わ

せ
な

が
ら
、

そ
う
し

た
刷
り
込

み
を
更

に
強
化
さ

せ
る
働

き
を
も

っ
て

い
る
こ
と

に
も
気
づ

く

(
詳

し
く

は
、

拙
稿

「英

語
教
科
書

の

『政
治
的

公
正
さ
』
と

フ

ェ

ミ

ニ
ズ

ム
」

『
女
性
学
』
<
o
ド
ω
、

日
本
女
性
学
会
、

新
水
社

、
1

9
の
5
年

を
参

照
さ

れ

た

い
)
。
も
う

ひ
と

つ
例

を
挙
げ

よ
う
。
今
年

の
2
月

に
、

カ
ナ
ダ

在
住

の
日
本
総
領

事
が

「
妻
を
殴

る

の
は
日
本

の
文

化
だ
」

と
発
言

し

て
、

大
き

く
非
難

さ
れ

た

(
『朝

日
新
聞
』

1

9
9
9
年

2
月

28
日
)
。
も

し

こ
れ
が

同
じ

(文
化
的
)

意
識
を
も

つ
国

で
起

こ

っ
た
な
ら

ぽ

、

こ
れ

は
単

な
る
慣
習

か
ら
生
じ

た
問
題

と
み
な

さ
れ
、
女
性

に
対

す
る
暴
力
と

い
う
犯
罪
が

見
過
ご

さ
れ

て
し

ま

っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

3
.
異
文
化

を
読

み
解

く
た

め
に

さ

て
、
厳

し
い
宗
教

的
な
戒
律

に
よ
り
社
会
規

範

が

つ
く
ら
れ

て
い
る
地
域

で
は
、
宗
教
的

な
縛

り
が

そ

の
ま
ま
社
会

慣
習

に
移
行

し
て

い
る
。
そ

の
た
め
、

異
文
化
接
触

に
お

い
て
は
、

そ
こ
に
潜

む
性
差
別
が

最
も
看
過

さ
れ
や
す

い
こ
と
は
周
知

の
事
実

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
女
性

に
と

っ
て
異
文
化

と
接
触

す

る
と

い

う

こ
と
は
、
性

別
と
は
無
関
係

の
異
文
化

、
性
差
別

的
異
文
化
、
宗
教

に
関
わ

る
性
差
別
的

異
文
化

に
接

す

る
可
能
性
が
あ

る
と

い
う

こ
と
を
意
味

す
る
。

こ

の
3

つ
は
、
異
文
化

を
受
け
入
れ

や
す

い
順

で
あ

る

と
同
時

に
性
差
別

を
解

消
し
や
す

い
順

で
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
女
性
学
的

視
点

か
ら

こ
う

し
た
異
文
化

を
再
定
義
す

る
な
ら
ば

、
性
差
別
的
異
文
化

は

「
異

文

化
的
性

差
別
」
、
宗
教

に
関

わ

る
性

差
別

的
異

文

化

は

「
異
文
化

と
し
て

の
宗
教
的
性
差
別
」

と
言

い

換

え
る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

こ
れ

は
単
な

る
こ
と
ば

の
入
れ
換
え

で
は
な

く
、
こ
と
ば

の
入
れ
換

え
で
見

え
る
実

態
な

の
で
あ

る
。

性
差

別

は
異
文
化

と
し

て
理
解

す

る
べ
き
も

の
で

は
な

い
。
,解

決
す

べ
き
人
権

問
題

で
あ

る
。
呪
文

の

よ
う
に
唱
え
ら
れ

る

「
異
文
化

を
尊
重

で
き

て
こ
そ

国
際
人
」

と

い
う
主
張

は
、

そ
れ
が
性
別
と

は
無

関

係

の
場
合

に
お

い
て
の
み
有
効

で
あ
ろ
う
。
性
差

別

的
異
文
化

に
対
し

て
は
、
逆
説
的

に

「
異
文
化
を
疑

え

て
こ
そ

国
際

人
」
と

言
え

る

で
あ

ろ
う

し
、
「
ロ

ー

マ
に
入
り
て
は

ロ
ー

マ
人

に
従

う
な
」

で
あ

る
。
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