
101
　
「
序
章　

公
／
私
区
分
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に
お
い
て
、「
女
性
と
政
治
の
関
係
は
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
よ
そ
よ
そ
し
い
の
だ
ろ
う
か
」
と

い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、「
本
書
は
、
政
治
と
女
性
の
関
係
を
問
い
直
す
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
、〈
革テ

ロ

ル

命
／
恐
怖
の
女
〉
の
系
譜
を
照

ら
し
出
す
試
み
で
も
あ
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
本
書
を
貫
く
テ
ー
マ
は
、
こ
の
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
何
が

政
治
的
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
、
何
が
そ
う
で
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
線
引
き
に
関
連
す
る
言
説
や
表
象
を
問
い
直
す
こ
と
を
試
み
た
い
」

と
あ
り
、
文
学
と
政
治
と
の
接
続
の
際
に
慎
重
な
手
続
き
を
心
が
け
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
が
、「「
理
想
の
政
治
」
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
何

が
「
公
共
の
利
益
」
に
関
わ
る
問
題
と
見
な
さ
れ
、
何
が
「
公
共
の
利
益
」
た
り
得
な
い
「
私
的
な
利
益
」
の
追
求
と
見
な
さ
れ
て
き
た

の
か
、
そ
も
そ
も
「
公
共
」
と
い
う
概
念
に
は
ど
の
よ
う
な
前
提
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
こ
う
し
た
公
私
二
元
論
に
対
し
て

文
学
は
何
を
語
っ
て
き
た
の
か
」
と
い
う
問
題
意
識
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
著
者
が
述
べ
て
い
る
通
り
、「
公
／
私
区
分
」
を

め
ぐ
る
問
題
系
は
、「
そ
の
時
々
の
歴
史
的
文
脈
」
と
の
関
係
性
に
よ
っ
て
、
鮮
や
か
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
な
文
献
調
査
と

丁
寧
な
読
解
分
析
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
数
多
く
の
斬
新
な
論
考
が
、
こ
の
一
冊
の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

倉
田
容
子
著
『
テ
ロ
ル
の
女
た
ち
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本
書
は
、三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。ま
ず
、「
Ⅰ　

自
由
と
女
│
│
宮
崎
夢
柳
の
政
治
小
説
」
で
は
、文
学
史
の
参
考
書
を
通
し
て
知
っ

て
い
る
夢
柳
の
政
治
小
説
を
、
改
め
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
問
い
直
し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
芒
の
一
と
叢
』
に
つ
い
て
、「
苛
烈
な

死
を
遂
げ
る
「
佳
人
」
の
表
象
」
の
分
析
が
「
歴
史
的
文
脈
」
の
中
で
行
わ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
先
行
研
究
で
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た

「
前
近
代
的
な
文
学
的
修
辞
と
近
代
的
プ
ロ
ッ
ト
の
あ
わ
い
に
お
い
て
苛
烈
な
女
性
表
象
が
生
み
出
さ
れ
た
理
由
」
を
考
察
し
て
い
る
。

文
子
の
造
形
の
分
析
で
は
、
勤
王
文
学
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
直
し
、「
貞
女
」「
孝
女
」
像
の
排
除
と
攘
夷
思
想
の
後
退
の
意
味
す
る
も

の
に
つ
い
て
、
考
察
を
深
め
て
い
る
。
第
二
章
と
第
三
章
で
は
、
こ
こ
で
の
「
佳
人
」
の
表
象
が
「
歴
史
的
文
脈
」
の
中
で
さ
ら
に
問
い

直
さ
れ
、「
自
由
民
権
論
に
お
け
る
公
／
私
区
分
の
再
編
」
な
ど
の
問
題
点
と
接
続
さ
れ
て
、
検
証
が
加
え
ら
れ
て
い
く
。「「
佳
人
」
の

死
が
男
性
同
志
た
ち
の
手
に
「
自
由
」
の
概
念
を
奪
還
す
べ
く
要
請
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」、「
苛
烈
な
死
を
遂
げ
る
「
佳
人
」
は
、〈
公
〉

か
ら
の
女
性
の
排
除
を
象
徴
す
る
表
象
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
問
題
の
提
起
は
、
文
学
史
の
再
検
討
を
鋭
く
促

す
も
の
だ
と
言
え
る
。

　
「
Ⅱ　

階
級
と
女
│
│
福
田
英
子
と
平
林
た
い
子
」
で
は
、
第
Ⅰ
部
で
論
じ
ら
れ
た
「
公
／
私
区
分
」
に
対
す
る
女
性
活
動
家
か
ら
の

異
議
申
し
立
て
を
多
角
的
に
考
察
し
て
い
る
。
先
行
研
究
を
丁
寧
に
整
理
し
た
上
で
、「〈
公
〉
と
〈
私
〉
が
複
雑
に
絡
み
合
う
『
妾
の
半

生
涯
』
の
語
り
の
性
質
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
問
い
直
し
て
い
く
。
そ
し
て
、「
語
り
の
戦
略
性
を
対
象
化
す
る
文
学
研
究
の
視
座
を
踏

襲
し
つ
つ
も
」、
明
治
社
会
主
義
の
文
脈
に
位
置
づ
け
直
す
作
業
を
通
し
て
、
男
性
社
会
主
義
者
た
ち
と
の
差
異
に
注
目
し
、「〈
私
〉
の

体
験
を
〈
公
〉
へ
と
開
い
て
ゆ
く
独
自
の
論
理
」
を
指
摘
し
て
い
る
。「〈
私
〉
語
り
を
出
発
点
と
し
つ
つ
女
性
の
抱
え
る
諸
問
題
を
〈
公
〉

へ
と
接
続
す
る
英
子
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、「
英
子
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
女
性
抑
圧
の
根
幹
に
公
私
二
元
論
が
横
た

わ
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
確
か
に
底
流
し
て
い
る
」
と
論
じ
た
点
は
、
筆
者
に
と
っ
て
と
て
も
参
考
に
な
っ
た
。
安
易
に
論
理
性
の
欠
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落
と
い
う
否
定
的
な
評
価
を
下
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
点
が
何
に
よ
る
の
か
を
問
題
化
す
る
手
法
は
、
本

書
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
受
け
ら
れ
、
鮮
や
か
だ
と
思
わ
せ
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
う
い
う
手
堅
い
論
証
に
よ
っ
て
、「
女
性
の
政
治
活
動

や
思
想
が
「
公
共
の
利
益
」
に
関
わ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
に
く
い
傾
向
」
を
確
認
し
た
後
、
平
林
た
い
子
の
戦
前
の
テ
ク
ス
ト
が
論
じ
ら

れ
る
。「〈
公
〉
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
女
性
解
放
の
問
題
を
政
治
的
課
題
に
組
み
込
も
う
と
す
る
努
力
が
、
具
体
的
か
つ
集
団
的
に
な
さ

れ
た
時
代
」
と
い
う
見
解
と
と
も
に
、「
公
／
私
区
分
に
対
す
る
意
義
申
し
立
て
」
の
独
自
性
を
論
じ
て
い
く
。「
た
い
子
の
言
語
化
＝
分

節
化
へ
の
情
熱
は
、
固
定
さ
れ
た
認
識
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
共
通
善
の
更
新
を
迫
る
、「
理
知
」
と
「
意
志
」
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
言

え
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
見
解
は
、
従
来
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
批
評
を
相
対
化
す
る
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
読
ん
で
く
る
と
、

「
公
／
私
区
分
と
女
性
の
課
題
と
の
関
係
性
を
問
い
直
す
」
本
書
の
試
み
が
、
政
治
を
め
ぐ
る
文
学
テ
ク
ス
ト
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら

分
析
す
る
意
義
や
今
後
の
課
題
、
文
学
史
研
究
の
見
直
し
な
ど
、
多
く
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
「
Ⅲ　

文
化
と
女
│
│
三
枝
和
子
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
」
で
は
、一
九
八
〇
年
代
の
三
枝
和
子
の
小
説
を
取
り
上
げ
、「
同

時
代
の
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
的
傾
向
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
見
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
の
今
日
的
意
義
」
を
追
求
し
て
い
る
。「
女
性
原
理
」
を
根
源
的
に
排
除
し
た
「
文
化
」
へ
の
抗
い
や
、
自
立
的
主
体
の
観
念
へ
の
懐

疑
と
そ
れ
に
対
す
る
小
説
に
お
け
る
批
評
性
な
ど
、
意
義
深
い
考
察
と
言
え
る
。「
終
章　

テ
ロ
ル
の
女
た
ち
」
で
、
著
者
は
全
体
を
も

う
一
度
振
り
返
り
な
が
ら
、「
文
学
史
に
時
折
姿
を
あ
ら
わ
す
不
穏
な
〈
テ
ロ
ル
の
女
〉
た
ち
は
、
自
明
の
前
提
と
し
て
見
過
ご
し
て
し

ま
い
が
ち
な
観
念
を
思
考
の
俎
上
に
載
せ
る
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
結
ん
で
い
る
。
本
書
が
提
起
し
た
問
題
を
私
た
ち
も
引

き
受
け
、
そ
れ
ら
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
た
め
に
必
要
な
思
考
力
を
鍛
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
思
い
を
抱
か
せ
る
、
読
み
応
え

の
あ
る
一
冊
で
あ
る
。 
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