
近
年
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
の
考

え
方
が
広
く
浸
透
し
て
き
て
、
男
女

の
性
差
に
よ
る
差
別
を
な
く
そ
う
と

さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
男
女
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
性
が

あ
っ
て
、
こ
れ
を
生
か
し
て
い
く
こ

と
も
大
切
な
こ
と
だ
と
も
思
い
ま
す
。

＊

＊

＊

少
し
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
話
を

聞
か
な
い
男
、
地
図
を
読
め
な
い
女
』

（
ア
ラ
ン
・
ピ
ー
ズ
、
バ
ー
バ
ラ
・

ピ
ー
ズ
著
、
主
婦
の
友
社
刊
）
は
、

な
ぜ
男
は
一
度
に
一
つ
の
こ
と
し
か

で
き
な
い
の
か
、
な
ぜ
女
は
方
向
音

痴
な
の
か
、
な
ぜ
女
は
よ
く
し
ゃ
べ

る
の
か
、
な
ぜ
男
は
一
人
っ
き
り
に

な
り
た
が
る
の
か
…
。
誰
も
が
納
得

す
る
男
と
女
の
不
思
議
を
紹
介
。
脳

の
違
い
を
知
れ
ば
男
と
女
は
も
っ
と

わ
か
り
合
え
る
、
と
説
い
て
い
ま
す
。

も

と

も

と

、

西

欧

が

作

り

出

し

た

近

代

世

界

シ

ス

テ

ム

は

植

民
地
主
義
と
人
種
差
別
、
自
然
征
服

を
基
調
と
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
う

い
う
世
界
で
は
、
主
役
は
あ
く
ま
で

「
地
位
と
力
」
を
求
め
る
男
で
あ
り
、

「
関
係
と
協
力
」
を
求
め
る
女
は
、

男
の
所
有
物
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い

補
助
者
で
し
か
な
い
こ
と
は
当
然
で

し
ょ
う
。
西
欧
世
界
の
近
代
世
界
シ

ス
テ
ム
と
女
性
蔑
視
と
は
、
同
じ
コ

イ
ン
の
両
面
と
言
え
そ
う
で
す
。

西
洋
語
で
は
「
男
」
（
英
語
で
は

m
an

、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は

h
o

m
m

e

）

が
、
同
時
に
「
人
」
を
も
意
味
す
る

こ
と
か
ら
、
人
権
宣
言
＝
男
権
宣
言

と
も
捉
え
ら
れ
ま
す
。
言
語
か
ら
し

て
男
性
中
心
な
の
で
す
。
そ
こ
で
女

（fem
m

e

）
に
主
義
（ism

e

）
を
つ

け
て
、fem

in
ism

e

、
す
な
わ
ち
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
（
女
権
拡
張
論
）
が
生
ま

れ
ま
し
た
。

＊

＊

＊

お
道
の
教
え
に
は
、
そ
う
し
た
西

洋
で
生
ま
れ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は

趣
の
違
う
女
性
原
理
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。

「
こ
の
木
い
も
め
ま
つ
を
ま
つ
わ
ゆ

ハ
ん
で
な

い
か
な
る
木
い
も
月
日

を
も
わ
く
（
お
ふ
で
さ
き
・
七
号
21
）

と
、
教
祖
の
あ
の
時
代
に
い
ち
早
く

男
女
平
等
を
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
や
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
の
考
え
方
は
、
お
道
か
ら
し
て

も
、
今
や
遅
し
の
、
歓
迎
す
べ
き
動

き
だ
と
思
い
ま
す
。

＊

＊

＊

し
か
し
、
世
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の

み
な
さ
ん
は
、
「
遅
れ
た
」
日
本
女

性
た
ち
の
先
頭
を
走
っ
て
い
る
つ
も

り
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
現
実
は
半

周
遅
れ
の
西
欧
社
会
で
生
ま
れ
た
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
を
、
さ
ら
に
半
周
遅
れ
で

追
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
先
頭

を
走
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
周

遅
れ
な
の
で
す
。
わ
が
国
の
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
の
み
な
さ
ん
に
は
、
無
自
覚

な
西
洋
崇
拝
か
ら
目
覚
め
て
、
日
本

の
伝
統
的
な
男
女
観
、
就
中
こ
の
教

え
の
説
く
、
男
女
が
そ
の
違
い
を
対

等
に
補
完
し
あ
う
真
の
「
男
女
共
同

参
画
社
会
」
を
目
指
し
て
、
真
の
ト
ッ

プ
を
走
っ
て
も
ら
い
た
い
と
切
に
念

ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
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さちひろ 教
会
の
動
き

■
朝
づ
と
め
…
毎
朝
・
６
時
30
分

■
夕
づ
と
め
…
毎
夕
・
７
時
00
分

■
元
旦
祭
…
午
前
７
時
・
午
後
１
時
30
分

■
春
季
大
祭
…
１
月
21
日
午
後
１
時
30
分

■
秋
季
大
祭
…
10
月
21
日
午
後
１
時
30
分

■
月
次
祭
…
毎
月
21
日

午
後
１
時
30
分

■
春
・
秋
季
霊
祭
…
３
月
22
日
、
９
月
22

日

午
後
１
時
30
分

※
教
会
の
場
所
は
、
左
の
地
図
の

マ
ー

ク
。
市
立
公
民
館
の
裏
・
西
側
で
す
。

受
講
対
象
：
15
歳
以
上

内
容
：
天
理
教
紹
介
コ
ー
ス

（
１
時
間
30
分
所
要
）

ビ
デ
オ
《
１
》
「
天
理
教-

陽
気
ぐ
ら

し
の
道
」

教
え
の
概
要
と
教
会
本
部

ま
た
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
紹
介

し
ま
す
。

講
話
１

か
し
も
の
・
か
り
も
の
」

・
講
師
が
身
近
な
こ
と
を
題
材
に
、
心

と
か
ら
だ
の
独
特
な

教
え
に
つ
い
て
お
話
し

し
ま
す
。

ビ
デ
オ
《
２
》
「
信
仰
の
よ
ろ
こ
び
」
・
信
仰
す
る
人
た
ち

の
喜
び
の
姿
を
紹
介
し
ま
す
。

講
話
２

「
親
神
様
・
教
祖
・
ぢ
ば
」

・
ゆ
る
ぎ
な
い
幸
せ
を
築
く
た
め
に
は
何

が
大
切
か
、
講

師
が
分
か
り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

会
場
：
お
や
さ
と
や
か
た
東
左
三
棟
階
下
（
受
付
も
階
下
ホ
ー

ル
）

受
講
御
供
：
５
０
０
円
（
の
し
袋
に
入
れ
て
お
出
し
く
だ
さ

い
）

開
催
日
時
：
毎
日
開
催
（
12
月
28
日
〜
１
月
１
日
を
の
ぞ
く
）

平
日=

午
後
１
時
30
分

土
日
祝
日
及
び
25
日
、
27
日=

午

前
９
時
30
分
／
午
後
１
時
30
分

《
本
部
祭
典
日
等
特
別
な
日
は
、
開
催
時
間
が
変
わ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
開
催
日
程
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
》

受
付
：
開
始
30
分
前
よ
り

（
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
）

外
国
語
：
外
国
語
に
よ
る
開
催
日
は
、
事
前
に
発
表
。
そ
の

他
の
日
で
希
望
す
る
場
合
は
、
１
週
間
前
ま
で
に
、
海
外

部
人
材
育
成
課
（
電
話0743-63-1511

内

線
５
３
４
８
）

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

手
話
通
訳
：
１
週
間
前
ま
で
に
布
教
部
福

祉
課
（
電
話074

3-63-1511

内
線
５
３
２
１
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
教
会
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
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さ
ち
ひ
ろ

第
６
号

編
集
兼
発
行
人
・
山
口

渡

平
成
17
年
９
月
６
日

大
阪
狭
山
市
今
熊
１
丁
目
１
１
３
３
番
地

℡
・
０
７
２-

３
６
５-

２
５
７
１

《
編

集

後

記
》

▼
９
月
に
な
っ
て
も
暑
い
日
が
続
き
ま
す
。
30

年
ぶ
り
に
天
理
大
雅
楽
部
の
合
宿
に
講
師
と
し

て
参
加
し
ま
し
た
。
受
講
生
の
態
度
と
い
い
、

演
奏
技
術
の
高
さ
と
言
い
、
わ
た
し
が
現
役
だ
っ

た
頃
と
は
隔
世
の
感
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
11
日
は
総
選
挙
で
す
。
う
ち
の
娘
も
初
め
て

の
投
票
で
、
緊
張
し
て
る
み
た
い
で
す
。
（
わ
）



お
道
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
日
常
の
平
易
な
言
葉
で
伝
え
、

自
然
な
形
で
社
会
に
陽
気
ぐ
ら
し
の
ヒ
ン
ト
を
発
信
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
、2005
年
９
月
よ
り
道
友
社
か
ら
発
刊

さ
れ
て
い
ま
す
「
す
き
っ
と
」
と
い
う
雑
誌
を
紹
介
し
ま

す
。
現
在
ま
で
に
６
号
を
数
え
て
い
ま
す
。
そ
の
編
集
の

コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
人
々
は
、
す
っ
き
り
晴
れ
ば
れ
と
し
た
心
で
暮
ら
し
た

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
あ
え
て
気
分
で
表
現
す
る

と
「
す
き
っ
と
」
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

◇
現
実
に
は
、
世
界
の
出
来
事
や
世
の
中
の
あ
り
方
に
す

き
っ
と
し
な
い
こ
と

が
多
く
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

仕
事
や
健
康
、
夫

婦
や
親
子
な
ど
身
近

な
と
こ
ろ
に
も
す
き
っ

と
し
な
い
こ
と
が
次
々

と
起
こ
り
ま
す
。
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
抱

え
て
い
る
私
た
ち
。

す
き
っ
と
し
た
気
分

で
暮
ら
し
た
い
と
願
っ

て
い
る
人
々
は
大
勢

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

◇
「
す
き
っ
と
」
と
い
う
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
は
、
単

に
ヒ
ー
リ
ン
グ
（
癒
し
）
や
慰
め
に
安
住
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
こ
か
ら
す
き
っ
と
立
ち
上
が
り
、
一
歩
踏
み
出
す

積
極
性
、
そ
の
よ
う
な
心
勇
ん
で
歩
み
始
め
る
姿
勢
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。
自
分
だ
け
が
「
す
き
っ
と
」
し
た
気
分
に

な
る
の
で
は
な
く
、
自
分
も
人
も
共
に
「
す
き
っ
と
」
し

た
気
分
で
暮
ら
す
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

◇
「
す
き
っ
と
」
を
通
し
て
、
そ
ん
な
生
き
方
を
提
案
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
各
号
の
内
容
は
、
上
の
写
真
か

ら
お
お
よ
そ
読
み
取
っ
て
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

テ
ー
マ
を
決
め
て
、
角
界
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
を
迎

え
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
軸
に
、
心
温
ま
る
エ
ッ
セ
ー

な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

専
用
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://sukitto.com

）
も
あ
り
、

ウ
ェ
ッ
ブ
と
連
動
し
て
「
す
き
っ
と
」
の
情
報
が
広
が
り

ま
す
。
一
度
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。
（
税
込
・
５
０
０
円
）

ち
な
み
に
、
中
学
校
の
道
徳
の
教
科
書
に
も
、
「
す
き
っ

と
」
第
５
号
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う

で
す
。
平
成
18
年
度
の
中
学
道
徳
「
生
き
る
力
」
（
大
阪

書
籍
）
で
す
。
教
師
用
の
指
導
書
に
は
そ
の
出
典
が
明
示

さ
れ
る
由
。

高
橋
美
津
志
著
『
ち
ょ
っ
と
ひ
と
こ
と
』
よ
り

「
家
庭
崩
壊
」

あ
る
学
校
で
、
給
食
の
と
き
に
、

「
い
た
だ
き
ま
す
」

「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
と
、

手
を
合
わ
せ
る
の
は
、

信
教
の
自
由
を
お
か
す
憲
法
違
反
だ
と
い

う
教
員
に
よ
り
、

給
食
の
と
き
の
慣
例
を
廃
止
し
た
ら
、

児
童
の
多
数
は
食
べ
物
に
感
謝
を
忘
れ
、

好
き
嫌
い
が
始
ま
り
、
残
飯
が
多
く
な
っ

た
。

食
の
乱
れ
は
心
の
乱
れ
と
な
り
、

い
つ
し
か
食
べ
物
の
好
き
嫌
い
が
、

人
の
好
き
嫌
い
と
な
り
、

校
内
い
じ
め
が
始
ま
っ
た
。

今
も
、
物
の
有
り
難
さ
を
忘
れ
て
、

物
を
粗
末
に
す
る
。

家
庭
の
悪
い
習
慣
が
身
に
つ
く
少
年
が
、

他
人
の
命
を
粗
末
に
し
て
い
る
。

人
や
物
を
大
切
に
す
る
心
を
失
っ
た
と
き

か
ら
、

学
校
や
家
庭
の
崩
壊
が
始
ま
る
。
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「
す
っ
き
っ
と
」
し
ま
す

教
祖
は
、
あ
る
時
、
増
井
り
ん
に
、

「
九
月
九
日
は
、
栗
の
節
句
と
言
う
て
い
る

が
、
栗
の
節
句
と
は
、
苦
が
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
栗
は
イ
ガ
の
剛
い
も
の
で

あ
る
。
そ
の
イ
ガ
を
と
れ
ば
、
中
に
皮
が
あ

り
、
又
、
渋
が
あ
る
。
そ
の
皮
な
り
渋
を
と

れ
ば
、
ま
こ
と
に
味
の
よ
い
実
が
出
て
来
る

で
。
人
間
も
、
理
を
聞
い
て
、
イ
ガ
や
渋
を

と
っ
た
ら
、
心
に
う
ま
い
味
わ
い
を
持
つ
よ

う
に
な
る
の
や
で
。
」

と
、
お
聞
か
せ
下
さ
れ
た
。

【
解
説
】

■
増
井
り
ん
に
つ
い
て

天
保
14
年
２
月
16
日
生
。
19
才
で
結
婚
。
明

治
５
年
、
30
才
の
と
き
、
父
親
と
夫
を
相
次
い

で
亡
く
し
、
明
治
７
年
に
ソ
コ
ヒ
（
緑
内
障
か

白
内
障
か
）
で
両
眼
と
も
失
明
。
神
様
の
話
を

聞
い
て
こ
の
道
を
通
る
こ
と
を
決
断
、
不
思
議

な
た
す
け
に
浴
し
、
光
を
回
復
、
全
快
の
ご
守

護
を
い
た
だ
い
た
。
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
入
信
。
（
逸
話

篇
36
「
定
め
た
心
」
参
照
）

■
節
句
と
は

春
夏
秋
冬
と
季
節
が
美
し
く
う
つ
り
ゆ
く
日

本
で
は
、
気
候
の
変
り
目
の
祝
祭
日
の
こ
と
を

節
日
（
せ
ち
び
・
せ
つ
び
）
と
い
い
、
お
供
え

物
を
し
た
り
行
事
を
お
こ
な
っ
て
祝
っ
て
き
た

と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
節
日
の
供

物
、
「
節
供
（
せ
ち
く
）
」
と
い
う
言
葉
が
、

節
日
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
「
節
句
」

と
い
う
こ
と
ば
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

よ
く
五
節
句
と
い
う
よ
う
に
、
現
在
に
も
五
つ

の
節
句
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
１
月
７
日
、
七
草
粥
で
新
年
を
祝
う
「
人
日

（
じ
ん
じ
つ
）
の
節
句
」
、
②
３
月
３
日
、
ひ

な
ま
つ
り
と
し
て
有
名
な
「
上
巳
（
じ
ょ
う
み
・

じ
ょ
う
し
）
の
節
句
」
、
③
５
月
５
日
、
男
の

子
の
成
長
を
祝
う
、
こ
ど
も
の
日
「
端
午
（
た

ん
ご
）
の
節
句
」
、
④
７
月
７
日
、
お
り
姫
、

ひ
こ
星
の
物
語
で
有
名
な
「
七
夕
（
た
な
ば
た
）

の
節
句
」
、
⑤
９
月
９
日
、
菊
花
の
香
り
の
酒

で
月
を
め
で
る
「
重
陽
（
ち
ょ
う
よ
う
）
の
節

句
」
。
そ
れ
ぞ
れ
の
節
句
は
、
宗
教
行
事
と
し

て
、
地
域
の
お
ま
つ
り
と
し
て
、
ま
た
子
供
た

ち
の
成
長
を
祝
う
祝
日
と
し
て
、
様
々
な
形
で

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
い
き
づ
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

■
栗
の
節
句

旧
暦
の
９
月
９
日
と
い
う
と
現
在
で
は
10
月

に
あ
た
り
、
ち
ょ
う
ど
田
畑
の
収
穫
も
行
わ
れ

る
頃
、
農
山
村
や
庶
民
の
間
で
は
栗
の
節
句
と

も
呼
ば
れ
て
栗
ご
飯
な
ど
で
節
句
を
祝
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
重
陽
の
節
句
が
、

現
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
な
い
の
は
、
旧
暦
か

ら
新
暦
に
こ
よ
み
が
移
り
、
ま
だ
菊
が
盛
ん
に

咲
く
時
期
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が

大
き
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
心
の
イ
メ
ー
ジ

玉
…
磨
け
ば
光
る
水
晶
玉
の
よ
う
な
も
の
で
、

ほ
こ
り
、
曇
り
、
濁
り
な
ど
水
や
埃
の
た
と
え

で
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
お
さ
し
づ
で
は
、

「
鏡
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
使
わ
れ
て
い
る
。
鏡

に
は
平
面
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
玉
は
丸

い
。
お
さ
し
づ
で
は
「
世
界
は
鏡
」
と
あ
る
。

無
限
大
の
球
形
の
イ
メ
ー
ジ
だ
。
こ
れ
と
人
間

の
心
（
玉
）
が
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
な
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

■
逸
話
篇
「
栗
の
節
句
」
で
は
、
人
間
の
心
を

栗
に
た
と
え
て
、
イ
ガ
や
皮
、
そ
し
て
渋
を
と
っ

て
、
う
ま
い
味
わ
い
が
で
き
る
よ
う
な
心
に
な

れ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
栗
は
い
わ
ば
人
間
の
真

心
、
真
の
人
格
、
イ
ガ
や
皮
、
渋
は
真
の
人
格

の
発
揮
を
阻
害
す
る
も
の
で
、
除
去
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
人
間
で
も
こ
の
味
わ

い
の
あ
る
真
の
人
格
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
を
発
揮
で
き
な
い
の
は
、
イ
ガ
や

皮
や
渋
（
ほ
こ
り
、
曇
り
、
濁
り
）
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
と
る
、
除
去
す
る
、
す
な

わ
ち
、
ほ
こ
り
を
払
う
、
曇
り
を
と
る
、
濁
り

を
澄
ま
せ
ば
い
い
。
あ
る
は
、
み
か
ぐ
ら
う
た

に
あ
る
よ
う
に
「
欲
を
忘
れ
る
」
「
や
さ
し
い

心
」
に
な
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
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