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一
母
性
保
護
論
争

一
九
一
八
年
(
大
正
八
)
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
与
謝
野

晶
子
(
一
八
七
八
1
一
九
四
二
)
、
平
塚
ら
い
て
ふ
(
一
八
九

0
1
一
九
七
二
、
山
川
菊
枝
(
一
八
九
0
1
一
九
八
O
)
ら

に
よ
り
、
雑
誌
「
婦
人
公
論
」
(
創
刊
は
一
九
一
六
年
)
を
主

た
る
舞
台
と
し
て
、
女
性
・
母
性
の
自
立
と
保
護
を
め
ぐ
る

一
連
の
論
争
が
展
開
さ
れ
た
。

第
二
次
大
戦
後
の
新
憲
法
は
男
女
平
等
を
う
た
い
、
女
性

の
法
的
地
位
も
大
き
く
向
上
し
た
が
、
大
正
期
に
あ
っ
て
は
、

こ
う
し
た
論
争
じ
た
い
が
一
般
的
な
理
解
を
集
め
る
に
は
至

ら
ず
、
少
数
の
著
名
な
女
性
た
ち
に
よ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
出
来
事
に
終
始
し
た
側
面
は
否
定
で
き
な
い
。
し

か
し
明
治
期
以
来
の
文
壇
あ
る
い
は
社
会
諸
思
想
の
展
開
の

な
か
で
、
女
性
も
自
ら
の
社
会
感
覚
・
意
識
を
鍛
え
精
神
的

成
長
を
遂
げ
う
る
、
活
字
と
い
う
格
好
の
自
己
表
現
対
象
・

手
段
を
獲
得
し
つ
つ
あ
っ
た
意
義
は
大
き
い
。
論
争
参
加
者

た
ち
は
、
「
女
性
」
と
「
経
済
」
の
接
点
に
生
じ
る
問
題
の
多

面
性
を
書
き
残
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
多
面
性
は
し
か
し

な
が
ら
相
互
刺
激
を
通
じ
統
一
的
な
思
想
・
運
動
に
収
飲
す

る
と
い
う
性
質
は
持
た
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
後
年
へ
と
引
き

継
が
れ
る
女
性
論
を
構
成
す
る
諸
課
題
を
、
各
自
の
内
面
か

ら
掘
り
起
こ
し
、
日
本
に
お
い
て
初
め
て
社
会
に
提
起
し
た

の
が
こ
の
論
争
で
あ
る
。

与
謝
野
田
闇
子
と
平
塚
ら
い
て
ふ
の
議
論

与
謝
野
晶
子
は
明
治
末
年
の
欧
州
旅
行
を
転
機
に
、
政
治

・
経
済
問
題
に
多
く
関
心
を
寄
せ
、
こ
の
方
面
の
文
筆
活
動

を
活
発
化
し
た
。
そ
の
論
調
は
率
直
、
自
由
で
、
資
本
家
階

級
廃
棄
や
工
業
労
働
者
自
治
の
主
張
等
と
き
に
大
胆
な
発
言

も
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
思
索
は
対
象
に
即
し
て
体

系
的
と
い
う
よ
り
、
哲
学
、
経
済
学
、
社
会
学
な
ど
多
方
面

の
書
物
か
ら
晶
子
な
り
に
吸
収
し
、
学
術
用
語
で
す
ら
概
し
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て
彼
女
の
生
活
感
覚
で
阻
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
晶
子
に
よ
る
「
女
子
の
職
業
的
独
立
を
原
則
と
せ
よ
」

(
『
女
学
世
界
』
一
九
一
八
年
)
、
「
女
子
の
徹
底
し
た
独
立
」

(
『
婦
人
公
論
』
一
九
一
八
年
)
が
、
論
争
の
直
接
の
引
き
金

と
な
っ
た
。

す
で
に
大
正
期
に
入
る
と
平
塚
ら
い
て
ふ
等
の
『
青
鞘
」

創
刊
(
一
九
一
一
年
)
、
『
中
央
公
論
」
と
「
太
陽
』
が
相
次

い
で
組
ん
だ
特
集
号
等
に
よ
っ
て
、
「
婦
人
問
題
」
は
時
流
の

一
焦
点
と
な
っ
て
い
た
。
社
会
政
策
学
会
等
の
学
界
や
社
会

主
義
・
労
働
運
動
界
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
晶
子
の
経
済

的
独
立
論
に
は
一
定
の
社
会
的
受
け
皿
が
用
意
さ
れ
て
い
た

の
だ
が
、
な
か
で
も
す
か
さ
ず
応
じ
た
の
が
平
塚
ら
い
て
ふ

で
あ
っ
た
。
ら
い
て
ふ
は
エ
レ
ン
・
ケ
イ
等
の
翻
訳
を
通
じ

て
母
性
保
護
論
を
持
論
と
し
て
い
た
が
、
晶
子
の
経
済
的
独

立
論
に
は
正
面
き
つ
て
の
母
性
保
護
批
判
が
含
ま
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

ら
い
で
ふ
は
、
こ
ど
も
を
産
み
育
て
る
母
性
に
よ
っ
て
こ

そ
女
性
は
社
会
的
・
国
家
的
存
在
に
な
る
と
い
う
。
し
か
し

現
実
の
杜
会
・
国
家
は
母
性
を
無
償
で
女
性
に
委
ね
て
い
る

以
上
に
、
女
性
が
職
業
を
も
て
ば
過
酷
な
労
働
条
件
に
曝
さ

れ
る
。
こ
の
現
実
の
な
か
で
、
多
く
の
犠
牲
の
み
を
強
い
る

経
済
的
独
立
な
ど
「
絶
対
的
に
価
値
あ
る
も
の
で
せ
う
か
」

と
ら
い
で
ふ
は
反
論
し
た
(
「
母
性
保
護
の
主
張
は
依
頼
主
義

か
」
(
一
九
一
八
年
)
0

彼
女
に
と
り
問
題
は
経
済
的
独
立
そ

れ
自
体
で
は
な
く
、
い
か
に
経
済
的
独
立
を
獲
得
す
る
か
、

そ
の
方
法
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
母
の
仕
事
に
経
済
的
価
値

が
付
せ
ら
れ
:
・
国
家
の
手
に
よ
っ
て
最
も
確
実
に
保
障
さ
れ

る
」
と
い
う
固
に
よ
る
母
性
保
護
を
描
き
出
す
こ
と
に
な
る

(
「
現
代
家
庭
婦
人
の
悩
み
」
一
九
一
九
年
)
。
し
か
し
晶
子
に

と
っ
て
は
、
そ
れ
は
夫
に
替
わ
っ
て
国
家
に
「
寄
食
」
す
る

こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

晶
子
は
「
婦
人
改
造
の
基
礎
的
条
件
」
の
ひ
と
つ
に
「
汎

労
働
主
義
」
を
あ
げ
る
。
生
ま
れ
育
っ
た
堺
で
「
家
業
を
助

け
て
あ
ら
ゆ
る
労
働
に
服
し
・
・
・
多
く
の
勤
勉
な
沢
山
の
男
女

を
見
・
:
労
働
的
精
神
を
尊
敬
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
晶
子
に

と
り
、
労
働
と
は
、
そ
れ
が
た
と
え
苦
痛
で
あ
っ
て
も
よ
り
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よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
性
の
不
可
欠
の
内
面
的
要
素
で

あ
っ
た
。
実
際
、
晶
子
に
は
歌
人
・
評
論
家
と
し
て
家
庭
経

済
を
支
え
て
き
た
経
済
的
自
立
の
実
績
の
裏
付
け
が
あ
っ

た
。
一
方
、
日
本
女
子
大
学
校
を
卒
業
後
、
女
子
英
学
塾
ほ

か
に
勉
学
の
場
を
求
め
る
な
か
で
、
当
時
の
女
性
解
放
論
の

先
端
的
論
客
と
な
っ
て
い
た
ら
い
て
ふ
が
母
に
な
っ
て
直
面

し
た
の
は
、
「
既
婚
婦
人
が
こ
の
家
庭
生
活
と
共
に
他
の
労
働

生
活
を
営
む
こ
と
の
不
可
能
」
と
い
う
二
者
択
一
的
情
況
で

あ
っ
た
。
結
局
ら
い
で
ふ
は
「
母
の
仕
事
」
の
絶
対
的
意
義

を
主
張
す
る
こ
と
で
、
母
性
保
護
の
賛
否
以
前
に
労
働
論
の

文
脈
か
ら
は
身
を
引
く
立
場
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

山
川
菊
枝
の
立
場

平
行
線
を
辿
る
二
人
の
議
論
に
、
さ
ら
に
第
三
の
社
会
主

義
的
な
立
場
を
表
明
し
た
の
が
山
川
菊
枝
で
あ
る
。
菊
枝
は

晶
子
を
「
欧
州
に
生
ま
れ
て
、
十
九
世
紀
後
半
に
及
ん
で
世

界
の
大
勢
と
な
っ
た
」
女
権
運
動
、
ら
い
で
ふ
を
そ
の
「
修

正
案
と
し
て
十
九
世
紀
初
頭
に
北
欧
に
起
こ
っ
た
母
権
運

動
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
世
界
史
的
視
野
に
立
っ
た
女
性

解
放
論
の
二
つ
の
系
譜
に
位
置
づ
け
、
自
ら
の
読
書
(
翻
訳
)

.
研
究
の
成
果
を
論
争
解
釈
に
適
用
し
た
。

菊
枝
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
社
会
の
自
由
競
争
に
対
し
、

前
者
は
こ
の
肯
定
の
う
え
で
女
性
も
自
ら
強
く
生
き
抜
く
こ

と
の
必
要
性
を
力
説
し
、
後
者
は
こ
の
競
争
の
結
果
を
憂
い

避
難
所
と
し
て
保
護
を
叫
ん
で
い
る
。
と
も
に
一
面
の
真
理

は
あ
る
が
、
「
現
在
の
経
済
関
係
と
い
ふ
禍
の
大
本
に
斧
鍛
を

下
さ
う
と
し
な
い
・
:
不
徹
底
な
繍
縫
策
」
と
い
う
共
通
の
「
誤

謬
」
が
あ
る
(
「
母
性
保
護
と
経
済
的
独
立
」
一
九
一
八
年
)

0

そ
し
て
菊
枝
は
と
い
え
ば
「
婦
人
問
題
を
惹
起
し
盛
大
な
ら

し
め
る
経
済
関
係
そ
の
物
の
改
変
」
こ
そ
「
根
本
的
解
決
」

だ
と
力
説
し
た
。

菊
枝
は
晶
子
に
つ
い
て
「
時
代
よ
り
一
歩
先
に
出
て
、
一

層
高
い
見
地
か
ら
こ
れ
を
批
判
し
指
導
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は

行
っ
て
居
ら
れ
ぬ
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
求
め
ら
れ

た
「
高
い
見
地
」
と
は
、
菊
枝
に
と
っ
て
社
会
主
義
的
変
革

を
展
望
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
菊
枝
は
資
本
主
義
が
創
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出
す
る
「
婦
人
問
題
」
を
批
判
的
立
場
か
ら
理
路
整
然
と
説

明
し
得
た
。
し
か
し
根
本
的
解
決
の
強
調
が
経
済
的
基
底
還

元
論
に
帰
着
し
、
そ
の
た
め
に
母
性
、
家
事
・
育
児
労
働
そ

し
て
女
性
の
経
済
的
自
立
と
い
っ
た
個
々
の
課
題
に
対
す
る

具
体
的
ビ
ジ
ョ
ン
が
か
え
っ
て
不
鮮
明
と
な
っ
た
こ
と
は
否

め
な
い
。
こ
の
難
点
は
、
日
本
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
マ
ル

ク
ス
主
義
婦
人
解
放
論
が
持
っ
て
い
た
限
界
を
示
す
も
の
で

も
あ
ろ
う
。

す
で
に
大
正
期
の
都
市
に
は
、
個
人
的
私
的
生
活
領
域
と

し
て
の
家
庭
が
定
着
し
始
め
て
い
た
。
そ
こ
に
あ
る
母
性
、

家
庭
、
家
事
・
育
児
と
い
っ
た
要
素
は
、
市
場
経
済
に
と
り
、

ま
た
社
会
科
学
に
と
っ
て
も
ま
だ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ

た
。
し
か
し
ひ
と
た
び
女
性
が
経
済
的
自
立
を
要
求
し
た
と

き
、
女
性
労
働
力
固
有
の
問
題
と
し
て
、
ま
た
資
本
主
義
再

生
産
に
組
み
込
ま
れ
た
家
庭
生
活
の
あ
り
方
の
問
題
と
し

て
、
戦
後
へ
と
連
な
る
新
た
な
政
策
的
、
知
的
領
域
と
し
て

開
発
の
途
が
始
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
人
の
論
客
た
ち

が
多
弁
に
論
じ
た
問
題
が
現
代
に
も
及
び
得
る
ゆ
え
ん
で

る
。
ま
た
こ
の
論
争
が
持
っ
て
い
た
複
雑
さ
や
各
論
並
立
状

況
は
、
現
在
な
お
母
性
、
家
庭
、
家
事
・
育
児
そ
し
て
女
性

の
経
済
的
独
立
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
噴
出
す
る

こ

と

に

示

さ

れ

て

い

る

。

(

福

田

)
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