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は
じ
め
に
│
何
が
問
題
な
の
か

近
代
社
会
の
原
則
と
女
性
の
問
題

　

数
年
前
に
い
く
つ
か
の
医
科
大
学
で
女
性
の
入
試
得
点
を
一
律
に
減
点
し
、
男
性
が
合
格
し
や
す
く
な

る
よ
う
に
し
た
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
「
女
性
で
あ
る
」
こ
と
を

理
由
に
し
た
差
別
が
今
の
社
会
で
平
然
と
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
政
治
学
を
研
究
し
て
き
た
私
に
と

っ
て
大
変
な
衝
撃
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
私
た
ち
の
生
き
る
「
近
代
社
会
」
の
原
則

を
根
本
か
ら
否
定
す
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

近
代
社
会
は
、
生
ま
れ
つ
き
尊
い
と
さ
れ
る
王
や
天
皇
が
人
々
の
上
に
立
っ
て
命
令
し
、
人
々
は
そ
れ

に
従
う
べ
き
だ
と
さ
れ
た
社
会
を
転
覆
す
る
こ
と
で
成
立
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
が
生

ま
れ
つ
き
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
て
も
、
皆
平
等
で
、
自
分
の
生
き
方
を
自
分
で
自
由
に
決
め
ら
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れ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
社
会
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
男
性
に
も
女
性
に
も
平
等
に
保
証
さ
れ
る
は

ず
の
原
則
で
す
。
日
本
で
は
一
九
四
五
年
の
敗
戦
に
よ
り
社
会
構
造
が
転
換
し
、
国
家
の
基
本
原
則
を
示

し
た
日
本
国
憲
法
第
一
四
条
に
、
性
別
に
よ
る
差
別
の
禁
止
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
近
代
社
会
の
成
立
当
初
か
ら
、
自
由
と
平
等
と
い
う
原
則
が
女
性
に
も
適
用
さ
れ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
近
代
社
会
へ
の
変
化
を
も
た
ら
す
一
因
と
な
っ
た
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
の
際
に
掲
げ
ら
れ

た
「
自
由
・
平
等
・
友
愛
」
と
い
う
有
名
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
見
れ
ば
そ
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
日
本
語

で
は
「
友
愛
（
ま
た
は
博
愛
）」
と
訳
さ
れ
る
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は‘fraternité’

（
英
語
で
は

fraternity

）
で
す
。
こ
れ
は
も
と
も
と
ラ
テ
ン
語
の
「
男
兄
弟
」
を
意
味
す
る‘frater’

か
ら
来
た
言
葉

で
、
そ
れ
ゆ
え
「
男
兄
弟
と
し
て
の
つ
な
が
り
」
を
意
味
す
る
語
で
し
た
。
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ

り
「
自
由
」
で
「
平
等
」
に
な
る
仲
間
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
は
「
男
性
同
士
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
女

性
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
に
女
性
は
す
ぐ
気
が
つ
き
ま
す
。
そ
し
て
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
ま
ず
国
家
が
認
め
る
権
利

を
獲
得
す
る
た
め
に
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
権
利
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
物
事
に
関
す
る
個
人
の
決
定
権
を
国
家
が
保
証
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
重
要
な
の
は
、
国
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の
政
策
決
定
に
関
わ
る
選
挙
権
、
そ
し
て
自
分
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
自
由
に
処
分
で
き
る
財
産
権
な
ど

で
す
。
男
性
に
は
認
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
権
利
を
女
性
が
持
つ
こ
と
は
、
国
家
に
お
い
て
男
女
が
同
等
に

生
き
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
持
ち
ま
し
た
。

　

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
女
性
の
権
利
は
徐
々
に
獲
得
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
権
利
の
獲

得
だ
け
で
は
男
女
の
対
等
性
は
確
保
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
権
利
上
の
対
等
性
だ
け
で
な
く
実
質

的
な
対
等
性
を
求
め
て
起
こ
っ
た
の
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
欧
米
で
盛
ん
に
な
っ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
運

動
で
す
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
権
利
が
同
等
に
な
っ
て
も
、「
女
ら
し
さ
」
や
「
女
性
の
役
割
」

な
ど
、
社
会
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
き
た
差
別
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
そ
の

問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（gender

）」
と
い
う
新
し
い
概
念
を
提
示
し
ま
し
た
。

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
は
、
生
物
と
し
て
持
っ
て
生
ま
れ
た
性
別
を
意
味
す
る
「
セ
ッ
ク
ス
（sex

）」（「
生

物
学
的
性
差
」
と
訳
さ
れ
ま
す
）
と
対
に
な
る
言
葉
で
、
社
会
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
性
別
（「
社
会
的
性
差
」

と
訳
さ
れ
ま
す
）
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
女
性
に
も
男
性
に
も
乱
暴
な
人
や
優
し
い
人
は
い
る
の
に
、

女
性
は
優
し
く
あ
る
「
べ
き
だ
」
と
決
め
つ
け
た
り
、
男
性
は
理
系
に
向
い
て
い
て
女
性
は
文
系
に
向
い

て
い
る
と
か
、
生
徒
会
長
は
男
子
で
副
会
長
は
女
子
だ
な
ど
と
振
り
分
け
た
り
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
ま
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す
が
、
女
性
た
ち
は
、
そ
う
し
た
こ
と
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
、
つ
ま
り
「
セ
ッ
ク
ス
」
に
よ
り
決
ま
る
の

で
は
な
く
、
社
会
が
そ
の
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
の
だ
、
つ
ま
り
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
な
の
だ
と
分
析
し
た

の
で
す
。
女
性
た
ち
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、「
性
」
を
理
由
と
し
た
そ
う
し
た
振

り
分
け
は
社
会
が
作
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
で
、
生
ま
れ
つ
き
の
性
別
に
よ
る
の
で
は

な
い
。
女
性
も
男
性
も
そ
れ
ぞ
れ
の
志
向
に
よ
り
、「
個
人
」
と
し
て
自
由
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
女
性
た
ち
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
性
別
に
よ
り
人
生
を
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
異
議
を
申
し
立

て
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
女
性
が
担
う
べ
き
だ
と
し
て
社
会
的
に
作
ら
れ
て
き

た
家
族
の
中
の
家
事
や
育
児
を
担
当
す
る
役
割
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
生
ま
れ
つ
き
の

性
別
で
あ
る
「
セ
ッ
ク
ス
」
の
意
味
を
最
小
限
に
し
、
女
性
も
男
性
も
ひ
と
り
の
人
間
、
つ
ま
り
「
個

人
」
と
し
て
家
族
か
ら
解
放
さ
れ
、
社
会
で
活
躍
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
す
。

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
概
念
へ
の
疑
問

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
最
盛
期
に
学
生
だ
っ
た
私
も
、
仕
事
を
す
る
た
め
に
は
男
女
を
同
じ
人
間
と
し
て
扱
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う
と
い
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
張
が
当
然
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
実
際
、
男
性
と
同
じ
試

験
を
受
け
て
始
め
た
公
務
員
の
仕
事
で
は
、
仕
事
の
分
担
や
お
茶
く
み
な
ど
、
女
性
「
で
あ
る
」
こ
と
に

よ
る
差
別
が
存
在
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
生
物
と
し
て
女
性
「
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
は
現
に
存
在
し
、

そ
の
事
実
に
よ
っ
て
差
別
が
生
じ
る
。
そ
の
差
別
を
な
く
す
た
め
に
、
女
性
で
は
な
く
「
人
間
」
と
な
る

こ
と
が
有
効
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
自
分
が
女
性
で
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
し
、
否
定
す
る
必
要
も
な
い
。
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
女
性
の
問
題

を
考
え
る
た
め
に
政
治
思
想
史
の
研
究
を
始
め
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
が
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ペ
イ
ト
マ
ン
の
思
想
で
す
。
ペ
イ
ト
マ
ン
は
、

女
性
が
そ
の
「
セ
ッ
ク
ス
」
に
か
か
わ
ら
ず
「
人
間
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
め
ざ
す
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

議
論
の
中
で
は
異
色
で
、
女
性
と
男
性
が
異
な
る
肉
体
を
持
つ
こ
と
か
ら
男
女
の
対
等
性
を
考
え
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
セ
ッ
ク
ス
」
に
よ
る
区
別
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　

彼
女
は
、
人
間
の
生
は
そ
の
肉
体
的
形
態
と
切
り
離
せ
な
い
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
女
性

と
男
性
と
い
う
生
物
と
し
て
の
態
様
そ
の
も
の
は
抑
圧
的
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
そ
の
上
で
、
性

（「
セ
ッ
ク
ス
」）
を
持
た
な
い
人
間
は
存
在
し
な
い
の
で
、
多
く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
め
ざ
す
よ
う
に
男
女
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を
「
個
人
」
と
い
う
性
を
持
た
な
い
存
在
と
し
て
扱
う
と
、
必
ず
そ
の
考
察
は
男
性
の
肉
体
を
持
つ
存
在

（
つ
ま
り
男
性
）
が
基
準
と
な
っ
て
し
ま
う
と
警
告
し
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
は
、
男
女
間
の
差
別
を
問
題

に
す
る
な
ら
ば
、
男
女
の
肉
体
的
な
違
い
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
と
主
張
す
る
の
で
す
。
ペ
イ
ト
マ
ン
は
、
さ
ら
に
近
代
社
会
に
お
い
て
女
性
が
家
族
の
中
で
家
事
や
育

児
を
担
い
、
社
会
と
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
抑
圧
構
造
を
、
近
代
社
会
を
成
立
さ
せ
た
自
由
主
義
の
構

造
そ
の
も
の
の
問
題
と
し
て
批
判
し
ま
し
た
。

分
析
概
念
と
し
て
の
「
家
父
長
制
」
と
分
析
の
対
象

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
男
性
に
よ
る
女
性
へ
の
差
別
構
造
全
般
を
「
家
父
長
制
」
と
い
う
概
念
で
批
判
し

て
き
ま
し
た
。「
家
父
長
制
」
と
は
、
男
性
が
権
力
を
も
っ
て
物
事
を
決
定
し
、
そ
れ
に
女
性
を
従
わ
せ

る
と
い
う
支
配
の
構
造
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
男
女
間
に
お
い
て
も
、
国
家
に
お
け
る
王
の
支

配
、
つ
ま
り
「
王
制
」
と
類
似
の
支
配
形
態
が
存
在
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
男

女
の
関
係
に
お
い
て
は
、
近
代
社
会
に
な
っ
た
後
も
、
近
代
の
革
命
以
前
の
国
家
と
同
じ
支
配
の
形
が
続

い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
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し
か
し
「
家
父
長
制
」
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も
と
大
家
族
だ
っ
た
時
代
に
一
族
の
長
老
男
性
で
あ
る

「
家
父
」
が
家
族
を
支
配
す
る
と
い
う
体
制
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の
概
念
を
社
会
全

体
の
男
性
の
女
性
に
対
す
る
支
配
と
い
う
意
味
で
使
う
こ
と
は
混
乱
を
招
く
と
い
う
批
判
も
あ
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
に
対
し
ペ
イ
ト
マ
ン
は
、「
家
父
長
制
」
と
い
う
概
念
は
女
性
に
対
す
る
男
性
の
支
配
を
分
析

す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
で
概
念
の
整
理
を
し
て
い
ま
す
。

ペ
イ
ト
マ
ン
に
よ
る
「
家
父
長
制
」
の
分
類

「
伝
統
的
家
父
長
制
」

　
　

最
長
老
の
男
性
が
「
家
父
」
と
い
う
「
地
位
」
に
つ
く
こ
と
に
よ
り
支
配
す
る
＝
家
父
長
の
支
配

「
古
典
的
家
父
長
制
」

　
　

男
性
が
「
父
で
あ
る
」
と
い
う
「
生
物
的
属
性
」
に
よ
り
支
配
す
る
＝
父
の
支
配

「
近
代
的
家
父
長
制
」

　
　

男
性
が
「
男
性
で
あ
る
」
と
い
う
「
生
物
的
属
性
」
に
よ
り
支
配
す
る
＝
夫
の
支
配
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こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、「
家
父
長
制
」
と
は
家
族
に
お
け
る
男
性
に
よ
る
支
配
を
分
析
す
る
概
念
で

す
が
、
同
じ
く
男
性
に
よ
る
支
配
で
も
、
根
拠
が
異
な
る
類
型
が
あ
る
こ
と
で
す
。「
近
代
的
家
父
長
制
」

は
、
王
の
支
配
が
終
わ
っ
た
近
代
に
な
っ
て
も
、
男
性
が
「
男
性
で
あ
る
」
こ
と
を
根
拠
に
女
性
を
支
配

す
る
状
況
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
本
書
に
主
と
し
て
関
係
す
る
の
は
、「
近
代
的
家
父
長
制
」

で
す
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
男
女
の
違
い
を
基
礎
と
す
る
夫
婦
と
い
う
関
係
に
お
い
て
成
立
し
、
そ
の
違
い

に
よ
っ
て
女
性
に
対
す
る
抑
圧
構
造
が
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
夫
婦
に

お
け
る
家
父
長
制
構
造
が
、
国
家
に
お
け
る
女
性
へ
の
抑
圧
構
造
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
指
摘
し
た
家
族
と
社
会
の
分
離
の
問
題
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
主
と
し
て
女
性
に
は
否
定
さ
れ
て
き
た
社
会
に
お
け
る
活
動
を
希
求
し

て
い
た
た
め
、
家
族
に
お
け
る
夫
婦
間
の
「
家
父
長
制
」
に
つ
い
て
あ
ま
り
検
討
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
女
性
の
多
く
が
結
婚
す
る
な
ら
ば
、
夫
婦
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
考
察
し
、
そ

れ
が
社
会
に
お
け
る
女
性
の
立
場
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
を
見
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
そ
れ
ゆ
え

本
書
で
は
、
家
族
に
お
け
る
夫
婦
関
係
に
注
目
し
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
女
性
差
別
の
構
造
、
つ
ま
り

「
家
父
長
制
」
が
作
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
の
か
を
見
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る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
家
父
長
制
」
の
成
立
を
検
討
す
る
際
に
は
、
特
に
権
力
に
よ
る
支
配
関
係
に
注
目
し
ま
す
。

「
権
力
」
と
は
、
ほ
か
の
人
間
に
対
し
自
分
の
言
う
こ
と
を
聞
く
よ
う
強
制
す
る
力
の
こ
と
で
す
。
男
性

が
女
性
よ
り
優
位
な
立
場
に
立
っ
て
物
事
を
決
定
し
、
そ
れ
を
権
力
に
よ
り
女
性
に
強
制
す
る
構
造
が
あ

る
時
、
そ
れ
を
「
家
父
長
制
」
と
よ
ぶ
の
で
す
。

　

具
体
的
に
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
問
題
と
し
た
次
の
ふ
た
つ
の
点
に
注
目
し
て
考
察
し
ま
す
。
第
一
は
、

異
な
る
肉
体
を
持
っ
た
男
女
の
関
係
が
、
ど
の
よ
う
に
不
平
等
な
も
の
と
し
て
作
ら
れ
、
男
性
に
よ
る
支

配
が
成
立
し
た
の
か
。
第
二
は
、
家
族
と
国
家
（「
私
的
領
域
」
と
「
公
的
領
域
」
と
よ
ば
れ
ま
す
）
の
分
離

が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
女
性
が
家
庭
に
い
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
の
か
で
す
。

　

ペ
イ
ト
マ
ン
は
、
男
女
の
対
等
性
を
求
め
る
た
め
に
は
「
人
類
の
ふ
た
つ
の
肉
体
と
、
女
性
と
男
性
と

い
う
個
人
の
あ
り
方
を
完
全
に
統
合
で
き
る
よ
う
な
国
家
は
い
か
に
作
れ
る
の
か
」
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
と
い
い
ま
す
。
私
も
こ
の
こ
と
を
い
つ
も
念
頭
に
置
い
て
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
困
難
な
目
標
の

実
現
を
め
ざ
す
出
発
点
と
し
て
、
女
性
差
別
が
一
体
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
き
た
の
か
を
見
て
い
き
ま
す

が
、
実
は
そ
の
経
緯
は
西
洋
と
日
本
で
は
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
で
は
、
ま
ず
西
洋
、



初校
再校
責了

（18）

新書 1月刊　女性差別は
どのように作られてきたのか
� P. 18

集英社
179.0

218.0
×１

18

特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
中
心
に
見
た
上
で
日
本
に
つ
い
て
解
説
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
女
性
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
示
し
た
人
物
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。


