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第
一
に
、
人
権
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
権
利
が
男
と
女
で

差
が
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
次
は
国
際
協
調
。
日
本
は
先

進
国
の
中
で
は
一
番
仕
事
を
持

ち
な
が
ら
子
ど
も
を
産
み
育
て

る
こ
と
が
難
し
い
国
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
国
連
主
義

の
日
本
と
し
て
は
こ
れ
は
世
界

の
歩
み
に
あ
わ
せ
、
守
ら
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

　
３
つ
目
が
も
し
か
し
た
ら
こ

れ
は
日
本
に
特
別
重
要
な
こ
と

で
あ
り
、
急
激
な
長
寿
社
会
、

少
子
高
齢
社
会
に
お
い
て
は
男

女
共
同
参
画
で
な
け
れ
ば
や
れ

な
い
時
代
と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
は
や
平
均
寿
命
は
男
性
79
・

00
女
性
85
・
81
歳
に
達
し
ま
し

た
。
明
治
以
来
、
人
の
一
生
は

50
年
か
よ
く
て
還
暦
社
会
で
、

日
本
の
国
の
法
律
制
度
も
、
外

国
の
法
律
制
度
も
作
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
現
在
、
本
当
に
社
会

保
障
や
税
制
を
含
め
て
、
見
直

さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期
に

来
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
日
本
は
戦
争
に
負
け
、
血
を

流
さ
ず
に
、
罪
人
も
出
さ
ず
に

農
地
解
放
が
成
立
し
ま
し
た
。

高
度
経
済
成
長
を
下
支
え
し
た

原
動
力
は
、
農
地
解
放
に
よ
っ

て
豊
か
に
な
っ
た
農
村
だ
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。
明
治
維
新
は
下
手

に
転
べ
ば
日
本
は
ど
こ
か
の
国

の
植
民
地
で
す
。
家
禄
を
手
放

し
、
身
分
を
手
放
し
、
今
ま
で

持
っ
て
い
た
権
力
や
家
代
々
の

家
業
家
産
を
、
あ
の
時
侍
階
級

が
全
部
手
放
し
ま
し
た
。
物
凄

い
こ
と
で
す
。
と
も
あ
れ
、
日

本
は
身
分
制
度
か
ら
早
く
開
放

さ
れ
、
農
民
の
子
で
あ
ろ
う
と
、

商
人
の
子
で
あ
ろ
う
と
、
試
験

を
受
け
て
受
か
れ
ば
学
校
へ
行

き
、
何
に
で
も
な
る
道
が
で
き

た
の
で
す
。
か
の
福
沢
諭
吉
も

50
年
早
く
産
ま
れ
て
い
れ
ば
、

こ
の
世
に
名
を
残
さ
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
。
日
本
が
近
代
化
に

成
功
し
、
ア
ジ
ア
や
世
界
が
目

を
見
張
る
成
長
を
遂
げ
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
何
よ
り
も
早

く
身
分
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
て
、

職
業
選
択
の
自
由
や
学
問
の
自

由
と
い
う
も
の
が
確
立
し
た
か

ら
と
考
え
ま
す
。

　
大
人
全
体
の
う
ち
、
２
分
の

１
の
性
し
か
自
分
の
適
性
を
発

揮
し
え
な
い
社
会
と
、
大
人
全

部
が
自
分
の
適
性
を
発
揮
し
、

社
会
に
参
画
し
、
力
を
出
し
て

い
く
社
会
と
ど
ち
ら
が
発
展
性

が
あ
る
か
。
男
女
共
同
参
画
基

本
法
は
そ
の
あ
た
り
を
視
点
に

お
い
て
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
国

民
の
幸
せ
に
も
繋
が
る
と
い
う

こ
と
で
制
定
さ
れ
た
法
律
で
す
。

　
皆
様
は
、
も
し
生
ま
れ
変
わ

る
こ
と
が
可
能
だ
と
し
た
ら
、

「
今
度
は
男
に
生
ま
れ
変
わ
り

た
い
」
と
思
い
ま
す
か
。
実
は

戦
前
か
ら
始
ま
る
長
い
調
査
が

あ
る
の
で
す
が
、
昔
、
女
は
虐

げ
ら
れ
て
い
た
し
、
自
由
が
な

か
っ
た
の
で
、
戦
前
は
「
今
度

は
男
に
」
と
い
う
人
が
多
か
っ

た
の
で
す
。
だ
ん
だ
ん
差
が
つ

ま
っ
て
、
戦
後
25
年
た
っ
た
昭

和
45
年
ご
ろ
に
丁
度
交
差
し
、

「
今
度
は
女
に
」
と
い
う
人
が

だ
ん
だ
ん
増
え
て
き
て
、
現
在

は
、
女
性
の
７
割
が
「
今
度
も

女
に
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
男

性
の
方
は
、
戦
前
戦
後
終
始
一

貫
約
９
割
が
「
今
度
も
男
に
生

ま
れ
た
い
」
と
願
っ
て
い
ま
す

が
。
ど
う
し
て
女
が
「
今
度
も

女
」
で
い
い
と
７
割
も
言
い
出

し
た
の
か
。
戦
前
の
よ
う
な
明

ら
か
な
差
別
が
な
く
進
学
も
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
職
業
選

択
の
幅
も
広
く
な
り
変
化
の
兆

し
が
見
え
て
き
た
の
が
第
一
の

理
由
で
す
。

　
第
２
の
理
由
は
、
も
ち
ろ
ん

方
針
決
定
の
場
へ
の
参
画
と
か

で
女
性
は
遅
れ
を
と
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
が
ワ
ー
ク

ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
生

活
を
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、

女
性
な
の
で
す
。
男
だ
け
が
稼

ぐ
か
ら
、
経
済
的
理
由
で
自
殺

す
る
人
は
男
性
が
８
割
で
す
。

　
人
生
１
０
０
年
社
会
。
団
塊

の
世
代
は
定
年
後
30
年
の
夫
婦

の
期
間
ど
う
生
き
る
か
。

　
私
た
ち
は
、
長
い
天
寿
を
与

え
ら
れ
た
生
物
と
し
て
、
真
に

喜
び
に
満
ち
た
時
代
に
生
き
て

い
る
代
わ
り
、
新
し
い
文
化
を
、

汗
を
流
し
て
創
造
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
、
時
代
か
ら

大
き
な
宿
題
を
与
え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
性
別
役
割
分
業
は
、

人
生
50
年
60
年
の
時
期
は
効
果

的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、
今
の
時
代
に
お
い
て
は
、

社
会
問
題
発
生
装
置
化
し
て
お

り
ま
す
。

　
男
女
協
同
参
画
と
い
う
の
は
、

21
世
紀
、
わ
が
国
を
含
め
た
世

界
が
目
指
す
べ
き
道
で
す
。

　
こ
の
講
演
録
全
文
に
つ
い
て

は
H
P
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

〜
男
女
が
よ
き
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
共
に
生
き
る
た
め
に
〜

樋
口
恵
子
さ
ん
講
演
会
　
講
演
録
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