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テ
ィ
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ワ
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一
．
は
じ
め
に

豊
か
で
幸
福
な
生
活
を
送
る
こ
と
は
、
何
が
「
豊
か
さ
」
で
あ
り
、
何
が
「
幸
福
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
認
識
は
様
々
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
て
き

た
全
て
の
人
の
望
み
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
冷
戦
の
終
了
に
よ
り
全
世
界
を
覆
っ
て
い
た
不
安
は
解
消
し
た
も
の
の
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
平
和
で
安
定
し

た
豊
か
さ
を
実
現
で
き
る
社
会
に
世
界
は
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
期
待
は
現
実
の
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
格
差
が

豊
か
で
幸
福
な
生
活
の
実
現
を
考
え
る
う
え
で
最
も
重
要
で
あ
る
の
は
、「
人
は
実
際
に
何
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
ど
ん
な
状
態
に
な
れ
る
か
」
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、「
そ

の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
機
会
を
実
際
に
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
個
々
人
の
本
質
的
自
由

の
増
大
に
焦
点
を
あ
て
、「
豊
か
さ
」
と
「
幸
福
」
を
評
価
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
、
主
流
で
あ
っ
た
一
国
あ
た
り
の
経
済
成
長
に
よ
り
豊
か
さ
を
評
価

す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
大
き
な
転
換
で
あ
り
、
個
人
の
自
由
を
重
視
す
る
点
で
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
環
で
も
あ
る
。

女
性
が
権
利
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
時
と
し
て
深
刻
な
形
で
顕
在
化
す
る
伝
統
や
文
化
を
理
由
と
す
る
反
発
と
抵
抗
、
さ
ら
に
「
適
応
型
選
好
」
を
乗
り
越
え
る
た

め
に
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
果
た
せ
る
可
能
性
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
に
、ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
促
進
す
る
う
え
で
重
要
と
な
る
「
話
し
合
い
」「
議
論
」「
粘

り
強
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
質
と
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
経
験
と
知
見
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
重
要
で
あ
る
。

論
文
要
旨
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以
前
よ
り
拡
大
し
て
い
る
地
域
も
多
く
、
そ
れ
に
伴
っ
て
社
会
の
不
安
定
要
因
も
増
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
、
何
に
焦
点
を
あ

て
て
社
会
を
構
成
す
る
人
々
の
幸
せ
を
追
求
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
以
前
に
も
増
し
て
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
、
国
際
連
合
が
設
立
さ
れ
た
二
〇
世
紀
の
後
半
以
降
、「
豊
か
で
幸
福
な
生
活
」
の
実
現
は
、
国
際
社
会
の
重
要
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
連
憲
章
が
、
そ
の
前
文
で
謳
う
と
お
り
、
国
連
は
、「
一
層
大
き
な
自
由
の
中
で
社
会
的
進
歩
と
生
活
水
準
の
向
上
と
を
促
進
す
る
こ
と
」
を
決

意
し
、
そ
の
た
め
に
「
す
べ
て
の
人
民
の
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
発
達
を
促
進
す
る
た
め
に
国
際
機
構
を
も
ち
い
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国
際
社
会
に
よ
る
様
々
な

取
り
組
み
が
、
投
入
し
た
資
源
に
見
合
う
成
果
を
上
げ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
二
一
世
紀
に
な
っ
て
な
お
、
衣
食
住
に
不

自
由
な
く
健
康
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
困
難
な
人
た
ち
が
世
界
に
は
数
多
く
存
在
す
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
に
つ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
途
上
国
」
の
問
題
と
考
え
ら
れ

て
き
た
国
内
の
格
差
が
、「
先
進
国
」
に
も
広
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

豊
か
さ
の
達
成
度
を
測
る
際
に
、
国
連
を
中
心
と
す
る
国
際
社
会
が
長
き
に
わ
た
っ
て
も
ち
い
て
き
た
の
は
経
済
成
長
を
示
す
指
標
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
国
民
総
生

産
（G

ross N
ation

al P
rodu

ct: G
N

P

）
や
国
内
総
生
産
（G

ross D
om

estic P
rodu

ct: G
D

P

）
が
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
経
済
指
標
は
、「
一
人
あ
た
り
（per 

capita

）」
の
数
値
が
も
ち
い
ら
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
一
国
あ
た
り
の
数
値
を
人
口
で
割
っ
た
平
均
値
で
あ
り
、
個
々
人
の
状
況
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

国
内
に
大
き
な
格
差
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
数
値
で
は
、
そ
こ
に
生
活
す
る
人
々
の
「
生
活
の
質
」
を
う
ま
く
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
当
初
、

想
定
さ
れ
て
い
た
ト
リ
ッ
ク
ル
ダ
ウ
ン
（trickle dow

n

）
効
果
も
実
際
に
は
起
き
ず
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
国
民
総
生
産
や
国
内
総
生
産
を
も
ち
い
て
各
国
の
豊
か
さ

を
測
る
方
法
に
は
疑
問
の
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
反
省
を
踏
ま
え
、
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ニ
ー
ズ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
等
が
誕
生
し
、
国

際
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
経
済
成
長
を
目
標
と
す
る
開
発
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
豊
か
さ
の
追
求
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
影
響
力
は
、
残
念
な

が
ら
非
常
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
、国
民
総
生
産
や
国
内
総
生
産
に
代
わ
り
、豊
か
さ
を
示
す
有
効
な
代
替
指
標
と
し
て
一
九
九
〇
年
に
登
場
し
た
の
が
人
間
開
発
指
数
（H

u
m

an
 

D
evelopm

en
t In

dex

）
で
あ
り
、
各
国
の
人
間
開
発
指
数
を
比
較
可
能
な
形
で
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
刊
行
が
始
ま
っ
た
の
が
人
間
開
発
報
告
書
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
一
九
九
〇
年
代
の
末
頃
か
ら
は
、
国
連
を
中
心
に
、
個
々
人
の
権
利
の
実
現
に
焦
点
を
あ
て
る
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
権
利
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
経
済
成
長
以
外
の
指
標
を
入
れ
て
豊
か
さ
を
測
る
人
間
開
発
指
数
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
個
々
人
が
ど
の
よ
う
な
生
活
と
状
況
を

保
障
さ
れ
て
い
る
か
を
問
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）
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本
稿
で
は
、
ま
ず
、
国
連
を
中
心
に
「
豊
か
さ
と
幸
福
の
実
現
」
を
目
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
開
発
に
お
い
て
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て
豊
か
さ
を
測
る
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
の
脱
却
を
目
的
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
人
間
開
発
と
い
う
概
念
お
よ
び
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
し
て
、
国
連
が
進
め
る
「
人
権
の
主
流
化
」
を
支
え
る

概
念
で
あ
り
、
個
々
人
に
焦
点
を
あ
て
た
人
間
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
表
現
で
き
る
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
の
進
展
に
つ
い
て
概
説
す
る
。
そ
れ
に
続
き
、
人
間
開
発
を
支
え

る
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
で
も
あ
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
そ
の
際
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ

ロ
ー
チ
を
語
る
上
で
最
も
重
要
な
研
究
者
と
し
て
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
（A

m
artya K

. S
en

）
と
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
（M

arth
a C

. N
u

ssbau
m

）
の
二
人
の

議
論
を
中
心
に
論
述
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
哲
学
、
倫
理
学
、
政
治
学
等
、
人
文
科
学
と
社
会
科
学
が
蓄
積
し
た
様
々
な
理
論
と
知
見
に
立
脚
す
る
形
で
概
念
化
が

は
か
ら
れ
て
い
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
様
々
な
理
論
を
ど
の
よ
う
に
採
り
入
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
る
議
論
を
提
示
し

て
い
る
か
に
つ
い
て
丁
寧
に
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
だ
が
、
紙
幅
、
そ
し
て
何
よ
り
筆
者
の
力
量
と
の
関
連
で
、
本
稿
で
は
、
具
体
的
な
政
策
面
で
の
示
唆
と
い
う
点
に

重
点
を
置
い
て
論
述
を
進
め
る
。
セ
ン
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
議
論
に
は
共
通
点
も
多
い
が
、
い
く
つ
か
の
点
で
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
セ
ン
と
は
異
な
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
最
大
の
違
い
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
「
中
心
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
（cen

tral capabilities

）」
と
し
て
、
一
〇
項
目
か
ら
成
る
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
一
〇
項
目
の
リ
ス
ト
の
最
新
版
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
特
に
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
と
い
う
観
点
か
ら
、
セ
ン
、
そ
し
て
ヌ
ス
バ
ウ
ム

が
展
開
す
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
様
々
な
地
域
に
暮
ら
す
女
性
た
ち
の
権
利
と
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
を
具
体
的
に
実
現
す
る
こ
と
に
関
し
、
ど
の
よ
う
な

意
義
と
利
点
を
有
し
て
い
る
か
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
際
に
、
検
討
の
中
心
に
置
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
視
す
る
「
適
応

型
選
好
（adaptive preferen

ces

）」
の
克
服
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
多
く
の
国
や
地
域
で
女
性
た
ち
が
お
こ
な
っ
て
い
る
現
実
的
「
選
択
」
を
説
明
す
る
際
の
有
効
な

概
念
で
あ
る
適
応
型
選
好
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
理
解
に
立
脚
し
た
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
効
性
を
考
察
し
、
さ
ら
に
、
適
応
型
選
好
を
克
服
す
る
た

め
の
政
策
的
指
針
と
し
て
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
具
体
的
に
お
こ
な
え
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
。
個
々
人
の
権
利
の
実
現
を

重
視
す
る
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
形
式
的
な
平
等
の
保
障
に
は
力
を
発
揮
し
て
も
、
個
々
人
の
生
活
の
レ
ベ
ル
で
は
抽
象
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
終
始
し
が
ち
で
あ
る
と
い

う
課
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
と
り
わ
け
女
性
の
権
利
に
関
し
て
は
、
伝
統
・
文
化
が
権
利
に
優
先
す
る
場
合
も
多
い
と
い
う
深
刻
な
問
題
が
あ
る
。
こ
う
し
た
課
題
の
解

決
に
対
し
、
適
応
型
選
好
と
、
そ
の
理
解
に
基
づ
い
た
取
り
組
み
は
有
効
な
示
唆
を
提
示
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
、
開
発
の
目
的

を
人
権
／
権
利
の
実
現
と
捉
え
る
近
年
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
政
策
と
取
り
組
み
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
。
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二
．
開
発
を
め
ぐ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
変
遷
と
そ
の
意
義 

― 

人
間
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
、
そ
し
て
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
へ

一
九
九
〇
年
、国
連
開
発
計
画
（U

n
ited N

ation
s D

evelopm
en

t P
rogram

m
e: U

N
D

P

）
は
、人
間
開
発
報
告
書
（H

u
m

an
 D

evelopm
en

t R
eport

）
を
発
表
し
、

開
発
へ
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
枠
組
と
し
て
人
間
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
た
。「
人
間
開
発
の
概
念
と
測
定
」を
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
第
一
回
の
人
間
開
発
報
告
書
は
、

冒
頭
で
「
人
間
こ
そ
が
一
国
の
富
」
で
あ
り
、「
開
発
の
基
本
的
な
目
的
は
、
人
々
が
健
康
で
創
造
的
な
人
生
を
全
う
で
き
る
環
境
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
、

ま
た
、「
人
間
開
発
と
は
、
人
々
の
選
択
肢
を
拡
大
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
。

人
間
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
開
発
が
国
際
社
会
の
課
題
と
な
っ
た
二
〇
世
紀
の
後
半
以
降
、
長
き
に
わ
た
り
主
流
で
あ
っ
た
国
単
位
で
の
経
済
成
長
を
測
る
指
標
が
、

開
発
の
目
標
で
あ
る
福
祉
（w

ell-bein
g

、w
elfare

）
の
実
現
を
測
る
指
標
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
脚
し
て
い
る
。
国
民
総
生
産
あ
る
い
は
国
内
総
生

産
に
よ
っ
て
、
国
と
し
て
の
経
済
活
動
の
レ
ベ
ル
を
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
国
家
と
し
て
の
生
産
量
に
基
礎
を
お
く
指
標
で

あ
り
、
国
内
の
様
々
な
地
域
に
暮
ら
す
様
々
な
人
々
が
享
受
す
る
生
活
の
質
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
国
民
総
生
産
や
国
内
総
生
産
で
は
、
経
済
生
産
以
外
の
分
野

の
状
況
や
国
内
に
存
在
す
る
格
差
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

国
際
社
会
が
、
経
済
成
長
を
も
っ
て
開
発
が
実
現
し
た
状
態
と
考
え
て
き
た
背
景
に
は
、
経
済
成
長
の
成
果
（
富
）
は
、
一
時
的
に
は
一
部
の
人
々
に
集
中
す
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
時
の
経
過
と
共
に
、
次
第
に
国
内
の
様
々
な
階
層
や
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
に
浸
透
し
て
い
き
、
最
終
的
に
は
一
国
全
体
を
あ
ま
ね
く
潤
す
こ
と
に
な
る
と

考
え
る
ト
リ
ッ
ク
ル
ダ
ウ
ン
理
論
（trickle dow

n
 th

eory

）
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
早
く
も
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

実
際
に
は
起
き
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
認
識
の
下
、
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
を
始
め
と
す
る
機
関
が
、
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・

ニ
ー
ズ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（B

asic H
u

m
an

 N
eeds A

pproach

）
と
呼
ば
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
推
進
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
固
有
の
状
況
と
住
民

自
身
の
課
題
や
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
形
で
開
発
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
と
の
考
え
に
立
ち
、
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
は
参
加
型
開
発
（participatory developm

en
t

）
と
呼

ば
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
経
験
と
蓄
積
を
踏
ま
え
、
経
済
成
長
の
み
に
頼
ら
ず
に
、
各
国
の
開
発
の
状
況
を
比
較
可
能
な
指
標
と
い
う
形
で
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た

の
が
人
間
開
発
指
数
（H

u
m

an
 D

evelopm
en

t In
dex: H

D
I

）
で
あ
り
、
世
界
各
国
の
人
間
開
発
指
数
を
比
較
可
能
な
形
で
提
示
し
、
分
析
を
加
え
た
の
が
人
間
開
発

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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報
告
書
で
あ
る
。
人
間
開
発
指
数
は
、「
基
本
的
な
人
間
の
能
力
が
、
国
と
し
て
の
平
均
値
で
ど
こ
ま
で
伸
び
た
か
」
を
測
る
指
標
で
あ
り
、
そ
の
国
に
暮
ら
す
人
々
が
長

生
き
を
し
て
健
康
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
ど
う
か
（
出
生
時
平
均
余
命
）、
教
育
を
受
け
、
豊
富
な
知
識
を
持
ち
（
成
人
識
字
率
）、
ま
と
も
な
生
活
水
準
に
達
し
て

い
る
か
ど
う
か
（
一
人
あ
た
り
国
内
総
生
産
）
の
三
分
野
の
指
標
を
総
合
的
に
指
数
化
し
て
示
さ
れ
る
。
一
九
九
〇
年
の
第
一
回
以
降
、
同
報
告
書
は
毎
年
、
発
行
さ
れ
て

き
て
お
り
、
毎
回
、
異
な
る
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
テ
ー
マ
に
則
し
た
デ
ー
タ
を
加
え
て
き
て
も
い
る
。

た
と
え
ば
、
一
九
九
五
年
の
人
間
開
発
報
告
書
は
、
同
年
九
月
に
北
京
で
開
催
さ
れ
た
第
四
回
世
界
女
性
会
議
に
あ
わ
せ
、
テ
ー
マ
に
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
間
開
発
」

を
掲
げ
、
各
国
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
開
発
指
数
（G

en
der-related D

evelopm
en

t In
dex: G

D
I

）」
と
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
エ
ン
パ

ワ
メ
ン
ト
測
定
（G

en
der E

m
pow

erm
en

t M
easu

re: G
E

M

）」
の
二
つ
の
指
標
を
新
た
に
提
示
し
た
。
前
者
は
、
出
生
時
平
均
余
命
、
成
人
識
字
率
、
一
人
あ
た
り

国
内
総
生
産
と
い
う
人
間
開
発
指
数
の
主
要
デ
ー
タ
を
男
女
別
に
集
計
し
、
男
女
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
不
平
等
を
示
す
指
標
で
あ
り
、
後
者
は
、
女
性
と
男
性
の
経
済
・
政

治
分
野
へ
の
参
加
と
、意
思
決
定
レ
ベ
ル
へ
の
女
性
の
進
出
度
を
示
す
指
標
で
あ
る
。
日
本
は
、一
九
九
五
年
の
人
間
開
発
報
告
書
で
は
、人
間
開
発
指
数
に
つ
い
て
は
デ
ー

タ
が
集
め
ら
れ
た
一
七
四
ヵ
国
中
三
位
だ
っ
た
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
開
発
指
数
で
は
一
三
〇
ヵ
国
中
八
位
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
測
定
で
は
一
一
六
ヵ
国
中
二
七

位
に
順
位
が
下
が
っ
て
し
ま
う
。
二
〇
〇
九
年
の
同
報
告
書
で
は
、人
間
開
発
指
数
は
一
八
二
ヵ
国
中
一
〇
位
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
開
発
指
数
で
は
一
八
二
ヵ
国
中
一
四
位
、ジ
ェ

ン
ダ
ー
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
測
定
で
は
一
〇
九
ヵ
国
中
五
七
位
と
な
っ
て
い
る
。
一
貫
し
て
、
男
女
を
併
せ
た
人
間
開
発
指
数
で
は
常
に
ト
ッ
プ
を
争
う
位
置
に
い
る
の
に
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
測
定
で
は
、指
数
算
出
が
可
能
な
国
の
な
か
の
下
位
グ
ル
ー
プ
に
近
い
順
位
に
落
ち
て
し
ま
う
。
人
間
開
発
指
数
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
開
発
指
数
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
測
定
に
よ
っ
て
、日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
状
況
は
、国
際
的
な
比
較
が
可
能
な
形
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、各
指
標
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
よ
っ

て
、
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
状
況
の
現
状
を
如
実
に
示
す
デ
ー
タ
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

こ
う
し
て
、
人
間
開
発
指
数
と
い
う
新
た
な
指
標
の
導
入
に
よ
り
、
経
済
成
長
以
外
の
要
因
、
す
な
わ
ち
、
教
育
の
普
及
と
保
健
医
療
・
健
康
の
状
況
を
勘
案
し
た
指

標
を
用
い
て
開
発
の
進
展
を
測
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
導
入
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
社
会
開
発
的
な
要
素
を
入
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
一
国
単
位
の
数
値
で
各
国

の
開
発
を
認
識
す
る
こ
と
に
は
変
化
は
な
い
。
従
っ
て
、
平
均
値
に
よ
っ
て
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
に
常
に
つ
き
ま
と
う
不
十
分
さ
は
、
人
間
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ

て
も
払
拭
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
不
十
分
さ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
克
服
す
る
必
要
性
と
重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
の
が
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ

あ
る
い
は
人
権
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、国
連
が
提
唱
す
る「
人
権
の
主
流
化
」と
も
歩
調
を
あ
わ
せ
て
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
の
最
大
の
特
徴
は
、
開
発
の
目
標
を
「
人
権
／
権
利
の
実
現
」
と
捉
え
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
開
発
の
目
標
を
「
福
祉
（w

ell-bein
g

、

（
7
）
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8
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w
elfare

）
の
実
現
」
と
捉
え
て
い
た
時
代
か
ら
の
大
き
な
転
換
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
な
の
だ
ろ
う
か
。
教
育
の
普
及
を
例
に
と
る
と
、
小

学
校
を
各
地
に
建
設
し
学
齢
期
の
子
ど
も
に
教
育
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
以
前
は
、
子
ど
も
達
が
様
々
な
知
識
を
身
に
つ
け
、
可
能
性
を
伸
ば
し
、
成
長
し
て
能
力
を
発

揮
で
き
る
仕
事
に
つ
き
、
そ
れ
に
よ
り
自
分
自
身
そ
し
て
地
域
や
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
ニ
ー
ズ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
自
身
の
福
祉
が
実
現
し
、
そ
し
て
当
該
国
の
生
活
の
質
が
向
上
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
同
様
の
取
り
組
み
は
、
権
利

ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、「
権
利
の
実
現
」
と
い
う
枠
組
で
認
識
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
校
に
通
い
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
は
、
個
々
人
が
心
身
と
も
に
成
長
し
、
可
能
性
を

開
き
、
様
々
な
機
会
を
選
び
取
り
な
が
ら
生
き
て
い
く
た
め
の
権
利
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。「
ミ
ナ
に
は
教
育
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
か
ら
、「
教
育
を
受
け
る

こ
と
は
ミ
ナ
の
権
利
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
へ
の
転
換
で
あ
る
。

こ
の
変
化
は
、
開
発
の
具
体
的
な
実
践
の
な
か
で
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
福
祉
」
か
ら
「
権
利
」
へ
と
い
う
認
識
の
大
転
換
は
、

開
発
の
現
場
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
の
は
、
非
常
に
難
し
い
。
近
年
、
と
り
わ
け
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
国
際
機
関
で
あ
れ
、

二
国
間
援
助
機
関
で
あ
れ
、
ま
た
国
際
協
力
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
れ
、
多
く
の
機
関
は
、
組
織
の
目
標
に
「
人
権
の
実
現
」
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
世
界
銀

行
は
、
以
前
は
、
人
権
問
題
は
そ
の
考
慮
事
項
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
示
し
て
い
た
が
、『
開
発
と
人
権
―
世
界
銀
行
の
役
割
（D

evelopm
en

t an
d 

H
u

m
an

 R
igh

ts: T
h

e R
ole of th

e W
orld B

an
k

）』
と
題
す
る
報
告
書
で
は
、「
持
続
可
能
な
開
発
は
、
人
権
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
し
、「
初
等
教
育
、
保
健

医
療
、
住
居
、
環
境
等
の
分
野
で
お
こ
な
っ
て
き
た
支
援
に
よ
り
、
世
界
銀
行
は
、
何
百
万
も
の
人
々
の
経
済
的
社
会
的
権
利
の
実
現
に
貢
献
し
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
世
界
開
発
報
告
二
〇
〇
〇
／
二
〇
〇
一
年
（W

orld D
evelopm

en
t R

eport 2000/2001

）』
で
は
、
セ
ン
の
貧
困
概
念
を
援
用
し
、
個
人
が
手
に
す
る
実
質

的
な
自
由
と
い
う
観
点
か
ら
開
発
や
貧
困
を
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
人
権
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
巨
大
な
開
発
金
融
系
の
援
助
機
関
も
が
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ

の
こ
と
は
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
あ
る
い
は
人
権
の
主
流
化
が
浸
透
し
た
成
果
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
施
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
、そ
し
て
開
発
協
力
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
現
場
の
状
況
を
確
認
す
る
な
ら
、大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

「（
開
発
援
助
機
関
に
と
っ
て
の
）
ド
ナ
ー
の
関
心
を
ひ
く
」「
目
新
し
く
て
耳
あ
た
り
の
い
い
」
新
た
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
気
配
も
濃
厚
で
あ
る
。

一
方
で
、「
福
祉
の
実
現
」
を
目
指
す
活
動
が
「
権
利
の
実
現
」
と
い
う
新
た
な
枠
組
で
再
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
意
義
も
確
か
に
存
在
す
る
。
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ

が
目
的
と
す
る
権
利
の
実
現
に
お
い
て
は
、
焦
点
が
あ
た
る
の
は
個
々
人
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
間
開
発
報
告
書
に
代
表
さ
れ
る
人
間
開
発

（
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）
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ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
も
継
続
し
て
い
た
一
国
単
位
の
平
均
値
に
よ
り
当
該
国
の
状
況
を
把
握
す
る
方
法
を
深
化
さ
せ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

こ
の
転
換
は
、
転
換
の
内
実
を
真
摯
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
国
内
の
格
差
、
不
平
等
、
差
別
の
問
題
に
向
き
合
い
、
そ
う
し
た
格
差
、
不
平
等
、
差
別
が
生
み
出
し
て
い

る
非
識
字
や
高
い
妊
産
婦
死
亡
率
等
の
課
題
に
対
し
て
取
り
組
み
、
平
均
値
で
な
く
、
個
々
人
の
状
況
に
変
化
を
及
ぼ
す
よ
う
な
形
で
開
発
を
進
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

格
差
や
差
別
が
、
就
学
機
会
を
妨
げ
る
要
因
に
な
り
、
財
産
へ
の
平
等
な
所
有
権
を
阻
み
、
自
身
の
日
々
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
様
々
な
政
治
的
決
定
に
関
与
で
き
な

い
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
原
因
を
取
り
除
く
こ
と
が
当
然
、
視
野
に
入
る
。
そ
の
意
味
で
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
政
治
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
格
差
や
差
別
や
不
平
等
に
よ
っ
て
様
々
な
形
で
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
女
性
の
状
況
の
改
善
に
も
、
権
利

ア
プ
ロ
ー
チ
は
大
き
く
貢
献
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
が
本
質
的
に
有
す
る
政
治
性
と
変
革
性
が
、
時
と
し
て
権
利
ア
プ
ロ
ー

チ
の
実
現
を
妨
げ
る
障
害
に
な
る
。
な
か
で
も
最
大
の
障
害
の
一
つ
は
、
伝
統
や
文
化
を
理
由
と
す
る
反
発
と
抵
抗
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
女
性
が
権
利
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
、
そ
う
し
た
反
発
は
強
い
形
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
伝
統
、
文
化
、
さ
ら
に
は
宗
教
が
、
そ
の
実
態
に
差
別
的
な
要
素
が
含
ま
れ
る
場
合
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
権
利
に
優
先
す
る
大
切
な
「
慣
習
」
で
あ
る
と
し
て
保
護
あ
る
い
は
容
認
さ
れ
る
事
例
は
数
多
い
。
こ
う
し
た
経
験
を
踏
ま
え
る
と
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、

そ
の
実
施
の
過
程
で
直
面
す
る
壁
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
な
ん
ら
か
の
有
効
な
方
策
を
考
え
る
こ
と
が
現
実
的
な
打
開
策
と
し
て
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
観

点
か
ら
、
次
章
で
は
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
の
形
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
概
説
し
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
ケ

イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
も
つ
意
義
と
強
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
．
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
提
唱
と
発
展
に
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
一
九
九
八
年
に
ア
ジ
ア
人
で
初
め
て
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
イ

ン
ド
出
身
の
経
済
学
者
で
あ
り
、
人
間
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
の
開
発
に
も
貢
献
し
た
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
で
あ
る
。
厚
生
経
済
学
の
研
究
者
で
あ
る
セ
ン
は
、
何
を
基
準

に
し
て
開
発
の
達
成
度
や
生
活
水
準
を
測
る
べ
き
か
に
関
し
、
イ
ン
ド
の
状
況
等
を
実
証
的
に
研
究
し
、
す
べ
て
の
人
が
公
正
か
つ
平
等
に
恩
恵
を
享
受
で
き
る
よ
う
な

形
で
開
発
や
発
展
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
関
し
、
多
大
な
貢
献
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
幼
少
時
代
に
経
験
し
た
ベ
ン
ガ
ル
大
飢
饉
の
際
に
、
食
糧
不
足
や
飢
餓
が
、
特
定

の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
一
方
、
他
の
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
経

（
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験
か
ら
一
国
単
位
あ
る
い
は
平
均
値
で
貧
困
や
飢
餓
を
理
解
す
る
こ
と
の
不
十
分
さ
や
不
公
正
さ
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
状
況
を
克
服
す
る
た
め
の
開
発
ア

プ
ロ
ー
チ
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
近
年
の
著
作
で
あ
る
『
不
平
等
の
再
検
討
』
や
『
自
由
と
経
済
開
発
』
で
は
、
セ
ン
は
、
自
由
の
実
現
こ
そ
が
開
発
の
目
標
で
あ
る
と

論
じ
、
各
人
の
自
由
を
評
価
す
る
た
め
に
最
も
適
切
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
）
の
意
義
を
論
じ
て
き
た
。
本
稿

で
は
、セ
ン
と
、特
に
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
に
焦
点
を
あ
て
て
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
効
性
を
論
じ
て
き
た
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
議
論
を
中
心
に
同
ア
プ
ロ
ー

チ
の
説
明
を
お
こ
な
う
。

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
前
章
で
説
明
し
た
経
済
成
長
を
最
重
視
す
る
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
経
済
成
長
至
上

主
義
へ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
い
う
こ
と
で
は
人
間
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
人
間
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
を
発
展
さ
せ
た
功
労
者
の
一
人
も
セ
ン

な
の
だ
が
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
間
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
を
個
々
人
に
焦
点
を
あ
て
る
形
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
心
を
成
す
の
は
以
下
の
認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
豊
か
で
幸
福
な
生
活
を
実
現
す
る
と
い
う
開
発
の
目
標
の
核
心
は
、「
個
々

人
が
、
実
際
に
何
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」、
さ
ら
に
は
「
個
々
人
は
、
ど
の
よ
う
な
機
会
を
実
際
に
手

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
質
問
に
答
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
質
問
へ
の
答
え
が
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お

い
て
は
、
個
々
人
は
「
手
段
」
で
は
な
く
「
目
的
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
個
々
人
が
実
際
に
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
で
あ
り
、
社
会
を
全
体

と
し
て
み
た
と
き
の
福
祉
や
、あ
る
い
は
平
均
値
と
し
て
の
福
祉
で
は
な
い
。
本
稿
の
主
要
な
関
心
で
あ
る
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
と
の
関
連
で
言
う
な
ら
ば
、女
性
は
、

夫
や
他
の
家
族
の
た
め
に
働
き
、
夫
の
家
の
子
ど
も
を
産
み
、
夫
や
他
の
家
族
の
福
祉
を
実
現
す
る
た
め
に
存
在
す
る
「
手
段
」
で
は
な
く
、
彼
女
自
身
が
「
目
的
」
と

し
て
扱
わ
れ
る
存
在
、
つ
ま
り
「
自
身
の
存
在
を
肯
定
さ
れ
」「
能
力
や
可
能
性
を
尊
重
さ
れ
」「
自
分
の
意
思
を
自
由
に
表
明
し
、
選
択
を
お
こ
な
う
」
存
在
と
し
て
扱

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
さ
れ
る
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
ち
い
ら
れ
て
き
た
国
内
総
生
産
等
に
よ
っ
て
開
発
や
発
展
を
測
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、

こ
う
し
た
状
況
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、場
合
に
よ
っ
て
は
覆
い
隠
す
方
向
に
作
用
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
。女
性
は
結
婚
し
て
家
を
出
て
し
ま
い
、

そ
の
後
は
夫
の
家
に
奉
仕
す
る
存
在
に
な
る
の
だ
か
ら
学
校
に
行
く
必
要
は
な
い
と
い
う
認
識
の
も
と
で
、
女
性
に
は
学
校
に
通
う
機
会
が
与
え
ら
れ
ず
、
場
合
に
よ
っ

て
は
一
〇
代
の
前
半
で
親
が
決
め
た
相
手
と
結
婚
す
る
よ
う
な
状
況
、
あ
る
い
は
女
性
に
は
土
地
を
始
め
と
す
る
財
産
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
状
況
で

は
、
国
内
総
生
産
が
増
加
し
た
と
し
て
も
、
女
性
の
生
活
に
は
大
き
な
変
化
は
起
こ
ら
な
い
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
場
合
、
産
業
化
や
近
代
化
に
よ
る
様
々
な
変
化

（
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の
恩
恵
を
男
性
だ
け
が
享
受
し
、
女
性
と
男
性
が
手
に
す
る
機
会
や
選
択
肢
の
格
差
は
、
以
前
よ
り
も
拡
が
る
可
能
性
も
存
在
す
る
。

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
視
す
る
の
は
、
従
っ
て
、「
選
択
」
で
あ
り
「
自
由
」
で
あ
り
、
社
会
が
人
々
に
保
障
す
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
機
会
で
あ
り
、

実
質
的
な
自
由
で
あ
る
。
人
々
は
、
そ
う
し
た
機
会
や
自
由
を
行
使
し
て
も
い
い
し
、
行
使
し
な
く
て
も
い
い
。
そ
の
選
択
を
お
こ
な
う
の
は
人
々
自
身
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
価
値
に
関
し
多
元
的
で
あ
る
。
個
々
人
の
機
会
と
選
択
を
重
視
す
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
達
成

で
き
る
も
の
は
、
量
だ
け
で
な
く
質
の
点
で
も
人
に
よ
っ
て
様
々
に
異
な
り
、
単
一
の
数
値
的
指
標
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
登
場
し
た
背
景
と
そ
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
、開
発
や
発
展
を
評
価
す
る
際
の
枠
組
と
な
っ
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
主
要
な
社
会
・

政
治
理
論
に
対
し
て
セ
ン
や
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
お
こ
な
っ
て
い
る
批
判
的
検
討
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
最
も
一
般
的
に
も
ち
い
ら
れ
て
き
た
、
国
民
総
生
産
や
国
内
総
生
産
等
の
一
国
単
位
の
生
産
量
に
よ
っ
て
開
発
を
評
価
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
分
配
の
問
題

を
扱
う
こ
と
が
で
き
ず
、従
っ
て
、国
内
に
存
在
す
る
不
平
等
や
差
別
の
問
題
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
た
め
に
適
切
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、「
選
好
の
満
足
度
」
に
よ
っ

て
社
会
を
評
価
す
る
功
利
主
義
に
つ
い
て
は
、
社
会
を
総
体
と
し
て
認
識
し
、
総
体
あ
る
い
は
平
均
に
よ
り
幸
福
を
測
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
人
の
特
徴
や
違
い
に
目

を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
功
利
主
義
で
は
、
価
値
を
単
一
の
数
値
的
尺
度
に
置
き
換
え
て
社
会
に
お
け
る
福
祉
を
測
る
が
、
セ
ン
や
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、

生
活
の
質
は
、
様
々
な
異
な
る
特
徴
を
も
つ
諸
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
功
利
主
義
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
単
一
の
尺
度
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、「
満
足
」
は
、
生
活
の
質
を
測
る
際
の
信
頼
で
き
る
指
標
で
は
な
い
と
い
う
課
題
が
存
在
す
る
。
恵
ま
れ
た
状
態
に
な
い
人
は
、
生
ま
れ

た
と
き
か
ら
そ
の
よ
う
な
状
況
で
育
っ
て
い
る
場
合
に
は
特
に
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
自
ら
に
と
っ
て
の
所
与
の
条
件
だ
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
自
分
た
ち
の
希
望
を

実
現
可
能
な
低
い
レ
ベ
ル
に
お
く
こ
と
で
満
足
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
人
た
ち
が
生
き
延
び
る
た
め
の
戦
略
の
一
つ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
一
九
四
三
年
の
ベ
ン

ガ
ル
大
飢
饉
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
、
夫
を
亡
く
し
た
女
性
と
、
妻
を
亡
く
し
た
男
性
へ
の
健
康
に
関
す
る
調
査
結
果
を
分
析
し
、
セ
ン
は
、「
低
い
生
活
水
準
や
苦
境
を
黙
っ

て
受
け
入
れ
て
い
れ
ば
、
幸
福
を
測
る
た
め
の
尺
度
は
異
な
る
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
、
功
利
主
義
の
計
算
法
で
は
、
こ
の
歪
み
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
結

論
づ
け
。
こ
う
し
た
歪
み
を
「
適
応
型
選
好
（adaptive preferen

ces

）」
と
名
付
け
た
。

ま
た
、
ロ
ー
ル
ズ
に
代
表
さ
れ
る
基
本
的
資
源
の
集
合
に
焦
点
を
あ
て
、
リ
ス
ト
に
載
っ
た
資
源
に
関
し
、
そ
の
分
配
を
問
題
に
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
功

利
主
義
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
有
効
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
資
源
の
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
福
祉
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
資
源
へ
の
ニ
ー
ズ
が
個
々
人
に
よ
っ
て
様
々
に

異
な
り
、
ま
た
資
源
を
価
値
の
あ
る
機
能
（fu

n
ction

in
g

）
に
変
換
す
る
能
力
に
も
個
々
人
で
違
い
が
あ
る
た
め
に
、
一
人
一
人
に
焦
点
を
あ
て
て
福
祉
を
評
価
す
る
た
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め
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
妊
娠
中
あ
る
い
は
授
乳
中
の
女
性
は
、
そ
う
で
な
い
女
性
よ
り
も
多
く
の
栄
養
を
必
要
と
す
る
し
、
手
足
に
麻
痺
が
あ
る

人
は
、
そ
う
で
な
い
人
に
比
べ
、
同
じ
距
離
を
動
く
の
に
、
よ
り
多
く
の
資
源
を
必
要
と
す
る
。
こ
う
し
た
違
い
は
、
様
々
な
理
由
に
基
づ
く
不
平
等
や
差
別
や
偏
見
が
原

因
と
な
り
、
よ
り
明
確
に
表
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
セ
ン
や
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、「
あ
る
人
が
、
ど
れ
く
ら
い
満
足
を
感
じ
て
い
る
の
か
」
を
問
題
に
す
る
功
利
主
義
で
も
な
く
、「
ど
れ
く
ら
い

の
資
源
を
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
を
問
題
に
す
る
ロ
ー
ル
ズ
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
も
な
く
、「
あ
る
人
は
、
現
実
に
何
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
ど
の
よ
う
な
状
態

に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
を
問
い
、「
そ
の
た
め
の
機
会
が
あ
る
か
ど
う
か
」
を
問
う
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
社
会
を
構
成
す
る
様
々
な
個
人
の
豊
か

さ
や
福
祉
を
把
握
し
、
そ
し
て
様
々
な
社
会
や
国
家
間
の
豊
か
さ
や
福
祉
を
比
較
す
る
た
め
の
最
も
適
切
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

国
際
法
学
者
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
代
表
さ
れ
る
、
女
性
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
、
国
境
を
越
え
た
（tran

sn
ation

al

）

動
き
と
取
り
組
み
の
な
か
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
位
置
づ
け
、
権
利
保
護
の
際
の
焦
点
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
限
ら
れ
た
効
果
し
か
発
揮

し
得
な
い
法
的
保
障
の
提
供
か
ら
、国
家
の
法
お
よ
び
政
策
に
よ
る
個
々
人
の
生
活
の
質
の
具
体
的
な
保
障
に
移
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
ま
た
、「
第

一
世
代
（
市
民
的
政
治
的
権
利
）」「
第
二
世
代
（
社
会
的
経
済
的
権
利
）」
と
い
っ
た
、
現
在
で
は
相
互
補
完
性
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
歴
史
的

な
溝
が
存
在
す
る
領
域
に
つ
い
て
、一
体
的
に
扱
わ
れ
る
た
め
の
よ
り
有
効
な
概
念
枠
組
に
な
る
と
す
る
。
特
に
女
性
の
権
利
に
関
し
て
は
、ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
り
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
様
々
な
権
利
を
実
際
に
保
障
す
る
際
の
国
家
の
義
務
の
幅
を
拡
げ
る
と
同
時
に
、
義
務
の
幅
を
明
確
に
規
定
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
と
す
る
。
現
在
の
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
政
府
報
告
書
審
査
で
は
、
憲
法
が
定
め
る
平
等
規
定
を
説
明
す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
な
報
告
と
さ
れ
て
し
ま

う
が
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
ち
い
る
こ
と
に
よ
り
、
形
式
的
な
権
利
の
保
障
か
ら
、
平
等
の
実
現
を
阻
む
構
造
的
な
課
題
の
検
討
へ
と
審
査
の
性
質
が

変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
各
条
約
体
は
、
権
利
保
障
の
実
際
に
つ
い
て
の
広
汎
な
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
基
づ
き

権
利
の
実
現
に
向
け
て
経
験
に
基
づ
い
た
戦
略
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
に
積
極
的
な
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

四
．
中
心
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
は
何
か
―
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
る
一
〇
項
目
の
リ
ス
ト

「
何
が
で
き
、
何
に
な
れ
る
か
」
へ
の
答
え
が
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
し
て
、
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
概
念

（
32
）

（
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）
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）

（
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）

（
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）
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）
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な
の
だ
ろ
う
か
。
セ
ン
は
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
、
選
択
し
行
動
す
る
機
会
か
ら
成
る
「
実
体
の
あ
る
自
由
（su

bstan
tial freedom

s

）」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
、
ま

た
、
達
成
可
能
な
機
能
の
様
々
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
と
す
る
。
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
あ
る
人
間
に
内
在
す
る
能
力
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
の
能
力
と
政
治
的
、
社
会

的
、
経
済
的
環
境
が
絡
み
合
っ
て
つ
く
ら
れ
る
自
由
で
あ
り
、
機
会
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、
個
人
の
能
力
に
加
え
て
、
政
治

的
、
社
会
的
、
経
済
的
環
境
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
こ
れ
ら
の
「
実
体
の
あ
る
自
由
」、
つ
ま
り
セ
ン
の
言
う
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
指
し
て
、

複
合
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
（com

bin
ed capabilities

）
と
呼
ん
で
い
る
。
あ
る
人
間
が
、
彼
女
／
彼
に
固
有
の
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
状
況
の
な
か
で
手
に
し
て
い

る
選
択
と
行
動
の
機
会
の
総
体
が
複
合
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
複
合
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
に
は
、
性
格
、
知
的
情
緒
的
能
力
、
身
体
や
健
康
の
状
態
と
い
っ
た
個

人
の
も
つ
種
々
の
特
徴
が
深
く
関
係
は
す
る
も
の
の
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
個
人
の
特
徴
は
複
合
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
一
部
で
あ
っ
て
、
複
合
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
性
格
、
知
的
情
緒
的
能
力
、
健
康
状
態
等
の
、
変
化
す
る
個
人
の
性
質
や
特
徴
を
指
し
て
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
内
在
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
（in

tern
al 

capabilities

）
と
呼
ぶ
。
内
在
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
生
来
的
な
性
質
や
特
徴
で
は
な
く
、
教
育
や
訓
練
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
性
質
や
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
多
く

の
場
合
、
社
会
、
経
済
、
家
庭
、
政
治
環
境
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
育
み
た
い
と
考
え
る
社
会
が
お

こ
な
う
べ
き
こ
と
は
、
内
在
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
発
達
を
支
援
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

で
は
、
複
合
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
内
在
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
な
ぜ
重
要
な
の
か
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
を
実
現
す
る
こ
と
は
、

良
識
あ
る
社
会
（decen

t society

）
が
果
た
す
べ
き
二
種
類
の
、
重
な
り
合
っ
て
は
い
る
が
、
別
の
役
割
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
国
に
育
ち
教
育
を
受

け
た
人
は
、
政
治
に
関
す
る
意
見
を
自
由
に
口
に
す
る
能
力
（
内
在
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
）
は
身
に
つ
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
国
内
に
表
現
の
自
由
が
存
在
し
な

け
れ
ば
、社
会
は
彼
女
／
彼
が
政
治
的
意
見
を
口
に
す
る
自
由
と
機
会
（
複
合
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
）
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
政
治
に
参
加
す
る
能
力
（
内
在
的

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
）
が
あ
っ
て
も
、
移
住
者
で
あ
る
た
め
に
法
的
権
利
が
な
く
、
従
っ
て
、
政
治
参
加
の
機
会
を
手
に
す
る
こ
と
が
叶
わ
ず
、
複
合
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ

を
行
使
で
き
な
い
場
合
も
存
在
す
る
。

さ
ら
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
内
在
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
、
人
間
が
生
来
的
に
も
っ
て
い
る
様
々
な
能
力
を
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
生
来
的
な
能
力

を
基
礎
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
（basic capabilities

）
と
呼
ぶ
。
基
礎
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
遺
伝
子
だ
け
で
は
な
く
胎
児
の
時
代
の
栄
養
や
経
験
に
影
響
さ
れ
る
ケ

イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
生
ま
れ
た
後
の
発
達
や
学
び
を
可
能
に
す
る
。

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
概
念
に
機
能
（fu

n
ction

in
g

）
が
あ
る
が
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
機
能
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
が
も
ち
い
る
有
名
な

（
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）
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例
を
挙
げ
よ
う
。
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
飢
餓
状
態
に
あ
る
人
と
断
食
を
お
こ
な
っ
て
い
る
人
は
、
栄
養
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
同
様
の
機
能
を
有
す
る
（
実
現
し
て

い
る
）
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
同
様
で
は
な
い
。
断
食
を
お
こ
な
っ
て
い
る
人
は
、断
食
を
お
こ
な
わ
な
い
（
あ
る
い
は
止
め
る
）

と
い
う
選
択
が
で
き
る
が
、
飢
餓
状
態
に
あ
る
人
に
は
そ
う
し
た
選
択
肢
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
セ
ン
は
、
社
会
が
政
治
的
目
標
と
し
て
掲
げ
る
べ
き
で
あ
る
の

は
、
機
能
の
実
現
で
は
な
く
て
、
個
人
の
選
択
と
自
由
を
尊
重
す
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
実
現
で
あ
る
と
す
る
。

ど
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
が
最
も
大
切
か
は
、セ
ン
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム
双
方
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、セ
ン
は
、そ
れ
に
つ
い
て
体
系
的
な
答
え
は
出
し
て
い
な
い
。

ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
そ
れ
に
対
し
て
は
批
判
的
で
、
各
国
間
の
比
較
を
お
こ
な
う
こ
と
が
セ
ン
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
主
要
な
目
的
で
あ
る
な
ら
体
系
的
な

答
え
を
出
さ
な
い
こ
と
に
相
応
の
理
由
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
民
主
主
義
、
そ
し
て
正
義
に
関
す
る
理
論
を
構
築
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
中
味
に

言
及
し
な
い
の
は
賢
明
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、規
範
的
な
法
律
あ
る
い
は
政
策
を
つ
く
る
た
め
に
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
ち
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
中
味
を
吟
味
し
、異
な
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
間
で
、ど
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
が
重
要
か
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
際
に
、

ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
最
も
重
要
と
考
え
る
の
は
尊
厳（dign

ity

）と
尊
敬（respect

）で
あ
る
。
そ
し
て
、「
選
択
」す
る
自
由
が
重
要
で
あ
る
と
は
い
え
、政
府
は
、人
々
に
対
し
、

尊
敬
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
か
ど
う
か
を
選
ば
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
同
様
な
理
由
で
、
た
と
え
多
数
に
支
持
さ
れ
、
ま
た
自
発
的
に
当
事
者
間
で
契
約
が
結
ば
れ

る
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
奴
隷
制
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
重
視
す
る
の
は
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
に
よ
り
人
生
が
人
間
の
尊
厳
に
値
し
な
い
も
の
に
な
る
よ
う
な
、
中
心
的
な
自
由
の
諸
領
域
を
保
護
す
る
こ
と
で

あ
る
が
、
何
が
中
心
的
な
自
由
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
夫
と
の
性
交
渉
に
応
じ
な
い
と
い
う
選
択
が
、
女
性
の
身
体
的
統
合
に
と
っ

て
重
要
な
権
利
で
あ
る
こ
と
は
、
長
い
間
、
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
そ
の
際
に
必
要
な
の
は
、
課
題
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
で
あ
り
、
問
題
に
な
っ

て
い
る
自
由
が
、
人
間
の
尊
厳
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
議
論
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ど
ち
ら
の
意
見
を
支
持
す
る
人
間
が

多
い
か
で
は
な
く
議
論
の
質
で
あ
る
と
し
、
多
く
の
事
柄
は
そ
の
時
々
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
政
治
過
程
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

何
が
最
も
重
要
な
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
か
に
つ
い
て
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
セ
ン
と
異
な
り
、
明
確
な
リ
ス
ト
を
提
示
す
る
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
、
最
低
限
、
一
定
以
上
の
レ

ベ
ル
を
保
障
す
べ
き
「
中
心
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
（C

en
tral C

apabilities

）」
と
し
て
掲
げ
る
一
〇
項
目
の
リ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、

政
府
に
は
、
以
下
の
一
〇
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
し
、
最
低
線
を
超
え
る
レ
ベ
ル
の
状
況
を
す
べ
て
の
人
が
実
現
す
る
た
め
の
社
会
的
基
盤
を
保
障
す
る
任
務
が
あ
る
。

（
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1　

生
命

　
　

若
く
し
て
命
を
落
と
し
た
り
、
生
き
る
に
値
し
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
通
常
の
長
さ
の
人
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　

2　

身
体
的
健
康

　
　

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
を
含
め
、
健
康
で
い
ら
れ
る
こ
と
。
適
切
に
栄
養
を
摂
取
で
き
る
こ
と
。
適
切
な
住
ま
い
が
あ
る
こ
と
。

　

3　

身
体
的
統
合
（B

odily in
tegrity

）

　

  　

自
由
に
移
動
で
き
る
こ
と
。
性
的
暴
力
や
家
庭
内
暴
力
を
含
め
、
暴
力
的
な
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
な
い
こ
と
。
性
的
満
足
の
機
会
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
関
連
す

る
選
択
を
お
こ
な
う
機
会
が
あ
る
こ
と
。

　

4　

感
覚
（sen

ses

）・
想
像
力
・
思
考

　

  　

想
像
し
、
考
え
、
判
断
す
る
た
め
に
感
覚
を
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
「
真
に
人
間
的
な
」
方
法
、
す
な
わ
ち
、
適
切
な
教
育
に
よ
っ
て
情

報
や
知
識
を
身
に
つ
け
た
方
法
で
物
事
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
適
切
な
教
育
に
は
識
字
能
力
や
基
礎
的
な
数
学
的
お
よ
び
科
学
的
素
養
が
含
ま
れ
る
が
、

決
し
て
そ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
身
が
選
ん
だ
、
宗
教
、
文
学
、
音
楽
等
に
関
す
る
作
品
や
活
動
を
経
験
し
た
り
、
創
造
す
る
こ
と
と
の
関
連
で
、

想
像
力
や
思
考
を
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
政
治
的
、
芸
術
的
表
現
の
両
方
に
関
す
る
表
現
の
自
由
と
宗
教
的
実
践
の
自
由
を
保
障
さ
れ
た
形
で
自
身
の
理

性
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
楽
し
い
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
不
必
要
な
痛
み
を
回
避
で
き
る
こ
と
。

　

5　

感
情

　

  　

自
身
と
、
異
な
る
物
事
や
人
々
に
愛
着
を
も
て
る
こ
と
。
私
た
ち
を
愛
し
思
い
や
り
を
示
し
て
く
れ
る
人
た
ち
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
が

い
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
悲
し
み
を
表
現
で
き
る
こ
と
。
一
般
的
に
、
愛
す
る
こ
と
が
で
き
、
悲
し
む
こ
と
が
で
き
、
憧
れ
、
感
謝
、
正
当
な
怒
り
を
経
験
で
き
る

こ
と
。
感
情
の
発
達
が
、
恐
怖
や
怒
り
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
な
い
こ
と
。（
こ
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
支
持
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
記
し
た
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
発
達
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に
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
様
々
な
形
の
人
間
の
つ
な
が
り
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
。）

　

6　

実
践
理
性

　

  　

善
に
関
す
る
思
考
（
観
念
）
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
身
の
人
生
設
計
を
批
判
的
に
考
察
で
き
る
こ
と
。（
こ
れ
に
は
、
良
心
の
自
由
お
よ
び
宗
教
上
の
儀
式

や
行
事
の
保
護
が
伴
う
。）

　

7　

つ
な
が
り
／
結
び
つ
き
（A

ffiliation

）

　

  　
（
Ａ
）
他
人
と
と
も
に
、
そ
し
て
他
人
の
た
め
に
な
り
な
が
ら
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
他
の
人
間
を
認
め
、
関
心
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
様
々
な
形

の
社
会
的
交
流
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
他
人
が
お
か
れ
た
状
況
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。（
こ
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
こ
れ

ら
の
つ
な
が
り
を
創
り
出
し
、
育
て
る
組
織
を
擁
護
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
集
会
結
社
と
政
治
的
表
現
の
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。）

　

  　
（
Ｂ
）
自
尊
感
情
を
も
ち
侮
辱
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
的
基
盤
（social bases

）
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
他
人
と
平
等
の
価
値
を
も
つ
尊
厳
あ
る
存
在
と
し
て

扱
わ
れ
う
る
こ
と
。
こ
れ
に
は
、
人
種
、
性
別
、
性
的
指
向
、
民
族
、
カ
ー
ス
ト
、
宗
教
、
出
身
国
を
理
由
と
す
る
差
別
を
受
け
な
い
こ
と
が
含
ま
れ
る
。

　

8　

他
の
様
々
な
種
（species

）

　

  　

動
物
、
植
物
、
自
然
に
関
心
を
示
し
、
そ
し
て
関
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　

9　

遊
び

　

  　

笑
い
、
遊
び
、
余
暇
の
活
動
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　

10　

自
身
の
環
境
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

  　
（
Ａ
）「
政
治
的
」
自
身
の
生
活
に
影
響
を
与
え
る
政
治
的
選
択
に
効
果
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
政
治
参
加
、
表
現
の
自
由
、
集
会
結
社
の
自
由
に
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対
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
。

　

  　
（
Ｂ
）「
物
質
的
」
財
産
（
土
地
と
動
産
の
両
方
）
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
人
と
平
等
の
所
有
権
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
他
人
と
平
等
の
労
働
権
を
も
っ
て

い
る
こ
と
。
不
当
な
捜
索
や
差
し
押
さ
え
を
受
け
な
い
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
労
働
に
関
し
て
は
、
実
践
理
性
を
行
使
し
、
他
の
労
働
者
と
相
互
に
認
め

合
い
、
意
味
の
あ
る
関
係
を
築
き
、
人
間
ら
し
く
仕
事
が
で
き
る
こ
と
。

ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
政
府
が
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
社
会
的
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
健
康
」
そ
の

も
の
を
提
供
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
健
康
で
い
ら
れ
る
た
め
の
社
会
的
基
礎
」
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
、
決
し
て
最
終
的
な
も
の
で
も

固
定
的
な
も
の
で
も
な
く
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
実
践
の
深
化
に
伴
っ
て
、
リ
ス
ト
は
常
に
作
り
か
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

五
．「
適
応
型
選
好
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

セ
ン
や
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
効
性
を
強
調
す
る
な
か
で
、
特
に
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
関
連
で
、
女
性
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
適
応
型
選
好
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
女
性
が
権
利
を
実
現
し
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
を
目
指
す
際
に
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
枠
組

と
し
て
適
応
型
選
好
と
い
う
概
念
が
果
た
す
意
義
、
お
よ
び
適
応
型
選
好
の
理
解
に
よ
り
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
の
形
で
あ
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、

女
性
の
権
利
の
実
現
に
と
っ
て
、
よ
り
効
果
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
要
因
を
提
供
す
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
。

功
利
主
義
は
現
実
の
経
済
社
会
政
策
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
思
想
だ
が
、
功
利
主
義
に
お
い
て
は
、
人
間
が
合
理
的
な
判
断
の
結
果
と
し
て
選
び
取
る
行
動

や
状
態
を
選
好
と
称
し
、
選
好
を
社
会
と
し
て
最
大
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
社
会
は
よ
り
豊
か
な
状
態
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
る
。
そ
こ
で
は
、
個
々
人
は
、
自
ら
の

福
祉
を
最
大
化
す
る
た
め
に
合
理
的
な
選
択
を
お
こ
な
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
セ
ン
や
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、「
合
理
的
な
判
断
」
と
考
え
ら
れ
て

い
る
様
々
な
選
択
（
選
好
）
が
、
実
は
、
種
々
の
制
約
を
反
映
し
た
選
択
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
適
応
型
選
好
」
と
名
付
け
た
。
適
応
型
選
好
に
お
い
て
は
、
人
は
、
自

分
が
お
か
れ
た
状
況
の
な
か
で
実
現
可
能
な
水
準
の
状
態
で
満
足
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
様
々
な
理
由
で
、
そ
れ
以
外
の
状
態
や
選
択
は
望
む
べ
く
も
な
い
と
考
え
る
状

況
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
差
別
や
偏
見
と
い
っ
た
不
平
等
の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
が
多
い
。

（
55
）

（
56
）

（
57
）

（
58
）

（
59
）
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た
と
え
ば
、
前
章
で
言
及
し
た
、
セ
ン
が
紹
介
す
る
一
九
四
三
年
の
ベ
ン
ガ
ル
大
飢
饉
の
際
に
お
こ
な
わ
れ
た
調
査
を
例
に
挙
げ
よ
う
。
ベ
ン
ガ
ル
大
飢
饉
の
翌
年
で

あ
る
一
九
四
四
年
に
全
イ
ン
ド
公
衆
衛
生
保
健
研
究
所
が
調
査
を
お
こ
な
っ
た
際
、「
病
気
が
あ
る
、
ま
た
は
健
康
で
は
な
い
」
と
答
え
た
人
々
の
割
合
を
、
夫
を
亡
く
し

た
女
性
と
妻
を
亡
く
し
た
男
性
に
分
け
て
集
計
し
た
と
こ
ろ
、
妻
を
亡
く
し
た
男
性
で
は
四
八
・
五
％
が
「
病
気
が
あ
る
、
ま
た
は
健
康
で
は
な
い
」
と
答
え
た
の
に
対
し
、

夫
を
亡
く
し
た
妻
で
同
様
に
答
え
た
の
は
二
・
五
％
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
健
康
で
は
な
い
」
と
答
え
た
人
の
割
合
を
み
る
と
、
妻
を
亡
く
し
た
男
性
で
は
四
五
・
六
％
が

「
健
康
で
は
な
い
」
と
答
え
た
の
に
対
し
、
夫
を
亡
く
し
た
妻
で
「
健
康
で
は
な
い
」
と
答
え
た
人
は
い
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
で
は
、
夫
を
亡
く
し
た
妻
は
、
実
家
に
戻
る

こ
と
を
拒
否
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
ま
た
、
一
人
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
元
々
、
栄
養
状
態
に
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
多
い
と
い
う

背
景
も
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
調
査
結
果
に
接
す
る
と
、
女
性
が
、
自
分
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
、
決
し
て
望
ま
し
く
は
な
い
状
態
で
「
健

康
」
と
認
識
し
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
容
易
に
推
測
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
夫
を
亡
く
し
た
女
性
の
健
康
状
態
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
現
実
を
反

映
し
な
い
理
解
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
と
セ
ン
は
結
論
づ
け
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
学
校
に
行
く
機
会
が
な
く
、
女
性
に
は
教
育
は
必
要
な
い
と
言
わ
れ
て
育
ち
、

そ
の
考
え
方
を
内
面
化
し
て
し
ま
っ
た
女
性
は
、
学
ぶ
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
重
要
だ
と
は
考
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
女
性
に
「
学
校
に
行
き

た
い
で
す
か
」
あ
る
い
は
「
読
み
書
き
を
学
び
た
い
で
す
か
」
と
尋
ね
て
も
、「
行
き
た
く
な
い
」「
学
び
た
い
と
思
わ
な
い
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
可
能
性
は
高
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
セ
ン
は
、
今
あ
る
選
好
に
基
づ
い
て
社
会
政
策
を
考
え
る
こ
と
に
は
重
大
な
懸
念
が
あ
る
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、
女
性
の
側
に
識
字
教
育
の

要
望
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
女
性
の
識
字
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
公
的
な
投
資
を
お
こ
な
う
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
す
る
。

ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
適
応
型
選
好
が
存
在
す
る
の
は
、
イ
ン
ド
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
途
上
国
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
女
が
暮
ら
す
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
同
様
な
事

例
が
存
在
す
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
日
本
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
社
会
に
共
有
さ
れ
た
一
般
的
な
規
範
と
し
て
「
教
育
を
受
け
る
こ
と
は
大
切
だ
」
と
い

う
情
報
を
受
け
取
っ
て
い
て
も
、
家
庭
さ
ら
に
は
学
校
で
「
女
性
は
大
学
ま
で
行
く
必
要
は
な
い
」
と
言
わ
れ
、
ま
た
同
様
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
メ
デ
ィ
ア
等
か
ら
受
け
取
っ

て
い
れ
ば
、
大
学
ま
で
行
こ
う
と
い
う
希
望
を
も
つ
女
性
は
非
常
に
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
経
済
的
自
立
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
し
、
様
々
な
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
に
女

性
が
つ
く
こ
と
に
関
し
て
も
、「
女
性
に
は
無
理
」「
女
性
に
は
向
い
て
い
な
い
」「
組
織
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
環
境
で
育
て
ば
、
そ
う
し
た
立
場

に
つ
く
こ
と
に
関
し
、
希
望
や
意
欲
は
抱
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、「
暴
力
は
良
く
な
い
」
と
わ
か
っ
て
は
い
て
も
、「
夫
が
妻
を
た
た
く
の
は
妻
が
き
ち
ん
と

つ
と
め
を
果
た
し
て
い
な
い
か
ら
だ
」「
そ
れ
く
ら
い
毅
然
と
し
た
態
度
を
と
る
方
が
男
ら
し
い
」
と
い
っ
た
意
識
が
女
性
の
な
か
に
深
く
内
面
化
さ
れ
て
い
れ
ば
、
夫
か

ら
自
分
へ
の
暴
力
（
肉
体
的
・
物
理
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
言
語
的
な
も
の
や
心
理
的
な
も
の
も
含
め
）
を
暴
力
と
は
認
識
で
き
ず
、
従
っ
て
暴
力
の
不
安
に
悩
ま
さ

（
60
）

（
61
）

（
62
）
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れ
る
こ
と
の
な
い
状
態
を
望
む
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
選
好
を
、
そ
の
ま
ま
功
利
主
義
者
が
考
え
る
選
好
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
社
会
に
存
在
す
る
偏
見

や
固
定
観
念
や
不
平
等
を
そ
の
ま
ま
温
存
し
、
あ
る
い
は
強
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
と
女
性
の
権
利
の
実
現
を
考
え
る
う
え
で
、
適
応
型
選
好

が
果
た
す
役
割
と
及
ぼ
す
影
響
を
視
野
に
入
れ
た
政
策
と
取
り
組
み
を
考
え
る
こ
と
に
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

適
応
型
選
好
の
最
大
の
特
徴
は
、「
適
応
」
の
結
果
の
選
好
だ
と
い
う
こ
と
が
当
事
者
に
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
認
識
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
自

分
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
、
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
で
様
々
な
軋
轢
に
遭
遇
す
る
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、
解
決
方
法
の
模
索
と
提
示
も
含
め
、

ま
だ
対
応
は
簡
単
か
も
し
れ
な
い
。

問
題
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
適
応
型
選
好
が
、
適
応
を
女
性
に
意
識
さ
せ
な
い
形
で
、
し
か
も
、
そ
れ
が
最
善
の
選
択
肢
で
あ
る
か
の
よ
う
に
女
性
に
立
ち
現
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
強
化
し
て
い
る
の
は
、
適
応
型
選
好
が
、
当
該
社
会
に
お
け
る
有
力
な
規
範
に
お
い
て
は
最
も
望
ま
し
い
選
択
で
あ
る
か
の
よ

う
に
扱
わ
れ
る
場
合
が
多
い
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
も
望
ま
し
い
選
択
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
背
景
に
は
、
往
々
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
選
択
が
、

当
該
社
会
の
文
化
や
伝
統
に
則
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
状
況
が
存
在
す
る
。
文
化
や
伝
統
は
、
女
性
の
権
利
実
現
を
阻
む
最
大
の
要
因
の
一
つ
で
あ
り
、
権
利
ア
プ
ロ
ー

チ
が
そ
の
意
義
を
発
揮
す
る
た
め
の
最
大
の
難
問
の
一
つ
だ
が
、
適
応
型
選
好
と
い
う
概
念
を
も
ち
い
る
こ
と
に
よ
り
、
文
化
や
伝
統
に
よ
る
選
好
の
歪
み
を
、
う
ま
く

説
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
適
応
型
選
好
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
、
そ
し
て
克
服
す
る
か
は
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
の
有
効
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
避
け
て
は
通

れ
な
い
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
適
応
型
選
好
を
克
服
し
つ
つ
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
を
推
進
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
可
能
だ
と
す
る
と
、
ど
ん
な
条
件
が

必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

六
．
適
応
型
選
好
を
越
え
て
―
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
適
応
型
選
好
を
克
服
で
き
る
か

権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、
権
利
は
「
欧
米
を
起
源
と
す
る
」
概
念
で
あ
り
、
ま
た
「（
し
ば
し
ば
欧
米
志
向
の
）
教
育
を
受
け
た
エ
リ
ー
ト
層
が
好
む
」
概
念
で

あ
る
と
し
て
、
地
域
や
共
同
体
に
は
な
じ
ま
な
い
と
い
う
抵
抗
感
が
示
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
ち
い
て
女
性
の
状
況
を
改
善
し
よ
う
と

す
る
際
に
、
常
に
ぶ
ち
あ
た
る
壁
と
し
て
、
伝
統
・
文
化
を
理
由
と
す
る
反
発
が
あ
る
。
筆
者
が
イ
ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
お
こ
な
っ
た
調
査
で
は
、
権
利
意
識
を
身
に

つ
け
、
自
分
の
意
見
を
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
女
性
た
ち
に
対
し
、「
自
分
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
く
な
っ
た
」「
自
分
の
こ
と
を
尊
敬
し
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
反
発
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が
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
抵
抗
や
反
発
は
、
夫
を
始
め
、
最
も
身
近
な
家
族
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
先
述
し
た
適
応
型
選
好
を
選
ぶ
際
に
も
、
伝
統
や
文
化
が

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
場
合
は
多
い
。
個
人
が
自
由
に
発
言
し
、
あ
る
い
は
機
会
を
得
よ
う
と
す
る
際
に
、
そ
れ
が
地
域
や
共
同
体
の
規
範
と
衝
突
す
る
場
合
、
も

ち
だ
さ
れ
る
最
も
強
力
な
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
当
該
地
域
の
文
化
や
伝
統
と
相
容
れ
な
い
、
文
化
や
伝
統
を
尊
重
し
て
い
な
い
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。
憲
法
あ
る
い
は

女
性
差
別
撤
廃
条
約
上
の
義
務
と
し
て
の
権
利
保
障
を
も
ち
だ
し
た
と
し
て
も
、地
域
に
お
け
る
反
発
と
抵
抗
の
解
決
に
結
び
つ
く
か
は
定
か
で
は
な
い
。
権
利
と
、文
化
・

伝
統
と
の
間
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
時
と
し
て
不
毛
と
も
い
え
る
消
耗
戦
の
な
か
で
、
権
利
が
具
体
的
に
保
障
さ
れ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。

権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
の
形
で
あ
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
に
比
較
し
て
、
ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
権
利
と
い
う

言
葉
に
は
、
あ
る
意
味
、
絶
対
性
を
帯
び
た
力
が
つ
き
ま
と
っ
て
お
り
、
権
利
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
と
い
う
言
動
は
、
人
間
の
平
等
を
認
め
な
い
不
寛
容
で
人
間
性

に
欠
け
た
態
度
だ
と
み
ら
れ
る
こ
と
に
も
結
び
つ
く
。
し
か
し
、
権
利
と
い
う
言
葉
に
付
随
す
る
、
そ
の
絶
対
性
を
帯
び
た
無
謬
性
が
、
実
は
権
利
の
内
実
か
ら
私
た
ち

を
遠
ざ
け
て
い
る
原
因
の
一
つ
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仮
説
的
な
議
論
の
域
を
出
な
い
も
の
の
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
権
利
に
抜
き
が
た
く
付
着
し
て
い

る
神
聖
さ
に
も
似
た
絶
対
性
か
ら
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
を
考
え
る
な
ら
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
を
権
利
の
内
実
を
提
示
す
る
概
念
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
は

大
き
な
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
権
利
に
代
わ
る
概
念
と
し
て
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
概
念
を
打
ち
出
す
の
で
は
な
く
、
権
利
を
補
完
し
、
よ
り
効
果
的

に
そ
の
実
体
を
伝
え
る
概
念
と
し
て
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
も
ち
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
政
策
策
定
お
よ
び
推
進
の
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
よ
う

な
位
置
づ
け
で
理
解
し
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
権
利
と
い
う
概
念
よ
り
も
む
し
ろ
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
を
も
ち
い
る
こ
と
で
、

適
応
型
選
好
の
先
に
進
む
こ
と
が
容
易
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
実
現
に
あ
た
っ
て
の
軋
轢
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
、

そ
し
て
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
自
由
が
、
人
間
の
尊
厳
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。「
話
し
合
い
」
あ
る
い
は
「
議
論
」
は
、

筆
者
が
イ
ン
ド
で
お
こ
な
っ
た
調
査
に
お
い
て
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
が
実
を
結
ぶ
た
め
の
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
「
粘
り
強
い
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
」
と
も
符
合
す
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
「
話
し
合
い
」
あ
る
い
は
「
議
論
」
を
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
お
こ
な
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
経
験
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
で
あ
り
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
が
実
を
結
ぶ
た
め
に
、
文
化
、
伝
統
、
宗
教
が
異
な
る
様
々

な
地
域
か
ら
の
知
見
を
丁
寧
に
蓄
積
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
し
必
要
で
あ
る
。

（
63
）

（
64
）

（
65
）
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七
．
お
わ
り
に

適
応
型
選
好
を
越
え
、
女
性
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
の
枠
組
に
縛
ら
れ
た
形
で
の
選
好
か
ら
自
由
に
な
り
、
様
々
な
機
能
を
選
べ
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
手
に
す
る
に
は

何
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
温
情
主
義
に
基
づ
く
形
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
女
性
が
自
身
の
意
思
と
選
択
に
基
づ
い
て
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
促
進
す
る
道
筋
は
ど
の
よ
う
に
見

つ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
、
権
利
を
身
に
つ
け
実
現
し
た
状
態
に
た
ど
り
つ
く
に
は
何
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
難
問

に
対
し
、本
稿
が
十
分
な
答
え
を
与
え
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
が
、そ
の
た
め
の
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
「
話
し
合
い
」「
議
論
」「
粘
り
強
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

が
必
要
に
な
る
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
権
利
と
伝
統
・
文
化
の
間
に
存
在
す
る
、
時
と
し
て
不
毛
な
消
耗
戦
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
「
話

し
合
い
」「
議
論
」「
粘
り
強
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
質
と
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
経
験
を
政
策
的
示
唆
と
と
も
に
蓄
積
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
権
利
を

実
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
、「
権
利
」
を
前
面
に
押
し
出
す
の
で
は
な
く
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
実
現
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
義
と
有
効
性
に
つ
い
て
も
経
験
の
蓄
積

と
検
証
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。「
何
が
で
き
、
何
に
な
れ
る
か
」
を
問
題
に
し
、
そ
の
た
め
の
機
会
と
選
択
を
最
重
視
す
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー

チ
が
し
な
や
か
に
浸
透
す
る
こ
と
に
よ
り
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
の
桎
梏
を
越
え
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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等
指
数
は
、
妊
産
婦
死
亡
率
、
若
年
層
の
出
生
率
、
女
性
議

員
数
、
中
等
教
育
修
了
率
、
労
働
力
参
加
率
、
避
妊
普
及
率
、
産
前
検
診
受
診
率
、
専
門
的
知
識
を
も
つ
人
間
が
出
産
に
立
ち
会
う
比
率
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
て
お
り
、
以
前
よ
り
保
健
医
療
関
連

の
指
標
の
比
重
が
高
ま
り
、
政
治
・
経
済
分
野
の
意
思
決
定
に
関
わ
る
比
率
の
比
重
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
測
定
に
近
い
デ
ー
タ
を
発
表
し
て
い
る
の
は
世

界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
り
、
資
源
と
機
会
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
け
る
男
女
間
の
格
差
を
測
る
指
標
と
し
て
、
毎
年
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
を
（G

lobal G
en

der G
ap In

dex

）
発
表
し

て
い
る
。
二
〇
一
一
年
に
発
表
さ
れ
た
同
指
数
で
は
、
日
本
は
、
一
三
五
ヵ
国
中
九
八
位
で
あ
る
。
な
お
、
一
位
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
二
位
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
三
位
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
な
っ
て
い

る
（h

ttp://w
w

w
3.w

eforu
m

.org/docs/G
G

G
R11/G

G
G

R11_R
an

kin
gs-S

cores.pdf　

二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
検
索
）。

（
14
）
同
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、R

igh
ts-B

ased A
pproach

 to D
evelopm

en
t

、H
u

m
an

 R
igh

ts-B
ased A

pproach

（to D
evelopm

en
t

）、R
igh

ts-B
ased A

pproach

等
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
き
て

い
る
が
、
名
称
の
違
い
に
よ
る
本
質
的
な
違
い
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
（R

igh
ts-B

ased A
pproach

）
と
表
現
し
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
様
々
な
名
称
に
つ
い
て
は
、

区
別
を
せ
ず
に
も
ち
い
る
こ
と
と
す
る
。
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
の
発
展
や
意
義
に
つ
い
て
多
角
的
に
検
討
し
た
文
献
と
し
て
（
財
）
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
情
報
セ
ン
タ
ー
（
編
）『
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

人
権
レ
ビ
ュ
ー
二
〇
〇
八　

新
た
な
国
際
開
発
の
潮
流
―
人
権
基
盤
型
開
発
の
射
程
』
現
代
人
文
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
15
）
カ
タ
リ
ナ
・
ト
マ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
（
宮
崎
繁
樹
他
訳
）『
開
発
援
助
と
人
権
』
国
際
書
院
、
一
九
九
二
年
、
五
六
ペ
ー
ジ
。

（
16
）W

orld B
an

k, D
evelopm

en
t an

d
 H

u
m

an
 R

igh
ts: T

h
e R

ole of th
e W

orld
 B

an
k, W

orld B
an

k, 1998, pp.2-3.

（
17
）W

orld B
an

k, W
orld

 D
evelopm

en
t R

eport 2000/
2001: A

ttackin
g P

overty, O
xford U

n
iversity P

ress, 2001, p. 15.

（
18
）
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
の
政
治
性
に
つ
い
て
は
、
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
が
単
に
開
発
の
新
た
な
「
流
行
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
従
っ
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
す
る
変
革
的
な
性
質
は
考

慮
さ
れ
ず
に
実
践
さ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
の
で
、「
政
治
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
事
例
は
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
開
発
協
力
は
、
経
済
的
あ
る
い
は
社
会
的

支
援
で
あ
り
、
政
治
的
支
援
と
は
一
線
を
画
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
背
景
も
関
係
し
て
い
る
。
支
援
の
政
治
性
を
払
拭
す
る
こ
と
に
よ
り
ド
ナ
ー
か
ら
の
資
金
的
支
援
を
確
保
す
る

と
い
う
非
常
に
現
実
的
な
理
由
も
関
係
し
て
い
る
。

（
19
）
日
本
に
お
け
る
そ
う
し
た
事
例
の
一
つ
で
あ
る
大
峰
山
の
女
人
禁
制
や
世
界
の
事
例
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
と
し
て
、「
大
峰
山
女
人
禁
制
」
の
開
放
を
求
め
る
会
（
編
）『
現
代
の
「
女
人
禁
制
」

―
性
差
別
の
根
源
を
探
る
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
20
）
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
（
池
本
幸
生
他
訳
）『
不
平
等
の
再
検
討
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
（
石
塚
雅
彦
訳
）『
自
由
と
経
済
開
発
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
21
）
セ
ン
の
著
作
の
翻
訳
で
は
、
通
常
、「
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
潜
在
能
力
と
い
う
言
葉
で
は
伝
え
に
く
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の

著
書
の
翻
訳
で
あ
る
『
女
性
と
人
間
開
発
』（
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
で
は
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
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は
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
22
）N

u
ssbau

m
, M

arth
a C

., C
reatin

g C
apabilities, B

elkn
ap P

ress of H
arvard U

n
iversity P

ress, 2011, p.20.
（
23
）Ibid

. p.18.

（
24
）
と
は
言
え
、政
策
レ
ベ
ル
の
議
論
を
お
こ
な
う
際
に
は
、あ
る
社
会
や
地
域
の
状
況
を
示
し
、ま
た
他
の
社
会
や
地
域
と
比
較
す
る
た
め
に
平
均
値
を
用
い
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、

注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
25
）N

u
ssbau

m
, su

pra n
ote 22, p.18.

（
26
）Ibid

.

（
27
）Ibid

. p.19.

（
28
）N

u
ssbau

m
, M

arth
a C

., “C
apabilities an

d H
u

m
an

 R
igh

ts ”, F
ord

h
am

 L
aw

 R
eview

, V
olu

m
e 66, Issu

e 2, 1997, pp.280-285.

（
29
）S

en
, A

m
artya K

., R
igh

ts an
d

 C
apabilities, in

 M
orality an

d O
bjectivity: A

 T
ribu

te to J.L
. M

ackie 130

（T. H
on

derich
 ed., 1985

）, reprin
ted in

 A
m

artya S
en

, 

R
esou

rces, V
alu

es an
d

 D
evelopm

en
t, p.309 qu

oted in
 su

pra n
ote 28, pp.282-283.

（
30
）
理
性
的
な
個
人
が
生
き
る
に
あ
た
り
必
須
条
件
と
し
て
望
む
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
「
基
本
財
（prim

ary goods

）」
と
名
付
け
、
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
。
リ
ス
ト
に
は
、
自
由
、
機
会
、
権
力
、

富
、
収
入
、
自
尊
感
情
を
育
む
た
め
の
社
会
基
盤
等
が
含
ま
れ
る
。
同
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
（
田
中
成
明
他
訳
）『
公
正
と
し
て
の
正
義
再
説
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、

一
〇
〇
―
一
〇
五
ペ
ー
ジ
等
を
参
照
。

（
31
）
機
能
は
、
一
つ
あ
る
い
は
複
数
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
自
ら
能
動
的
に
実
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
あ
る
状
態
に
な
っ
た
り
、
何
か
を
す
る
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
る
。
機
能
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
『
不

平
等
の
再
検
討
』（
注
20
）
五
九
―
六
二
ペ
ー
ジ
等
を
参
照
。

（
32
）N

u
ssbau

m
, su

pra n
ote 28, p.284.

（
33
）Ibid

.

（
34
）Ibid

. p.285.

（
35
）C

h
arlesw

orth
, H

ilary, “M
arth

a N
u

ssbau
m

’s F
em

in
ist In

tern
ation

alism
”, E

th
ics 111, 2000, U

n
iversity of C

h
icago, p.69.

（
36
）Ibid

. p.74.

（
37
）Ibid

. p.70.

（
38
）N

u
ssbau

m
, su

pra n
ote 22, p.20.

（
39
）Ibid

. p.21.　
『
女
性
と
人
間
開
発
』（
注
21
）
で
は
、「
結
合
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
40
）Ibid

.

（
41
）『
女
性
と
人
間
開
発
』（
注
21
）
で
は
、「
内
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
42
）N

u
ssbau

m
, su

pra n
ote 22, p.21.

（
43
）Ibid
.

（
44
）Ibid

.

（
45
）Ibid

. p.22.

（
46
）Ibid

. pp.23-24. 

ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
基
礎
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
が
能
力
主
義
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
な
く
、
障
害
を
も
つ
人
々
等
に
対
し
特
別
な
支
援
を
提
供
す
る
基
礎
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
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う
、
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

（
47
）Ibid

. p.25.　

セ
ン
『
不
平
等
の
再
検
討
』（
注
20
）
七
三
ペ
ー
ジ
。

（
48
）Ibid

. p.27.

（
49
）Ibid

. p.26.

（
50
）Ibid

.

（
51
）Ibid

. p.31.

（
52
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
点
は
、
筆
者
が
イ
ン
ド
で
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
お
こ
な
っ
た
調
査
結
果
と
も
重
な
る
点
が
多
い
。

（
53
）N

u
ssbau

m
, su

pra n
ote 22, p.32.　

こ
の
政
治
過
程
に
ひ
そ
む
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
や
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
同
等
な
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
他
の
様
々
な
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
54
）Ibid

. p.33.

（
55
）Ibid

. pp.33-34.　

リ
ス
ト
の
内
容
は
、『
女
性
と
人
間
開
発
』
執
筆
時
か
ら
多
少
の
変
化
が
あ
る
。
以
前
の
リ
ス
ト
に
は
あ
っ
た
が
、
最
新
リ
ス
ト
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
主
な
項
目
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。「
4
．
感
覚
・
想
像
力
・
思
考
」
か
ら
、「
自
分
自
身
の
や
り
方
で
人
生
の
究
極
の
意
味
を
追
求
で
き
る
こ
と
」。「
7
．
つ
な
が
り
／
結
び
つ
き
」
か
ら
、「
他
の
人
の
状
況
に
共
感
で
き

る
こ
と
。
正
義
と
友
情
の
両
方
に
関
す
る
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
を
持
て
る
こ
と
」。
ま
た
、
以
前
の
リ
ス
ト
に
は
な
か
っ
た
が
、
最
新
リ
ス
ト
に
加
わ
っ
た
項
目
と
し
て
、「
6
．
実
践
理
性
」
の
「
宗

教
上
の
儀
式
や
行
事
の
保
護
」
が
あ
る
。
以
前
は
「
7
．
つ
な
が
り
／
結
び
つ
き
」
に
入
っ
て
い
た
が
、
現
在
の
リ
ス
ト
で
は
「
10
．
自
身
の
環
境
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
「
Ｂ
．
物
質
的
」
に
挙

げ
ら
れ
て
い
る
項
目
と
し
て
、「
労
働
に
関
し
て
は
、
実
践
理
性
を
行
使
し
、
他
の
労
働
者
と
相
互
に
認
め
合
い
、
意
味
の
あ
る
関
係
を
築
き
、
人
間
ら
し
く
仕
事
が
で
き
る
こ
と
」
が
あ
る
。。

（
56
）
前
掲
書
（
注
21
）
九
六
頁
。

（
57
）
こ
の
リ
ス
ト
の
各
項
目
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
文
脈
で
考
え
た
場
合
に
適
切
か
ど
う
か
に
迷
い
を
感
じ
る
も
の
も
あ
る
。
丁
寧
な
検
討
と
省
察
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
58
）
功
利
主
義
に
関
す
る
一
般
的
な
説
明
と
し
て
『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
五
〇
五
ペ
ー
ジ
、『
現
代
倫
理
学
事
典
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
、
二
八
二
ペ
ー
ジ
等
。

（
59
）
ジ
ョ
ン
・
エ
ル
ス
タ
ー
（Jon

 E
lster

）
は
、
こ
う
し
た
状
態
を
「
す
っ
ば
い
葡
萄
現
象
（”sou

r grapes ” ph
en

om
en

on

）
と
名
付
け
た
が
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
こ
の
表
現
は
、
葡
萄
を
実
際

に
は
望
ん
で
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
手
に
入
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
自
分
を
適
応
さ
せ
る
と
い
う
状
態
で
あ
り
、「
適
応
型
選
好
」
が
例
に
挙
げ
る
よ
う
な
、
機
会
や
可
能
性
そ
れ
自
体
が
認
識
さ
れ

て
い
な
い
場
合
と
は
異
な
る
と
し
て
、
誤
解
を
招
く
表
現
で
あ
る
と
し
て
い
る
（N

u
ssbau

m
, M

arth
a, C

., S
ex an

d
 S

ocial Ju
stice, O

xford U
n

iversity P
ress, 1999, p.151

）。

（
60
）N

u
ssbau

m
, su

pra n
ote 28, p.282.

（
61
）N

u
ssbau

m
, su

pra n
ote 59, p.151.

（
62
）Ibid

.

（
63
）
橋
本
ヒ
ロ
子
、
三
輪
敦
子
『「
権
利
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
展
開
と
ア
ジ
ア
の
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
』
ア
ジ
ア
女
性
交
流
・
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
二
〇
〇
七
年
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
64
）
た
だ
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
日
本
語
と
し
て
理
解
が
容
易
で
は
な
い
言
葉
で
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
セ
ン
の
著
作
の
日
本
語
訳
で
用
い
ら
れ
て
き
た
「
潜
在
能
力
」
と
い
う
言
葉
も
、
日
本
語

に
お
け
る
通
常
の
使
い
方
に
比
べ
、
か
な
り
幅
の
広
い
概
念
で
あ
る
。

（
65
）C

h
arlesw

orth
, su

pra n
ote 35, p.75.




