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法
と
主
体
の
可
能
性

―
―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
体
像
を
手
が
か
り
に
（
二
・
完
）
―
―

若

林

翼

は
じ
め
に

第
一
章

性
別
を
越
え
た
個
人
―
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

（
一
）
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
―
形
式
的
平
等
の
達
成

（
二
）
私
的
領
域
に
お
け
る
正
義
の
貫
徹
―
個
人
の
自
由
な
選
択

（
三
）
自
律
を
尊
重
す
る
法

第
二
章

身
に
染
み
つ
い
た
女
性
性
―
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

（
一
）
男
性
の
視
点
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
女
性

（
二
）
公
私
二
元
論
批
判
再
考

（
三
）
構
造
的
差
別
と
の
闘
い
―
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
法

第
三
章

パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

（
一
）
主
体
の
不
在

（
以
上
五
四
巻
五
号
）

（
二
）
法
規
制
の
回
避
と
反
復
と
い
う
戦
略

（阪大法学）５４（６―１２１）１４１１〔２００５．３〕



（
二
）
法
規
制
の
回
避
と
反
復
と
い
う
戦
略

バ
ト
ラ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
言
説
実
践
の
効
果
で
あ
り
、
主
体
は
た
だ
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
反
復
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
事
後
的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
行
為
の
能
動
性
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
憎
悪
表
現
と
法
に
つ
い
て
論

じ
た
『
触
発
す
る
言（
１
）

葉
』
に
お
い
て
、
ジ
ョ
ン
・
Ｌ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
言
語
行
為（
２
）

論
と
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
「
呼
び
か
け
」

理（
３
）

論
を
接
合
し
た
形
で
、
彼
女
は
差
別
的
な
社
会
構
造
を
攪
乱
す
る
契
機
を
見
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
。

バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
言
語
の
次
元
で
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
の
社
会
的
存

在
が
可
能
に
な
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
存
在
を
言
語
に
依
存
し
て
い
る
我
々
は
、
言
語
に
対
し
て
被
傷
性(vu

ln
erability)

を
不
可

避
的
に
有
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
あ
る
種
の
場
面
に
お
け
る
発
話
が
す
な
わ
ち
行
為
で
あ
る
こ
と
を
「
発
話
内
行
為
」
と
し
て

理
論
化
し
た
が
、
憎
悪
表
現
を
こ
の
発
話
内
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
憎
悪
表
現
は
発
話
と
同
時
に
黒
人
や
女
と
い
う
従
属
的
な
社
会

的
地
位
を
生
み
出
し
、
差
別
的
な
社
会
構
造
を
再
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
憎
悪
表
現
が
行
為
遂
行
的
な
力
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
を
成

り
立
た
せ
る
慣
習
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
発
話
行
為
の
時
間
は
、
発
話
の
瞬
間
を
超
え
、「
過
去
」
と
「
未
来
」
を
も
つ

凝
縮
さ
れ
た
「
歴
史
性
」
を
有
す
る
の
で
あ（
４
）

る
。
引
用
と
反
復
に
よ
っ
て
発
話
は
力
を
得
、
発
話
の
瞬
間
に
歴
史
を
再
強
化
し
、
そ
の

意
味
を
沈
殿
さ
せ
て
い
く
。
一
方
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
主
体
を
呼
び
か
け(in

terpellation
)

へ
の
応
答
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
る
も

（
三
）
二
つ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
へ
の
示
唆

第
四
章

主
体
の
再
構
成
と
法
の
可
能
性

（
一
）
唯
一
の
物
語
、
し
か
し
そ
の
作
者
で
は
な
い
主
体

（
二
）
現
在
の
自
己
で
あ
る
こ
と
へ
の
責
任

（
三
）
法
の
仕
事

お
わ
り
に

論 説

（阪大法学）５４（６―１２２）１４１２〔２００５．３〕



の
し
て
説
明
し
た
が
、
憎
悪
表
現
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
る
者
は
、
そ
の
発
話
に
よ
っ
て
行
為
遂
行
的
に
構
築
さ
れ
る
主
体
と
な

（
５
）

る
。
人
は
こ
の
よ
う
に
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
「
儀
式
」
―
読
み
替
え
れ
ば
慣
習
の
次
元
―
の
中
に
参
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
バ
ト
ラ
ー
は
こ
の
二
つ
の
理
論
に
修
正
を
施
す
。
バ
ト
ラ
ー
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
一
線
を
画
し
、
発
話
行
為
の
前
に
発
話
主

体
を
想
定
し
な
い
。
ま
た
発
話
行
為
は
常
に
成
功
す
る
と
は
限
ら（
６
）

ず
、
ま
た
意
図
し
て
い
な
い
事
柄
を
語
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
発

話
行
為
の
意
図
性
の
限
界
を
指
摘
す
る
。
他
方
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
「
呼
び
か
け
」
理
論
に
対
し
て
は
、
呼
び
か
け
に
絶
対
的
権
力

を
与
え
る
こ
と
を
否
定
し
、
そ
の
呼
び
か
け
に
振
り
向
か
な
く
て
も
主
体
と
し
て
構
築
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
呼
び
か
け
は
呼

び
か
け
の
効
果
を
発
話
の
瞬
間
に
限
定
し
て
し
ま
う
よ
う
な
声
に
限
る
必
要
は
な
く
、
再
生
産
が
可
能
な
書
き
言
葉
を
含
む
こ
と
を
示

唆
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
憎
悪
表
現
と
い
う
発
話
行
為
と
呼
び
か
け
に
よ
る
主
体
の
構
築
と
い
う
そ
の
効
果
の
間
に
は
、
分

離
不
可
能
で
あ
る
が
ぴ
っ
た
り
と
一
致
も
し
な
い
関
係
が
あ（
７
）

る
。
バ
ト
ラ
ー
は
こ
の
発
話
行
為
の
遂
行
の
瞬
間
、
つ
ま
り
言
語
や
慣
習

の
引
用
と
反
復
の
瞬
間
に
社
会
変
革
の
契
機
を
見
出
す
。
こ
こ
に
、
彼
女
は
言
語
を
作
り
出
す
絶
対
的
な
「
主
体
」
で
は
な
く
、
言
語

を
引
用
す
る
「
行
為
体(agen
cy)

」
と
い
う
概
念
を
作
り
出
す
。
こ
の
行
為
体
は
発
話
行
為
の
遂
行
を
通
し
て
言
語
や
慣
習
を
引
用

す
る
が
、
盲
目
的
に
引
用
す
る
の
で
は
な
く
そ
れ
を
意
味
づ
け
な
お
し
、
新
た
な
文
脈
を
引
き
起
こ
し
て
言
語
を
攪
乱
す
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
バ
ト
ラ
ー
は
憎
悪
表
現
の
リ
ス
ト
を
作
り
上
げ
、
そ
れ
を
法
的
に
規
制
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
法
的
禁
止
は
、
発
話
者

を
あ
た
か
も
発
話
の
起
源
で
あ
る
か
の
よ
う
に
責
任(cu

lpability)

が
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
発
話
者
を

主
権
的
な
権
力
が
あ
る
も
の
と
し
て
扱
い
、
発
話
と
行
為
と
の
関
係
や
そ
の
発
話
に
力
を
与
え
て
い
る
歴
史
性
に
検
討
を
加
え
る
機
会

を
奪
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
法
的
禁
止
は
、
そ
の
語
が
別
の
文
脈
で
新
た
な
意
味
を
獲
得
す
る
再
定
義
の
機
会
を
失
わ
せ
、
そ
の
意
味

を
固
定
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
や
同
性
愛
者
の
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
に
つ
い
て
は
発
話
の
行

為
性
を
強
調
し
、
人
種
的
憎
悪
表
現
に
は
そ
の
発
話
性
に
固
執
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
発
話
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
の
恣
意
的

法と主体の可能性

（阪大法学）５４（６―１２３）１４１３〔２００５．３〕



な
解
釈
を
通
し
て
、
保
守
的
な
政
治
に
利
用
さ
れ
る
危
険
性
も
あ（
８
）

る
。

し
か
し
、
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的
な
主
体
か
ら
発
話
行
為
を
解
き
放
つ
こ
と
は
、
行
為
体
と
し
て
の
発
話
者
に
責
任

(respon
sibility)

が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
言
説
は
引
用
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
言
説
に
対
す
る
責
任
を

増
し
、
強
め
る
も
の
で
あ
る
。
憎
悪
表
現
を
す
る
者
は
、
憎
悪
表
現
を
ど
う
反
復
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
―
侮
蔑
し
傷
つ
け
る

文
脈
を
再
び
作
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
新
し
い
意
味
を
そ
の
憎
悪
表
現
に
吹
き
込
ん
だ
か
―
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
。
話
者

の
責
任
は
無
か
ら
言
語
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
の
発
言
を
制
約
す
る
と
同
時
に
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
言

語
使
用
の
慣
習
を
う
ま
く
扱
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ（
９
）

る
。

以
上
の
よ
う
に
、
バ
ト
ラ
ー
は
憎
悪
表
現
の
法
的
規
制
を
退
け
、
言
葉
を
慣
習
か
ら
切
り
離
す
よ
う
な
反
復
、
つ
ま
り
反
復
が
侮
辱

と
い
う
効
果
を
強
化
し
な
い
、
混
乱
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
反
復
の
中
に
、
言
語
と
差
別
構
造
を
攪
乱
す
る
希
望
を
見
る
の
で
あ
る
。

侮
蔑
的
な
名
称
は
、
侮
蔑
の
文
脈
を
再
生
産
す
る
一
方
で
、
そ
の
ま
さ
に
侮
蔑
の
場
所
に
、
新
し
い
思
い
が
け
な
い
文
脈
を
呼
び
込
む
。

こ
の
よ
う
な
バ
ト
ラ
ー
の
政
治
的
戦
略
の
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
ラ
ッ
プ
音
楽
に
お
け
る
憎
悪
表
現
の
使
用
、
同
性
愛
者
自
身
に
よ
る

ク
ィ
ア
（
変
態
）
と
い
う
語
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
へ
の
転
換
、
あ
る
い
は
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
再
配
列
と
し
て
の
ド
ラ
ァ
グ

（
異
装
）
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
、
社
会
変
革
を
志
向
す
る
政
治
的
抵
抗
は
反
復
の
場
以
外
に
あ
り
得
な
い
。
ゆ

え
に
反
復
す
る
か
し
な
い
か
で
は
な
く
、
い
か
に
反
復
す
る
か
が
問
題
と
な（
１０
）

る
。

（
三
）
二
つ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
へ
の
示
唆

以
上
の
よ
う
な
バ
ト
ラ
ー
の
主
体
概
念
と
政
治
的
戦
略
は
、
そ
の
高
度
に
抽
象
的
で
難
解
な
議
論
と
共
に
、
能
動
的
な
主
体
の
否
定

は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
否
定
す
る
と
い
う
批
判
や
、
女
性
の
現
実
的
な
苦
し
み
を
解
決
す
る
た
め
の
法
的
・
公

的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
放
棄
し
て
い
る
と
い
う
批（
１１
）

判
を
招
い
て
い
る
。
だ
が
、
バ
ト
ラ
ー
の
主
体
に
関
す
る
議
論
は
本
当
に
「
フ
ェ
ミ

論 説

（阪大法学）５４（６―１２４）１４１４〔２００５．３〕



ニ
ズ
ム
が
必
要
な
も
の
を
何
も
与
え
な（
１２
）

い
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
バ
ト
ラ
ー
の
議
論
を
知
的
エ
リ
ー
ト
の
言
葉
の
戯
れ
に
す
ぎ
な
い
と
切

り
捨
て
る
前
に
、
第
一
章
と
第
二
章
で
見
て
き
た
二
つ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
と
法
実
践
を
も
う
一
度
彼
女
の
視
点
を
通
し
て
考
察
し

て
み
た
い
。

（
１
）「
自
由
」
の
再
検
討

女
性
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
を
課
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
個
人
と
し
て
自
由
に
自
己
の
人
生
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
す

リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
、
第
一
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
そ
の
主
体
は
行
為
の
前
に
自
己
の
自
由
意
志
を
有
す
る
主
体

で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
な
個
人
主
義
が
同
意
や
選
択
を
人
格
の
構
成
要
素
と
す
る
の
に
対
し
、
バ
ト
ラ
ー
の
場
合
は
、
法
に
よ
っ
て
呼
び

か
け
ら
れ
、「
法
の
前
の
主
体
」
と
し
て
産
出
さ
れ
た
後
に
、
こ
の
主
体
は
意
志
を
も
っ
た
主
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
す
る
。

例
え
ば
日
本
の
育
児
休
業
法
を
考
え
て
み
れ
ば
、
文
言
上
の
名
宛
人
は
「
労
働
者
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
育
児
休
業

を
取
得
す
る
の
は
、
二
〇
〇
一
年
度
に
お
い
て
取
得
者
の
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
女
性
で
あ（
１３
）

る
。
ま
た
、
日
本
労
働
研
究
機
構
の
調

（
１４
）

査
に
よ
れ
ば
、
育
児
休
業
取
得
に
際
し
、
ど
ち
ら
が
取
得
す
る
か
に
際
し
て
夫
と
話
し
合
っ
た
妻
は
二
割
程
度
と
い
う
結
果
が
出
て
い

る
。
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
は
、「
幼
い
子
供
を
持
つ
親
は
育
児
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
が
で�

き�

る�
（
１５
）

」
と
い
う
法
の
呼
び
か
け
は

す
べ
て
の
労
働
者
に
届
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
法
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
「
法
の
前
の
主
体
」
と
し
て
構

築
さ
れ
る
の
は
、
呼
び
か
け
ら
れ
、
か
つ
そ
の
声
を
聞
き
取
る
「
女
性
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
女
性
は
「
自
由
」
な
選
択
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
存
在
と
し
て
構
築
さ
れ
る
。
男
性
に
は
そ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
は
届
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
男
性
は
自
分
が
法
に
よ
っ
て

呼
び
か
け
ら
れ
た
者
と
し
て
認
識
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文
化
的
、
慣
習
的
な
規
範
「
子
育
て
は
女
性
が
す
る
も
の
」
と
い
う
こ
の
規

範
を
身
に
つ
け
た
者
だ
け
が
、
法
の
呼
び
か
け
を
聞
き
取
り
、
そ
の
差
し
出
さ
れ
た
選
択
肢
を
選
び
、
あ
る
い
は
こ
の
選
択
肢
の
前
に

悩
み
、
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
経
済
的
事
情
、
世
間
体
、
家
族
の
希
望
、
そ
の
他
様
々
な
事

法と主体の可能性
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情
か
ら
女
性
が
育
児
休
業
を
取
る
こ
と
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
由
の
結
果
と
み
な
さ
れ（
１６
）

る
。
選
択
自
体
を
拒
絶
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
「
権
力
が
行
使
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
自
由
な
主
体
に
対
し
て
だ
け
で
あ
り
、
主
体
が
自
由
で
あ

る
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ（
１７
）

る
」
と
権
力
関
係
の
核
心
を
鋭
く
突
い
た
よ
う
に
、「
自
由
」
に
選
択
す
る
余
地
が
あ
る
女
性
―
母
で

あ
る
こ
と
の
規
範
を
内
面
化
し
て
い
る
女
性
―
が
「
自
発
的
に
」
育
児
休
業
を
取
得
す
る
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス

テ
ム
の
権
力
が
最
も
効
果
的
に
行
使
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
い
く
ら
選
択
肢
を
提
供
し
「
自
由
に
」
選
択
を
さ
せ
て
も
、
育
児
休
業
を
取
得
す
る
の
は
圧
倒
的
に
女
性
で

あ
る
こ
と
は
変
わ
り
そ
う
に
な
い
。
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
想
定
す
る
法
は
た
と
え
そ
れ
が
片
方
の
性
に
し
か
届
か
な
い
も
の

で
あ
っ
て
も
、
自
己
決
定
す
る
個
人
を
想
定
す
る
限
り
そ
れ
以
上
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
男
性
は
外
で
働
き
、
女
性
は

子
育
て
の
役
割
を
引
き
受
け
る
と
い
う
現
状
を
変
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）「
女
性
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

マ
ッ
キ
ノ
ン
の
描
く
、
男
性
の
視
点
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
ら
れ
る
女
性
は
、
抑
圧
の
経
験
を
共
通
に
有
す
る
こ
と
で
「
女
性
」
と
い

う
一
つ
の
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
有
す（
１８
）

る
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
こ
の
女
性
と
し
て
の
共
通
の
経
験
や
視
点
を
組
み
入
れ
た
形
の
法

―
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
法
―
を
使
っ
て
、
男
性
支
配
を
解
体
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
共
通
の
抑
圧
」
が
ラ
デ
ィ
カ
ル

・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
女
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
女
性
像
・
主
体
像
は
男
性
に
よ
っ
て
フ
ァ
ッ
ク
さ
れ
、

暴
力
を
振
る
わ
れ
、
モ
ノ
化
さ
れ
、
沈
黙
さ
せ
ら
れ
、
定
義
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
常
に
受
動
的
で
犠
牲
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。

マ
ッ
キ
ノ
ン
に
と
っ
て
、
異
性
愛
性
交
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
女
性
の
抑
圧
の
場
で
あ
り
、
そ
れ
が
正
し
く
認
識
さ
れ
れ
ば
レ
イ
プ
と
判

断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ（
１９
）

る
。
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
撮
影
に
お
い
て
女
性
は
強
姦
、
殴
打
、
拷
問
さ
れ
、
親
密
な
関
係
に
お
い
て
も
同

様
の
こ
と
が
押
し
付
け
ら
れ
、
女
性
の
「
ノ
ー
」
は
「
イ
エ
ス
」
に
変
え
ら
れ
沈
黙
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
す
べ
て
受
動
態
で

論 説
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表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
女
性
が
セ
ッ
ク
ス
を
楽
し
む
こ
と
、
自
ら
ポ
ル
ノ
女
優
に
な
る
こ
と
、
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
ク
を
職
業
と

す
る
こ（
２０
）

と
は
こ
の
主
体
像
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
家
父
長
制
下
で
女
性
が
望
む
も
の

は
、
男
性
の
役
に
立
つ
た
め
に
彼
ら
が
女
性
に
望
む
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
女
性
の
欲
望
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
犠
牲
者
と
し
て
の
「
女
性
」
と
い
う
主
体
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
法
の
も
と
で
法
的
主
体
と
な
る
と
き
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
の

意
図
に
反
し
て
女
性
を
救
済
に
値
す
る
女
性
と
値
し
な
い
女
性
に
分
け
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
抑
圧
さ
れ
て
い
る
女
性
の
視
点
を

法
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
方
針
は
、
例
え
ば
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
文
脈
で
は
「
通
常
人
」
の
視
点
で
は
な
く
「
通
常
の

女
性
」
の
視
点
か
ら
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
認
定
を
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
つ
な
が（
２１
）

る
。
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
訴
訟
に
お
い
て
、
多
く
の
男
性
と
性
的
関
係
を
結
び
、
性
的
な
服
装
や
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
「
通
常
で
な
い
女
性
」
が
原
告
で

あ
る
場
合
、
上
司
や
同
僚
の
執
拗
な
性
的
誘
い
を
裁
判
所
が
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
認
め
る
か
ど
う
か
は
難
し（
２２
）

い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
想
定
す
る
「
女
性
」
は
様
々
な
形
で
あ
り
う
る
女
性
の
性
的
欲
望
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
排
除
し

た
形
で
成
り
立
ち
、
そ
の
上
に
制
定
さ
れ
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
法
は
、
結
局
現
在
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ハ
ビ
ト
ゥ（
２３
）

ス
を
変
え
る
こ
と
な

く
、
か
え
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
強
化
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
も
ま
た
現
在
の
家
父
長

制
の
も
と
で
の
一
つ
の
制
度
で
あ
り
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
中
立
的
な
道
具
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
法
が
こ

れ
ま
で
生
み
出
し
、
そ
う
あ
る
よ
う
に
要
求
し
て
き
た
性
的
関
係
に
お
け
る
女
性
の
あ
り
方
に
ぴ
っ
た
り
と
合
う
よ
う
な
女
性
を
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
の
法
の
主
体
と
し
て
も
っ
て
く
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
家
父
長
制
的
な
法
の
要
請
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。
法
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
の
は
結
局
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
女
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
救
済
さ
れ
る
た
め
に
女
性

は
法
廷
に
お
い
て
自
己
を
そ
の
よ
う
に
形
成（
２４
）

し
、
ま
た
こ
の
法
の
要
請
に
合
わ
な
い
女
性
は
訴
訟
の
提
起
を
断
念
す
る
で
あ
ろ
う
。

法と主体の可能性
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マ
ッ
キ
ノ
ン
は
現
在
の
女
性
の
あ
り
方
を
男
性
抑
圧
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
分
析
し
、
法
を
使
っ
て
性
差
別
構
造
を
解
体
す
る

こ
と
を
主
張
し
、
実
践
し
て
き
た
。
し
か
し
デ
ュ
ル
シ
ラ
・
コ
ー
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
理
論
・
実
践
は
男
性
の
視
点
を
唯

一
の
視
点
と
し
、
権
力
を
勝
ち
と
っ
て
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
中
で
の
逆
転
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
自
体
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
も
の
で
は
な（
２５
）

い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
女
性
的
な
も
の
、
女
性
的
な
欲
望
そ
の
も
の
の
声
を
、
マ

ッ
キ
ノ
ン
自
身
が
格
下
げ
し
、
沈
黙
を
強
制
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ（
２６
）

る
。
コ
ー
ネ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
が
「
女
性
ら

し
さ(fem

in
in

ity)
」
を
女
性
抑
圧
の
条
件
と
し
て
拒
絶
す
る
あ
ま
り
、
現
在
の
知
・
権
力
の
枠
以
外
で
思
考
し
、
理
論
を
構
築
し
、

差
別
的
な
構
造
を
分
解
す
る
た
め
に
必
要
な
「
女
性
的
な
も
の(th

e
fem

in
in

e)

」
と
い
う
新
し
い
メ
タ
フ
ァ
ー
の
源
泉
を
も
切
り
捨

て
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ（
２７
）

る
。

マ
ッ
キ
ノ
ン
自
身
も
現
在
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
築
の
反
復
の
中
に
あ
り
、
そ
の
外
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
そ

の
理
論
と
法
に
お
い
て
、
男
性
の
視
点
を
内
面
化
し
、
男
性
規
範
の
内
部
に
お
い
て
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
シ
ス

テ
ム
を
反
復
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
我
々
は
皆
既
に
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

我
々
が
す
べ
き
こ
と
は
、
男
性
的
な
も
の
を
特
権
化
す
る
現
在
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
向
こ
う
を
目
指
し
、
変
化
を
求
め
て
反

復
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
女
性
」
と
い
う
主
体
、
あ
る
い
は
女
性
と
い
う
純
粋
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
実
体
的
な
も
の

と
し
て
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
現
在
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
排
除
さ
れ
て
い
る
「
女
性
的

な
も
の
」
を
家
父
長
制
と
は
異
質
な
や
り
方
で
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
四
章

主
体
の
再
構
成
と
法
の
可
能
性

こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
た
よ
う
に
、
も
し
も
我
々
は
す
べ
て
法
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
「
主
体
」
と
し
て
構
築
さ
れ
る
存
在
で

論 説
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あ
り
、
ま
た
「
女
性
」
と
い
う
一
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
も
と
変
革
の
た
め
に
法
的
手
段
を
と
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
法
過
程
に

お
い
て
現
在
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
を
反
復
・
強
化
し
て
し
ま
う
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
バ
ト
ラ
ー

が
言
う
よ
う
に
、
反
復
の
際
に
現
れ
る
言
語
や
政
治
に
お
け
る
意
味
の
ズ
レ
・
攪
乱
に
一
筋
の
希
望
を
持
つ
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

法
に
で
き
る
こ
と
は
何
も
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

最
終
章
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
日
々
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
構
築
さ
れ
、
自
然
化
さ
れ
て
い
く
中
で
、
我
々
は
い
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

シ
ス
テ
ム
を
変
革
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
主
体
概
念
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
こ
の
主

体
概
念
を
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
強
化
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
一
人
一
人
が
自
由
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
生

き
る
た
め
法
は
何
が
で
き
る
の
か
を
模
索
し
て
み
た
い
。

（
一
）
唯
一
の
物
語
、
し
か
し
そ
の
作
者
で
は
な
い
主
体

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
人
間
の
生
涯
を
二
つ
の
観
点
か
ら
捉
え
て
い（
２８
）

る
。
一
つ
は
そ
の
人
生
を
生
き
る
人
間
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。

人
は
自
己
が
生
き
る
人
生
の
物
語
の
主
体
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
主
体
は
、
自
己
の
人
生
を
自
分
自
身
で
綴
っ
て
い

く
作
者
や
生
産
者
で
は
な
い
。
言
論
と
活（
２９
）

動
に
よ
っ
て
我
々
は
自
分
自
身
を
人
間
世
界
の
中
に
挿
入
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
生
涯
を

始
め
る
が
、
そ
の
結
果
で
あ
る
物
語
は
行
為
者
が
「
何
者
」
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
為
者
が
作
る
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
本
人
の
眼
に
も
隠
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
あ
る
人
間
の
「
正
体
」

を
、
言
論
と
活
動
を
通
じ
て
そ
れ
を
事
後
的
に
触
知
で
き
る
も
の
に
す
る
唯
一
の
媒
体
が
真
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

自
己
の
人
生
の
物
語
を
綴
る
作
者
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
一
連
の
言
論
と
活
動
を
一
つ
の
物
語
に
し
て
見
た
と
き
初
め
て
可
能
と
な
る

も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
実
際
に
生
き
て
い
る
段
階
で
、
首
尾
一
貫
し
た
人
生
を
作
り
上
げ
る
作
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
言
論
と
活
動
に
よ
っ
て
そ
の
生
涯
を
始
め
る
人
間
が
世
界
に
与
え
る
影
響
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
人
間
事
象

法と主体の可能性
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(h
u

m
an

affairs)

の
領
域
は
、
人
間
関
係
の
網
の
目
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
新
し
く
網
の
目
の
中
に
参
入
し
た
人
間
は
、
そ
の
言

論
と
活
動
に
よ
っ
て
、
新
し
い
過
程
が
始
め
ら
れ
、
そ
の
過
程
は
最
終
的
に
は
そ
の
人
間
の
生
涯
の
物
語
と
し
て
現
わ
れ
る
。
他
方
、

そ
の
途
中
で
は
、
こ
の
過
程
は
彼
女
が
接
触
す
る
こ
と
に
な
る
す
べ
て
の
人
々
の
生
涯
の
物
語
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
人
間
の
一
人
一
人
が
唯
一
の
存
在
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
間
が
一
人
一
人
誕
生
す
る
ご
と
に
、
何
か
新
し
い

ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
が
世
界
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
こ
れ
ま
で
予
想
も
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。

「
我
々
は
自
己
の
人
生
の
物
語
の
主
体
で
あ
る
が
作
者
で
は
な
い
」
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
の
人
間
観
は
、
我
々
が
行
為
の
前
に
意
志

を
有
す
る
主
体
で
は
な
く
、
行
為
に
よ
っ
て
事
後
的
に
構
築
さ
れ
る
と
し
た
バ
ト
ラ
ー
の
主
体
概
念
に
似
て
い
る
。
我
々
の
経
験
に
照

ら
し
て
み
て
も
、
人
生
に
お
い
て
選
択
を
す
る
際
に
、
い
く
ら
自
己
の
物
語
を
首
尾
一
貫
し
て
い
て
、
意
義
あ
る
も
の
と
し
よ
う
と
し

て
も
で
き
な
い
場
合
が
多
々
あ
り
、
そ
の
結
果
思
っ
て
も
見
な
か
っ
た
道
を
歩
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
的
確
に
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
に
お
い
て
あ
る
選
択
の
前
に
立
た
さ
れ
た
と
き
、
様
々
な
要
素
を
考
慮
に
入
れ
て
そ
の
選
択

を
行
う
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
言
う
「
強
い
評
（
３０
）

価
」
に
よ
っ
て
あ
る
欲
求
や
感
情
を
切
り
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
た
と
え
「
強
い
評
価
」
の
基
準
に
適
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
自
ら
の
感
情
が
強
す
ぎ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ず
、
す
れ
ば
よ
け
い

に
自
分
も
周
り
の
人
間
も
不
幸
に
な
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
目
の
前
に
あ
る
ど
の
選
択
肢
も
、
自
分
が
考
え
る
意
味
あ
る
人
生

に
照
ら
せ
ば
選
び
た
く
な
い
が
、
ど
れ
か
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
与
え
ら
れ
た
選
択
肢
の
数
・
内

容
、
肉
体
的
・
精
神
的
力
、
経
済
力
、
周
り
の
人
間
と
の
つ
な
が
り
、
感
情
等
の
判
断
要
素
を
考
慮
に
入
れ
、
他
者
と
の
対
話
だ
け
で

な
く
、
自
己
と
の
対
話
を
含
め
た
対
話
の
網
の
目
の
中
で
選
択
を
行
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
断
要
素
は
家
族
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
言

語
、
文
化
と
い
っ
た
網
の
目
の
中
で
規
定
さ
れ
、
し
か
も
我
々
は
そ
の
網
の
目
自
体
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
す
で
に
物
語
の
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コ
ー
ド
は
様
々
な
形
で
確
立
さ
れ
て
い
て
、
コ
ー
ド
自
体
を
改
変
す
る
自
由
は
制
限
さ
れ
て
い（
３１
）

る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
人
生
の
物
語
が
決
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
我
々
が
言
語
の
文
法
規
則
を
一

旦
習
得
す
れ
ば
そ
の
規
則
に
従
っ
た
文
を
無
数
に
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う（
３２
）

に
、
網
の
目
の
制
約
の
中
で
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
物

語
の
コ
ー
ド
の
中
で
選
択
肢
を
解
釈
し
、
新
し
く
組
み
合
わ
せ
、
表
現
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
組

み
合
わ
せ
が
ま
た
、
網
の
目
の
中
の
他
の
人
間
の
人
生
の
物
語
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
選
択
肢
を
再

解
釈
し
、
新
し
く
組
み
合
わ
せ
て
い
く
た
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
「
あ
り
得
る
自
己
像
」
を
想
像
で
き
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
主
体
を
考
え
れ
ば
、
人
生
の
物
語
に
お
け
る
個
人
の
一
つ
一
つ
の
選
択
は
差
別
的
な
社
会
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
シ
ス
テ
ム

を
変
革
す
る
可
能
性
を
生
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
こ
の
主
体
概
念
は
行
為
の
前
に
あ
る
自
律
的
主
体
で
も
な
け
れ
ば
、
物

語
の
作
者
で
も
な
い
。
網
の
目
の
制
約
の
中
、
物
語
の
コ
ー
ド
内
の
狭
く
限
ら
れ
た
中
で
、
自
己
や
他
者
と
対
話
し
な
が
ら
選
択
肢
を

選
び
続
け
、
自
己
解
釈
し
続
け
る
主
体
な
の
で
あ
る
。

（
二
）
現
在
の
自
己
で
あ
る
こ
と
へ
の
責
任

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
、
男
性
支
配
的
な
社
会
に
お
い
て
い
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
構
築
さ
れ
、
女
性
も
男
性
も
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ

ス
テ
ム
を
反
復
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
や
バ
ト
ラ
ー
の
議
論
に
お
い
て
参
照
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
世
界
に
お

い
て
男
女
が
日
々
行
っ
て
い
る
こ
と
は
（
例
え
ば
女
性
が
家
事
責
任
を
多
く
負
担
す
る
な
ど
）、
通
常
の
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て

行
わ
れ
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
女
性
を
貶
め
る
意
図
で
、
あ
る
い
は
女
性
を
差
別
す
る
意
図
で
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
選
択
は
経
済
的
な
理
由
か
ら
、
雇
用
形
態
か
ら
、
家
族
の
期
待
か
ら
、
女
性
自
身
の
希
望
か
ら
、
と
様
々
な
理
由
か
ら
行
わ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
は
自
ら
の
信
じ
る
と
こ
ろ
を
、
し
か
も
多
く
は
善
意
を
持
っ
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
個
々
の

人
間
の
行
為
は
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
社
会
に
お
け
る
構
造
的
な
差
別
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

法と主体の可能性
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例
え
ば
、
あ
る
母
子
家
庭
が
貧
困
に
直
面
す
る
よ
う
な
場
合
、
こ
の
状
態
を
生
み
出
す
一
つ
の
原
因
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
母
親
は
非
常
に
よ
く
働
き
、
子
供
に
も
高
い
教
育
を
与
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
彼
女
の
雇
用
主
も
勤
務
時
間
を
優
遇
し
て
く
れ

る
な
ど
親
切
で
、
近
所
の
人
も
何
か
と
子
供
の
こ
と
な
ど
を
気
遣
っ
て
く
れ
る
。
し
か
し
不
況
の
影
響
で
、
勤
め
て
い
る
会
社
が
人
員

を
削
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
、
近
く
に
質
の
よ
い
長
時
間
の
託
児
所
が
な
か
っ
た
た
め
、
彼
女
の
学
歴
の
た
め
、
あ
る
い

は
婚
姻
中
専
業
主
婦
を
し
て
い
た
た
め
に
、
正
社
員
で
は
な
く
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て
働
い
て
い
た
彼
女
は
、
ま
ず
真
っ
先
に
仕
事

を
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ（
３３
）

う
。
こ
の
貧
困
へ
の
直
面
は
、
懸
命
に
働
い
て
い
た
彼
女
に
原
因
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
会
社
の
経
営
維

持
と
よ
り
安
定
的
な
雇
用
形
態
の
従
業
員
に
対
す
る
責
任
か
ら
彼
女
を
解
雇
せ
ざ
る
を
得
な
い
雇
用
主
に
も
、
全
面
的
な
責
任
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
女
が
選
ん
だ
雇
用
形
態
と
市
場
に
お
け
る
女
性
労
働
の
評
価
、
会
社
経
営
者
の
合
理
的
な
判
断
、
結
婚
が

女
性
に
期
待
す
る
役
割
、
彼
女
が
過
去
に
行
っ
た
選
択
、
安
価
で
質
の
良
い
託
児
所
の
不
足
、
離
婚
後
の
夫
と
妻
（
と
子
）
の
生
活
の

不
均
等
と
法
的
不
介
入
等
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
ア
イ
リ
ス
・
ヤ
ン
グ
が
「
構
造
的
不
正（
３４
）

義
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
構
造
的
不

正
義
は
、
個
々
の
人
間
の
行
為
が
善
意
か
ら
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
、
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
行
為
の
意
図
し
な
い
結
果

が
機
会
や
制
約
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
将
来
の
行
為
の
物
理
的
な
条
件
を
決
定
し
、
行
為
者
の
慣
習
や
期
待
を
形
成
し
て

い
く
中
で
起
こ
る
不
正
義
で
あ（
３５
）

る
。
個
々
の
人
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
意
図
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
構
造
的
不
正
義
が
強
化
さ
れ
る

プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
責
任
が
あ
る
が
ゆ
え
に
結
局
誰
に
も
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
構
造
的
不
正
義
の
プ
ロ
セ
ス
に
介
入
す
る
た
め
に
、
ヤ
ン
グ
は
道
徳
的
・
法
的
責
任(liability)

の
概
念
で
は
な
く
、

政
治
的
責
任(politicalrespon

sibility)

の
概
念
を
展
開
さ
せ
る
。
両
者
の
相
違
点
と
し
て
、（
１
）
政
治
的
責
任
は
道
徳
的
・
法
的

責
任
と
違
い
、
一
人
の
人
間
の
責
任(liability)

を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
関
係
者
を
責
任
か
ら
免
除
し
な
い
こ
と
、

（
２
）
道
徳
的
・
法
的
責
任
が
規
範
か
ら
の
逸
脱
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
政
治
的
責
任
は
現
在
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
不
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正
義
の
構
造
的
原
因
を
問
題
に
す
る
こ
と
、（
３
）
政
治
的
責
任
は
過
去
志
向
的
で
あ
る
よ
り
も
未
来
志
向
的
で
あ
る
こ
と
、（
４
）
政

治
的
責
任
を
引
き
受
け
る
／
配
置
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
者
を
非
難
し
、
そ
の
責
任(liability)

を
追
及
す
る
こ
と
に
比
べ
、
よ

り
開
か
れ
て
い
て(open

)

、
裁
量
の
余
地
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、（
５
）
行
為
者
は
、
そ
の
行
為
が
不
正
義
を
生
み
出
す
構
造
的

プ
ロ
セ
ス
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
他
の
人
々
と
共
に
政
治
的
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
、
と
い
う
五
つ
の
点
を
挙
げ
て
い（
３６
）

る
。
ヤ
ン
グ
が

主
張
す
る
よ
う
に
、
現
在
の
構
造
的
不
正
義
に
意
図
し
て
い
な
く
て
も
荷
担
し
て
し
ま
っ
て
い
る
我
々
一
人
一
人
が
政
治
的
責
任
を
有

す
る
こ
と
を
意
識
し
、
普
段
何
気
な
く
行
っ
て
い
る
行
為
や
選
択
を
検
討
し
、
少
し
違
う
形
で
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
差

別
的
構
造
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
自
ら
今
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
家
族
、
国
家
、
時
代
、
社
会
、
文
化

を
選
ん
だ
わ
け
で
な
く
と
も
、
所
属
し
て
い
る
社
会
に
お
い
て
我
々
の
一
人
一
人
が
今
あ
る
自
己
で
あ
る
こ
と
に
責
任
が
あ
る

(respon
sible)

か
ら
で
あ（
３７
）

る
。

我
々
一
人
一
人
が
こ
の
よ
う
な
政
治
的
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
自
身
の
行
為
が
差
別
的
構
造
と
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ど
う

か
と
い
う
解
釈
と
判
断
を
、
日
々
の
行
為
や
選
択
を
行
う
際
の
判
断
要
素
の
一
つ
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
と

判
断
を
通
し
た
選
択
の
連
続
で
あ
る
我
々
の
言
論
と
活
動
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ニ
ー
ク
な
形
で
網
の
目
の
中
の
他
の
人
間
の
人
生
の
物
語

に
、
そ
し
て
網
の
目
の
構
造
そ
の
も
の
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
構
造
的
な
差
別
社
会
と
構
築
さ
れ
た
個
人
を

政
治
的
責
任
と
い
う
概
念
で
捉
え
た
場
合
、
法
に
は
ど
の
よ
う
な
役
割
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
三
）
法
の
仕
事

（
１
）
自
己
解
釈
の
素
材
の
提
供
と
空
間
の
確
保
―
「
あ
り
得
る
自
己
」
の
想
像

我
々
は
家
族
、
地
域
、
国
家
な
ど
様
々
な
共
同
体
の
重
な
り
あ
う
網
の
目
に
生
れ
落
ち
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
反
復
と
強
制

の
中
で
構
築
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
が
、
行
為
に
関
す
る
様
々
な
要
素
に
自
己
解
釈
を
加
え
、
選
択
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
て

法と主体の可能性
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い
る
限
り
そ
れ
ぞ
れ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
物
語
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
本
章
第
一
節
で
議
論
し
た
。
こ
こ
で
検
討
し
た
い
の
は
、

行
為
の
選
択
を
す
る
際
の
様
々
な
要
素
を
判
断
す
る
た
め
の
解
釈
の
あ
り
方
と
自
尊
心
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
た
三
つ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
中
で
、
リ
ベ
ラ
ル
な
法
の
理
念
を
一
番
よ
く
表
わ
し
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
・

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
選
択
す
る
個
人
と
し
て
の
女
性
が
自
ら
の
能
力
を
開
花
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
そ
の
目
標
を
置
い
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
選
択
肢
が

女
性
に
対
し
て
狭
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
選
択
肢
を
取
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
な
も
の
と
し
て
女
性
自
身
に
よ
っ
て
解
釈

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
結
婚
生
活
に
お
い
て
何
ら
か
の
理
由
で
あ
る
女
性
が
不
幸
で
あ
る
場
合
、
離
婚
と
い
う

選
択
肢
は
法
的
に
は
確
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
も
し
も
そ
の
原
因
が
相
手
の
酒
や
暴
力
と
い
っ
た
誰
に
で
も
納
得
の
ゆ
く
理
由
で

な
い
場
合
、
そ
の
原
因
を
些
細
な
も
の
と
し
て
解
釈
し
、「
結
婚
と
は
そ
う
い
う
も
の
」
と
し
て
離
婚
と
い
う
選
択
肢
を
考
え
つ
か
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
も
し
も
そ
の
女
性
が
両
親
に
よ
っ
て
よ
い
妻
と
な
る
よ
う
に
結
婚
ま
で
親
元
で
育
て
ら
れ
自
力
で
生
活
し

た
こ
と
が
な
い
場
合
、
た
と
え
客
観
的
に
見
て
そ
の
女
性
が
健
康
で
能
力
も
あ
り
一
人
で
や
っ
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、

自
己
の
能
力
を
自
身
で
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
女
の
目
に
は
離
婚
と
い
う
選
択
肢
は
全
く
不
可
能
に
写
る
か
も
し
れ
な

い
。
あ
る
い
は
子
供
が
い
た
場
合
、
自
分
が
我
慢
し
て
で
も
夫
婦
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
が
子
供
に
と
っ
て
一
番
幸
せ
な
こ
と
だ
と
い
う

母
と
し
て
の
理
想
を
内
面
化
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
女
性
は
や
は
り
離
婚
を
断
念
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
女
性
が
本
当
に
あ
る
選
択
肢
を
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
選
択
に
関
す
る
様
々
な
要
素
を
女
性
自
身
が
ど
う
解
釈
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
は
こ
の
こ
と
に
対
し
て
何
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
は
選
択
肢
自
体
を
増
や
し
、
そ
れ
ら
を
実
質
的
で
可
能
な
も
の
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
婚
姻
、
事
実
婚
関
係
に
お
け
る
財
産
の
強
制
的
分
（
３８
）

配
、
育
児
休
業
の
整
備
・
充（
３９
）

実
等
、
制
度
を
細
や
か
に
充
実
さ
せ

る
こ
と
で
男
性
に
対
し
て
も
法
の
呼
び
か
け
を
届
か
せ
る
よ
う
な
法
律
を
作
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
親
密
な
関
係
に
つ
い
て
は
、

論 説
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異
性
愛
カ
ッ
プ
ル
の
み
を
優
遇
す
る
こ
と
な
く
、
誰
と
ど
う
い
っ
た
関
係
を
結
ぶ
か
に
つ
い
て
国
家
が
不
公
平
な
取
り
扱
い
を
し
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
同
士
あ
る
い
は
性
的
関
係
を
伴
わ
な
い
者
同
士
の
関
係
を
、
結
婚
を
し
な
い
関
係
も
含
め
、
選
択
肢
と
し
て
広

げ
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
基
本
的
に
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
提
案
し
て
き
た
こ
と
と
重
な
る
。

し
か
し
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
女
性
が
選
択
肢
を
解
釈
す
る
場
合
の
自
己
自
身
に
関
す
る
評
価
で
あ
る
。

女
性
自
身
が
自
己
に
対
し
て
自
信
が
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
選
択
肢
を
広
げ
、
実
質
的
な
も
の
に
し
た
と
こ
ろ
で
女
性
は
そ
の
選
択
肢
を

選
び
は
し
な
い
。
こ
こ
で
一
番
必
要
な
も
の
は
自
尊
心
で
あ
る
。
コ
ー
ネ
ル
は
市
民
で
あ
る
我
々
一
人
一
人
に
性
的
な
幸
福
を
追
求
し
、

自
己
を
再
想
像
し
て
い
く
「
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
な
領
域(im

agin
ary

dom
ain

)

」
が
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て

い（
４０
）

る
。
彼
女
は
こ
の
権
利
を
、
ロ
ー
ル
ズ
の
理
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
配
分
的
正
義
の
諸
原
理
が
手
続
的
に
正
当
化
さ
れ
る
「
以

前
」
に
承
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
強
調
し
て
い（
４１
）

る
。
す
で
に
様
々
な
文
脈
で
「
性
化(sexed)

」
さ
れ
て
き
た
我
々
が
、「
自
分
が
誰

で
あ
り
、
誰
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
か
」
を
「
自
由
に
」
―
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
限
定
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
―
想
像
し
て

い
く
心
的
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
、
性
差
を
自
由
・
平
等
な
人
格
と
し
て
同
等
に
評
価
す
る
た
め
の
道
徳
的
空
間
を
承
認
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
（
そ
の
よ
う
な
人
格
か
ら
見
て
）
妥
当
な
原
理
を
選
択
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
か
ら
で
あ（
４２
）

る
。
こ
の

よ
う
な
空
間
を
一
人
一
人
に
権
利
と
し
て
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
が
女
性
で
あ
る
こ
と
、
性
的
な
欲
望
も
含
め
自
分
自
身
を

解
釈
し
、
肯
定
し
、
ま
た
自
己
の
あ
り
方
を
想
像
す
る
こ
と
を
女
性
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
今
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

シ
ス
テ
ム
を
再
強
化
す
る
こ
と
な
く
「
女
性
的
な
も
の
」
を
含
め
た
多
様
な
性
の
形
を
想
像
し
、
描
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
様
々
な
理
想
像
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
を
再
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
は
自
尊
心
を
育
て
、
自
己
の
選
択
に

も
自
信
を
つ
け
て
い
く
だ
ろ
う
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
自
由
に
生
き
る
空
間
が
一
人
一
人
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
二
元
論

的
規
範
を
崩
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。
法
は
ま
た
、
現
在
法
の
場
で
使
わ
れ
て
い
る
メ
タ
フ
ァ
ー
に
も
再
検
討
を
加
え
、
異
な
っ
た

法と主体の可能性
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メ
タ
フ
ァ
ー
で
問
題
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
に
自
己
解
釈
の
一
つ
の
重
要
な
要
素
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ（
４３
）

る
。

（
２
）
苦
し
み
の
境
界
線
を
引
き
な
お
し
て
い
く
こ
と

リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
バ
ト
ラ
ー
理
論
に
規
範
理
論
が
欠
如
し
て
い
る
と
厳
し
く
批
判
し

（
４４
）

た
。
規
範
理
論
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
抑
圧
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
攪
乱
が
社
会
的
に
良
い
こ
と
で
あ
り
、
正
義
規
範
の

攪
乱
が
社
会
的
に
悪
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
区
別
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
の
理
論
が
解
放
的
に
見
え
る
の
は
、
読
者

が
そ
こ
に
、
人
間
の
平
等
と
尊
厳
と
い
う
規
範
理
論
を
暗
黙
の
う
ち
に
挿
入
す
る
か
ら
で
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
は
、
普
遍
的
な
規
範
的
諸

観
念
は
同
一
性
の
記
号
の
も
と
に
様
々
な
差
異
を
植
民
地
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
が
、
我
々
は
普
遍
的
な
規
範
に
謙
虚
で
あ
る
べ

き
で
あ
り
、
ま
た
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
人
々
の
経
験
か
ら
学
ぼ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
主
張
す
る
。

確
か
に
バ
ト
ラ
ー
は
明
示
的
に
規
範
理
論
を
展
開
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
『
触
発
す
る
言
葉
』
に
お
い
て
、
教
育
の
場
に
お
け
る

憎
悪
表
現
の
使
用
が
そ
の
種
の
言
葉
の
使
用
を
煽
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
バ
ト
ラ
ー
自
身
の
エ
ピ
ソ
ー（
４５
）

ド
は
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
危
惧
す

る
と
こ
ろ
と
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
別
の
箇
所
で
は
民
主
主
義
を
擁
護
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い（
４６
）

る
。
バ
ト
ラ
ー
が
批
判
す
る
普
遍

性
は
、
そ
れ
が
既
に
何
か
を
排
除
し
た
結
果
と
し
て
の
普
遍
性
で
あ
る
。
普
遍
性
の
概
念
が
今
現
在
の
普
遍
性
と
し
て
実
体
化
さ
れ
た

場
合
に
、
語
り
得
る
も
の
と
し
て
ま
だ
認
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
そ
の
普
遍
の
中
に
入
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
。
近
代
革
命
以
後

の
法
の
歴
史
が
、
普
遍
で
あ
る
は
ず
の
「
人
間
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
々
が
そ
こ
に
入
る
た
め
の
闘
争
の
歴
史
で

も
あ
っ
た
よ
う
に
、
普
遍
概
念
は
外
部
か
ら
の
挑
戦
に
対
し
て
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
概
念
の
限
界
を
曝
け
出
し
、
現
存
の
基

準
を
拡
張
し
た
り
、
変
化
さ
せ
た
り
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
普
遍
的
な
」
こ
と
は
、
そ
の
慣
習

的
な
公
式
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
法
的
慣
習
に
よ
っ
て
適
切
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い
な
い
終
わ
り
の
な
い
仮
定
的
な
理

念
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ（
４７
）

る
。
よ
っ
て
普
遍
性
が
確
固
た
る
も
の
と
し
て
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
普
遍
性
の
内
容
を
吟
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味
し
、
様
々
な
立
場
を
交
え
た
抗
争
の
中
で
決
め
て
い
く
と
い
う
困
難
な
実
践
を
手
っ
取
り
早
く
短
縮
し
た
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
の

こ
と
は
正
義
概
念
を
規
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
法
／
権
利
を
定
め
、
そ
の
名
の
も
と
に
許
さ
れ
な
い
苦
し
み
と
許
さ
れ
る
苦
し
み
、

言
い
換
え
れ
ば
救
済
の
対
象
と
な
る
苦
し
み
と
対
象
と
な
ら
な
い
苦
し
み
の
線
引
き
を
し
、
そ
の
線
引
き
を
吟
味
し
な
い
ま
ま
正
当
化

し
続
け
る
行
為
に
似
て
い
る
。

ル
イ
ス
・
ウ
ォ
ル
チ
ャ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
法
の
支
配
の
も
と
で
法
律
家
は
、
自
分
た
ち
が
引
き
起
こ
し
た
、
あ
る
い
は
無
視
し
た

苦
し
み
へ
の
責
任(respon

sibility)

の
感
覚
を
麻
痺
さ
せ
て
い
く
も
の
だ
と
警
告
し
て
い
る
。
法
の
仕
事
を
司
る
精
神
は
「
正
義
」

―
苦
し
み
を
二
つ
に
分
け
る
正
義
―
を
超
え
た
悲
劇
の
領
域
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
家
は
こ
の
悲
劇
の
中
の
登
場
人
物
と
し
て
行

動
す
べ
き
で
あ
る
。
法
と
「
正
義
」
の
忠
実
な
僕
に
な
り
、「
自
分
は
正
し
い
こ
と
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
信
念
の
も
と
、
法
を
執

行
し
、
実
務
を
行
う
法
律
家
は
、
不
誠
実
な
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
ウ
ォ
ル
チ
ャ
ー
は
言（
４８
）

う
。

こ
の
よ
う
な
法
の
根
源
的
に
暴
力
的
な
機
能
を
意
識
し
、
法
の
救
済
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
間
の
苦
し
み
を
考
え
続
け
な
が
ら
法
律
家

が
法
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
リ
ベ
ラ
ル
な
法
シ
ス
テ
ム
は
変
容
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
北
田
暁
大
が

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
枠
組
み
の
中
で
の
責
任
の
概
念
の
読
み
替
え
に
意
欲
的
に
取
り
組（
４９
）

み
、
ま
た
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ー
レ
ン
ス
が
ア
メ

リ
カ
法
に
お
け
る
差
別
的
行
為
を
立
証
す
る
た
め
の
差
別
的
な
目
的
・
意
図
の
証
明
の
要
求
を
批
判
し
、
は
っ
き
り
と
し
た
意
図
と
し

て
は
認
識
さ
れ
な
い
が
、
無
意
識
の
内
に
内
面
化
さ
れ
て
い
る
人
種
差
別
的
意
識
を
考
慮
に
入
れ
た
「
文
化
的
意
味cu

ltu
ral

m
ean

in
g

」
の
テ
ス
ト
を
、
司
法
が
人
種
に
基
づ
い
た
行
為
を
認
識
す
る
た
め
に
導
入
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い（
５０
）

る
。
ロ
ー
レ
ン

ス
は
ヤ
ン
グ
同
様
、
責
任
を
意
図
に
基
づ
い
た
個
人
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
人
格
と
集
団

的
行
為
に
関
す
る
現
代
的
見
地
か
ら
個
人
の
責
任
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す（
５１
）

る
。
こ
の
よ
う
に
責
任
概
念
を
、
自
律
的
な
個
人

が
意
図
の
も
と
に
行
っ
た
行
為
に
対
し
て
責
任
を
確
定
す
る
と
い
う
従
来
の
も
の
か
ら
、
よ
り
文
脈
と
解
釈
に
重
点
を
ず
ら
す
こ
と
は

法と主体の可能性
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ま
た
、
行
為
者
が
自
身
の
行
為
や
選
択
、
ま
た
周
り
の
人
間
の
行
為
を
解
釈
す
る
際
の
、
一
つ
の
判
断
要
素
に
な
る
と
思
わ
れ（
５２
）

る
。

法
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
、
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
の
人
間
の
苦
し
み
を
常
に
意
識
し
、
認
識
可
能
な
苦
し
み
の
境
界
線
を
ず
ら
し

て
い
く
こ
と
が
、
差
別
的
構
造
を
解
体
す
る
た
め
に
我
々
法
に
携
わ
る
者
が
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ（
５３
）

る
。
そ
し
て
そ
の
た
め

に
必
要
な
こ
と
は
、
法
に
ま
だ
認
識
さ
れ
て
い
な
い
苦
し
み
を
、
あ
る
い
は
現
在
の
理
論
で
は
捉
え
き
れ
て
い
な
い
苦
痛
を
表
現
す
る

法
的
メ
タ
フ
ァ
ー
を
―
現
在
の
差
別
構
造
を
再
強
化
し
な
い
形
で
―
描
き
続
け
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

我
々
は
日
々
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
中
で
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
構
築
さ
れ
続
け
て
い
る
。
目
の
前
に
あ
る
選
択
肢
の
一
つ
一

つ
が
こ
れ
ま
で
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
様
々
な
網
の
目
の
中
で
選
び
得
る
選
択
肢
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
社

会
の
様
々
な
網
の
目
の
中
で
生
き
続
け
る
限
り
、
選
択
肢
の
存
在
自
体
を
我
々
は
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
限
ら
れ
た

選
択
肢
の
中
か
ら
新
し
い
組
み
合
わ
せ
を
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
組
み
合
わ
せ
が
我
々
が
属
す
る
社
会

に
影
響
を
与
え
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
別
の
新
し
い
組
み
合
わ
せ
を
将
来
に
お
い
て
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
社
会
に
お
け
る
網
の
目
の
中
で
生
き
て
い
る
我
々
は
、
一
人
一
人
が
社
会
的
な
構
造
的
不
正
義
に
対
し
て
政
治
的
責
任

を
有
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
日
々
の
選
択
に
、
そ
し
て
今
あ
る
自
己
に
対
し
て
責
任
を
有
し
て
い
る
。
だ
が
、
日
々
直
接
的
な
か
か

わ
り
を
も
つ
他
者
の
要
求
と
期
待
に
応
え
よ
う
と
し
、
個
人
的
な
レ
ベ
ル
で
の
責
任
を
満
た
そ
う
と
し
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
、
実
際

に
自
己
の
行
為
と
社
会
の
構
造
的
不
平
等
と
の
つ
な
が
り
を
反
省
し
、
自
身
で
そ
の
行
為
を
変
え
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
お
け
る
法
の
役
割
は
、
我
々
に
一
つ
一
つ
の
行
為
を
反
省
的
に
考
え
、
変
化
さ
せ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在

の
個
々
の
行
為
と
社
会
構
造
と
の
つ
な
が
り
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
５４
）

か
。
そ
し
て
そ
の
際
に
必
要
な
の
は
、

論 説
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今
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
超
え
た
様
々
な
あ
り
得
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
形
を
想
像
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
れ
ま
で
使
わ

れ
て
き
た
法
的
道
具
―
権
利
や
平
等
の
概
念
―
を
使
っ
て
、
描
き
な
お
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
リ
ベ
ラ
ル
な
法
と
法
律
家
の

仕
事
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
１
）

J
U

D
IT

H
B

U
T

L
E

R ,E
X

C
IT

A
B

L
E

S
P

E
E

C
H

:
A

P
O

L
IT

IC
S

O
F

T
H

E
P

E
R

F
O

R
M

A
T

IV
E

(1997)
[h

erein
after

cited
as

E
S

]
,

（
竹
村

和
子
訳
）『
触
発
す
る
言
葉

言
語
・
権
力
・
行
為
体
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
２
）

J
O

H
N

.L
.A

U
S

T
IN

,H
O

W
T

O
D

O
T

H
IN

G
S

W
IT

H
W

O
R

D
S

(1962),

（
坂
本
百
大
訳
）『
言
語
と
行
為
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八

年
）。

（
３
）

ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
柳
内
隆
、
山
本
哲
士
『
ア

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
〈
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
論
』（
三
交
社
、
一
九
九
三
年
）。

（
４
）

B
U

T
L

E
R ,E

S
,su

pra
n

ote
1,at

3

（
邦
訳
六
頁
）.

（
５
）

Id
.at

24

（
邦
訳
三
八
頁
）.

（
６
）

バ
ト
ラ
ー
は
前
出
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
著
書
を
行
為
遂
行
性
の
失
敗
を
集
め
た
滑
稽
本
と
も
読
め
る
と
述
べ
て
い
る
。Id

.
at

16

（
邦

訳
二
七
頁
）.

（
７
）

Id
.at

12

（
邦
訳
二
一
頁
）.

（
８
）

Id
.at

40

（
邦
訳
六
二
頁
）.

（
９
）

Id
.at

27

―28

（
邦
訳
四
四
頁
）.

（
１０
）

J
U

D
IT

H
B

U
T

L
E

R ,G
E

N
D

E
R

T
R

O
U

B
L

E
:

F
E

M
IN

IS
M

A
N

D
T

H
E

S
U

B
V

E
R

S
IO

N
O

F
ID

E
N

T
IT

Y
189

(1999)
(1990),

（
竹
村
和
子

訳
）『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ト
ラ
ブ
ル

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
攪
乱
』（
青
土
社
、
一
九
九
九
年
）
二
五
九
頁
。

（
１１
）

M
arth

a
N

u
ssbau

m
,T

h
e

P
rofessor

ofP
arod

y
:

T
h

e
H

ip
D

efeatism
ofJ

u
d

ith
B

u
tler,

N
E

W
R

E
P

U
B

L
IC ,F

ebru
ary

22,

1999,at
37

―45.

マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
バ
ト
ラ
ー
が
単
に
難
解
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
振
り
回
す
だ
け
で
、
飢
え
や
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
、
教

育
や
政
治
参
加
の
機
会
を
奪
わ
れ
て
い
る
女
性
が
直
面
し
て
い
る
深
刻
な
問
題
に
何
一
つ
答
え
て
お
ら
ず
、
パ
ロ
デ
ィ
的
攪
乱
で
は
こ
れ
ら

の
問
題
を
解
決
で
き
な
い
と
激
し
く
批
判
し
た
。
さ
ら
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
覆
す
た
め
だ
と
し
て
も
、
規
範
理
論
が
欠
け
て
い
る

法と主体の可能性
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た
め
に
、
よ
い
反
復
と
悪
い
反
復
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
（
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
批
判
に
同
調
す
る
見
解
と
し
て
、

井
上
達
夫
「
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
二
つ
の
視
点
」『
法
哲
学
年
報
二
〇
〇
三
年
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
七
〇
―
七
一
頁
、
同

『
普
遍
の
再
生
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
二
二
二
―
二
二
六
頁
、
野
崎
綾
子
『
正
義
・
家
族
・
法
の
構
造
変
換

リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
再
定
位
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
一
一
頁
）。
前
者
に
つ
い
て
筆
者
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
挙
げ
た
問
題
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

に
と
っ
て
重
大
で
緊
急
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
同
じ
問
題
を
同
じ
や
り
方
で
解
決
す
る
よ
う
努
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
他
者
に
強
制
す
る
こ
と
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
飢
え
に
苦
し
む
人
、
レ
イ
プ
の
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
、

参
政
権
を
得
ら
れ
な
い
人
、
ま
た
レ
ズ
ビ
ア
ン
／
ゲ
イ
と
し
て
差
別
を
受
け
て
い
る
人
、
自
信
が
な
く
、
何
を
し
て
い
い
か
分
か
ら
ず
苦
し

ん
で
い
る
人
、「
先
進
諸
国
」
の
人
、「
発
展
途
上
国
」
に
あ
る
人
、
黒
人
の
女
性
、
ア
ラ
ブ
の
女
性
、
日
本
の
女
性
、
在
日
の
女
性
等
々
、

世
界
中
に
様
々
な
立
場
の
女
性
や
抑
圧
を
受
け
て
い
る
人
び
と
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
し
み
を
抱
え
て
い
て
、
そ
の
場
合

に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
目
標
と
し
て
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
違
う
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
バ
ト
ラ
ー

の
理
論
は
難
解
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
彩
ら
れ
て
お
り
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
挙
げ
る
よ
う
な
現
実
の
女
性
の
苦
し
み
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
も
彼
女
の
仕
事
が
我
々
の
世
界
の
強
制
的
異
性
愛
の
仕
組
み
、
ま
た
法
や
慣
習
の
機
能
に
つ
い
て
考
え
る
機
会

を
与
え
、
ま
た
あ
る
立
場
に
あ
る
人
び
と
の
苦
し
み
に
表
現
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
公
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
一
つ
と

し
て
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
言
う
公
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
議
論
の
可
能
性
を
狭
め
る
非
常
に
限
定

さ
れ
た
範
囲
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
バ
ト
ラ
ー
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
陥
り
が
ち
な
「
女
性
」
の
名
の
も
と
の
排
除
、
あ
る
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
だ
け
が
「
正
当
」
で
あ
る
と
し
て
擁
護
す
る
態
度
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、

法
を
扱
う
立
場
の
人
間
に
は
重
要
な
議
論
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
四
章
に
お
い
て
若
干
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

（
１２
）

Id
.at

42.

（
１３
）

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
デ
ー
タ
を
参
照
。

h
ttp://w

w
w

dbtk.m
h

lw
.go.jp/tou

kei/kou
h

yo/data-rou
17/data14/jyosei-h

14-10.xls

（
１４
）

日
本
労
働
研
究
機
構
「
女
性
の
仕
事
と
家
庭
生
活
に
関
す
る
調
査
」。
二
〇
〇
一
年
五
月
―
六
月
に
杉
並
区
、
江
戸
川
区
、
富
山
市
、
高

岡
市
に
在
住
で
一
九
九
二
年
四
月
二
日
か
ら
二
〇
〇
一
年
四
月
一
日
ま
で
に
第
一
子
を
出
産
し
た
女
性
計
一
四
六
四
人
を
対
象
と
し
た
調
査

で
あ
る
。
生
活
情
報
セ
ン
タ
ー
『
女
性
の
暮
ら
し
と
生
活
意
識
デ
ー
タ
集
二
〇
〇
四
』（
生
活
情
報
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
八
頁
。
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（
１５
）

育
児
・
介
護
休
業
法
第
五
条
「
労
働
者
は
、
そ
の
事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

（
１６
）

結
婚
の
際
の
姓
の
選
択
に
関
す
る
岡
野
八
代
の
議
論
を
参
照
。
岡
野
八
代
「
主
体
な
き
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
可
能
か
」
現
代
思
想
二
八
巻

一
四
号
﹇
特
集
�
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
﹈（
二
〇
〇
〇
年
）
一
八
二
頁
。

（
１７
）

M
IC

H
E

L
F

O
U

C
A

U
L

T ,T
h

e
S

u
bject

an
d

P
ow

er,
in

M
IC

H
E

L
F

O
U

C
A

U
L

T
208,221

(H
u

bert
L

.D
reyfu

s
&

P
au

lR
abin

ow

eds.,1982),

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
「
主
体
と
権
力
」
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・
Ｌ
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
、
ポ
ー
ル
・
ラ
ビ
ノ
ウ
（
井
上
克
人
他
訳
）

『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

構
造
主
義
と
解
釈
学
を
超
え
て
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
）
三
〇
一
頁
。

（
１８
）

C
A

T
H

A
R

IN
E

A
.M

A
C K

IN
N

O
N

,T
O

W
A

R
D

A
F

E
M

IN
IS

T
T

H
E

O
R

Y
O

F
T

H
E

S
T

A
T

E
86

(1989).

（
１９
）

Id
.

at
173

;
C

A
T

H
A

R
IN

E
A

.M
A

C
K

IN
N

O
N

,F
E

M
IN

IS
M

U
N

M
O

D
IF

IE
D

:
D

IS
C

O
U

R
S

E
S

O
N

L
IF

E
A

N
D

L
A

W
218

(1987),

（
奥

田
暁
子
他
訳
）『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
表
現
の
自
由
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
三
年
）
三
七
六
―
三
七
七
頁
。

（
２０
）

S
E

X
W

O
R

K
(F

rederiqu
e

D
elacoste

&
P

riscilla
A

lexan
der,eds.,1987)

（
日
本
語
版
監
修
パ
ン
ド
ラ
）『
セ
ッ
ク
ス
・
ワ
ー
ク

性
産
業
に
携
わ
る
女
性
た
ち
の
声
』（
パ
ン
ド
ラ
、
一
九
九
三
年
）
に
は
、
職
業
と
し
て
セ
ッ
ク
ス
・
ワ
ー
ク
を
選
ん
だ
女
性
の
声
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。

（
２１
）

た
だ
し
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
自
身
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
認
定
は
「
通
常
人
」
の
基
準
で
あ
ろ
う
と
「
通
常
の
女
性
」
の
基

準
で
あ
ろ
う
と
、
原
告
の
反
応
・
行
動
よ
り
も
、
被
告
の
行
為
が
差
別
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
依
拠
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

H
arris

v.F
orklift

S
ystem

s,In
c.,510

U
.S

.17
(1993)

の
法
廷
助
言
者
と
し
て
述
べ
て
い
る
。N

ow
L

egal
D

efen
se

an
d

E
du

cation
F

u
n

d,C
ath

arin
e

A
.M

acK
in

n
on

,et.al.,B
riefofA

m
iciC

u
riae,T

eresa
H

arris
v.F

orklift
S

ystem
s,In

c.,1992

U
.S

.B
riefs

1168
(1993).

（
２２
）

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
は
、
原
告
が
性
的
誘
い
を
望
ま
し
い
と
思
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
原
告
の
性
的
に
挑
発
的

な
話
し
方
や
服
装
が
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。M

eritor
S

avin
gs

B
an

k
v.V

in
son

,477
U

.S
.57,69

(1986).

（
２３
）

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
�
・
�
』（
石
井
洋
二
郎
訳
）（
藤
原
書
店
、
一
九
九
〇
年
﹇
原
著
一
九
七
九
年
﹈）。

（
２４
）

角
田
由
紀
子
は
、
原
告
が
性
暴
力
の
被
害
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
「
被
害
者
資
格
」
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
角
田
由
紀
子
『
性
差
別
と
暴
力
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
一
八
九
―
一
九
六
頁
。
同
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
東

京
地
裁
の
一
九
九
四
年
の
事
例
で
は
、
裁
判
所
が
原
告
の
服
装
や
出
入
り
し
て
い
る
場
所
と
原
告
の
貞
操
観
念
を
結
び
つ
け
た
上
で
証
言
の

法と主体の可能性
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信
憑
性
を
判
断
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
記
録
か
ら
、
原
告
自
身
も
こ
の
被
害
者
資
格
に
適
う
よ
う
に
「
上
品
な
淑
女
の
よ
う
な

言
葉
遣
い
や
態
度
に
終
始
」
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
東
京
地
判
一
九
九
四
・
一
二
・
一
六
判
時
一
五
六
二
号
一
四
一
頁
。

（
２５
）

D
R

U
C

IL
L

A
C

O
R

N
E

L
L ,B

E
Y

O
N

D
A

C
C

O
M

M
O

D
A

T
IO

N
:

E
T

H
IC

A
L

F
E

M
IN

IS
M

,D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
,

A
N

D
T

H
E

L
A

W
132

(1999)

(1991),

（
仲
正
昌
樹
監
訳
）『
脱
構
築
と
法

適
応
の
彼
方
へ
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
三
〇
一
頁
。

（
２６
）

Id
.at

136

（
邦
訳
三
〇
九
頁
）.

（
２７
）

Id
.

at
146

（
邦
訳
三
二
五
―
三
二
六
頁
）.

コ
ー
ネ
ル
は
「
女
性
ら
し
さ(fem

in
in

ity)

」
を
現
在
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
中
で

男
性
の
視
線
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
女
性
の
「
現
実
」
と
し
て
説
明
し
、「
女
性
的
な
も
の(th

e
fem

in
in

e)

」
を
リ
ュ
ー
ス
・
イ
リ
ガ
ラ
イ

の
理
論
を
援
用
し
、
男
性
的
な
表
象
シ
ス
テ
ム
で
は
「
欠
如
」
で
し
か
な
い
女
性
的
な
性
の
特
質
を
、
主
人
／
奴
隷
の
二
元
論
を
超
え
た
次

元
で
描
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。「
女
性
的
な
も
の
」
は
今
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
現
実
性
を

通
し
て
し
か
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
ミ
メ
ー
シ
ス
（
模
倣
）
を
通
じ
て
の
み
で
あ
る
と
論
じ
て

い
る
。

（
２８
）

H
A

N
N

A
H

A
R

E
N

D
T ,T

H
E

H
U

M
A

N
C

O
N

D
IT

IO
N

174

―188
[§

24

―25]
(1998)

(1958),

（
志
水
速
雄
訳
）『
人
間
の
条
件
』（
筑
摩
書

房
、
一
九
九
四
年
）
二
八
六
―
三
〇
四
頁
。

（
２９
）

ア
ー
レ
ン
ト
は
人
間
の
基
本
的
な
活
動
力
を
労
働(labor)

、
仕
事(w

ork)

、
活
動(action

)

と
し
、
そ
の
中
で
活
動
を
「
物
あ
る
い
は

事
柄
の
介
入
な
し
に
直
接
人
と
人
と
の
間
で
行
わ
れ
る
唯
一
の
活
動
力
で
あ
り
、
多
数
性
と
い
う
人
間
の
条
件
、
す
な
わ
ち
、
地
球
上
に
生

き
世
界
に
住
む
の
が
一
人
の
人
間
で
は
な
く
多
数
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
対
応
」
す
る
も
の
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。Id

.
at

7

―8

（
邦
訳
一
九
―
二
一
頁
）.

（
３０
）

テ
イ
ラ
ー
の
言
う
「
強
い
評
価(stron

g
evalu

ation
)

」
は
自
己
の
欲
求
を
質
的
に
区
別
す
る
評
価
の
こ
と
で
あ
る
。C

H
A

R
L

E
S

T
A

Y
L

O
R ,W

h
at

is
H

u
m

an
A

gen
cy?,

in
P

H
IL

O
S

O
P

H
IC

A
L

P
A

P
E

R
S

1
:

H
U

M
A

N
A

G
E

N
C

Y
A

N
D

L
A

N
G

U
A

G
E

(1985).

こ
の
「
強
い

評
価
」
を
行
う
人
間
は
、
自
己
の
欲
求
を
自
ら
の
主
体
と
し
て
の
生
の
あ
り
方
に
従
っ
て
評
価
し
、
自
己
解
釈
に
よ
っ
て
自
己
の
欲
求
や
感

情
そ
れ
自
体
を
変
革
・
再
構
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
強
い
評
価
」
を
含
む
価
値
判
断
の
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
彼
が
地
平

(h
orizon

)

と
呼
ぶ
も
の
は
人
間
の
人
格
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
テ
イ
ラ
ー
は
述
べ
て
い
る
。C

H
A

R
L

E
S

T
A

Y
L

O
R ,

S
O

U
R

C
E

S
O

F
T

H
E

S
E

L
F

:
T

H
E

M
A

K
IN

G
O

F
T

H
E

M
O

D
E

R
N

ID
E

N
T

IT
Y

27
(1989).
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（
３１
）

S
eyla

B
en

h
abib,S

exu
al

D
ifferen

ce
an

d
C

ollective
Id

en
tities

:
T

h
e

N
ew

G
lobal

C
on

stellation
,

24
S

IG
N

S
335,

344

(1999),

（
長
妻
由
里
子
訳
）「
性
差
と
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―
グ
ロ
ー
バ
ル
な
新
た
な
配
置
―
」
思
想
九
一
三
（
二
〇
〇
〇
年
）
七

〇
頁
。

（
３２
）

Id
.

at
345

（
邦
訳
七
一
頁
）.

筆
者
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
自
分
の
流
動
的
な
関
与
や
可
変
的
な
愛
情
を
、
自
分
に
と
っ
て
首
尾

一
貫
し
て
い
て
意
義
が
あ
っ
て
実
行
可
能
な
も
の
へ
と
変
え
て
い
く
能
力
」
す
な
わ
ち
、
自
己
の
物
語
の
意
味
を
通
じ
さ
せ
る
能
力
と
す
る

ベ
ン
ハ
ビ
ブ
の
主
張
に
は
首
肯
で
き
な
い
が
、
物
語
の
コ
ー
ド
内
で
の
個
々
人
の
選
択
や
表
現
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
彼
女
の
主
張
は
、
ア

ー
レ
ン
ト
の
描
く
人
生
の
物
語
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

（
３３
）

一
九
九
八
年
度
の
母
子
家
庭
に
お
け
る
母
親
の
就
業
状
況
は
、
就
業
し
て
い
る
母
親
総
数
に
対
し
て
常
用
雇
用
者
の
占
め
る
割
合
は
五

〇
・
七
％
、
臨
時
・
パ
ー
ト
の
占
め
る
割
合
は
三
八
・
三
％
で
あ
る
。
こ
れ
が
母
子
世
帯
に
な
っ
た
と
き
不
就
業
だ
っ
た
母
親
で
あ
れ
ば
、

常
用
雇
用
者
は
四
七
・
二
％
、
臨
時
・
パ
ー
ト
は
四
四
・
三
％
に
な
り
、
不
安
定
な
雇
用
形
態
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
厚
生
労
働
省

平
成
一
〇
年
度
全
国
母
子
世
帯
等
調
査
に
つ
い
て
、
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

h
ttp://w

w
w

dbtk.m
h

lw
.go.jp/tou

kei/kou
h

yo/data-kou
26/data10/h

10bosh
i6-1.xls

（
表
六
―
一

母
の
就
業
状
況
）、h

ttp://

w
w

w
dbtk.m

h
lw

.go.jp/tou
kei/kou

h
yo/data-kou

26/data10/h
10bosh

i7.xls

（
表
七

母
子
世
帯
に
な
っ
た
と
き
不
就
業
だ
っ
た
母

の
調
査
時
に
お
け
る
就
業
状
況
）。

（
３４
）

Iris
M

arion
Y

ou
n

g,R
espon

sibility
an

d
S

tru
ctu

ral
In

ju
stice

(u
n

pu
blish

ed
paper),

presen
ted

at
K

obe
U

n
iversity

on
F

ebru
ary

2,2004.

（
３５
）

Id
.at

9.

（
３６
）

Id
.at

14.

（
３７
）

J
O

E
L

F
E

IN
B

E
R

G
,C

ollective
R

espon
sibility,

in
D

O
IN

G
A

N
D

D
E

S
E

R
V

IN
G

222,250
(1970).

ジ
ョ
エ
ル
・
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ

は
、「
個
人
は
そ
の
夢
に
対
し
て
責
任(respon

sibility)

が
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
ジ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
が
「
責
任
が
あ

る
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。S

IG
M

U
N

D
F

R
E

U
D

,T
h

erapy
an

d
T

ech
n

iqu
e,

in
T

H
E

C
O

L
L

E
C

T
E

D
P

A
P

E
R

S
O

F

S
IG

M
U

N
D

F
R

E
U

D
189,223

―226
(P

h
ilip

R
ieff

ed.,1963)
(cited

by
F

E
IN

B
E

R
G

,id
).

夢
は
そ
の
人
が
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
を
根
本
的
に
さ
ら
け
出
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
の
人
間
を
忠
実
に
表
現
す
る
。
誰
も
が
そ
の
見
る
夢
に
対
し
て
責
任

法と主体の可能性
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(respon
sibility)

を
負
い
、
そ
れ
を
否
認
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
身
の
醜
い
側
面
さ
え
も
真
に
自
ら
の
も
の
と
し
て
認
め
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
と
に
、
個
人
は
現
在
の
自
己
で
あ
る
こ
と
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

（
３８
）

オ
ー
キ
ン
が
提
案
し
た
婚
姻
・
離
婚
に
関
す
る
経
済
的
分
配
や
、
国
会
で
二
〇
〇
四
年
六
月
に
成
立
し
た
年
金
改
革
関
連
法
の
中
の
離

婚
時
の
年
金
分
割
権
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
内
閣
府
『
時
の
動
き
』（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
）
六
頁
を
参
照
。

（
３９
）

ド
イ
ツ
で
は
育
児
休
業
を
両
親
が
同
時
期
に
取
得
で
き
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
く
こ
と
も
で
き
る
。

§
15

B
u

n
deserzieh

u
n

gsgeldgesetz
(B

E
rzG

G
).

「
パ
ー
ト
勤
務
パ
パ
も
育
児
」
朝
日
新
聞
二
〇
〇
三
年
五
月
二
三
日
。
ま
た
イ
タ

リ
ア
で
は
、
男
女
に
か
か
わ
ら
ず
授
乳
時
間
を
取
れ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
賃
金
を
国
家
が
負
担
し
て
い
る
。「
ラ
テ
ン
男
も
家
事
や
子
育

て
」
朝
日
新
聞
二
〇
〇
三
年
五
月
一
六
日
。
職
場
復
帰
後
の
会
社
側
に
よ
る
退
職
の
圧
力
に
対
す
る
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ

う
。

（
４０
）

D
R

U
C

IL
L

A
C

O
R

N
E

L
L ,T

H
E

IM
A

G
IN

A
R

Y
D

O
M

A
IN

:
A

B
O

R
T

IO
N

,P
O

R
N

O
G

R
A

P
H

Y
&

S
E

X
U

A
L

H
A

R
A

S
S

M
E

N
T

(1995).

（
４１
）

D
R

U
C

IL
L

A
C

O
R

N
E

L
L ,A

T
T

H
E

H
E

A
R

T
O

F
F

R
E

E
D

O
M

:
F

E
M

IN
IS

M
,S

E
X

&
E

Q
U

A
L

IT
Y

14

―15
(1998),

（
仲
正
昌
樹
他
訳
）『
自

由
の
ハ
ー
ト
で
』（
情
況
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
三
三
―
三
四
頁
。
コ
ー
ネ
ル
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
仲
正
昌
樹
『
法
の
共
同
体

ポ
ス
ト

・
カ
ン
ト
主
義
的
「
自
由
」
を
め
ぐ
っ
て
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
第
四
章
参
照
。

（
４２
）

D
R

U
C

IL
L

A
C

O
R

N
E

L
L ,J

U
S

T
C

A
U

S
E

:
F

R
E

E
D

O
M

,ID
E

N
T

IT
Y ,

A
N

D
R

IG
H

T
S

136
(2000),

（
仲
正
昌
樹
監
訳
）『
正
義
の
根
源
』

二
六
八
―
二
六
九
頁
。
仲
正
・
前
掲
注
（
４１
）・
一
九
〇
頁
。

（
４３
）

コ
ー
ネ
ル
は
人
工
妊
娠
中
絶
の
問
題
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
（
選
択
の
権
利
）
か
ら
、
個
々
人
の
人
格
の
幸
福(w

ell-bein
g)

と
潜

在
能
力(capacity)

の
平
等
と
し
て
の
平
等
権
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
使
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。C

O
R

N
E

L
L ,T

H
E

IM
A

G
IN

A
R

Y

D
O

M
A

IN
,su

pra
n

ote
40,ch

.2,

（
後
藤
浩
子
訳
）「
寸
断
さ
れ
た
自
己
と
さ
ま
よ
え
る
子
宮
」
現
代
思
想
二
六
巻
八
号
（
一
九
九
八
年
）。

（
４４
）

N
u

ssbau
m

,su
pra

n
ote

11,at
42

―43.

（
４５
）

B
U

T
L

E
R ,E

S
,su

pra
n

ote
1,at

37

―38

（
邦
訳
五
八
―
五
九
頁
）.

（
４６
）

Id
.at

87,89

―90

（
邦
訳
一
三
七
、
一
四
〇
頁
）.

（
４７
）

Id
.

at
90

（
邦
訳
一
四
〇
―
一
四
一
頁
）.

現
存
す
る
正
義
の
確
実
性
を
覆
し
て
い
く
脱
構
築
を
無
限
の
「
正
義
の
理
念
」
に
基
づ
く
も

論 説
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の
だ
と
す
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
主
張
は
バ
ト
ラ
ー
の
普
遍
性
の
議
論
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

（
堅
田
研
一
訳
）『
法
の
力
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
﹇
原
著
一
九
九
四
年
﹈）
六
三
―
六
四
頁
。

（
４８
）

L
ou

is
E

.W
olch

er,L
aw

’s
T

ask,52
U

W
L

A
W

28

―29
(2004).

（
４９
）

北
田
暁
大
『
責
任
と
正
義

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
居
場
所
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）、
特
に
第
二
章
参
照
。

（
５０
）

C
h

arles
R

.L
aw

ren
ce

III,T
h

e
Id

,th
e

E
go,an

d
E

qu
alP

rotection
:

R
eckon

in
g

w
ith

U
n

con
sciou

s
R

acism
,

39
S

T
A

N
.

L
.R

E
V .317

(1987).

（
５１
）

Id
.at

324.

（
５２
）

Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
は
意
図
の
証
明
な
し
に
責
任(liability)

が
追
及
さ
れ
る
刑
法
上
の
厳
格
責
任
に
つ
い
て
論
じ
、
意
図
の
な
い

行
為
に
対
し
て
刑
罰
を
課
す
こ
と
に
関
す
る
、
特
に
功
利
主
義
的
立
場
を
と
る
法
律
家
の
主
張
（
刑
罰
は
意
図
を
持
っ
て
行
為
を
行
っ
て
い

な
い
人
間
に
対
し
て
犯
罪
抑
止
的
に
働
く
こ
と
は
な
い
）
に
反
論
し
、
刑
罰
の
脅
威
は
そ
の
人
間
に
考�

え�

る�

機�

会�

を
与
え
る
と
し
て
、
こ
れ

を
擁
護
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。H

.L
.A

.H
A

R
T ,P

U
N

IS
H

M
E

N
T

A
N

D
R

E
S

P
O

N
S

IB
IL

IT
Y

:
E

S
S

A
Y

S
IN

T
H

E
P

H
IL

O
S

O
P

H
Y

O
F

L
A

W
ch

.5
(1968).

ま
た
ハ
ー
ト
は
、
現
在
の
自
発
的
な
行
為
に
基
づ
く
刑
罰
の
シ
ス
テ
ム
を
全
面
的
に
変
え
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
し

な
が
ら
も
、
賞
罰(desert)

と
責
任(respon

sibility)

の
諸
観
念
を
再
解
釈
す
る
こ
と
、
そ
し
て
刑
罰
を
課
さ
れ
る
責
任(liability)

の
条

件
と
し
て
自
発
的
行
為
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
理
に
つ
い
て
新
し
い
説
明
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
、
そ
の
こ
と
は
公
正
や
正

義
、
あ
る
い
は
個
人
の
自
由
と
い
っ
た
理
念
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。Id

.at
181.

責
任
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
例
え
ば
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
お
い
て
）、
男
性
の
み
な
ら
ず
女
性

の
行
為
も
意
図
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
う
る
か
と
い
う
解
釈
に
ま
で
議
論
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
女
性

自
身
も
こ
れ
ま
で
の
男
性
の
価
値
観
を
内
面
化
し
た
振
る
舞
い
で
は
な
く
、
自
ら
の
欲
望
や
意
志
を
は
っ
き
り
と
相
手
に
伝
え
、
話
し
合
う

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
互
い
の
自
己
想
像
の
空
間
は
そ
の
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
侵
害
し
な
い

た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
規
範
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
議
論
が
法
の
場
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
５３
）

苦
し
み
を
理
解
す
る
た
め
に
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
人
々
の
声
を
聞
く
こ
と
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
重
要
性
は
批
判
的
人

種
理
論
の
論
者
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。M

ari
J.M

atsu
da,L

ookin
g

to
th

e
B

ottom
:

C
ritical

L
egal

S
tu

d
ies

an
d

R
eparation

s,
22

H
A

R
V .C

.R
.-C

.L
.L

.R
E

V .401
(1987).

ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
も
、
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
・
レ
イ
ジ
ン
グ
を

法と主体の可能性
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通
し
て
こ
の
こ
と
を
実
践
し
て
き
た
こ
と
は
本
稿
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
際
に
問
題
に
な
る
の
が
、
そ
の
声
を
他
者
―
法
律
家
や

研
究
者
―
が
ど
の
よ
う
に
聞
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
はG

ayatri

C
.

S
pivak

,
C

an
th

e
S

u
baltern

S
peak

?,
in

M
A

R
X

IS
M

A
N

D
T

H
E

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
T

IO
N

O
F

C
U

L
T

U
R

E
(C

ary
N

elson
an

d

L
aw

ren
ce

G
rossberg

eds.,1988),

（
上
村
忠
男
訳
）『
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
）
が
論

じ
て
い
る
。

（
５４
）

Y
ou

n
g,su

pra
n

ote
34,at

30.
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