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れ
も
知
識
人
が
主
導
し
て
ゐ
る
（
性
同

一
性
障
害
を
め
ぐ
る
最
高
裁
の
違
憲
判
決
な

ど
）。
そ
こ
で
は
、
幕
末
・
明
治
の
世
に
、

西
洋
人
が
日
本
の
光
と
見
た
「
ほ
ん
も

の
の
平
等
精
神
」
も
、「
子
供
に
つ
く

す
母
親
」
も
、「
自
己
の
古
い
文
化
の

真
に
合
理
的
な
も
の
」
も
見
向
き
も
さ

れ
な
い
。
文
化
破
壊
の
知
識
人
に
と
っ

て
は
、
占
領
下
に
日
本
を
再
び
脅
威
と

し
な
い
た
め
に
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲

法
が
「
国
の
光
」
な
の
だ
ら
う
。

日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
「
国
の

光
」
を
確
認
す
る
こ
と
こ
そ
、
日
本
人

の
教
育
の
柱
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
国
語
、
歴
史
、
道
徳
、
芸
術

な
ど
の
多
く
の
教
科
に
及
ば
う
。
小
学

唱
歌
な
ど
は
「
過
ぎ
し
日
の
面
影
」
を

伝
へ
て
ゐ
て
、
子
供
の
心
に
父
祖
の
声

を
「
囁
き
続
け
る
」
の
で
は
な
い
か
。

目
下
、
国
政
の
世
界
は
混
迷
状
況
に

あ
る
が
、
政
治
家
諸
氏
に
は
目
線
を
高

く
し
て
、
自
身
の
心
を
照
ら
す
「
国
の

光
」
を
見
出
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
手
前

味
噌
に
な
る
が
、
昨
秋
刊
行
し
た
当
会

編
著
の
『
歴
代
天
皇
の
御
製
集
』（
致
知

出
版
社
）
も
、
ま
さ
に
「
国
の
光
」
を

確
認
す
る
栞
に
な
り
う
る
も
の
で
、
二

千
有
余
年
の
国
史
を
貫
く
光
が
そ
こ
に

あ
る
。

「
国
の
光
を
観
る
」
と
こ
ろ
か
ら
、

目
先
の
経
済
政
策
や
政
局
に
止
ま
ら
な

い
本
来
の
国
策
へ
の
道
と
情
熱
が
生
み

出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

レ
ン
）、「
日
本
の
子
供
ほ
ど
行
儀
が
よ

く
て
親
切
な
子
供
は
い
な
い
。
日
本
の

母
親
ほ
ど
辛
抱
強
く
愛
情
に
と
み
、
子

供
に
つ
く
す
母
親
は
い
な
い
」（
モ
ー

ス
）、「
花
好
き
と
詩
は
日
本
に
お
い

て
は
分
離
で
き
ぬ
車
の
両
輪
で
あ
る
」

（
シ
ー
ボ
ル
ト
）。

こ
ん
な
文
章
が
次
々
と
各
章
に
出
て

く
る
。
当
時
の
西
洋
人
の
目
に
、
日
本

の
国
は
明
ら
か
に
光
っ
て
み
え
た
の
だ
。

一
方
で
、
当
時
、
か
う
し
た
西
洋
人

の
見
方
を
否
定
し
た
が
る
日
本
人
が

ゐ
た
。
そ
れ
が
日
本
の
知
識
人
だ
っ

た
。「
新
日
本
の
人
々
に
と
っ
て
は
常

に
、
自
己
の
古
い
文
化
の
真
に
合
理
的

な
も
の
よ
り
も
、
ど
ん
な
に
不
合
理
で

も
新
し
い
制
度
を
ほ
め
て
も
ら
う
方
が

は
る
か
に
大
き
い
関
心
事
な
の
で
す
」

（
ベ
ル
ツ
）。

著
者
の
渡
辺
京
二
氏
は
、
西
洋
人
を

魅
了
し
た
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
、
日

本
人
の
生
活
の
総
体
と
し
て
の
「
文

明
」は
、「
明
治
末
期
に
そ
の
滅
亡
が
ほ

ぼ
確
認
さ
れ
て
い
た
」
と
記
す
の
だ
が
、

同
書
の
解
説
を
書
か
れ
た
平
川
祐
弘
氏

は
そ
の
末
尾
に
、「
そ
の
過
去
は
私
た

ち
の
心
性
の
中
で
死
に
絶
え
て
は
い
な

い
。
か
す
か
に
囁
き
続
け
る
も
の
が
あ

る
か
ら
こ
そ
、
過
ぎ
し
日
の
面
影
は
懐

か
し
い
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

今
は
「
国
の
光
」
が
見
え
難
く
な
っ

て
、
む
し
ろ
、
日
本
の
文
化
を
壊
し
、

家
族
を
壊
す
働
き
が
進
ん
で
ゐ
て
、
こ

代
に
来
日
し
た
外
国
人
た
ち
の
膨
大
な

手
記
を
丹
念
に
集
め
た
労
作
で
、
西
洋

の
人
々
が
当
時
の
日
本
の
風
景
や
く
ら

し
を
ど
う
見
た
か
が
幅
広
く
収
め
ら
れ

て
ゐ
る
。
そ
の
中
に
は
、
当
時
の
大
ら

か
で
愉
快
で
、
親
切
で
情
に
厚
く
、
美

し
く
清
潔
な
庶
民
生
活
や
当
時
の
景
色

が
活
写
さ
れ
て
ゐ
る
。

そ
れ
ら
は
所
謂
観
光
地
を
巡
っ
た
記

録
で
は
な
い
の
だ
が
、
日
本
に
滞
在
し

た
多
く
の
西
洋
人
が
当
時
の
日
本
の

「
国
の
光
」
を
観
た
の
だ
っ
た
。
そ
の

ほ
ん
の
さ
は
り
だ
け
示
す
と
、 

「
私
は
全
て
の
持
ち
物
を
、
さ
さ
や

か
な
お
金
も
含
め
て
、
鍵
も
か
け
ず

に
お
い
て
い
た
が
、
一
度
た
り
と
な
く

な
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」（
ド
イ
ツ
人

宣
教
師
）、「
金
持
ち
は
高
ぶ
ら
ず
、
貧

乏
人
は
卑
下
し
な
い
。
…
ほ
ん
も
の
の

平
等
精
神
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
、
お
な

じ
人
間
だ
と
信
じ
る
心
が
、
社
会
の

隅
々
ま
で
浸
透
し
て
い
る
」（
チ
ェ
ン
バ

昔
、
あ
る
機
縁
で
訪
ね
た
漢
学
の

老
先
生
に
、「
観
光
」
と
い
ふ
言
葉
は

「
国
の
光
を
観
る
」
と
い
ふ
の
が
本
来

の
意
味
で
あ
る
と
伺
っ
た
記
憶
が
あ
る
。

観
光
の
話
題
は
今
も
つ
き
な
い
が
、

多
く
は
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
脱
却
や
円

安
・
物
価
安
を
背
景
と
し
た
外
国
人
観

光
客
の
増
加
と
い
っ
た
、
観
光
業
を
め

ぐ
る
経
済
的
な
文
脈
で
話
題
と
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
観
光
立
国
と
い
ふ
言
葉

も
経
済
政
策
的
側
面
が
強
い
や
う
で
あ

る
。し

か
し
、「
国
の
光
」
と
い
ふ
言
葉

に
は
経
済
の
領
域
を
超
え
た
高
み
と
広

が
り
が
あ
る
。
辞
書
で
は
「
国
光
」
と

し
て
、
国
家
の
栄
光
、
一
国
の
文
化
、

国
風
と
い
っ
た
意
味
が
出
て
く
る
。
日

本
人
が
古
来
大
事
に
し
、
誇
り
と
す
る

も
の
と
い
ふ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。

昨
年
、
以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
ゐ
た

『
逝
き
し
世
の
面
影
』（
渡
辺
京
二
著
）
と

い
ふ
本
を
読
ん
だ
。
幕
末
・
明
治
の
時

「
国
の
光
を
観
る
」

     —

政
治
家
諸
氏
に
は
、自
身
の
心
を
照
ら
す

　
　
　   

「
国
の
光
」を
見
出
し
て
も
ら
ひ
た
い—
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