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本
書
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
を
、
よ
り
具
体
的
に
は
主
婦
像
の
変
化
を
、

一
九
五
〇
年
代
日
本
に
焦
点
を
定
め
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
試
み
に

よ
り
、
本
書
は
、
現
在
厚
み
を
増
し
つ
つ
あ
る
、
日
本
に
と
っ
て
き
わ
め
て

重
要
な
こ
の
時
期
に
つ
い
て
の
歴
史
的
分
析
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
こ
こ
で
検
証
さ
れ
る
の
は
「
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
進
展
、
経
済
復
興
、
近
代
的
な
家
庭
生
活
を
め
ぐ
る
論
争
の
象
徴
」

（p.2

）
と
し
て
の
主
婦
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
著
者
は
主
と
し
て
婦
人
雑
誌
と
新

聞
の
女
性
向
け
記
事
を
材
料
に
、「
一
九
四
九
年
後
半
か
ら
一
九
五
九
年
後
半

に
か
け
て
日
本
の
主
婦
の
文
化
生
活
を
め
ぐ
っ
て
起
き
た
論
争
」（p.2

）
の

数
々
を
議
論
し
て
い
く
︒
そ
こ
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
こ

ろ
メ
デ
ィ
ア
報
道
で
広
く
一
般
に
浸
透
し
た
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
戦
後
期

が
ま
ぎ
れ
も
な
い
新
時
代
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
新
し
さ
は
、
女
性
が

何
を
し
、
何
を
求
め
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
現
れ
て

い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
、
欧
米
型
の
行
動
や
こ
の
時
期
固

有
の
日
米
関
係
が
日
本
女
性
に
与
え
た
影
響
で
あ
る
︒

　
本
論
の
最
初
の
三
章
で
は
、
特
に
主
婦
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
新
し
い
日
本
女
性
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
う
い
う
女
性
が
と
く
に
戦
争
以

降
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
の
論
争
を
と
り
あ
げ
る
︒

こ
の
う
ち
第
二
章
で
は
、
日
本
が
占
領
下
に
あ
っ
た
一
九
四
九
年
に
日
本
語

と
英
語
双
方
の
新
聞
紙
上
で
巻
き
起
こ
っ
た
論
争
を
分
析
す
る
︒
こ
の
論
争

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
茂
木
照
子
と
い
う
日
本
人
主
婦
か
ら
の
投
書

で
あ
る
︒
茂
木
は
近
所
に
住
む
ア
メ
リ
カ
人
の
粗
野
な
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
、
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あ
ま
り
に
物
質
主
義
的
で
が
さ
つ
で
不
作
法
だ
と
不
平
を
述
べ
、
こ
れ
に
対

す
る
四
人
の
著
名
な
ア
メ
リ
カ
人
女
性
か
ら
の
返
事
も
掲
載
さ
れ
た
︒
茂
木

の
投
書
に
対
し
て
は
読
者
か
ら
批
判
が
殺
到
し
た
が
、
茂
木
を
あ
る
程
度
支

持
す
る
人
た
ち
も
い
た
︒
こ
の
茂
木
論
争
に
つ
い
て
著
者
は
、
家
庭
と
主
婦

と
い
う
問
題
が
俎
上
に
上
り
、
そ
れ
ら
が
ど
れ
く
ら
い
民
主
的
、
近
代
的
で

あ
る
か
に
つ
い
て
疑
問
を
喚
起
す
る
と
同
時
に
、
戦
後
の
日
本
で
占
領
し
て

い
る
側
と
さ
れ
て
い
る
側
の
豊
か
さ
の
格
差
を
意
識
さ
せ
た
と
分
析
す
る
︒

　
第
三
章
で
は
、
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
七
六
年
ま
で
メ
デ
ィ
ア
で
延
々
と

つ
づ
い
た
い
わ
ゆ
る
「
主
婦
論
争
」
の
第
一
年
目
を
論
じ
る
︒
発
端
は
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
石
垣
綾
子
が
一
九
五
五
年
に
﹃
婦
人
公
論
』
に
掲
載
し
た
記
事

だ
っ
た
︒
石
垣
は
日
本
の
主
婦
が
怠
け
者
で
未
成
熟
で
無
知
だ
と
批
判
し
、

こ
れ
に
対
し
て
賛
否
両
論
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
寄
せ
ら
れ
た
︒
著
者
に
よ
れ
ば
、

こ
う
し
た
投
書
は
い
ず
れ
も
日
本
の
主
婦
が
戦
争
と
敗
戦
に
よ
っ
て
変
貌
し

た
こ
と
は
一
致
し
て
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
主
婦
た
ち
が
今
で
は
民
主
的
に

な
り
自
己
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
子
供
っ
ぽ
く
て
怠
け

者
な
の
か
、
ま
た
、
ま
じ
め
に
働
く
夫
に
と
っ
て
誠
実
な
伴
侶
な
の
か
、
そ

れ
と
も
女
性
も
労
働
階
級
の
一
員
と
見
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
は
一
致
し

な
い
︒

　
第
四
章
が
扱
う
の
は
、
日
本
女
性
の
抱
く
「
戦
後
の
欲
求
」
を
め
ぐ
る
メ

デ
ィ
ア
の
扱
い
で
あ
る
︒
一
九
五
六
年
後
半
の
﹃
婦
人
公
論
』
に
、
い
わ
ゆ

る
「
新
し
い
女
」
た
ち
が
性
的
、
金
銭
的
、
物
質
的
に
求
め
る
も
の
は
何
か
、

そ
れ
を
得
る
た
め
に
ど
う
い
う
手
段
を
用
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
男

た
ち
は
ど
う
反
応
し
た
か
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
そ
れ
に
対
す
る
意
見

の
応
酬
が
掲
載
さ
れ
た
︒
こ
の
論
争
は
、
戦
後
の
民
主
的
改
革
が
「
セ
ッ
ク

ス
、
冒
険
、
物
質
的
快
適
さ
に
対
す
る
女
性
の
途
方
も
な
い
欲
求
を
解
き

放
っ
た
」（p. 3

）
こ
と
へ
の
怯
え
を
露
呈
さ
せ
た
と
著
者
は
考
え
る
︒
と
く

に
破
廉
恥
と
思
わ
れ
る
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
は
、
欧
米
の
影
響
の
せ
い
に
さ

れ
た
り
し
た
が
、
少
な
く
と
も
﹃
婦
人
公
論
』
が
伝
え
る
か
ぎ
り
で
は
、
大

多
数
の
女
性
の
欲
求
は
ご
く
慎
ま
し
や
か
な
も
の
だ
っ
た
︒
例
え
ば
あ
る
ア

ン
ケ
ー
ト
で
「
今
は
持
っ
て
い
な
く
て
、
い
ち
ば
ん
欲
し
い
も
の
は
何
で
す

か
」
と
聞
か
れ
て
、
主
婦
た
ち
が
欲
し
が
っ
た
の
は
洗
濯
機
、
家
、
お
金
で

あ
り
、「
サ
ラ
リ
ー
ガ
ー
ル
」
が
欲
し
が
っ
た
の
は
お
金
、
ピ
ア
ノ
、
恋
人

だ
っ
た
（
第
十
二
位
に
「
頭
脳
」
が
入
っ
て
い
る
）︒
女
子
学
生
た
ち
は
車
、
家

の
つ
ぎ
に
、
実
現
性
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
が
兄
ま
た
は
姉
を
欲
し
が
っ
た

（p.87

）︒
男
た
ち
は
、
戦
後
に
人
格
形
成
を
し
た
若
者
で
な
い
か
ぎ
り
、
女
た

ち
の
自
信
に
満
ち
た
ふ
る
ま
い
に
ひ
る
み
、
抵
抗
を
示
し
た
と
さ
れ
る
︒

　
第
五
章
と
六
章
で
は
、
一
九
五
八
年
か
ら
五
九
年
に
か
け
て
メ
デ
ィ
ア
を

席
巻
し
、
女
性
の
役
割
に
つ
い
て
日
本
の
国
内
外
に
広
範
な
論
争
を
巻
き

起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
二
人
の
特
別
な
女
性
に
つ
い
て
述
べ
る
︒

一
九
五
八
年
、
当
時
の
皇
太
子
と
「
平
民
」
正
田
美
智
子
と
の
婚
約
が
発
表

さ
れ
た
︒
そ
の
後
、
メ
デ
ィ
ア
の
熱
狂
的
な
報
道
は
一
九
五
九
年
四
月
の
成

婚
ま
で
続
い
た
︒
著
者
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
正
田
美
智
子
は
「
国
民
の
プ
リ
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ン
セ
ス
」
と
な
り
、
そ
の
結
婚
生
活
は
日
本
の
主
婦
の
模
範
と
さ
れ
た
︒
成

婚
に
関
わ
る
費
用
や
天
皇
制
に
代
表
さ
れ
る
社
会
的
不
公
平
に
対
し
て
多
少

の
批
判
は
あ
っ
た
も
の
の
、
世
論
の
大
半
は
こ
の
結
婚
を
戦
後
民
主
主
義
と

友
愛
結
婚
の
勝
利
と
し
て
支
持
し
た
︒
一
方
、
一
九
五
九
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
ロ
ン
グ
ビ
ー
チ
で
行
な
わ
れ
た
ミ
ス
ユ
ニ
バ
ー
ス
世
界
大
会
で
、
ミ

ス
日
本
の
児
島
明
子
が
優
勝
し
た
︒
コ
ン
テ
ス
ト
に
出
場
し
、
そ
れ
を
そ
の

後
の
モ
デ
ル
業
と
広
告
業
の
キ
ャ
リ
ア
に
最
大
限
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
児

島
の
明
ら
か
な
野
心
は
、
日
本
国
内
に
大
き
な
違
和
感
と
批
判
を
呼
び
起
こ

し
た
︒
淑
女
の
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
、
は
し
た
な
い
と
い
う
わ
け
だ
︒
だ

が
大
勢
と
し
て
は
、
中
国
戦
線
で
戦
死
し
た
父
を
持
ち
、
貧
し
い
家
庭
で

育
っ
た
四
人
の
遺
児
の
一
人
で
あ
る
児
島
の
成
功
物
語
は
、
日
本
の
戦
後
復

興
の
象
徴
と
さ
れ
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
人
の
新
し
い
可
能
性
を
示
し
、

多
く
の
日
本
の
若
い
女
性
が
美
人
コ
ン
テ
ス
ト
へ
の
出
場
に
憧
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒

　
最
終
章
は
円
地
文
子
の
一
九
五
八
年
の
有
名
な
小
説
﹃
女
面
』
を
分
析
す

る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
と
り
あ
げ
た
の
は
一
九
五
〇
年
代
日
本
に
お

い
て
支
配
的
だ
っ
た
女
性
ら
し
さ
と
の
対
比
を
示
す
た
め
だ
と
い
う
︒
複
雑

で
エ
ロ
ス
に
満
ち
満
ち
た
こ
の
復
讐
小
説
の
女
主
人
公
た
ち
に
は
、
台
所
の

プ
リ
ン
セ
ス
と
も
美
人
コ
ン
テ
ス
ト
の
優
勝
者
と
も
、
共
通
点
は
何
一
つ
な

い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
女
ら
は
近
代
的
な
家
電
や
豪
華
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑

誌
が
約
束
し
て
く
れ
る
も
の
に
で
は
な
く
、
古
代
に
さ
か
の
ぼ
る
日
本
の
過

去
お
よ
び
そ
の
美
的
、
文
学
的
遺
産
に
魅
せ
ら
れ
た
魔
女
で
あ
る
︒
と
は
い

え
、
こ
の
小
説
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
家
父
長
制
に
替
わ
る
も
の
に
も
、
そ
れ
へ

の
根
源
的
挑
戦
に
も
な
り
え
な
い
と
著
者
は
結
論
す
る
︒

　
本
書
が
あ
つ
か
う
資
料
は
豊
か
で
刺
激
的
だ
︒
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
個
別
の

材
料
を
一
つ
の
全
体
像
に
ま
と
め
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
メ
デ
ィ
ア
の

話
題
や
小
説
の
持
つ
意
味
を
包
括
的
に
論
ず
る
よ
う
な
「
結
論
」
が
な
い
の

は
も
ど
か
し
い
︒
日
本
女
性
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
論
争
と
、
一
九
五
〇
年
代

国
内
外
の
広
範
な
政
治
的
、
社
会
的
文
脈
と
の
関
係
を
も
っ
と
詳
し
く
説
明

す
れ
ば
、「
結
論
」
は
と
り
わ
け
価
値
あ
る
も
の
に
な
っ
た
だ
ろ
う
︒
主
婦
や

プ
リ
ン
セ
ス
や
美
人
コ
ン
テ
ス
ト
の
勝
者
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
報
道
が
い
か

に
冷
戦
戦
略
を
支
え
、
日
米
の
公
式
の
関
係
を
補
強
し
た
り
浸
食
し
た
り
し

て
い
た
か
を
語
る
ヒ
ン
ト
は
本
書
全
体
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
だ
が
、
こ

う
し
た
テ
ー
マ
を
よ
り
包
括
的
に
論
じ
る
に
は
、
婦
人
雑
誌
の
記
事
を
そ
の

他
の
資
料
と
並
置
す
る
必
要
が
あ
っ
た
ろ
う
︒
本
書
の
強
み
は
、
一
九
五
〇

年
代
の
婦
人
雑
誌
が
日
本
女
性
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
い
か
に
伝
え
、
反
映

し
、
鋳
造
し
、
疑
問
視
し
た
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
叙
述
に
あ
る
︒
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
記
事
や
論
争
で
前
提
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
四
五
年
以
来
日
本
の

主
婦
が
根
本
か
ら
変
貌
し
た
こ
と
、
そ
し
て
主
婦
が
変
わ
れ
ば
国
家
が
変
わ

る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒
本
書
は
、
こ
れ
か
ら
一
九
五
〇
年
代
日
本
を
扱
う

研
究
者
に
と
っ
て
多
く
の
刺
激
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
︒
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