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法
女
性
学
入
門

第
一
章
法
律
へ
の
女
性
参
加
…
…
法
女
性
学
の
課
題

〈
法
律
学
は
男
性
の
学
問
？
〉

　
二
れ
ま
で
法
律
の
分
野
で
は
、
そ
の
制
定
、
運
用
そ
し
て
研

究
な
ど
、
統
計
的
事
実
（
表
1
）
が
物
語
る
よ
う
に
、
主
と
し

て
男
性
の
参
加
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
法
律
学
は
男
性
の
学
問
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
少
数
で
は
あ
れ
、
法
律
学
の
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た

女
性
た
ち
も
、
参
加
し
て
い
く
た
め
に
は
、
男
性
の
論
理
を
身

に
つ
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
鳥
居
淳
子
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

金
　
　
城

清
　
子

表1法律の分野への女性参加の現状

合体（人） 女性（人） 割合（％）

国
会
議
員
・
衆
議
院
国
会
議
員
・
参
議
院
　
　
裁
判
官
　
　
検
察
官
　
　
弁
護
士
大
学
法
学
部
　
国
立
　
　
　
　
　
　
公
立
　
　
　
　
　
　
私
立
　
　
　
　
　
　
全
体

　
5
1
2
　
2
5
2
2
．
8
2
3
1
．
1
8
7
1
4
．
1
8
6
　
7
0
6
　
9
2
　
1
9
8
0
2
7
7
8

1
2
3
7
1
4
1
4
5
8
1
0
7
9
　
9
7
8
1
6
6

2
，
3
1
4
．
7
5
，
0
3
．
8
5
，
7
1
1
．
2
9
．
7
3
．
9
6
．
O

（注1大学法学都は1986年5月現在，国会議員は

1992年現在，法曹は1990年7月現在）
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（41）　法女性学入門

　
、
法
学
は
男
の
学
問
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
男
性

の
支
配
し
た
法
学
の
世
界
に
女
性
が
足
を
踏
み
入
れ
た
と
き
、

彼
女
ら
を
指
導
し
た
の
が
男
性
で
あ
り
、
彼
女
ら
の
学
ん
だ

の
は
男
性
の
法
学
で
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
女

は
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
が
な
い
」
と
か
、
「
ど
う
も
女
は
論
理

的
思
考
に
向
か
な
い
」
な
ど
と
批
判
さ
れ
な
が
ら
、
彼
女
ら

は
法
学
を
学
ぶ
べ
く
、
男
の
論
理
を
一
心
に
身
に
つ
け
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
も
よ
く
こ
の
論
理
を
身

に
つ
け
た
女
性
達
が
法
学
老
と
し
て
こ
の
世
界
に
受
け
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
れ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

〈
男
女
の
特
性
と
法
律
学
〉

　
法
律
学
は
、
論
理
性
や
客
観
性
が
強
く
求
め
ら
れ
る
学
問
で

あ
り
、
女
性
は
、
そ
の
よ
う
な
素
質
を
欠
い
て
い
る
か
ら
、
法

律
学
は
女
性
に
は
向
か
な
い
の
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、

法
律
学
へ
の
女
性
参
加
が
ネ
グ
リ
ジ
ブ
ル
な
の
は
、
生
ま
れ
な

が
ら
の
男
女
の
性
差
と
い
う
自
然
の
摂
理
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
公
的
な
障
害
が
取
り
除
か
れ
た
後
も
、

女
性
の
法
律
の
分
野
へ
の
進
出
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
か

ら
、
法
律
学
は
女
性
に
適
さ
な
い
と
か
、
女
性
自
身
が
法
律
学

を
選
択
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
と
い
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
性
に
よ
る
分
業
と
、
法
律
の
世
界
へ
の
女
性
の
参
加
を

排
除
し
て
き
た
こ
と
が
、
女
性
の
法
律
の
分
野
へ
の
参
加
を
妨

げ
て
き
た
真
の
原
因
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
の
女
性
解
放
運

動
に
よ
っ
て
、
女
性
も
そ
の
適
性
や
能
力
に
応
じ
て
杜
会
的
に

活
動
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
杜
会
的
雰
囲
気
が
形
成
さ

れ
、
立
法
な
ど
に
よ
っ
て
差
別
が
取
り
除
か
れ
て
い
く
と
、
女

性
の
法
律
の
分
野
へ
の
参
加
は
急
速
に
進
ん
だ
。
今
世
紀
は
じ

め
に
は
、
女
性
法
律
家
は
、
わ
ず
か
五
〇
〇
人
、
全
法
律
家
の

一
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
今
世
紀
の
中
頃
に
な
っ
て
も

や
っ
と
三
％
だ
っ
た
の
が
、
一
九
八
○
年
に
は
一
二
％
と
な
っ

た
。
最
近
の
女
性
法
律
家
の
増
加
率
は
著
し
く
高
ま
り
、
今
世

期
末
ま
で
に
は
、
三
分
の
一
を
超
え
る
も
の
と
予
想
さ
れ
て

＾
2
〕

い
る
。

　
女
性
に
は
法
律
家
と
し
て
の
適
性
が
な
い
と
い
う
命
題
は
、

神
話
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
実
証
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
一
九
六
〇
年

代
の
後
半
か
ら
の
犬
き
な
杜
会
変
化
の
中
で
、
女
性
法
律
家
の
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図1女性の大学学部進学老

　　の変化

叶
、219倣学〕

1211
”（経済・商学1

　　　　　　．160鯉ユ学
一　　　　’155膿学）
　　　　。．154（医学〕
　　　、’’j　138（全体〕

　　　。　　一136（文学）

’　■　　112（教育）

・ノ　　　111（家政）
　　　　　l1O｛薬学）

1980　　8688年

　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
O
　
　
　
　
O
　
　
　
　
O
　
　
　
　
O
　
　
　
　
0

　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
8
　
　
　
　
6
　
　
　
　
4
　
　
　
　
2
　
　
　
　
0

　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1

実
像
を
継
続
的
に
調
査
し
て
き
た
杜
会
学
老
エ
プ
ス
タ
イ
ン
は
、

そ
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
1
．
女
性
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
法
的
活
動
を
す
る
能
力
が
あ

　
　
　
る
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、
性
に
よ
る
特
性
と
さ
れ
て

　
　
　
き
た
も
の
が
、
そ
の
活
動
に
あ
た
っ
て
ま
っ
た
く
障
害

　
　
　
に
な
っ
て
い
な
い
。

　
2
1
法
律
の
世
界
で
の
女
性
に
対
す
る
差
別
が
次
第
に
取
り

　
　
　
除
か
れ
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
女
性
の
選
択
が
薯
し

　
　
　
く
変
化
し
、
法
律
家
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
女
性
が

　
　
　
増
加
し
て
い
る
。

　
3
・
女
性
は
有
能
な
法
律
家
と
な
る
の
に
必
要
な
能
力
が
な

　
　
　
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
能
力
は
仕
事
に
従

　
　
　
事
し
な
が
ら
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

　
　
　
　
　
＾
3
）

　
　
　
に
な
っ
た
。

　
日
本
で
も
、
最
近
、
大
学
の
法
学
部
へ
の
女
性
の
進
学
老
が

著
し
く
増
え
、
女
性
は
家
政
学
部
や
文
学
部
と
い
う
こ
れ
ま
で

の
バ
タ
ー
ン
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
（
図
1
）
。

〈
法
女
性
学
の
課
題
〉

　
産
業
杜
会
に
お
い
て
、
女
性
を
公
的
世
界
か
ら
排
除
し
て
き

た
こ
と
の
結
果
、
政
治
・
経
済
・
文
化
・
学
問
研
究
な
ど
が
、

分
析
的
、
論
理
的
、
競
争
的
、
能
動
的
と
い
わ
れ
る
男
性
的
な

価
値
観
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
女
性
が
家
庭
を
守
る
、

子
供
を
育
て
る
と
い
う
役
割
を
は
た
す
な
か
で
育
ん
で
き
た
総

合
的
、
直
感
的
、
協
調
的
、
受
動
的
と
い
う
よ
う
な
価
値
観
は
、

こ
れ
ら
の
場
で
は
、
低
い
も
の
と
さ
れ
、
無
視
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
現
在
、
環
境
問
題
、
平
和
へ
の
威
嚇
、

教
育
問
題
、
生
活
の
破
壊
な
ど
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

顕
在
化
さ
せ
て
き
て
い
る
。
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143）　法女性学入門

　
男
女
が
役
割
を
特
化
し
て
き
た
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
産
業
杜

会
を
効
率
的
・
能
率
的
に
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
こ
れ
ま

で
は
意
味
の
あ
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
今
日
、
女
性
が
こ
れ
ま
で
割

当
て
ら
れ
た
役
割
を
果
た
す
な
か
で
育
ん
で
き
た
価
値
観
を
取

り
入
れ
て
、
調
和
の
あ
る
杜
会
発
展
を
め
ざ
す
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
性
に
よ
る
分
業
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
杜
会

で
は
、
女
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
持
つ
経
験
は
、
男
性
の
経

験
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
女
性
の
視
点
か
ら
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

張
や
判
断
は
、
男
性
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
法
律
学
が
主
と
し
て
男
性
の
参
加
に
よ
っ
て

行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
女
性
の
視
点
を
欠
落
さ
せ
て

き
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
法
律

学
が
人
間
の
学
と
し
て
、
杜
会
の
半
分
を
構
成
す
る
女
性
を
ふ

く
め
て
、
す
べ
て
の
人
々
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

女
性
の
視
点
か
ら
の
法
律
学
の
再
検
討
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

女
性
的
と
さ
れ
て
き
た
価
値
観
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
女
性
の

視
点
か
ら
問
題
を
提
起
し
、
現
状
変
革
の
展
望
を
探
る
こ
と
、

こ
れ
が
法
女
性
学
に
課
さ
れ
た
第
一
の
課
題
で
あ
る
。
第
二
に
、

法
と
性
の
関
係
を
理
論
づ
け
、
女
性
の
抑
圧
と
差
別
の
原
因
を

明
ら
か
に
し
、
男
女
平
等
実
現
の
た
め
に
必
要
な
杜
会
変
革
の

方
向
、
す
な
わ
ち
性
に
よ
る
分
業
を
変
革
し
て
女
性
の
杜
会
参

加
、
男
性
の
家
庭
参
加
を
進
め
る
た
め
の
法
や
制
度
の
あ
り
方

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
だ
が
法
女
性
学
は
、
あ
く
ま
で
も
過
渡
的
な
学
問
で
あ
ろ
う
。

法
律
学
を
は
じ
め
と
し
て
女
性
の
杜
会
参
加
が
進
み
、
さ
ら
に

性
に
よ
る
分
業
の
変
革
さ
れ
、
男
性
の
家
庭
参
加
が
進
む
二
と

に
よ
っ
て
、
男
性
も
女
性
も
、
人
間
と
し
て
の
価
値
観
を
共
有

す
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ぱ
、
法
女
性
学
は
そ
の
そ
の
使
命
を
お

え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

〈
法
女
性
学
を
正
式
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
〉

　
諸
外
国
で
は
、
既
存
の
学
問
を
女
性
の
視
点
か
ら
再
検
討
す

る
女
性
学
は
正
規
の
学
問
と
し
て
す
で
に
市
民
権
を
確
立
し
て

い
る
。
そ
し
て
法
律
学
の
分
野
で
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ロ

ー
．
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
、
「
女
性
と
法
律
（
奉
o
昌
雪
　
彗
o

亭
①
■
φ
ξ
）
」
と
い
う
名
称
で
、
一
九
六
九
年
に
講
座
が
開
講
さ
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一橋論叢 第108巻第4号 平成4年（1992年）1O月号　｛44〕

れ
て
以
来
、
全
米
の
ほ
と
ん
ど
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
、
同
様

な
講
座
が
法
学
部
の
正
式
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
バ
諸
国
で
も
、
タ
イ
、
韓
国
な
ど
ア
ジ
ア
の
国
々
で

も
、
同
様
な
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の

研
究
が
、
単
に
女
性
の
地
位
の
向
上
の
た
め
ぱ
か
り
で
な
く
、

よ
り
公
平
な
、
か
つ
多
様
な
価
値
観
の
共
存
を
可
能
に
す
る
杜

会
の
形
成
と
い
う
方
向
を
探
り
つ
つ
あ
る
。
犬
学
法
学
部
に
は
、

正
式
に
こ
の
よ
う
な
講
座
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
点
で
、

日
本
は
際
立
っ
た
特
色
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
各
研
究

老
が
個
人
的
に
可
能
な
範
囲
で
、
講
義
を
し
、
研
究
を
続
け
て

い
る
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
法
学
部
へ
の
女
性
の
入
学
老
も
増

加
し
、
法
律
学
に
関
心
を
も
つ
女
性
も
次
第
に
増
え
て
き
て
い

る
。
さ
ら
に
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
な
ど
、
男
女
平
等
の
実
現

の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
を
最
犬
限
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、

不
十
分
な
点
を
検
討
し
、
そ
の
改
正
の
方
向
が
明
ら
か
に
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
で
も
法
女
性
学
の
講
座
を
、
正
式

な
も
の
と
し
て
開
設
す
る
こ
と
が
緊
急
な
課
題
と
な
っ
て
き
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
1
）
鳥
居
淳
子
「
紅
い
オ
ル
フ
ェ
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
五
四
号
一

　
二
頁
。

（
2
）
　
＞
．
O
竃
巨
－
9
幸
o
昌
彗
斗
｝
胃
｝
彗
5
＜
ω
8
斥
内
－
ω
①
竃

　
－
四
奏
く
實
彗
o
旨
島
夢
z
①
睾
く
o
｝
ヨ
冒
o
9
悪
一
〕
．
員
岩
o
．
o
l

（
3
）
　
o
．
戸
向
寝
冨
貝
幸
o
昌
彗
巨
■
印
ミ
（
｝
葛
ざ
団
o
o
雰
一

　
畠
o
0
H
）
o
l
竃
H
．

（
4
）
　
F
・
カ
プ
ラ
、
吉
福
他
訳
『
陰
・
陽
バ
ラ
ン
ス
』
（
工
作

　
杜
、
一
九
八
四
年
）

（
5
）
ω
‘
＞
姜
鶉
俸
軍
ま
露
9
け
一
幸
◎
昌
8
嘗
＝
ざ
－
婁

　
（
｝
易
＝
里
篶
斥
ミ
o
戸
H
轟
』
）
ラ
F

第
二
章
男
女
の
平
等
と
は
何
か

〈
日
本
に
お
け
る
平
等
権
の
現
状
V

　
日
本
で
は
、
憲
法
の
「
法
の
下
の
平
等
」
の
保
障
に
か
か
わ

ら
ず
、
平
等
論
は
き
わ
め
て
未
開
拓
な
分
野
で
あ
っ
た
。
人
々

が
均
質
的
で
、
し
ぱ
し
ば
一
つ
・
の
価
値
観
を
共
有
す
る
傾
向
が

強
く
、
明
治
以
来
極
度
に
中
央
集
権
的
な
政
治
体
制
の
も
と
に

お
か
れ
続
け
て
き
た
た
め
に
、
個
人
と
し
て
の
価
値
観
、
そ
し

て
性
・
国
籍
・
生
ま
れ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
を
尊
重
し
、

そ
の
よ
う
な
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
み
な
人
と
し
て
尊

重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
は
、
十
分
に
展
開
さ
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れ
て
こ
な
か
っ
た
。
同
質
化
し
て
異
質
な
も
の
を
排
除
し
、
排

除
さ
れ
た
も
の
の
痛
み
に
は
、
き
わ
め
て
鈍
感
な
杜
会
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
多
数
老
と
異
な
る
価
値
観
や
特
性
を

も
つ
少
数
老
に
対
す
る
峻
烈
な
差
別
の
根
源
に
存
在
す
る
。
女

性
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
都
落
出
身
老
、
ア
イ
ヌ
出
身
者
、

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
、
外
国
人
、
非
嫡
出
子
、
障
害
老
な
ど
に

対
す
る
、
い
わ
れ
な
い
差
別
が
今
も
っ
て
存
在
し
、
有
効
な
措

置
が
ほ
と
ん
ど
と
ら
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

国
際
化
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
今
日
、
そ
し
て
人
々
の

価
値
観
も
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
あ
ら
た
め
て
平
等
と
は

な
に
か
を
探
求
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
平
等
論
の
な
か

で
も
、
最
近
活
発
な
展
開
を
み
せ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
重
要
な

分
野
を
し
め
る
男
女
平
等
論
の
体
系
化
を
試
み
る
こ
と
は
、
平

等
論
発
展
の
一
石
と
な
り
、
日
本
杜
会
に
厳
然
と
し
て
存
在
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
撤
廃
し
て
い
く
た
め
に
、
有
用
な
法
理

論
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

〈
女
性
法
律
家
と
し
て
の
経
験
か
ら
〉

　
筆
老
は
、
長
ら
く
弁
護
士
と
し
て
実
務
と
か
か
わ
っ
て
き
た

が
、
法
律
や
法
律
学
の
限
界
を
感
じ
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ぱ
あ

っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
当
時
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
下
に
あ
っ
た

沖
縄
で
の
無
国
籍
児
間
題
で
あ
っ
た
。
日
本
女
性
の
子
供
で
あ

り
な
が
ら
日
本
国
籍
を
取
得
で
き
な
い
と
い
う
矛
盾
を
解
決
す

る
に
は
、
母
親
か
ら
の
日
本
国
籍
取
得
を
認
め
て
い
な
い
旧
国

籍
法
の
改
正
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
日
本
の
法
学
教
育

を
受
け
、
日
本
の
法
曹
界
で
仕
事
を
し
て
き
た
私
は
、
二
重
国

籍
防
止
の
た
め
に
父
系
血
統
優
先
主
義
の
採
用
は
不
可
避
的
で

あ
る
と
す
る
、
当
時
の
日
本
の
通
説
に
挑
む
こ
と
に
は
、
践
路

を
感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た

の
が
、
西
ド
イ
ツ
で
の
法
改
正
の
動
き
や
、
ま
だ
草
案
だ
っ
た

女
子
差
別
撤
廃
条
約
の
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
法

律
学
の
視
点
を
こ
え
て
、
法
制
度
を
考
察
し
て
い
く
二
と
の
重

要
性
を
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
日
本
の
女
性
た
ち
が
抱

え
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
｛
公
正
な
法
律
的
解
答
を
引
き
出
す

の
に
、
日
本
の
法
律
学
で
は
不
十
分
だ
っ
た
。
男
女
平
等
論
を

考
察
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
国
連
や
諸
外
国
で
の
動
き
を
参
考

と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
が
こ
こ
に
あ
る
。
し
ば
し
ぱ
誤

解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
男
女
平
等
論
が
、
日
本
の
独
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自
性
や
主
導
性
の
な
い
、
外
か
ら
の
動
き
に
触
発
さ
れ
た
も
の

な
の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
女
性
た
ち
に
と
っ
て
は
、
日
常

の
生
活
の
な
・
か
で
、
不
公
正
だ
と
感
じ
て
き
た
問
題
の
解
決
に
、

外
国
の
動
向
が
理
論
的
根
拠
を
提
供
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

〈
男
女
の
差
異
を
前
提
と
し
た
平
等
論
：
：
・
・
機
能
平
等
論
〉

　
す
べ
て
の
人
の
人
権
の
保
障
を
め
ざ
し
た
近
代
人
権
思
想
に

と
っ
て
、
女
性
か
ら
の
平
等
の
主
張
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
自

己
否
定
に
つ
な
が
る
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
、
男
女
の
特
性

や
役
割
が
異
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
平
等
論
で
あ
っ
た
。
西

ド
イ
ッ
の
例
に
な
ら
い
機
能
平
等
論
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

、
機
能
平
等
論
は
、
男
女
は
異
な
っ
た
特
性
や
役
割
を
も
っ
て

い
て
、
異
な
る
男
女
の
協
力
に
よ
っ
て
杜
会
は
営
ま
れ
て
い
る

と
い
う
。
そ
し
て
男
女
は
そ
れ
ぞ
れ
杜
会
に
お
い
て
必
要
不
可

欠
な
任
務
を
果
た
し
て
お
り
、
人
間
と
し
て
の
価
値
は
同
じ
な

の
だ
か
ら
と
、
男
女
の
平
等
は
結
論
づ
け
る
。
女
性
の
特
性
論
、

役
割
論
を
前
提
と
し
た
平
等
論
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
、
法
の
下
の
平
等
の
定
め
た
憲
法
が
制
定
さ
れ
、

法
律
上
男
女
平
等
は
日
本
の
公
序
良
俗
と
し
て
の
地
位
を
獲
得

し
た
。
私
的
に
は
と
も
か
く
、
公
的
立
場
か
ら
の
差
別
的
発
言

は
稀
で
あ
る
。
そ
し
て
女
性
の
み
に
対
す
る
労
働
保
護
な
ど
、

法
律
上
存
在
す
る
男
女
異
な
っ
た
取
扱
い
は
、
女
性
の
特
性
や

役
割
に
基
づ
く
合
理
的
区
別
で
あ
る
と
し
て
、
肯
定
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
雇
用
機
会
均
等
法
制
定
の
過
程
で
、
女
性
に
対
す

る
労
働
保
護
を
め
ぐ
っ
て
る
論
議
は
、
日
本
で
も
、
男
女
平
等

と
は
何
か
を
あ
ら
た
め
て
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。

〈
男
女
の
特
性
〉

　
男
女
の
特
性
に
つ
い
て
最
近
の
研
究
は
、
生
物
学
的
に
定
め

ら
れ
た
永
久
不
変
の
性
差
は
、
「
男
性
の
み
が
妊
娠
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
、
月
経
、
妊
娠
、
授
乳
が
可
能
な
の
は
女
性
」
と
い

う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
「
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
性
差
は
、
こ
れ
ら

の
基
本
的
な
四
つ
の
原
則
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
乳
房
や
ひ

げ
の
よ
う
な
違
い
も
含
め
て
、
変
化
し
う
る
可
能
性
を
は
ら
ん

　
（
1
）

で
い
る
」
と
い
う
。
「
四
つ
の
基
本
的
な
生
殖
機
能
」
と
い
う
生

物
学
的
に
不
変
な
性
差
以
外
は
、
男
女
の
役
割
に
つ
い
て
も
、

い
わ
ゆ
る
男
女
の
特
性
に
つ
い
て
も
、
い
ず
れ
も
そ
の
杜
会
に

と
っ
て
、
文
化
に
と
っ
て
都
合
の
よ
う
よ
う
に
、
慣
習
や
教
育
、
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杜
会
の
期
待
な
ど
に
よ
っ
て
、
人
為
的
に
も
作
り
あ
げ
ら
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
ビ
ン
・
ト
フ
ラ
ー
は
、
『
第
三
の
波
』

の
な
か
で
、
産
業
杜
会
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
男
は
生
産

労
働
、
女
は
家
事
・
育
児
と
い
う
性
に
よ
る
分
業
に
よ
っ
て
、

男
ら
し
さ
．
女
ら
し
さ
が
形
成
・
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
を
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
男
女
の
役
割
分
担
は
、
人
ぴ
と
の
人
格
と
内
面
生
活
に
、

分
裂
を
引
き
起
こ
し
た
。
工
場
や
事
務
所
は
本
来
、
大
勢
の

人
間
の
集
ま
る
公
共
の
場
で
あ
り
、
調
整
や
統
合
を
必
要
と

す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
工
場
労
働
や
オ
フ

ィ
ス
ワ
ー
ク
が
一
般
化
す
る
と
、
客
観
的
分
析
や
客
観
的
人

間
関
係
が
一
般
化
し
た
。
男
性
は
こ
ど
も
の
時
か
ら
、
将
来
、

相
互
依
存
の
世
界
で
あ
る
企
業
内
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に

育
て
ら
れ
、
「
客
観
的
」
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
杜
会
的
に
は
か
な
り
孤
立
し

た
仕
事
で
あ
る
出
産
、
育
児
、
そ
の
ほ
か
も
ろ
も
ろ
の
単
調

な
家
事
を
分
担
す
る
よ
う
に
し
つ
け
ら
れ
た
女
性
は
、
「
主

観
的
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
女
性
は
、

多
く
の
場
合
、
合
理
的
、
分
析
的
な
思
考
が
苦
手
で
あ
る
と

思
わ
れ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
合
理
的
思
考
、
分
析
的
思
考

は
、
本
来
、
客
観
性
が
な
く
て
は
不
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
（
2
）

い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
役
割
を
果
た
す
な
か
か
ら
育
ま
れ
て
き
た
特
性
は
、
男
女
の

生
得
の
も
の
で
は
な
い
。
家
庭
を
で
て
生
産
活
動
に
従
事
し
た

女
性
は
、
客
観
性
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
が
、
し
ば
し
ぱ
彼
女

達
は
、
「
女
性
ら
し
さ
を
失
い
、
冷
徹
で
し
ぷ
と
く
な
っ
た
と
非

　
　
（
2
）

難
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。

　
究
極
の
と
こ
ろ
男
女
は
同
じ
な
の
か
、
違
う
の
か
と
論
議
し

て
も
、
明
確
な
解
答
は
で
て
き
そ
う
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
出
生
の
時
か
ら
、
異
な
っ
た
期
待
を
か
け
ら
れ
、
異
な
っ

た
駿
、
養
育
、
教
育
を
受
け
る
と
い
う
現
状
で
は
、
男
女
の
差

異
を
生
物
学
的
な
も
の
を
超
え
て
、
科
学
的
に
規
定
す
る
こ
と

が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

〈
機
能
平
等
論
の
問
題
点
〉

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
も

男
と
女
は
違
う
こ
と
を
前
提
と
し
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な
が
ら
、
平
等
の
実
現
が
は
か
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
憲
法
に
よ
っ
て
法
の
下
の
平
等
、
男
女
の
平
等
権
を
保

障
し
て
い
る
日
本
の
戦
後
に
お
い
て
、
男
女
平
等
論
は
、
ま
さ

に
男
女
の
違
い
、
と
く
に
男
女
の
役
割
の
違
い
を
前
提
と
し
た

平
等
論
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
正
義
・
公
平
を
論

ず
る
法
律
家
が
、
公
の
立
場
か
ら
男
女
平
等
を
否
定
し
、
男
女

の
不
平
等
が
当
然
で
あ
る
と
は
発
言
し
な
か
っ
た
。
現
状
に
お

け
る
男
女
の
格
差
は
、
男
と
女
の
役
割
の
差
、
男
女
の
特
性
の

差
に
帰
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
機
能
平
等
論
は
、
1
．
こ
れ
か
ら
の
時
代
に

マ
ッ
チ
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
2
．
完
全
な
男
女
平

等
の
実
現
が
元
可
能
な
こ
と
、
3
．
個
人
の
自
由
な
選
択
を
阻

害
す
る
と
い
う
問
題
点
を
、
必
然
的
に
は
ら
む
も
の
で
あ
る
。

機
能
平
等
論
は
、
男
女
不
平
等
が
自
然
の
摂
理
と
さ
れ
た
時
代

か
ら
、
現
代
的
平
等
論
の
其
盤
が
と
と
の
う
脱
産
業
杜
会
へ
の

過
渡
期
に
存
在
理
由
を
も
ち
、
今
、
そ
の
使
命
を
終
え
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
脱
産
業
杜
会
と
男
女
の
か
か
わ
り
方
…
…
性
に
よ
る
分
業
の

変
革
〉

　
産
業
杜
会
に
お
い
て
は
効
率
的
・
能
率
的
で
あ
っ
た
性
に
よ

る
分
業
と
い
う
男
女
の
協
力
形
態
が
、
今
、
大
き
く
変
化
し
つ

つ
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
科
学
や
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
、
労

働
は
か
つ
て
の
よ
う
な
力
と
い
う
要
素
を
失
い
、
重
労
働
や
単

純
労
働
は
機
械
が
肩
代
り
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ

し
て
こ
れ
か
ら
人
間
に
求
め
ら
れ
る
労
働
は
、
人
間
に
し
か
で

き
な
い
労
働
と
し
て
、
判
断
力
、
企
画
力
、
情
報
収
集
力
な
ど

を
中
心
と
す
る
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
の

質
の
変
化
こ
そ
、
新
し
い
男
女
の
協
力
の
あ
り
方
求
め
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

よ
う
に
な
っ
て
き
た
第
一
の
基
盤
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
科
学
や
技
術
の
発
達
は
、
か
つ
て
は
家
庭
内
で
、
女

性
の
労
働
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
き
た
家
事
を
商
品
化
、
外
部

化
し
て
い
き
つ
つ
あ
る
。
円
滑
に
家
庭
を
営
ん
で
い
く
た
め
に
、

女
性
が
家
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
況
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
高
度
に
科
学
や
技
術
が
発
達
し
た
現
代
に
お
い
て
、
は
じ
め

て
人
間
の
自
由
な
生
き
方
の
選
択
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
と
と

も
に
、
杜
会
は
新
し
い
男
女
の
生
き
方
、
か
か
わ
り
方
を
必
要

と
し
て
き
て
い
る
。
西
欧
に
お
け
る
女
性
解
放
運
動
や
、
国
連
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で
の
女
子
差
別
撤
廃
条
約
採
択
の
背
後
に
は
、
以
上
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

人
類
の
歴
史
に
お
け
る
「
第
三
の
波
」
（
第
三
の
変
革
）
が
存
在

す
る
と
い
え
よ
う
。
脱
産
業
杜
会
に
あ
っ
て
は
、
男
女
の
違
い

を
前
提
と
し
た
、
性
に
よ
る
分
業
と
い
う
形
態
で
な
く
、
性
に

よ
る
分
業
を
変
革
し
た
、
自
由
な
、
柔
軟
な
男
女
の
協
力
形
態

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

〈
男
女
の
平
等
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
機
能
平
等
論
〉

　
戦
後
四
〇
余
年
に
わ
た
り
、
日
本
で
も
、
男
女
平
等
の
実
現

は
、
杜
会
的
課
題
の
一
つ
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
性

に
よ
る
分
業
を
前
提
と
し
て
、
男
女
平
等
の
実
現
が
は
か
ら
れ

て
き
た
。
男
女
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
杜
会
的
に
異
な
っ
た

役
割
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
人
間
と
し
て
の
価
値
は
同
じ
な

の
だ
か
ら
、
男
女
平
等
は
実
現
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
考

え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
機
能
平
等
論
に
よ
っ
て
は
、

残
念
な
が
ら
、
男
女
平
等
は
実
現
し
な
い
と
い
う
の
が
、
戦
後

の
経
験
の
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
E

R
A
（
男
女
平
等
権
修
正
条
項
）
の
理
論
的
支
柱
と
な
り
、
そ

の
後
の
男
女
平
等
論
に
多
犬
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
、
エ
マ
ー

ソ
ン
ら
に
よ
る
論
文
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
男
女
を
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
の
動
機
が
ど
う

で
あ
れ
、
結
果
と
し
て
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
価
値

体
系
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
な
権
利
と
責
任
の
二
元
的
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
な
る
。
歴
史
と
経
験
は
、
そ
の
よ

う
な
二
元
的
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
必
ず
一
方
の
グ
ル
ー

プ
が
支
配
し
、
他
方
が
服
従
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
教
え

　
（
5
〕

て
い
る
。

〈
抑
圧
的
な
性
に
よ
る
分
業
〉

　
男
女
は
異
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
一
方
の
性
が
支

配
し
、
他
方
の
性
が
従
属
す
る
の
で
は
な
い
平
等
な
関
係
が
仮

に
可
能
だ
と
し
て
も
、
男
女
が
こ
と
な
る
を
前
提
と
し
て
、
異

な
っ
て
扱
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
個
人
に
と
っ
て
抑
圧
的
な
の

で
あ
る
。
人
は
男
に
生
ま
れ
る
か
、
女
に
生
ま
れ
ろ
か
を
選
択

す
る
二
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
男
と
女
は
異
な
る
と
の
前

提
の
下
で
は
、
男
に
生
ま
れ
た
か
、
女
に
生
ま
れ
た
か
に
よ
っ

て
、
人
の
生
き
方
の
選
択
に
関
す
る
重
要
な
問
題
に
、
本
質
的
、
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永
久
的
そ
し
て
意
思
と
は
無
関
係
な
制
隈
が
課
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
男
女
の
潜
在
的
な
才
能
、
能
力
、
興
味
な
ど
は
、
男
だ

か
ら
、
女
だ
か
ら
と
い
っ
て
規
定
し
て
し
ま
え
な
い
ほ
ど
、
多

様
多
彩
に
、
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
み
る
な
ら
ぱ
、

男
女
が
グ
ル
ー
プ
と
し
て
異
な
る
と
い
う
前
提
の
下
で
は
、
男

女
の
自
由
な
生
き
方
の
選
択
を
保
障
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の

で
あ
る
。

（
1
）
　
J
・
マ
ネ
ー
、
朝
山
訳
『
性
の
署
名
』
（
人
文
書
院
、
一
九

　
七
九
年
）
五
一
頁
。

（
2
）
　
A
・
ト
フ
ラ
ー
、
鈴
木
他
訳
『
第
三
の
波
』
（
N
H
K
出

　
版
、
一
九
八
○
年
）
六
九
頁
。

（
3
）
　
氏
原
正
治
郎
「
総
括
報
告
」
雇
用
職
業
総
合
研
究
所
編

　
『
女
子
労
働
の
時
代
』
（
東
京
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
三
二
〇

　
頁
。

（
4
）
　
ト
フ
ラ
ー
、
前
掲
書
。
ト
フ
ラ
ー
は
、
「
人
類
は
こ
れ
ま

　
で
、
大
変
革
の
波
を
二
度
経
験
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
波
は
、

　
変
革
以
前
の
文
化
あ
る
い
は
文
明
を
犬
幅
に
時
代
お
く
れ
に
し

　
て
し
ま
い
、
前
の
時
代
に
生
き
て
い
た
人
間
に
は
想
像
す
ら
で

　
き
な
か
っ
た
生
活
様
式
を
一
般
化
し
た
。
」
（
二
〇
頁
）
と
し
て
、

　
第
一
の
波
に
よ
っ
て
農
業
杜
会
が
、
第
二
の
波
に
よ
っ
て
産
業

　
杜
会
が
到
来
し
た
が
、
現
在
は
、
第
三
の
波
に
よ
る
脱
産
業
杜

会
へ
の
社
会
変
革
が
進
行
中
で
あ
る
と
い
う
。

（
5
一
甲
＞
1
串
o
妻
貝
↓
1
－
』
目
o
冨
昌
も
．
霊
戸
彗
o
＞
－
貝

　
｝
H
①
o
O
H
目
団
貝
↓
ブ
①
向
O
目
凹
－
丙
｛
O
q
ブ
け
＞
－
自
o
コ
■
ヨ
①
目
■
＞
O
o
目
ω
巨
・

　
ε
巨
g
巴
｝
轟
尿
｛
實
向
o
墨
－
雲
胴
葦
ω
｛
胃
ミ
o
昌
昌
』
o
k
巴
①

　
－
困
奏
－
昌
∋
巴
o
。
声
o
』
お
．

第
三
章

女
子
差
別
撤
廃
条
約
に
み
る
男
女
平
等
実
現

の
法
理

〈
平
和
な
国
際
杜
会
の
建
設
と
男
女
平
等
の
実
現
は
相
互
に
関

連
す
る
〉

　
国
際
連
合
憲
章
は
、
前
文
で
、
「
わ
れ
ら
の
一
生
の
う
ち
に
二

度
ま
で
言
語
に
絶
す
る
悲
哀
を
人
題
に
与
え
た
戦
争
の
惨
害
か

ら
将
来
の
世
代
を
救
い
、
基
本
的
人
権
と
人
間
の
尊
厳
及
び
価

値
と
男
女
及
ぴ
小
各
国
の
同
権
と
に
関
す
る
信
念
を
確
認
」
し

て
い
る
。
男
女
平
等
の
実
現
と
平
和
な
国
際
杜
会
の
建
設
と
は
、

相
互
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
国
際
的
規
模
で
、
そ

の
実
現
の
た
め
に
真
撃
な
努
力
を
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
の
集
大

成
が
、
女
子
差
別
撤
廃
条
約
で
あ
る
。
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（51〕　法女性学入門

〈
機
能
平
等
論
の
克
服
〉

　
女
子
差
別
撤
廃
条
約
は
、
「
杜
会
及
ぴ
家
庭
に
お
け
る
男
女

の
伝
統
的
役
割
を
女
子
の
役
割
と
と
も
に
変
更
す
る
こ
と
が
男

女
の
完
全
な
平
等
の
達
成
に
必
要
で
あ
る
」
（
前
文
）
と
し
、
女

性
に
対
す
る
労
働
保
護
、
す
な
わ
ち
女
性
に
対
す
る
雇
用
上
の

異
な
っ
た
取
り
扱
い
は
、
男
女
の
生
物
学
的
性
差
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
出
産
保
護
（
昌
9
①
∋
茸
肩
9
8
ユ
9
）
」
だ
け
に
限
り
（
一

一
条
二
項
）
、
「
作
業
条
件
に
係
る
健
康
・
安
全
に
つ
い
て
の
権

利
」
は
男
女
平
等
を
基
礎
と
し
て
保
障
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
L
（
一
一
条
一
項
f
）
と
し
て
、
無
差
別
の
原
則
を
明
ら
か
に

し
た
。
女
性
は
か
弱
い
と
い
う
特
性
論
や
、
家
庭
を
守
り
、
子

供
を
育
て
る
の
は
女
性
の
役
割
と
す
る
役
割
論
に
立
脚
し
て
、

女
性
を
異
な
っ
て
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

労
働
老
の
健
康
と
安
全
を
ま
も
る
た
め
の
労
働
保
護
は
、
男
女

平
等
な
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
し
て
、
保
護
と
平
等
を

め
ぐ
る
論
議
に
、
一
応
の
終
止
符
を
打
っ
て
い
る
。

　
条
約
は
、
「
女
性
に
有
害
な
労
働
条
件
は
、
男
性
に
と
っ
て
も

有
害
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
、
男
女
を
問
わ
ず
働

く
人
々
が
、
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
こ
と
の
で
き
る
労

働
条
件
を
確
立
し
、
女
性
の
み
に
対
す
る
保
護
が
必
要
の
な
い

労
働
環
境
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
雇
用
に
お
け
る
男
女

平
等
を
達
成
し
て
い
く
た
め
の
重
要
な
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
と

し
て
い
る
。

〈
平
等
達
成
の
た
め
の
国
の
責
任
の
強
調
…
…
平
等
権
の
杜
会

権
と
し
て
の
保
障
〉

　
条
約
は
、
法
律
上
の
平
等
に
加
え
て
、
事
実
上
の
男
女
平
等

達
成
の
た
め
の
、
国
の
責
任
を
明
確
に
し
た
。
条
約
は
、
法
律

に
よ
っ
て
差
別
し
な
い
、
す
な
わ
ち
平
等
権
を
自
由
権
と
し
て

保
障
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
女
性
が
男
性
と
平
等
に
人
権
及

ぴ
基
本
的
自
由
を
行
使
し
、
享
有
で
き
る
よ
う
に
、
積
極
的
に

必
要
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
・
施
策
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

平
等
権
を
、
い
わ
ぱ
杜
会
権
と
し
て
保
障
す
る
こ
と
を
、
国
の

責
任
と
し
た
の
で
あ
る
（
三
条
）
。
男
女
平
等
権
実
現
の
た
め

の
国
家
の
積
極
的
な
責
任
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
具
体
的
措
置
と
し
て
、
条
約
は
、
第
一
に
、
女
性
に
対

し
て
差
別
と
な
る
「
法
律
、
規
則
」
（
二
条
f
）
「
刑
罰
規
定
」

（
同
g
）
な
ど
を
廃
止
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
し
た
。
法
の
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レ
ベ
ル
で
の
、
形
式
上
の
男
女
平
等
の
保
障
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

　
第
二
に
条
約
は
、
「
差
別
を
禁
止
す
る
立
法
そ
の
他
の
措
置
」

（
二
条
b
）
、
「
個
人
、
団
体
又
は
企
業
に
よ
る
差
別
を
撤
廃
す
る

た
め
の
措
置
」
（
同
e
）
、
「
女
性
に
対
し
て
差
別
と
な
る
慣
習
、

憤
行
の
修
正
、
廃
止
の
た
め
の
措
置
」
（
同
f
）
を
と
る
こ
と

を
、
締
約
国
の
義
務
と
し
た
。
国
は
男
女
平
等
の
実
現
の
た
め

に
、
私
的
領
域
に
ま
で
進
ん
で
介
入
し
、
差
別
的
な
慣
習
、
慣

行
や
、
私
人
間
で
の
性
差
別
を
撤
廃
し
て
い
く
義
務
を
負
う
こ

と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
憲
法
の
人
権
保
障
規
定
が
、
私
人
間

に
も
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
第
三
老
効
力
の
問
題

は
、
日
本
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
を
呼
び
、
裁
判
上
も
争
わ
れ

て
き
た
。
条
約
は
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
に
な
ら
い
、
こ
の
問

題
に
「
一
つ
の
解
答
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
人
権
の
尊
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
関
す
る
条
約
の
形
式
と
し
て
は
、
一
歩
進
ん
だ
も
の
」
と
い

え
よ
う
。
国
が
私
人
間
の
性
に
よ
る
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
の

措
置
を
と
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
条
約
は
、

特
性
論
や
役
割
論
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
、
人
々
の
心

の
中
の
観
念
、
認
識
、
偏
見
や
、
さ
ら
に
行
動
様
式
や
慣
習
を

変
革
し
て
い
く
た
め
に
、
国
は
「
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
」
を

と
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
杜
会
の

成
員
に
対
し
て
、
行
動
上
の
あ
ら
ゆ
る
性
差
が
解
消
さ
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

う
な
訓
練
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
男
女
平
等
を
達
成

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
性
に
対
す
る
差
別
の
根
源

を
取
り
除
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
第
四
に
条
約
は
、
保
育
施
設
を
充
実
さ
せ
る
な
ど
、
親
（
母

で
は
な
い
）
が
、
家
庭
責
任
と
職
業
上
の
責
任
、
杜
会
的
活
動

へ
の
参
加
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
杜
会
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
（
一

一
条
2
e
）
を
目
的
と
し
て
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
義

務
づ
け
て
い
る
。

　
最
後
に
条
約
は
、
事
実
上
の
平
等
実
現
の
た
め
に
、
過
去
の

差
別
の
結
果
を
解
消
し
、
男
女
を
同
一
の
レ
ベ
ル
に
お
く
た
め

の
暫
定
的
特
別
措
置
（
o
o
ω
巨
き
曽
巨
o
p
四
雪
『
ヨ
き
く
①

四
g
8
）
は
、
一
時
的
に
女
性
を
優
遇
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も

差
別
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
（
四
条
一

項
）
。

5磁



　
〈
日
本
の
現
状
〉

　
　
女
子
差
別
撤
廃
条
約
が
明
確
に
し
た
男
女
平
等
実
現
の
法
理

　
を
ふ
ま
え
て
、
日
本
で
も
、
憲
法
を
は
じ
め
と
し
て
、
杜
会
保

　
障
法
、
家
族
法
、
戸
籍
法
、
労
働
法
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
法

　
律
の
規
定
や
制
度
、
そ
し
て
施
策
の
現
状
を
点
検
し
、
条
約
に

　
沿
っ
た
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。
詳
細
に
つ

　
い
て
は
、
拙
老
『
法
女
性
学
1
そ
の
構
築
と
課
題
』
（
日
本
評

－
論
杜
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
）
　
目
本
の
公
式
訳
は
、
「
母
性
保
護
」
と
し
て
い
る
が
、
条
約

　
の
審
議
経
過
か
ら
み
て
、
明
ら
か
に
誤
訳
で
あ
る
。
国
際
的
文

書
に
母
性
保
護
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
た
ら
、
「
出
産
保
護
保
」

　
と
読
み
替
え
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
田
畑
茂
二
郎
「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
そ
の
間
題
点
」
法

　
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
女
性
と
法
』
一
九
八
四
年
二
月
『
一
四
頁
。

（
3
）
　
E
・
0
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
岸
訳
『
人
問
の
本
性
に
つ
い
て
』

　
（
思
索
杜
、
一
九
八
○
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
津
田
塾
大
学
教
授
）
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