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る

危
機
感
の

表
れ
や

、

そ

も
そ
も
現
実
は

従
来
の

二

者
択
】

的
な
構
図
で

割
り
切
れ
る

も
の

で

は
な
い

こ

と

へ

の

反
省
で

も
あ
る

だ
ろ

う
。

ま
た
、

中
絶
に

対
す
る
生
き
方
を
問

う
こ

と
は
、

社
会
へ

の

関
与
を

強
め

る
こ

と

に

繋
が

る

と

言
え
る

が
、

中

絶
に
直
面
す
る

人
々

の

現
実
に

対
し
て

理
論

上
の

対
立

を

越
え
て

協
同
可
能
な
方
策
が

探
求
さ

れ

る

べ

き
で

あ
る
と

考

え
る

。

生

命
倫
理
言
説
の

日
韓
比
較

　
　
韓
国
に

お
け
る

中
絶
論

争

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

金

　
　
律
里

　

韓
国
語
辞
典
の

「

生

命
」

（
想
噌）

に
は
、

「

2，

女
性
の

子
宮
の

中
に

居
な
が

ら
こ

れ
か

ら
人

間
と
し
て

生
ま
れ

る

存
在
」

と
い

う
定
義
が

あ

り、

こ

れ

は

漢
字
を
使
う
中
国
語
と

日
本
語
の

辞
典
に

は

な
い

定
義
で

あ

る
。

ま
た、

数
え

年
や

胎
教、

胎
名
な
ど
の

事
例
に

表
れ
て

い

る

よ

う
に、

韓
国
に

お

い

て

は

胎
児
を
人
間
の

よ

う
な

存
在
と
し

て

認
識
す
る

こ

と

が

一

般
的
で

あ
る

。

に
も
か
か
わ

ら
ず、

韓
国
は

世
界
的
に

中
絶
率
が
高
い

国
で

あ
る

。

何
故、

韓
国
で

は

中
絶
率
が

高
い

の

か
。

ま
た
、

刑
法
と

母

子

保
健

法
と
の

矛
盾、

そ
し
て

中
絶
が

蔓
延
し
て

い

る

現
実
を
め

ぐ
り、

韓
国
社

会
で

は

ど
の

よ

う
な
議
論
が

行
わ
れ

て

い

る

の

か
。

そ
し
て、

中

絶
に

関
し

て

宗
教
界
は

ど
の

よ

う
な

意
見
を

出
し

て

い

て
、

そ
れ
は
中
絶

議

論
に

ど
の

よ

う
な
影
響
を
与
え
て

い

る

の

か
。

こ

の

よ

う
な
韓
国
に
お

け
る

中

絶
問
題
と

宗
教
と
の

関
係、

ひ

い

て

は
、

日

韓
に

お

け
る

中
絶
問

題
と
宗

教
と
の

関
係
の

比
較
が

筆
者
の

問
題
関
心
で

あ
る

。

今
回
は
韓
国

の

中
絶
状
況
を

検
討
す
る

こ

と
に

し

た

い
。

　
渕
上

恭
子
は

韓
国
に

お
け
る

中
絶
を

儒
教
的
男
児
選

好
思
想
に
よ
る
女

児
の

中
絶
と

特
徴
づ

け
て

い

る
。

し

か

し
、

韓
国
“

儒
教
11

父
系
血
統
重

視
11

男
児
選
好
11

女
児
中
絶
と
い

う
渕
上
の

解
釈、

あ
る

い

は
一

般
的
な

解
釈
に

は
い

く
つ

か
の

問
題
点
が

あ
る

。

第
一

点
目
は
、

「

韓
国
は

儒
教

社

会
」

と
い

う
場
合
の

懦
教
の

定
義
で

あ
る

。

こ

の

「

儒
教
」

は

男
尊
女

卑、

上

下
関
係
と
い

っ

た

不
平
等
な

人

間
関
係
を

指
す
場
合
が

多
く、

こ

の

「

韓
国
の

儒
教
」

と
い

う
際
の

儒
教
の

意
味
は
、

中

国
や

日

本
の

儒
教

を

指
す
際
に

は

使
用
し
な
い

意
味
で

あ
る

。

第
二

点
目
は

、

女

児
中
絶
11

男
児
選

好
u

儒
教
と
い

う
解
釈
の

適
切
性
で

あ
る
。

出
生

性
比
が

高
い

に

も
か

か
わ

ら

ず、

儒
教
の

影
響
が

あ
る

と
は

思
え
な

い

国
も

存
在
し
、

よ

っ

て

男
児
選
好
を

単
に

儒
教
の

影
響
で

あ
る

と

見
な

す
こ

と
に

は

無
理
が

あ
る

。

第
三

点
目
は
、

韓
国
の

男
児
選

好
が

果
た

し

て

儒
教
の

影
響
な
の

か
と
い

う
問
題
で

あ
る

。

新
羅
社
会
に

お

い

て

も

男
児
選
好
が

存
在
し
た

た

め、

韓
国
の

男

児
選
好

に
は
巫

俗
の

影
響
も

あ
る

と

い

う
研
究
も

あ

り
、

今
後
韓
国
に

お

け
る

男
児
選
好
に

関
す
る

更
な
る

研
究
が

必

要
で

あ

ろ

う
。

第
四

点
目
に
、

先
行
研
究
が

考
慮
に

入
れ

な
か
っ

た

地

域
間
格
差

と

干
支
の

影
響
も
挙
げ
ら
れ
る

。

第
五

点
目
は
、

韓
国
11

儒
教
目

男
児
選

好
と
い

う
見
方
は
、

現
在
で

も

有
効
で

あ
る

か
と
い

う
問
題
で

あ
る
。

　

筆
者
は

韓
国
の

中
絶
問
題
の

背
景
に

は

個
人
−
家
族
−
国
家
を

連
結
さ

せ

る
思

考
が

存
在
し

て

い

る
と

考
え
て

い

る
。

ま
ず、
「

優
秀
な
個

人
」

を

誕
生

さ
せ

る

こ

と
の

重
要
性
が
人
々

に

共
有
さ
れ

て

い

る
。

優
生

学
に

基
づ

く
母
子
保
健
法
と
、

胎
教
か
ら

英
才
教
育、

大
学
受
験
教

育
ま
で

続

く
教
育
熱
か

ら

わ

か

る

よ

う
に
、

身
体
的
に

問
題
の

な

い

子
供
を

産
み
知

能
的
に

優
れ

た

子
供
と

し
て

育
て

る

こ

と
が

韓
国
の

子
育
て

と

言
え

る
。

そ

の

優

秀
な

個
人
を

育
て

る
た
め
に

は

家
族
が

必

要
で

あ
る
。

「

韓

国
人

の

意

識
・

価

値
観
調
査
」

と
「

二

〇

〇
九

年
全

国
出
産

力
及
び

家
族
保

健
・

福
祉
実
態
調
査
」

に
よ

れ
ば

、

「

結
婚
せ

ず
子

供
を

持
つ

こ

と

は

で
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き
る
」

に
は
、

八
四・
二

％

が

「

賛
成
し

な
い
」

、
「

子
供
が
幸
せ

に

育
つ

た
め

に

は

母
親
と

父

親
両
方
が
必

要
で

あ
る

」

に

は
、

九
一
・

三

％

が
「

同

意
」

、

そ
し

て

応
答
者
の

四

七
・

五

％

が
「

結
婚
生

活
に

問
題
が
あ
っ

て

も

離
婚
は
し
て

は

な
ら

な
い
」

と

回
答
し
た

。

「

子
供
は

必

ず
必

要
で

あ
る
」

に
は

八
六・
四

％
、

「

養
子
で

も
自
分
の

子
供
の

よ

う
に

育
て

ら
れ
る
」

に

は、

四
〇・
○

％

が

「

賛
成
し
な
い
」

と

答
え
た

。

そ
し

て
、

六
四
・
三

％

の

回
答

者
が
「

国
の

た

め

に

何
か

貢
献
し
た
い
」

、

四

八
・

八
％

が
「

国
家

の

た

め
な
ら
自
分
の

利
益
も

犠
牲
に

で

き
る
」

と

答
え
た
。

こ

れ
ら
の

結

果
を
合
わ
せ

る
と
、

出
産
は

結
婚
と
い

う
制

度
内
に

お
い

て

許
容
さ
れ
る

こ

と

で
、

結
婚
し
た

ら
血

の

つ

な

が

っ

た
子
供
を
産
み、

夫
婦
で

育
て

る

と
い

う
こ

と

が、

韓
国
人
が

考
え
る

家
族
像
で

あ
る

。

そ
し
て
、

個
人
が

国
家
発

展
を
担
う
と

い

う
考
え
方
が

韓
国
人
に

根
強
く
存
在
す
る
と

言
え

る
。

要

す
る
に、

妊
娠
・

出
産
・

育
児
と

い

う
出
来
事
は
、

個
人
1
家
族

ー
国
家
を
連
結
さ
せ

る

思
考
と

関
係
し
て

お
り、

そ
れ
は

韓
国
に
お
け
る

中

絶
問
題
を
解
釈
す
る

た

め

の

重

要
な
鍵
と
な
る

。

代
理
母
出
産
と
仏
教
的
生
命
観

　
　
四

有
説
を
手
か

か

り

と
し

て

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

金
　
　
永
晃

　

現
代
社
会
が
抱
え
て

い

る

諸
問
題
の

中
で
、

生
老
病
死
に
関
わ

る

も
う

一

つ

の

悩
み
と

は
、

子
供
が

欲
し

い

が

産
め
な
い

こ

と

で

あ
る
。

不
妊
症

に

悩
む

夫
婦
に
と

っ

て

不
妊

治
療
は

大
き
な
救
済
と

な
り、

希
望
を

与
え

る
も
の

で

あ
る

。

不
妊
の

夫
婦
の

た
め

に、

別
の

女
性
が

代
わ

り
に

出
産

す
る

「

代
理
母
出
産
」

と
い

う
方
法
が

あ
る

。

　

母
と
な
る
こ

と

を

願
う
女
性
の

卵
子
と

そ
の

女
性
の

夫
で

あ
り

、

父

と

な
る

こ

と

を
願
う
男
性
の

精
子
を

体
外
受
精
（
H

＜

男

昌
昌

≦
耳
o

団

興
阜

蔚
o
賦
o
コ
）

し、

代
理

母
の

子
宮
に

移

植
し、

妊

娠
・

出

産
を

試
み

る

生

殖
不
妊
治
療
の

こ

と

で

あ
る

。

子
宮
が
ん

や

子

宮
頸
が

ん

な
ど
の

た

め、

あ
る

い

は

過
去
の

合

併
症
な
ど

が

原

因
で

子

宮
全
摘
と

な
っ

て

い

る

場

合、

そ
の

他
、

多
発

性
子
宮

筋
腫
な
ど
の

手
術
で

子

宮
の

大
部
分
が
切
除

さ
れ
て

い

る

場
合
も

含
む

。

　

代
理
母
出
産
を
第
一

に

必

要
と
す
る
の

は
、

正
常
な

于
段
に

よ

っ

て

も

体
外
受
精
に

よ
っ

て

も、

身

体
的
に

妊
娠
不
可
能
な

女
性
た

ち
で

あ
る

。

最
も
明
白
な
の

は

疾
患
の

た

め
、

子
宮
を
取
り
去
ら
ね
ば

な
ら

な
か
っ

た

女
性
の

ケ
ー

ス

で

あ
る

。

　

代
理
母
出
産
が
全
く
異
な
る

理
由
で

必
要
と

さ
れ
る

ケ
ー

ス

も
あ
る

。

現
在
多
く
の

カ

ッ

プ

ル

た
ち
が
家
庭
を
作
り
始
め
よ

う
と

す
る

時
期
は
一

部
の

女
性
に

と

っ

て

職
業
上

の

重
要
な
時
期
と
一

致
す
る
。

あ
る

女
性
が

妊
娠
の

た
め
に
職
業
上
の

経
歴
が
中
断
さ
れ、

同
年

代
の

男
性
の

同
僚
に

永
久
的
に
遅
れ
る

こ

と

に

恐
れ
が
あ
る
と

し
た

ら、

仕
事
を

続
け
な

が
ら

赤
ん

坊
を
作
る
こ

と

が
で

き
る
よ

う
に
自
分
の

代
わ

り
に

胚
を

育
て

て

く

れ
る
他
の

女
性
を

求
め
る

ケ
ー

ス

で

あ
る

。

ま
た
妊
娠
が

自
分
の

容
姿
に

及
ぼ

す
影
響
を
考
慮
し
妊
娠
を
避
け
た
い

と

望
む
女
性
た

ち
も
い

る
。

こ

れ
ら
は
医
学
的
立

場
と

し
て

の

生

命
論
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な
生

殖
医
療

缶
億

ヨ

譬

ヨ

磐
ぢ

巳
帥

什

δ
口
）

は、

生

命
科

学
の

成
果

を
人

間
に

適
用

す

る
医
療
で

あ
る
が
、

そ
れ
は

人
間
の

生
命
操
作
の

可
能

性
を

拡
大
す
る

問

題
で

あ
り、

新
し
い

意
味
で

の

人
権
侵
害
に

な
る
恐
れ
が

あ
る

。

　

仏
教
の

生
命
論
を
理
解
す
る

た

め
に、

四

有
説
と

縁
起

論
・

輪
廻

説
な

ど

の

理
論
的
背
景
を
考
察
す
る

。

　

自
然
妊
娠
は
、

性
交
に

よ

っ

て

精
子
と

卵
子
が
受
精
し、

受
精
卵
が

子

宮
に

着
床
す
る

こ

と
で

成
立

す
る

（

こ

れ

を

有
生
生

殖
と
い

う）
。
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