
文
脈
や
人
間
関
係
に

よ
っ
て
変
わ
る
境
界
線

　「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
土
台
と
な
る
の
は
、

『
人
権
侵
害
は
ダ
メ
だ
』と
い
う
思
想
で

す
。相
手
の
人
格
を
否
定
す
る
よ
う
な
言

葉
を
投
げ
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う

認
識
は
、近
年
ど
の
企
業
で
も
共
有
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。今
問
題
視

さ
れ
て
い
る
の
は
、ど
こ
か
ら
が
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
に
な
る
の
か
の
境
界
線
が
わ
か

り
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
、い
わ
ば
次
の

段
階
に
入
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　
と
語
る
の
は
東
京
都
で
長
く
労
働
相

談
に
携
わ
り
、２
０
０
８
年
か
ら
は
一
般

社
団
法
人
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
研
究
所

の
所
長
と
し
て
、国
際
機
関
や
行
政
、メ

デ
ィ
ア
や
企
業
に
提
言
や
教
育
を
行
う

金
子
雅
臣
氏
だ
。

　「
同
じ
言
葉
を
投
げ
か
け
て
も
、文
脈

や
そ
の
人
と
の
人
間
関
係
に
よ
っ
て
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
な
る
場
合
も
あ
れ
ば
、な
ら

な
い
場
合
も
あ
る
。そ
れ
が
部
下
を
持
つ

立
場
の
人
に
と
っ
て
は
わ
か
り
に
く
さ
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。た

だ
、職
場
以
外
の
場
面
で
は
私
た
ち
は
文

脈
や
人
間
関
係
に
よ
っ
て
使
う
言
葉
を

変
え
て
い
る
は
ず
で
す
。例
え
ば
、普
段

か
ら
仲
良
く
し
て
い
る
人
に
対
し
て
は

フ
ラ
ン
ク
な
言
葉
遣
い
で
も
問
題
あ
り
ま

せ
ん
が
、同
じ
言
葉
を
初
対
面
の
人
に

使
っ
た
ら
失
礼
に
当
た
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。基
本
的
に
は
、そ
れ
と
同
じ
こ
と

だ
と
考
え
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
」

　
た
し
か
に
私
た
ち
は
普
段
の
社
会
生

活
に
お
い
て
、無
意
識
に
相
手
と
の
人
間

関
係
の
深
さ
や
前
後
の
文
脈
な
ど
に

よ
っ
て
言
葉
遣
い
を
変
え
て
い
る
。そ
れ

を
職
場
の
関
係
に
お
い
て
も
意
識
す
る

こ
と
は
、そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
さ
そ

う
に
感
じ
る
だ
ろ
う
。し
か
し
、明
確
に

「
こ
の
言
葉
は
Ｎ
Ｇ
」と
い
う
境
界
線
が

な
い
以
上
、こ
れ
は
言
っ
て
も
い
い
、こ
れ

は
い
け
な
い
と
い
っ
た
判
断
も
難
し
い
。

　「
基
本
的
に
は
、そ
の
言
葉
を
受
け
た
側

が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
だ
と
感
じ
る
か
ど
う
か

が
基
準
と
な
り
ま
す
。電
車
で
足
を
踏
ま

れ
る
こ
と
に
た
と
え
る
と
、踏
ま
れ
た
側

は
痛
さ
を
感
じ
て
不
快
に
な
り
ま
す
が
、

踏
ん
だ
側
は
痛
み
が
わ
か
ら
な
い
。な
の

で
踏
ま
れ
た
側
が『
痛
い
』と
声
を
上
げ

る
こ
と
か
ら
し
か
解
決
に
向
け
た
道
は

始
ま
ら
な
い
。そ
れ
と
同
じ
な
の
で
す
」

　
足
を
わ
ざ
と
踏
む
人
が
ま
れ
で
あ
る

の
と
同
じ
よ
う
に
、パ
ワ
ハ
ラ
に
し
ろ
、

セ
ク
ハ
ラ
に
し
ろ
、〝
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
し

て
や
ろ
う
〞
と
考
え
て
行
う
こ
と
は
少

な
い
。そ
の
中
で
、ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
な
く

し
て
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で

き
る
職
場
を
つ
く
る
た
め
に
は
被
害
者

の
痛
み
に
つ
な
が
る
基
準
を
知
る
必
要

が
あ
る
。

組
織
や
業
界
の
慣
習
が

一
般
常
識
よ
り
も

優
先
さ
れ
る
文
化

　「
ひ
と
つ
の
基
準
は『
そ
の
言
葉
や
行

為
は
仕
事
に
直
結
し
て
い
る
か
？
』と

い
う
こ
と
で
す
」と
金
子
所
長
は
言
葉
を

続
け
る
。

　「
例
え
ば
大
き
な
ミ
ス
が
あ
っ
た
と
き

に
、頭
を
小
突
い
た
り
、『
親
の
顔
が
見
た

い
』と
か『
こ
ん
な
こ
と
小
学
生
で
も
で
き

る
』と
言
う
人
が
い
た
と
し
ま
す
。で
も
、

よ
く
考
え
て
く
だ
さ
い
。こ
の
言
動
は
、仕

事
と
は
お
よ
そ
関
係
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。毎
日
毎
日
仕
事
と
は
関
係

な
い
内
容
で
な
じ
っ
た
り
体
罰
を
加
え

続
け
た
結
果
、『
足
を
踏
ま
れ
た
側
』が
続

く
痛
み
で
業
務
が
満
足
に
で
き
な
く
な
っ

た
と
、も
し
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
訴
え
た
ら
反

論
は
で
き
ま
せ
ん
。ミ
ス
を
叱
る
場
合
、感

情
に
任
せ
ず
、本
当
に
仕
事
に
関
係
し
て

い
る
の
か
、叱
る
そ
の
言
葉
が
厳
し
く
て

も
部
下
の
成
長
に
つ
な
が
る
の
か
を
基

準
に
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
」

　
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
の
よ
う

に
思
え
る
が
、そ
う
し
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
事
例
が
な
く
な
ら
な
い
こ
と
に
対
し

て
、金
子
所
長
は
こ
う
も
指
摘
す
る
。

　「
文
化
が
悪
影
響
し
、日
本
の
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
対
策
が
世
界
か
ら
か
な
り
遅
れ
て

い
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
は
じ
め
て
い

ま
す
。世
間
一
般
の
常
識
よ
り
も
、職
場

や
業
界
の
慣
例
や
し
き
た
り
が
重
視
さ

れ
て
し
ま
う
文
化
も
そ
の
一
つ
。２
０
１
８

年
は
ス
ポ
ー
ツ
界
で
多
く
の
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
が
明
る
み
に
出
ま
し
た
が
、こ
れ
も
そ

の
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
や
組
織
内
で
の
論

理
が
、世
間
の
常
識
よ
り
も
上
位
に
置
か

れ
て
い
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。も

し
会
社
で
部
下
に
暴
言
と
体
罰
で
指
導

す
る
文
化
が
よ
し
と
さ
れ
て
い
た
と
し

て
も
、通
勤
電
車
や
ご
近
所
付
き
合
い
の

な
か
で
隣
の
人
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
を

し
て
し
ま
っ
た
ら
、明
ら
か
に
問
題
に
な

り
ま
す
よ
ね
」

　〝
常
識
人
〞
と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
る

人
で
も
仕
事
と
な
る
と
、つ
い
つ
い
そ
の

業
界
や
会
社
内
の
慣
例
を
優
先
し
て
し

ま
う
こ
と
は
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
な
ら
ば
心

当
た
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。そ
こ
で
一
度
踏

み
と
ど
ま
り
、会
社
や
業
界
を
離
れ
た
状

況
で
も
そ
の
論
理
が
通
用
す
る
の
か
を

考
え
る
こ
と
が
、職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
根
絶
に
つ
な
が
る
の
だ
。

部
下
に
期
待
す
る
姿
勢
が

信
頼
関
係
を
生
み
出
す

　
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
も
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る

が
、そ
こ
に
は
信
頼
関
係
の
有
無
が
大
き

く
関
わ
っ
て
い
る
。で
は
、そ
の
信
頼
関

係
を
築
く
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。

　「
強
く
言
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、な
ん

で
も
か
ん
で
も
褒
め
れ
ば
い
い
と
い
う

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。部
下
に
対
し
て

期
待
感
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
で
す
。そ

の
期
待
が
具
体
的
な
言
葉
と
し
て
表
に
出

て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、関
係
が
変
わ
っ

て
き
ま
す
。ま
た
、『
お
れ
の
背
中
を
見
て

学
べ
』と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
ら
な

い
ま
ま
、頭
ご
な
し
に『
ど
う
し
て
で
き

な
い
ん
だ
？
』と
言
っ
て
通
じ
る
時
代
で

は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
理
解
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。社
内
で
立
場
が
上
の

人
は
、下
の
人
よ
り
仕
事
が
で
き
る
の
は

い
わ
ば
当
然
で
、む
し
ろ
、で
き
な
い
人

の
ほ
う
が『
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
』を
聞

き
た
い
は
ず
で
す
か
ら
、部
下
と
日
々
向

き
合
い
、『
こ
う
す
れ
ば
い
い
の
で
は
』と

具
体
的
な
方
法
を
指
南
し
た
り
、『
一
緒
に

考
え
よ
う
』と
関
わ
る
こ
と
で
、上
司
に
対

す
る
信
頼
感
が
大
き
く
変
わ
る
。人
間
と

し
て
誠
実
か
ど
う
か
も
、今
の
時
代
は
必

要
な
の
で
す
」

　
仕
事
や
責
任
の
重
さ
が
増
し
て
く
る
と
、

つ
い
つ
い
ミ
ス
を
し
た
部
下
に
厳
し
く
な

り
が
ち
だ
。時
に
は
本
当
に
厳
し
い
言
葉

で
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
も
あ

る
。も
し
部
下
の
指
導
方
法
に
迷
っ
た
ら
、

人
格
を
否
定
し
て
い
な
い
か
、そ
の
論
理

が
会
社
や
業
界
の
外
で
も
通
用
す
る
も
の

か
ど
う
か
、仕
事
と
無
関
係
な
部
分
に
ま

で
及
ん
で
い
な
い
か
を
も
う
一
度
問
い
直

し
て
み
る
と
い
い
だ
ろ
う
。
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“それ、仕事に関係ありますか？”
パワハラの概念とは
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職
場
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
仕
事
を
進
め
、部
下
を
育
て
る
上
で

不
可
欠
だ
。し
か
し
、パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
恐
れ
る
あ
ま
り
部
下

と
の
日
常
会
話
ま
で
減
っ
て
し
ま
う
例
を
耳
に
す
る
ほ
ど
、近
年
は

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
な
か
で
も
パ
ワ
ハ
ラ
を
課
題
と
す
る
組
織
が
増
え
て

き
て
い
る
。パ
ワ
ハ
ラ
は
な
ぜ
起
こ
り
、ど
う
防
げ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。


