
別
撤
廃
条
約
の
理
念
を
職
業
の
分
野
で
よ
り
具

体
化
す
る
も
の
で
、
「
男
女
と
も
に
職
業
と
家

庭
を
調
和
さ
せ
、
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
働
く

権
利
」
の
保
障
を
締
約
国
に
義
務
づ
け
て
い
ま

す
。
日
本
政
府
は
こ
の
条
約
を
、
一
九
九
五
年

に
批
准
し
ま
し
た
。
批
准
に
先
立
ち
一
九
九
一

年
に
育
児
休
業
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
何
度

か
改
正
さ
れ
て
、
二
〇
〇
二
年
四
月
か
ら
、
改

正
育
児
・
介
護
休
業
法
が
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
�

　
こ
の
法
律
は
、
一
歳
未
満
の
子
ど
も
を
養
育
�

す
る
男
女
労
働
者
に
育
児
休
業
を
、
介
護
が
必
�

要
な
家
族
を
介
護
し
て
い
る
男
女
労
働
者
に
介

護
休
業
を
保
障
し
て
い
ま
す
。
資
格
の
有
る
労

働
者
が
請
求
し
た
ら
、
会
社
は
ど
ん
な
繁
忙
期

で
あ
っ
て
も
必
ず
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

休
業
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱
い

を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
、
子
ど
も
が

三
歳
ま
で
の
短
時
間
勤
務
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ

ム
制
、
時
間
外
労
働
の
制
限
な
ど
の
ど
れ
か
一

つ
を
義
務
化
し
、
深
夜
業
の
免
除
、
残
業
の
制

限
、
子
ど
も
が
病
気
の
と
き
の
看
護
休
暇
の
努

力
義
務
、
転
勤
の
際
の
配
慮
義
務
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
公
務
員
の
場
合
は
さ
ら
に
厚
く
保

障
さ
れ
て
い
ま
す
。
�

　
こ
れ
ら
は
全
部
、

女
性
だ
け
で
な
く

男
性
に
も
平
等
に

保
障
さ
れ
て
い
る

権
利
で
す
。
そ
れ

な
の
に
、
育
児
休

業
を
と
っ
た
男
性

は
、
権
利
の
あ
る

男
性
の
う
ち
た
っ

た
の
〇
･
三
三
％
。

こ
れ
は
い
っ
た
い

な
ぜ
な
の
で
し
ょ

う
か
。
育
児
よ
り

仕
事
が
大
事
と
考

え
る
男
性
が
多
い

だ
け
で
な
く
、
女

性
の
中
に
も
同
じ

考
え
が
な
い
で
し

ょ
う
か
。
家
庭
の

中
で
、
夫
と
妻
で
、

話
し
合
っ
て
み
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
妻
が
専
業
主
婦
で
も
、
産

後
八
週
間
ま
で
夫
は
育
児
休
業
を
と
る
権
利
が

あ
り
ま
す
。
�

�非
正
規
雇
用
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
�

　
男
性
が
権
利
を
行
使
し
な
い
と
い
う
大
き
な

問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
育
児
・
介
護
休
業
法
は

か
な
り
改
善
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ

の
法
律
自
体
に
大
き
な
欠
陥
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
（
有
期

雇
用
）
は
適
用
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

有
期
雇
用
と
は
、
三
か
月
と
か
一
年
な
ど
の
期

限
づ
き
で
雇
わ
れ
て
い
る
人
で
す
。
�

　
雇
用
契
約
に
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用

と
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
雇
用
の
二
種
類
が
あ

り
ま
す
。
主
婦
の
方
の
中
に
は
、
期
間
の
定
め

の
あ
る
雇
用
の
ほ
う
が
、
そ
の
期
間
解
雇
さ
れ

な
い
し
、
辞
め
た
い
と
き
は
期
間
が
来
た
ら
辞

め
ら
れ
る
か
ら
い
い
、
と
思
っ
て
い
る
人
が
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
全
く
の
誤
解
で
す
。
期
間
の

定
め
の
な
い
雇
用
は
正
社
員
で
、
解
雇
さ
れ
て

も
仕
方
が
な
い
理
由
が
な
い
限
り
辞
め
さ
せ
ら

れ
な
い
し
、
辞
め
た
い
と
き
は
原
則
と
し
て
二

週
間
前
に
「
退
職
し
ま
す
」
と
言
え
ば
辞
め
ら

れ
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
有
期
雇
用
は
、

期
間
が
き
た
ら
、
更
新
さ
れ
な
い
限
り
失
業
す

る
し
、
辞
め
た
い
と
思
っ
て
も
、
原
則
と
し
て

期
間
が
来
る
ま
で
辞
め
ら
れ
な
い
の
で
す
。
だ

か
ら
有
期
雇
用
は
会
社
の
都
合
で
辞
め
さ
せ
た

り
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
不
安
定
雇
用
な

の
で
す
。
�

　
こ
の
有
期
雇
用
の
人
た
ち
は
、
育
児
休
業
の

権
利
も
、
介
護
休
業
の
権
利
も
、
法
律
で
除
外

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
と
っ
て
も
不
合
理
な

の
で
批
判
が
多
く
、
現
在
審
議
会
で
改
正
が
論

議
さ
れ
て
い
ま
す
。
�

　
ま
た
、
有
期
雇
用
の
人
た
ち
は
、
正
社
員
と

同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
の
に
賃
金
が
低
い
か
ら

賃
金
を
上
げ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
も
、
そ
ん
な

こ
と
を
言
っ
た
ら
契
約
更
新
し
て
も
ら
え
な
い

の
で
は
、
と
思
っ
て
、
が
ま
ん
し
て
し
ま
う
人

が
多
い
の
が
実
情
で
す
。
さ
ら
に
有
期
雇
用
で

も
出
産
休
暇
の
権
利
は
あ
る
の
で
す
が
、
出
産

休
暇
中
に
雇
用
期
間
が
き
た
ら
、
更
新
さ
れ
な

い
こ
と
が
多
い
の
で
、
事
実
上
出
産
休
暇
は
と

れ
ま
せ
ん
。
�

　
有
期
雇
用
の
典
型
は
、
契
約
社
員
と
呼
ば
れ

る
人
で
す
。
パ
ー
ト
は
、
必
ず
し
も
有
期
雇
用
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
大
部
分
の
パ

ー
ト
に
期
間
の
定
め
が
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
パ
ー
ト
と
い
う
だ
け
で
は
不
安
定
な
雇
用

と
言
え
な
い
し
、
期
間
の
定
め
が
つ
い
て
な
け

れ
ば
育
児
休
業
の
権
利
も
介
護
休
業
の
権
利
も

あ
る
の
で
す
が
、
期
間
の
定
め
が
つ
く
と
、
こ

れ
ら
の
権
利
が
な
く
な
る
と
い
う
お
か
し
な
仕

組
み
を
、
ぜ
ひ
と
も
知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
�

　
他
に
派
遣
社
員
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
派
遣

会
社
に
登
録
し
、
派
遣
先
が
決
ま
っ
た
と
き
、

そ
の
期
間
だ
け
派
遣
会
社
と
雇
用
契
約
が
成
立

し
ま
す
。
パ
ー
ト
よ
り
少
し
賃
金
が
高
い
と
言

っ
て
も
、
最
も
不
安
定
な
働
き
方
で
す
。
好
き

な
と
き
に
、
い
ろ
ん
な
会
社
で
働
け
る
か
ら
い

い
と
思
う
人
が
い
る
の
も
わ
か
り
ま
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
働
き
方
が
法
律
で
ど
の
よ
う
に
保
障

さ
れ
て
い
る
か
、
よ
く
知
っ
た
上
で
選
ん
で
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
�
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女性は職業を持たない方がよい�
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