
　現
代
は
性
的
少
数
者
＝
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

Ｑ
等
の
方
々
へ
の
認
識
も
深
ま
っ
て

き
て
、
性
の
多
様
性
と
い
う
観
点
が

あ
り
ま
す
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、

身
体
的
な
女
性
・
男
性
と
い
う
２
区

分
を
前
提
に
書
き
ま
す
。

　「
男
女
共
同
参
画
の
推
進
」
は
、

日
本
で
も
、
も
う
長
ら
く
の
掛
け
声

で
す
。
国
で
は
、
平
成
11
年
に
「
男

女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
」
が
、
平

成
27
年
に
「
女
性
活
躍
推
進
法
」
が

制
定
さ
れ
、
本
町
で
は
平
成
25
年
に

「
日
南
町
男
女
共
同
参
画
推
進
条

例
」
が
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
に
沿
っ
て
、
国
・
地
方
の
行
政
や

民
間
団
体
で
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み

が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
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あ
ら
た
め
て

「
男
女
共
同
参
画
」
を
考
え
る
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　し
か
し
、
国
際
機
関
が
各
国
の
男

女
間
の
格
差
を
数
値
化
し
て
付
け
て

い
る
順
位
で
、
現
在
日
本
は
１
５
６

カ
国
中
格
差
の
小
さ
い
方
か
ら
数
え

て
１
２
０
位
で
す
。
「
先
進
国
」
を

名
乗
る
国
と
し
て
は
、
こ
の
分
野
で

は
か
な
り
遅
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ

て
い
ま
す
。
個
人
的
に
も
、
昨
夏
の

東
京
五
輪
に
伴
う
出
来
事
や
論
評
か

ら
、
男
性
優
位
、
男
性
主
導
の
日
本

社
会
が
今
も
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な

い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　日
南
町
に
目
を
向
け
る
と
、
現
在

自
治
会
長
さ
ん
や
町
議
会
に
女
性
の

方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ

ら
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
進
出
」
だ
け

が
共
同
参
画
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

自
治
組
織
の
意
思
決
定
や
町
政
の
議

論
の
場
に
女
性
の
視
点
・
視
座
、
価

値
観
が
必
要
と
い
う
の
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
進
め
る
こ

と
も
当
セ
ン
タ
ー
の
役
目
で
す
。
こ

こ
数
年
の
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
啓
発

の
研
修
や
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
で
き
な

い
事
情
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
テ
ー

マ
の
難
し
さ
も
痛
感
し
て
い
ま
す
。

人
類
誕
生
以
来
の
性
差
に
関
わ
る
こ

と
な
の
で
難
し
く
て
当
た
り
前
な
の
で

す
が
、
日
本
で
の
論
議
の
例
を
挙
げ

て
み
ま
す
。

「
夫
婦
別
姓
」
を
巡
る
議
論

　近
年
、
制
度
改
革
の
必
要
性
が
言

わ
れ
な
が
ら
進
展
が
な
い
案
件
に

「
夫
婦
別
姓
（
選
択
制
含
む
）
」
の

導
入
が
あ
り
ま
す
。
婚
姻
に
あ
た
っ

て
夫
婦
い
ず
れ
か
の
姓
に
合
わ
せ
る

の
が
現
行
で
す
。
多
く
の
場
合
、
女

性
が
男
性
の
姓
に
変
わ
る
こ
と
が
多

い
で
す
。
す
る
と
、
女
性
は
結
婚
ま

で
に
築
い
て
き
た
「
自
己
」
の
一
部

を
失
う
結
果
に
な
り
ま
す
。
社
会
的

に
は
旧
姓
で
築
い
て
き
た
信
頼
や
知

名
度
が
薄
ら
ぎ
揺
ら
ぎ
ま
す
。
国
会

議
員
や
芸
能
人
の
方
が
旧
姓
の
ま
ま

名
乗
ら
れ
る
の
は
こ
れ
が
要
因
で
し
ょ

う
。
内
面
的
に
も
「
自
分
」
を
変
え

る
こ
と
を
強
い
ら
れ
ま
す
。
女
・
男

問
わ
ず
、
個
人
と
し
て
の
権
利
や
尊

厳
が
守
ら
れ
る
べ
き
、
と
い
う
の
が

日
本
で
も
現
代
の
一
般
的
な
人
権
感

覚
だ
と
思
い
ま
す
。

　し
か
し
、
そ
の
一
方
で
強
い
反
対

意
見
が
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
理
由

は
あ
り
ま
す
が
「
夫
婦
、
家
族
の
絆

が
崩
壊
す
る
」
と
い
う
の
が
代
表
的

で
す
。
我
が
国
の
社
会
保
障
は
財
政

運
営
が
厳
し
く
、
年
金
支
給
、
介
護

保
険
、
医
療
保
険
制
度
が
縮
小
し
て
、

支
え
あ
う
大
家
族
に
戻
る
し
か
な
い

将
来
も
現
実
味
を
帯
び
て
き
て
い
る

の
で
、
一
概
に
否
定
で
き
な
い
と
こ

ろ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　ま
た
、
「
女
性
の
社
会
進
出
」
や

「
女
性
活
躍
」
一
辺
倒
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
は
、
家
事
労
働
専
業
の
女
性
へ
の

圧
力
に
な
り
、
差
別
に
つ
な
が
る
と

い
う
声
も
あ
り
ま
す
。
多
様
性
の
認

め
合
い
と
相
反
す
る
と
も
言
え
ま
す
。

　わ
ず
か
の
例
だ
け
で
も
難
し
い
で

す
ね
。
コ
ロ
ナ
禍
が
過
ぎ
た
ら
、
学

び
議
論
す
る
機
会
を
用
意
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。


