


民法の歴史から紐解く
あなたの「はて？」の起源

女性はリーダーには
向いていない

母親がこどもを置いて
飲み会に行くのは
好ましくない

家事や育児は
女性がするものだ 結婚したら夫側の姓に

するのが普通だ

妻は夫の意見に
従うべきだ

デート代や食事代は
男性がすべて
出すものだ

男性が育休をとるのは
仕事へのやる気が
みられない

夫は仕事をして
家計を支えるべきだ

ドラマのタイトルにもなった「虎に翼」という言葉は、「鬼に金棒」
と同じく「強い力を持つ者にさらに強さが加わる」という意味があ
ります。

あなたにとっての翼は何ですか？ どんな翼が欲しいですか？　

今号では、法律から探る私たちの無意識の源、男性多数の製造業で
女性管理職を増やそうとしている労働組合役員、定年後の男性の
生き方や働き方、性的マイノリティの当事者として教育現場を変え
ようと活動する現役教師、同じく性的マイノリティの困りごと解決
に立ち上がった大学生サークルを取り上げました。

私たち一人ひとりは虎のように強くはありません。

けれども、何かが、誰かが、あなたに力を授けるあなたの翼になって
くれる。

あなたも誰かの翼になれる。

ひとりでは難しいことも、翼があれば。

誰もが暮らしやすい、ちょっと先の未来を目指して活動するさま
ざまな「翼」を感じ取ってみてください。

あなたの翼
～ 飛び立とう 今よりちょっと先へ ～
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監修   林克樹（はやしかつき）弁護士　林総合法律事務所

　日本初の女性弁護士の1人をモデルにしたドラマ「虎に翼」。世の中の常識をおかしいと感じるたび「はて？」と
疑問を投げかける主人公の姿は、令和を生きる私たちの共感を呼びました。その主人公が最初に「はて？」と感じたの
は、明治民法の中の女性に対する「無能力者」という言葉でした。
　令和に生きる私たちも、女性だから、男性だからというだけで、根拠もなく不当な扱いを受けたり、考えを否定され
たりしたことはありませんか？　これらは、固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアス（無意識の思い
込み）が要因となるものです。ジェンダー格差を埋めていくためには、このアンコンシャス・バイアスに気づき、解消
していくことが必要だといわれています。
　ではこのアンコンシャス・バイアスは、なぜ生まれ、どのように私たちの意識に作用しているのでしょうか。
　「はて？」の源を一緒に探ってみましょう。

妻
の
法
的
地
位

妻
の
法
的
地
位

～
明
治
民
法
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制
限
～

～
明
治
民
法
に
よ
る
制
限
～

あなたはどう思いますか？あなたはどう思いますか？

か
つ
て
女
性
は
、
結
婚
し
て
妻
と
な
る

と
法
的
に
「
無
能
力
者
」※
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
妻
と

な
っ
た
女
性
は
、
財
産
権
、
相
続
権
、
親
権

な
ど
、
男
性
が
当
た
り
前
に
有
し
て
い
た
権

利
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
そ
れ
は
民
法
と
い
う
法
律
で
し
っ
か

り
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
代
の

民
法
は
、
一
般
的
に
明
治
民
法
と
呼
ば
れ

て
お
り
、
1
8
9
8
（
明
治
３１
）
年
か
ら

1
9
4
7
（
昭
和
２２
）
年
の
民
法
改
正
ま
で

４９
年
間
続
き
ま
し
た
。
明
治
民
法
の
特
徴

は
、「
家
父
長
制
」
を
も
と
に
し
た
「
家
制
度
」

と
い
う
家
族
制
度
を
法
で
定
め
て
い
た
点

で
す
。

「
家
制
度
」
と
は
、
一
家
の
長
で
あ
る
男
性

（
戸
主
）
が
家
族
に
対
し
て
絶
対
的
な
支
配

権
を
持
ち
、
家
族
を
統
率
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
制
度
で
し
た
。
こ
の
「
家
制
度
」
に

お
い
て
、
結
婚
と
は
、
家
と
家
の
契
約
で
あ

り
、
家
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
、
妻
は
夫
に

従
う
べ
き
「
無
能
力
者
」
と
さ
れ
た
の
で
す
。

※
こ
こ
で
い
う
「
無
能
力
者
」
と
は
、
現
在
で
い
う
と
こ

ろ
の
制
限
行
為
能
力
者
に
相
当
し
ま
す
。
制
限
行
為
能

力
者
と
は
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
判
断
が
で
き
な

い
、
ま
た
は
契
約
な
ど
の
法
律
行
為
を
単
独
で
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
人
の
こ
と
で
す
。
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妻は財産を持てない、
親権を持てない、

預金口座すら作れない

妻が働くには
夫の許可が必要

夫が死亡しても
妻に相続権はない

妻が自分の親からの
相続を受けるか放棄する
かを夫が決める

家の財産と
戸主の地位は、長男が
すべて相続する
（家督相続）

家族は戸主の
同意がなければ
結婚できない

結婚したら妻は
夫の戸籍に入り、

「〇〇家の嫁」となる

妻
の
無
能
力

妻
の
無
能
力
に
つ
い
て
は
、
明
治
民
法

の
総
則
編
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

以
下
が
そ
の
部
分
で
す
。

妻
が
左
に
掲
げ
た
行
為
を
な
す
に
は

夫
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
１４
条
１
項

２
項
前
項
の
規
定
に
反
す
る
行
為
は
こ
れ

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

① 

第
１２
条
第
１
項
１
号
か
ら
６
号
に
掲
げ
た
行
為

② 

贈
与
若
し
く
は
遺
贈
を
受
給
し

　

 

又
は
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と

③ 

身
体
に
羈
絆
（
き
は
ん
）※
を
受
け
る
べ
き

　

 

契
約
を
す
る
こ
と

１項①にて夫の許可が必要とされる第12条の6つの行為とは、「元本を領収し、又はこれを利用すること」「借「元本を領収し、又はこれを利用すること」「借
財又は保証をすること」「不動産又は重要な動産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」「訴訟行為財又は保証をすること」「不動産又は重要な動産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」「訴訟行為
をすること」「贈与・和解又は仲裁契約をすること」「相続を承認し又はこれを拒絶すること」をすること」「贈与・和解又は仲裁契約をすること」「相続を承認し又はこれを拒絶すること」です。

林
弁
護
士
の
コ
メ
ン
ト

林
弁
護
士
の
コ
メ
ン
ト

法
律
は
、
国
民
の
生
活
を
規
律
す
る

も
の
で
す
。
法
律
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
べ
き
か
。
そ
れ
は
、
法
律
の
上

位
規
範
で
あ
る
憲
法
が
、
全
国
民
の
基

本
的
人
権
を
尊
重
し
、
各
人
に
幸
福
追

求
権
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
に
最
大
限

配
慮
し
た
上
で
、
そ
の
時
代
を
生
き
る

国
民
の
考
え
方
に
合
わ
せ
て
決
め
ら
れ

る
べ
き
事
柄
で
す
。

時
代
や
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
、
人
々

の
考
え
方
に
も
変
化
が
生
じ
る
と
、
そ
れ

ま
で
の
法
律
と
人
々
の
考
え
方
、
生
き
方

が
合
わ
な
く
な
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
と
き
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
社
会
全
体
が
そ
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
仕
方
が
な
い
と

あ
き
ら
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
と
て
も
残

念
な
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
も
社

会
の
慣
習
も
、
人
が
つ
く
っ
た
も
の
で
あ

り
、
人
が
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
も

の
だ
か
ら
で
す
。

今
私
た
ち
の
目
の
前
に
あ
る
法
律
や

ル
ー
ル
、「
当
た
り
前
」
だ
と
思
っ
て
い

る
こ
と
は
、
本
当
に
当
た
り
前
な
の
か
、

そ
の
「
当
た
り
前
」
に
傷
つ
い
て
い
る
人

は
い
な
い
か
、
苦
し
ん
で
い
る
人
は
い
な

い
か
、
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

法
律
は
守
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
す

が
、
絶
対
の
ル
ー
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※行動の妨げとなるもの。ほだし。

上
記
の
明
治
民
法
の
も
と
で
当

時
の
妻
た
ち
は
、
財
産
上
の
重
要

な
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
妻
に
経
済
的
な
自
由

は
な
く
、
法
律
に
よ
っ
て
は
っ
き

り
と
、
夫
に
よ
る
妻
の
支
配
が
制

度
化
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

反
対
に
夫
（
戸
主
）
に
は
、
家

族
全
員
を
扶
養
す
る
義
務
を
課
せ

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
家
族
を

統
率
し
、
家
を
存
続
さ
せ
て
い
く

責
任
を
負
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時

の
家
族
は
、
親
子
三
世
代
で
こ
ど

も
も
多
く
、
戸
主
の
責
任
は
重
大

で
し
た
。

1
9
4
7
（
昭
和
２２
）
年
に
日

本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

憲
法
に
合
わ
せ
て
民
法
も
改
正
さ

れ
た
た
め
「
家
制
度
」
は
廃
止
と

な
り
、
妻
を
無
能
力
者
と
規
定
し

て
い
た
部
分
は
削
除
さ
れ
ま
し

た
。「
男
女
の
平
等
」
が
法
の
下

に
保
障
さ
れ
た
の
で
す
。
明
治
民

法
と
い
う
と
、
大
昔
の
こ
と
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
ほ
ん
の

80
年
あ
ま
り
前
の
こ
と
で
す
。
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あ
と
が
き

近
年
で
は
、
多
様
な
家
族
の
あ
り
方

を
受
け
入
れ
る
価
値
観
が
広
が
り
つ
つ

あ
り
ま
す
が
、
社
会
の
ル
ー
ル
や
法
律
は

そ
れ
を
反
映
で
き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
「
同
性
婚
」
や
「
選
択
的
夫

婦
別
姓
」
に
つ
い
て
長
年
議
論
が
続
い

て
い
ま
す
が
、
ま
だ
実
現
に
は
至
っ
て

い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
今
、
当
た
り
前

だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
う
す
る

べ
き
だ
と
感
じ
て
い
る
価
値
観
の
中
に
、

明
治
民
法
の
名
残
や
そ
の
時
代
の
慣
習

を
無
意
識
に
受
け
継
い
で
い
る
も
の
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

社
会
や
法
律
を
変
え
て
い
く
に
は
、

当
事
者
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
構
成

員
で
あ
る
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
関
心

を
寄
せ
る
こ
と
、
意
識
を
変
え
て
い
く

こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
自
分
の
中
の
ア
ン
コ
ン
シ
ャ

ス
・
バ
イ
ア
ス
に
気
づ
く
こ
と
、
そ
の

考
え
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
を
「
は

て
？
」
と
自
分
自
身
に
問
い
か
け
て
み

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

私
た
ち
の
意
識
が
変
わ
れ
ば
、
法
律

も
変
え
ら
れ
る
。
法
律
が
変
わ
る
こ
と

で
、
社
会
全
体
の
価
値
観
や
人
々
の
意

識
が
さ
ら
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
て
い

く
。
そ
の
よ
う
な
好
循
環
が
生
ま
れ
る

と
よ
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

明治民法時代のあれこれ明治民法時代のあれこれ

法の下の平等
～日本国憲法の制定～

すべて国民は、法の下に平等であ
って、人種、信条、性別、社会的
身分又は門地により、政治的、経
済的又は社会的関係において、
差別されない。

日本国憲法 第14条

日
本
国
憲
法
の
中
で
も
重
要
な
条
文
の
一
つ
が
、第
１４
条
で
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
国
民
に
法
の
下
の
平
等
が
保
障
さ
れ

ま
し
た
。
特
に
男
女
の
平
等
が
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
こ
と
は
、
当

時
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
人
生
を
変
え
る
ほ
ど
大
き
な
意
味
が

あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

憲
法
の
制
定
や
そ
の
後
の
民
法
改
正
に
よ
っ
て
、
法
律
上
は
男

女
平
等
が
実
現
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
男
女
の
婚
姻
開
始
年
齢
を
１８

歳
に
統
一
し
た
法
改
正
（
2
0
2
2
年
）
や
、
女
性
の
再
婚
禁
止

期
間
を
廃
止
し
た
法
改
正
（
2
0
2
4
年
）
は
記
憶
に
新
し
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
は
、

何
度
も
改
正
を
繰
り
返
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
法
律
は
私

た
ち
の
生
活
上
の
ル
ー
ル
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
の
改
正

は
、
人
々
の
暮
ら
し
を
よ
り
良
く
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
こ
と

で
す
。
法
律
と
い
わ
れ
る
と
、
難
し
い
こ
と
、
自
分
と
は
遠
い
こ

と
の
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
す
べ
て
の
人
に
関
わ

り
の
あ
る
こ
と
で

す
。法
律
の
意
味
、

そ
し
て
自
身
の
生

き
方
や
社
会
の
あ

り
方
を
考
え
て
み

る
こ
と
が
、
よ
り

多
く
の
人
々
が
暮

ら
し
や
す
い
社
会

を
実
現
す
る
こ
と

へ
の
第
一
歩
と
な

る
で
し
ょ
う
。
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