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序

〈
合
理
的
配
慮
論
は
、
よ
り
積
極
的
に
論
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。〉

本
論
攷
は
、
こ
の
主
張
を
前
景
的
な
テ
ー
マ
に
据
え
、
批
判
法
学
制
度
派
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
論
ず
る
。

〈
制
度
の
不
確
定
性
論
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
は
、
右
テ
ー
マ
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
有
用
で
あ
る
。〉

本
論
攷
は
、
こ
の
主
張
を
後
景
的
な
テ
ー
マ
に
据
え
、
批
判
法
学
制
度
派
の
立
場
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
意
義
を
再
考
す
る
。

本
小
論
の
論
究
対
象
で
あ
る
「
合
理
的
配
慮

reasonable
accom
m
odation」
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
障
害
者
の
社
会
参
画
の
実
現
を
目
指
す
知
的
運
動
（「
障

害
学
」）
や
法
学
・
法
政
策
論
（「
障
害
法
学
」）
に
お
い
て
特
に
精
緻
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
概
念
で
あ
る
。
よ
り
広
く
は
、
出
産
・

育
児
休
暇
な
ど
の
よ
う
に
、
就
労
者
の
個
々
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
〝
便
宜

accom
m
odation〟
を
図
り
、
よ
り
多
く
の
人
々
の
社
会
参
画
を
促
す
政

〔
論

説
〕批

判
法
学
制
度
派
の
課
題
：

制
度
法
経
済
学
の
祖
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
へ
の
回
帰

―
―
障
害
法
学
に
供
す
る
た
め
に
―
―
（
一
）

吾

妻

聡
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策
指
針
・
理
論
の
核
を
構
成
す
る
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
近
年
、
労
働
法
・
社
会
保
障
法
・
憲
法
・
国
際
人
権
法

を
含
む
法
領
域
横
断
的
な
障
害
関
連
法
研
究
と
し
て
「
障
害
法
学(1
)」
が
開
拓
さ
れ
、
ま
た
「
障
害
学(2
)」
は
、
こ
れ
に
十
数
年
先
ん
じ
て
、

哲
学
、
社
会
・
政
治
・
経
済
理
論
、
芸
術
・
文
化
論
な
ど
の
多
種
多
様
な
人
文
諸
科
学
の
知
識
を
動
員
し
て
障
害
を
論
じ
て
き
た
。
障
害

学
者
・
障
害
法
学
者
は
ま
た
、
障
害
関
連
法
制
の
立
案
に
も
積
極
的
に
関
与
し
、
様
々
な
成
果
を
生
み
出
し
て
き
た
（
二
〇
一
一
年
「
改

正
障
害
者
基
本
法
」、
二
〇
一
三
年
「
障
害
者
差
別
解
消
法
」、
二
〇
一
三
年
「
改
正
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
な
ど
）。
本
論
攷
は
、
障
害

を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
知
的
努
力
に
、
批
判
法
学
制
度
派
の
立
場
か
ら
参
与
し
、
何
ら
か
の
寄
与
を
な
し
た
い
と
望
む
も
の
で
あ
る
。
本
稿

が
、
外
様
的
な
立
場
か
ら
―
し
か
も
時
宜
を
逸
し
て
遅
蒔
き
に
―
合
理
的
配
慮
論
へ
の
寄
与
を
目
指
す
の
は
、
主
に
次
の
二
つ
の
理
由
に

よ
る
。

第
一
は
、
合
理
的
配
慮
と
い
う
言
葉
は
少
し
ず
つ
人
口
に
膾
炙
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
実
際
に
は
私
た
ち
は
、
そ
の
規

範
的
・
機
能
的
本
質
に
つ
い
て
精
確
な
理
解
を
得
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
―
社
会
を
・
自
分
た
ち
を
十
分
に
説
得
す
る
に
い
た
っ
て
い
な

い
―
と
考
え
る
こ
と
に
よ
る
。
合
理
的
配
慮
規
定
を
中
核
と
す
る
障
害
者
差
別
禁
止
法
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
制
定
さ
れ
（
the
A
m
eri-

cans
w
ith
D
isabilities
A
ct[A
D
A
]一
九
九
〇
年
に
制
定
・
二
〇
〇
八
年
に
改
正
）、
条
約
や
他
国
法
制
に
と
っ
て
の
重
要
な
モ
デ
ル

と
し
て
注
目
さ
れ
て
以
来
、
日
本
に
お
い
て
も
多
く
の
理
論
蓄
積
が
な
さ
れ(3
)、
ま
た
、
障
害
者
差
別
解
消
法
そ
の
他
の
立
法
的
整
備
も
施

さ
れ
て
き
た
。
連
邦
裁
判
所
の
「
反
動
backlash
」
も
あ
っ
て(4
)ア
メ
リ
カ
の
裁
判
例
は
克
服
の
対
象
と
観
念
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
今
後
日
本
に

お
い
て
も
参
考
と
な
る
諸
外
国
の
裁
判
実
務
の
分
析
も
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る(5
)。

し
か
し
な
が
ら
、
accom
m
odation
の
一
般
的
訳
語
と
し
て
「
配
慮
」
が
選
択
さ
れ
、
こ
れ
が
「
他
者
へ
の
優
し
さ
・
心
遣
い
」
と
い
っ

た
個
人
の
道
徳
・
倫
理
あ
る
い
は
感
傷
に
訴
え
る
よ
う
な
響
き
を
持
つ
こ
と
、
加
え
て
、
配
慮
を
提
供
す
る
側
に
「
追
加
的
な
」
物
質
的
・
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心
理
的
負
担
が
課
さ
れ
る
予
感
が
働
く
こ
と
な
ど
の
た
め
に
、
合
理
的
配
慮
は
、〝
正
当
な
要
求
〟
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
に
は
い
た
っ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
当
な
―
権
利
性
を
強
く
徴
表
す
る
―
要
求
と
は
、
い
わ
ば
そ
れ
以
上
の
特
別
の
正
当
化
を
必
要
と

し
な
い
と
い
う
意
味
で
〝
当
然
の
〟
要
求
で
あ
り
、
逆
に
こ
れ
を
拒
否
す
る
側
に
周
到
な
正
当
化
が
求
め
ら
れ
る
基
本
的
利
益
の
請
求
で

あ
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
、
合
理
的
配
慮
と
は
、
配
慮
す
る
側
の
思
惑
や
利
益
に
適
っ
て
は
じ
め
て
受
け
取
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
特
別
の

恩
恵
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
か(6
)。
他
者
に
〝
優
し
く
矜
恃
あ
る

sw
eetand
great

〟
人
間
を
多
く
育
て
る
こ
と
が
社
会
の
理
想
で
あ
る
と

し
て(7
)、
優
し
さ
の
主
導
権
が
非
対
称
的
に
配
分
さ
れ
た
ま
ま
の
社
会
で
は
、
こ
れ
を
善
い
社
会
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
の
理
由
は
、
合
理
的
配
慮
は
果
た
し
て
正
統
な
／
正
当
な
権
利
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
右
の
素
朴
な
違
和
感
・
疑
念
を
、
ア
メ
リ

カ
法
学
に
お
い
て
理
論
的
装
飾
を
伴
っ
て
主
張
し
て
き
た
の
は
、
他
で
も
な
く
、
筆
者
が
関
心
を
寄
せ
て
き
た
批
判
法
学
（
脱
構
築
派
）

だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
M
ark
K
elm
an
や
JanetH
aley
と
い
っ
た
批
判
法
学
の
牽
引
者
た
ち
に
と
っ
て
、
権
利
論
と
し

て
の
合
理
的
配
慮
論
は
強
い
懐
疑
の
対
象
で
あ
り
、
現
代
法
意
識
に
対
す
る
根
源
的
批
判
を
遂
行
す
る
た
め
の
媒
介
ま
た
は
標
的
に
他
な

ら
な
い
（
権
利
批
判

Critique
ofRightsと
し
て
の
批
判
法
学(8
)）。
そ
れ
ゆ
え
、
批
判
法
学
に
共
鳴
す
る
本
論
攷
が
目
指
す
の
は
、
合
理
的
配
慮
を
め
ぐ
る
議

論
に
参
与
す
る
こ
と
を
通
し
て
批
判
法
学
の
主
流
派
的
傾
向（
脱
構
築
派
・
不
確
定
性
急
進
派
）と
対
峙
す
る
こ
と
、そ
う
し
た
対
峙（〝
批

判
法
学
批
判(9
)〟）
を
行
っ
て
き
た
〝
批
判
法
学
制
度
派(10
)〟
の
精
神
と
視
角
が
差
別
問
題
や
社
会
構
造
の
変
革
を
課
題
と
す
る
知
的
運
動
と

協
働
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
、
そ
し
て
よ
り
実
践
的
に
重
要
に
も
、
合
理
的
配
慮
擁
護
論
を
積
極
的
に
論
究
す
る
こ
と
で

あ
る
。

本
稿
は
、
K
elm
an
ら
の
行
き
方
は
、
批
判
法
学
が
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
か
ら
受
け
継
い
だ
知
的
遺
産
の
精
髄
を
損
な
う
も
の
な
の
で
は

な
い
か
と
い
う
危
惧
を
基
底
に
し
て
、
よ
り
生
産
的
な
議
論
の
方
向
性
を
模
索
す
る
。
批
判
法
学
主
流
派
が
洗
練
さ
せ
て
き
た
〈
法
理
の
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不
確
定
性
論
〉
で
は
な
く
、〈
制ㅡ

度ㅡ

の
不
確
定
性
論
〉
こ
そ
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
が
切
り
開
い
た
最
も
大
切
な
進
歩
主
義
法
学
の
テ
ー

マ
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
、制
度
法
経
済
学
の
祖
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学(11
)へ
の
回
帰
を
説
く（
第
二
章
）。
第
一
章（
本
号
）

で
は
、
合
理
的
配
慮
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
、
既
に
縷
々
論
じ
ら
れ
て
き
た
反
差
別
法
／
配
慮
法
の
論
争
を
、
Roberto
U
ngerの

理
論
枠
組
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
適
宜
デ
フ
ォ
ル
メ
を
施
し
て
先
鋭
化
し
、
要
約
的
に
再
提
示
す
る
。

第
一
章

反
差
別
法
と
配
慮
法

Ⅰ

配
慮
法
（
accom
m
odation
law
）
を
め
ぐ
る
一
般
的
な
問
題
構
成

合
理
的
配
慮
は
、
障
害
法
が
反
差
別
法
レ
ジ
ー
ム
に
も
た
ら
し
た
論
争
的
な
概
念
で
あ
る
。
配
慮
法
の
革
新
性
を
強
調
す
る
議
論
は
次

の
よ
う
に
主
張
す
る
。「
Ａ
Ｄ
Ａ
の
革
新
は
非
常
に
大
き
い
。
合
理
的
配
慮
義
務
の
広
範
囲
に
及
ぶ
影
響
力
は
、
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る

差
別
概
念
か
ら
の
離
脱
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
雇
用
者
が
平
等
な
雇
用
機
会
を
享
受
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の

［
合
理
的
配
慮
］
の
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
な
（
制
約
の
な
い
）
責
任
は
、
現
行
の
差
別
禁
止
法
制
及
び
行
政
に
よ
る
優
遇
政
策
よ
り
も
、
過

去
の
差
別
の
持
続
的
な
効
果
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
よ
り
多
く
の
こ
と
を
な
す
だ
ろ
う(12
)。」

こ
う
し
た
主
張
ゆ
え
に
、
合
理
的
配
慮
論
の
基
本
的
論
点
な
い
し
は
懸
念
は
、
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。「
利

潤
追
求
の
自
由
や
経
済
合
理
的
選
択
を
制
約
し
て
私
企
業
に
コ
ス
ト
負
担
を『
強
い
る
』こ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。」

「
合
理
的
配
慮
は
障
害
者
に
対
す
る
『
優
遇
』
で
あ
り
『
逆
差
別
』
で
は
な
い
の
か
。」

つ
ま
り
、
公
的
機
関
の
み
な
ら
ず
私
人
も
含
む
事
業
主
・
事
業
者
に
提
供
義
務
を
課
す
こ
と
に
な
る
配
慮
法
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
心
的
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努
力
の
一
つ
は
、
私
人
へ
の
コ
ス
ト
な
い
し
は
責
任
「
転
嫁
」
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
論
を
考
案
す
る
こ
と
に
注
が
れ
て
き
た(13
)。「
本

来
的
に
は
」
利
潤
最
大
化
を
追
求
す
る
「
自
由
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
私
人
に
対
し
て
「
追
加
的
な
」
負
担
を
課
す
こ
と
―
「
自

由
」
の
領
域
で
あ
る
経
済
社
会
（
市
場
）
に
対
し
て
「
制
約
」
を
課
す
こ
と
―
を
正
当
化
で
き
る
合
理
的
配
慮
の
規
範
・
道
徳
的
命
法
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
題
構
成
で
あ
る
。
John
D
onohue
IIIの
こ
と
ば
を
引
け
ば
、「
市
場
は
、
し
ば
し
ば
、
保
護
対
象
労

働
者
に
と
っ
て
の
『
真
の
平
等
［
差
別
の
痕
跡
を
取
り
除
い
た
完
全
競
争
市
場
が
到
達
し
得
る
平
等
］』
を
探
求
す
る
試
み
の
…
同
盟
者

で
あ
る
が
、
市
場
は
『
構
成
さ
れ
た
平
等
［
同
様
の
生
産
性
を
も
つ
労
働
者
を
同
様
に
遇
す
る
こ
と
以
上
の
平
等
］』
に
到
達
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
市
場
は
こ
れ
に
断
固
と
し
て
反
対
す
る
の
だ
」
と
い
う(14
)（［

］
は
筆
者
に
よ
る
）。
市
場
が
、
こ
の
よ
う

に
、
障
害
者
の
「
優
遇
」（「
構
成
さ
れ
た
平
等
」）
を
断
固
と
し
て
拒
否
す
る
強
い
力
・
論
理
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
力

に
対
抗
し
制
約
を
課
す
配
慮
法
の
論
理
も
こ
れ
以
上
に
精
巧
・
重
厚
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ

が
、
本
小
論
の
示
唆
は
、
こ
の
問
い
の
樹
て
方
そ
の
も
の
が
配
慮
法
の
本
質
的
意
義
か
ら
私
た
ち
の
目
を
逸
ら
さ
せ
て
し
ま
う
蹉
跌
な
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

Ⅱ

配
慮
（
accom
m
odation）
の
定
義

配
慮
の
本
質
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
扱
っ
た
最
も
有
名
な
論
攷
を
参
照
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
Christine
Jolls(15
)の
分
析
的
・
記
述
的
な
概
念
規
定
に
よ
れ
ば
、
配
慮
義
務
と
は
「（
識
別
可
能
な
）
障
害
の
あ
る
人
び
と
な
ど

の
よ
う
に
、
雇
用
者
の
う
ち
の
特
に
識
別
可
能
な
一
定
層
の
集
団
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
、
特
別
の
コ
ス
ト
（
既
存
の
市
場
構
造
と

の
対
比
で
評
価
さ
れ
た
場
合
の
）
を
負
う
こ
と
を
使
用
者
に
対
し
て
要
請
す
る
法
的
ル
ー
ル
で
あ
る(16
)。」
こ
の
要
請
は
、
当
該
使
用
者
が
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障
害
者
を
障
害
者
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
異
な
る
取
扱
を
す
る
意
図
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
―
つ
ま
り
、
障
害
者
に

〝
対
す
る
差
別
意
図

discrim
inating
against

〟
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
―
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
障
害
者
を
雇
う
こ
と
を
拒
否
し
た

理
由
が
〈
費
用
が
増
大
す
る
〉
と
い
っ
た
純
粋
に
経
済
合
理
的
な
理
由
に
あ
り
、
障
害
者
へ
の
〝
嫌
悪
感
〟
や
〝
偏
見
〟、
障
害
者
ゆ
え

に
異
な
っ
て
取
り
扱
う
と
い
う
〝
意
図
〟
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
障
害
者
を
雇
用
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要

と
な
る
コ
ス
ト
負
担
を
使
用
者
に
対
し
て
要
請
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

右
で
触
れ
た
一
般
的
な
問
題
構
成
と
同
様
、
使
用
者
へ
の
〝
特
別
の
コ
ス
ト
〟
と
い
う
契
機
を
中
心
と
す
る
定
義
で
あ
る
一
方
、
い
わ

ゆ
る
〝
差
別
的
意
図
〟
が
伴
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
も
コ
ス
ト
を
課
す
こ
と
が
、
と
い
う
よ
り
も
、
純
粋
に
経
済
的
合
理
的
な
理
由
か
ら

障
害
者
の
雇
用
を
拒
否
す
る
こ
と
―
合
理
的
差
別

rationaldiscrim
ination
―
に
対
し
て
制
約
を
課
す
こ
と
こ
そ
が
、
合
理
的
配
慮
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
概
念

規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
重
要
に
も
、「
識
別
可
能
な
…
集
団
」
と
い
う
言
及
が
あ
る
よ
う
に
、
配
慮
法
の
保
護
対
象
者
は
、
あ

る
社
会
集
団
―
し
ば
し
ば
歴
史
的
に
精
神
的
・
物
質
的
に
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
き
た
特
定
の
社
会
集
団
―
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
拒
否
・
排
斥
さ
れ
て
き
た
人
び
と
で
あ
る
。

Jolls
の
配
慮
論
の
戦
略
は
、
配
慮
の
概
念
規
定
を
、
伝
統
的
な
反
差
別
法
の
概
念
規
定
（
差
別
意
図
に
基
づ
く
別
異
取
扱
の
禁
止

disparate
treatm
ent

）

か
ら
一
旦
は
截
然
と
区
別
し
た
上
で
、
再
び
そ
の
発
展
形
態
で
あ
る
差
別
的
効
果
責
任
論

disparate
im
pact

へ
と
接
続
し
直
し
て
配
慮
法
の
正
統
性
―
規
範

的
正
当ㅡ

性
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
事ㅡ

実ㅡ

とㅡ

しㅡ

てㅡ

裁
判
所
が
承
認
し
て
き
た
と
い
う
意
味
で
の
正
統ㅡ

性
―
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
反
差
別
法
制
は
、
差
別
意
図
・
動
機
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
定
の
コ
ス
ト
を
使
用
者
に
こ
れ
ま
で
も
課
し

て
き
た
し
、
そ
う
し
た
効
果
を
持
つ
立
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
連
邦
政
府
の
権
限
内
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
裁
判
例
で
認
め
ら
れ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
実
的
証
拠
を
積
み
上
げ
る
こ
と
で
、
配
慮
法
が
ア
メ
リ
カ
法
の
地
勢
図
に
お
い
て
異
端
の
地
位
を
占
め
て
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は
いㅡ

なㅡ

いㅡ

こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
Ａ
Ｄ
Ａ
や
障
害
者
の
人
権
に
関
す
る
条
約
（
二
〇
〇
六
年
に
国
連
総
会
で

採
決
）
は
、
合
理
的
配
慮
の
提
供
や
合
理
的
な
変
更
を
拒
否
す
る
こ
と
―
つ
ま
り
、
一
定
の
コ
ス
ト
負
担
を
拒
否
す
る
こ
と
―
そ
の
も
の

が
差
別
を
構
成
す
る
と
い
う
考
え
方
に
（
も
）
基
づ
い
て
、
差
別
や
合
理
的
配
慮
と
い
っ
た
基
礎
概
念
を
定
義
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、

Jollsの
定
義
は
、
実
定
化
に
よ
っ
て
配
慮
概
念
が
備
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
事
実
上
の
〝
力
〟
な
い
し
は
〝
機
能
〟
―
配
慮
法

の
道
徳
的
基
礎
・
正
当
化
原
理
そ
の
も
の
で
は
な
く
―
に
つ
い
て
の
正
鵠
を
得
た
概
念
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う(17
)。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
障
害
法
学
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
Sam
uelBagenstosは
、
合
理
的
配
慮
の
道
徳
的
基
礎
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
論
攷
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「［
配
慮
要
請

accom
m
odation
m
andate］
と
は
、
障
害
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
人
法
の
第
一
条
の
要
請
の
よ
う
に
、
使
用

者
に
対
し
て
、
表
面
的
に
は
中
立
的
な
ル
ー
ル
や
構
造
、
及
び
業
務
に
つ
い
て
個
別
的
な
変
更
を
な
し
、
保
護
対
象
の
社
会
階
層
の
一
員

が
便
宜
を
必
要
と
し
な
い
同
僚
と
同
じ
だ
け
の
生
産
活
動
を
遂
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、『
合
理

的
配
慮
』
の
要
請
は
…
無
制
限
で
は
な
い
が
、
実
際
の
コ
ス
ト
を
課
す
も
の
で
あ
る
。(18
)」

こ
の
規
定
に
お
い
て
も
、
第
一
に
、
障
害
者
ら
保
護
対
象
の
社
会
集
団
に
属
す
る
人
び
と
の
個
々
の(19
)ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
実

際
の
コ
ス
ト
が
使
用
者
そ
の
他
の
責
任
主
体
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
配
慮
規
定
の
中
核
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
表
面

的
に
は
中
立
的
な
ル
ー
ル
の
効
果
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
配
慮
法
は
、
合
理
的
差
別
と
い
う
経
済
的
に
は
合
目
的
的
な
区
別
方

針
に
対
す
る
対
抗
原
理
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
障
害
を
理
由
と
し
た
別
異
取
扱
と
い
う
許
さ
れ
ざ
る
行
い
を
し
て
い
る
か
ら
〝
咎

め
る
（
損
害
を
補
塡
さ
せ
る
＝
コ
ス
ト
負
担
を
さ
せ
る
）〟
と
い
う
伝
統
的
な
反
差
別
法
の
発
想
な
い
し
は
矯
正
的
正
義

corrective
justice

の
歴
史
・
因
果

関
係
論
的
な
推
論
を
た
ど
る
の
で
は
な
く(20
)、（
コ
ス
ト
を
負
担
し
な
い
と
い
う
）
経
済
合
理
的
な
決
定
を
行
う
こ
と
そ
の
も
の
が
道
徳
的

非
難
に
値
す
る
の
だ
と
い
う
発
想
を
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
配
慮
法
の
規
範
理
論
が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
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そ
れ
ゆ
え
、
配
慮
法
の
道
徳
的
基
礎
の
解
明
は
、
こ
う
し
た
合
理
的
差
別
が
な
ぜ
道
徳
的
非
難
に
値
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
解
明
す

る
こ
と
に
等
し
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
配
慮
法
の
正
当ㅡ

化
は
、
同
じ
く
合
理
的
差
別
を
禁
じ
て
き
た
反
差
別
法
理
論
の
責
任
論
の
解
明
を

通
じ
て
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
正
統ㅡ

な
反
差
別
法
―
Bagenstosに
お
い
て
は
disparate
im
pactの
法
理
―
と

配
慮
法
と
が
実
質
的
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
―
目
的
（
と
手
段
）
を
同
じ
く
す
る
―
こ
と
の
論
証
が
行
わ
れ
れ
ば
、
配
慮
法
は
正
統ㅡ

化
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
Bagenstosの
行
論
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
配
慮
法
の
目
的
論
・
原
理
論
は
そ
も
そ
も
反
差
別
法
の
目
的

論
の
発
展
に
触
発
さ
れ
て
こ
れ
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。（
ゆ
え
に
次
の
第
三
節
は
、
反
差
別
法
の
変
遷
・
発
展
を
中

心
に
論
じ
る
こ
と
と
な
る
。）
仮
に
配
慮
と
い
う
考
え
方
に
独
自
の
発
展
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
こ
の
共
通
の
目
的
の

実
現
の
あ
り
方
―
手
段
・
方
法
―
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、〈
ル
ー
ル
や
構
造
、
及
び
業
務
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
変
更
や
調
整
（
さ
ら
に
は
補
助
・
代
替
手
段
の
提
供
）、
及
び
こ
れ
に

か
か
る
コ
ス
ト
の
使
用
者
へ
の
シ
フ
ト
〉
と
い
う
方
法
を
通
し
て
、
反
差
別
法
の
目
的
実
現
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
配
慮
法
の
本
質
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
救
済
ㅡ

ㅡ

方
法
の
権
利
ㅡ

ㅡ

性
（
正
当
性
・
自
然
性
の
主
張
）
を
宣
言
す
る
こ
と
は
、〈
変
更
と
シ
フ
ト
が

達
成
さ
れ
た
状
態
〉
を
差
別
な
き
状
態
―
つ
ま
り
中
立
的
・
自
然
な
ベ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
―
と
見
て
、
こ
れ
を
基
準
に
し
て
現
実
の
有
り
様

を
評
価
せ
よ
と
い
う
規
範
論
の
提
案
と
し
て
再
構
成
で
き
る
は
ず
で
あ
る（
第
二
章
）。
直
截
に
言
え
ば
、障
害
を
め
ぐ
る
コ
ス
ト
負
担（
社

会
的
障
壁
を
取
り
除
く
コ
ス
ト
）
を
使
用
者
に
シ
フ
ト
す
る
（
と
い
う
社
会
選
択
が
行
わ
れ
た
の
だ
）
と
い
う
発
想
を
真
正
面
に
押
し
出

す
と
こ
ろ
に
、
配
慮
法
の
核
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
か(21
)。

法
は
、
常
に
既
に
、
特
定
の
人
び
と
か
ら
特
定
の
人
び
と
へ
と
―
前
者
が
過
去
・
現
在
の
不
正
な
行
為
に
よ
っ
て
後
者
に
害
悪
を
与
え

て
き
た
と
確
か
に
言
え
る
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
―
財
を
分
配
し
て
き
た
。
言
い
方
を
か
え
れ
ば
、
法
は
、
未
来
志
向
的
に
、
差
別
構
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造
の
こ
れ
以
上
の
固
着
化
を
許
さ
な
い
た
め
に
、
富
と
権
力
の
分
配
を
通
し
て
、
差
別
を
結
果
と
し
て
作
り
出
す
こ
と
に
関
与
す
る
か
も

し
れ
な
い
人
び
と
―
政
府
・
私
人
―
か
ら
あ
ら
か
じ
め
自
由
を
奪
っ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
し
い
問
題
構
成
は
、
な
ぜ
自
由
を
制
約
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
で
は
な
い
。
国
家
の
勃
興
の
初
発
か
ら
存
在
し
て
き
た
〈
制
約
の
か
た
ち
〉
を
ど
の
よ
う
に
し
て
／
ど
の
よ

う
な
も
の
へ
と
デ
ザ
イ
ン
し
直
す
か
、
で
あ
る
。
法
は
、
悪
し
き
意
図
を
挫
く
の
み
で
は
な
く
、「
無
辜
」
の
市
民
の
う
ち
誰
を
犠
牲
に

す
る
の
が
得
策
か
と
い
う
考
慮
を
も
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
秩
序
が
悪
し
き
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
を
目
指
ざ
し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ

た
か(22
)。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
〈
法
は
富
と
権
力
の
分
配
の
体
系
で
あ
る
〉
と
い
う
命
題
が
、
第
二
章
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
再
説
の
論
究
課

題
と
な
る
こ
と
だ
け
を
示
唆
し
て
お
こ
う
。

Ⅲ

反
差
別
法
の
地
勢
図
―
反
差
別
法
理
論
の
理
念
型
的
物
語
―

以
下
で
は
、
既
に
縷
々
論
じ
ら
れ
て
き
た(23
)、
反
差
別
法
理
／
配
慮
法
理
の
異
同
を
め
ぐ
る
理
論
的
攻
防
を
念
頭
に
お
い
て
、
反
差
別
法

論
（
≒配
慮
法
制
論
）
の
展
開
の
真
の
教
訓
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

反
差
別
と
配
慮
と
を
区
別
す
る
立
論
―
〈
反
差
別
／
配
慮
-区
別
論
〉
―
は
、
合
理
的
配
慮
の
擁
護
陣
営
・
批
判
陣
営
の
双
方
か
ら
な

さ
れ
て
き
た
。
配
慮
法
を
擁
護
す
る
論
者
は
、
配
慮
法
の
革
新
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
伝
統
的
な
反
差
別
法
と
の
相
違
を
強
調
す
る
一

方
、
こ
れ
を
批
判
す
る
論
者
は
、
配
慮
法
が
当
該
法
文
化
・
法
意
識
に
お
い
て
正
統
と
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
反
差
別
法
か
ら
の
逸
脱

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
配
慮
法
と
反
差
別
法
と
の
相
違
を
強
調
す
る
。
同
様
に
、
反
差
別
と
配
慮
と
の
重
な
り
合
い
・
類
似

性
を
指
摘
す
る
立
論
―
〈
反
差
別
／
配
慮
-統
合
論
〉
―
も
ま
た
、
配
慮
法
の
擁
護
論
者
・
反
対
論
者
の
双
方
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
。

そ
う
し
た
立
論
の
基
底
に
あ
る
政
治
思
想
は
比
較
的
透
け
て
見
え
や
す
い
。
い
わ
ゆ
る
古
典
的
自
由
主
義
論
者
の
目
論
見
は
、
反
差
別
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法
・
配
慮
法
を
〈
公
権
力
に
よ
る
経
済
社
会
・
市
民
社
会
へ
の
不
当
な
介
入
〉
と
大
き
く
括
る
こ
と
で
、
そ
の
大
部
分
を
正
統
・
正
当
な

法
秩
序
（
す
べ
て
の
人
々
の
自
由
を
実
現
す
る
公
正
な
秩
序
と
目
さ
れ
る
も
の
）
か
ら
抛
擲
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
平
等
主

義
的
正
議
論
を
基
底
に
措
く
立
場
に
と
っ
て
、
反
差
別
法
理
と
配
慮
法
理
と
は
、
自
由
を
真
正
な
も
の
に
近
づ
け
て
ゆ
く
た
め
の
〝
機
会

の
平
等
〟
の
実
質
化
（
及
び
そ
の
更
な
る
実
質
化
を
目
指
し
た
〝
条
件
の
平
等
〟
の
実
現
）
と
い
う
当
該
法
秩
序
を
遍
く
貫
く
根
本
原
理

の
い
わ
ば
姿
を
変
え
た
二
つ
の
表
象
で
あ
り
、
反
差
別
法
と
配
慮
法
と
は
共
生
・
共
鳴
し
合
い
な
が
ら
、
社
会
を
望
ま
し
い
方
向
へ
と
導

い
て
ゆ
く
最
も
大
切
な
法
理
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
反
差
別
法
諸
理
論
の
戦
略
を
、
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
研
究
関
心
に
沿
っ
て
、
RobertoU
ngerの
理
論
枠
組
（
形

式
主
義
批
判
・
客
観
主
義
批
判
）
を
下
敷
き
に
し
た
法
意
識
の
プ
ロ
ト
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
（
理
念
型
的
物
語
)(24
)へ
の
〝
肉
付
け
〟
と
い
う
か

た
ち
で
再
描
写
す
る
。
こ
の
作
業
の
目
的
は
、
反
差
別
法
・
配
慮
法
と
い
う
具
体
的
文
脈
に
お
い
て
批
判
法
学
の
理
論
的
課
題
（
法
意
識

の
根
本
批
判
）
に
取
り
組
む
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
配
慮
法
論
を
め
ぐ
る
論
争
が
法
学
に
与
え
る
真
の
教
訓
―
制
度
の
学

と
し
て
の
法
学
の
明
晰
化
、
法
制
度
の
不
確
定
性
―
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
右
で
略
述
し
た
〝
政
治
ㅡ

ㅡ

的
意
図
〟
の
類
似
性
・
相

違
を
下
敷
き
と
し
た
論
争
の
読
解
は
、〝
法
社
会
理
論
ㅡ

ㅡ

〟
の
相
違
・
類
似
性
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
を
通
し
て
―
す
な
わ
ち
、
知ㅡ

と
政ㅡ

治ㅡ

の
闘
争
を
伴
に
射
程
に
入
れ
る
こ
と
を
通
し
て
―
、
さ
ら
に
根
本
的
か
つ
生
産
的
な
批
判
へ
と
開
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

Ａ

理
論
枠
組

法
意
識
＝
形
式
主
義
の
位
相
（〝
精
神
〟)＋
客
観
主
義
の
位
相
（〝
肉
体
〟)(25
)

U
ngerの
視
角
に
よ
れ
ば
、
法
的
思
考
様
式
（〝
法
意
識
〟）
は
、
⒜
法
理
・
法
論
理
に
関
わ
る
要
素
と
⒝
法
社
会
理
論
（
法
と
社
会

構
造
の
関
係
に
つ
い
て
の
思
惟
）
に
関
わ
る
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
複
合
体
で
あ
る
。
分
か
り
易
さ
の
た
め
に
図
式
的
に
言
え
ば
、
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⒜
は
、
法
（
学
）
の
方
法
論
的
要
素
で
あ
り
、
⒝
は
、
法
（
学
）
の
内
容
・
実
体
的
要
素
で
あ
る
。
⒜
が
し
ば
し
ば
明
示
的
に
論
じ
ら
れ

る
の
に
対
し
て
、
⒝
は
通
常
は
、
明
晰
な
分
析
的
了
解
・
批
判
の
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
暗
黙
裏
に
前
提
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

U
ngerは
、
法
理
・
論
理
の
位
相
の
自
然
化
・
理
想
化
の
支
配
的
傾
向
を
「
形
式
主
義
」、
法
社
会
理
論
の
位
相
の
自
然
化
・
理
想
化
の

支
配
的
傾
向
を
「
客
観
主
義
」
と
呼
び
、
批
判
法
学
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
傾
向
を
双
方
と
も
に
批
判
し
再
構
築
す
る
こ
と
に
あ

る
と
述
べ
て
き
た(26
)。
以
下
で
は
、
こ
の
U
ngerの
理
論
枠
組
に
負
い
な
が
ら
、
反
差
別
法
の
原
理
・
法
理
の
位
相
に
関
す
る
提
案
を
「
形

式
主
義
Ⅰ
〜
Ⅱ
」
と
呼
び
、
こ
の
形
式
主
義
の
背
後
も
し
く
は
基
底
に
暗
黙
裏
に
前
提
さ
れ
て
い
る
経
済
社
会
・
政
治
社
会
の
有
り
様
に

つ
い
て
の
思
惟
を
「
客
観
主
義
Ｉ
〜
Ⅱ
」
と
呼
ん
で
、
こ
の
二
つ
の
側
面
を
両
方
と
も
に
射
程
に
入
れ
る
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
、
反
差

別
法
意
識
の
振
る
舞
い
を
描
写
し
て
ゆ
き
た
い
。

Ｂ

反
差
別
法
意
識
の
戦
略

U
nger
流
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
平
等
保
護
法
理

equalprotection

の
仕
事
に
は
大
き
く
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。
⒜
〝
一
般
性
を
要
請
す
る
仕
事

generality-requiring
task

〟
と
⒝

〝
一
般
性
を
矯
正
す
る
仕
事

generality-correcting
task

〟
で
あ
る(27
)。
前
者
⒜
は
、
一
貫
性
・
不
偏
不
党
性
を
欠
い
た
か
た
ち
で
の
公
権
力
の
援
用
・
動
員
を
禁
ず
る

こ
と
を
通
し
て
、
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
最
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
利
益
（
根
本
的
利
益
・
基
本
的
権
利
）
の
保
護
を
与
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
最
も
形
式
的
な
意
味
に
お
け
る
平
等
概
念
―
等
し
い
も
の
を
等
し
く

treatlike
cases
alike

―
を
前
提
と
し
た
差
別
禁
止
の
要

請
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
法
は
こ
の
と
き
、
一
般
的
・
形
式
的
な
法
概
念
・
法
範
疇
（
法
人
格
）
以
外
に
は
、
盲
目
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
等
な
保
護
は
、
根
本
的
な
利
益
が
す
べ
て
の
人
に
一
般
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
承
認
及
び
該
利
益
の
（
公
権
力

に
よ
る
）
不
可
侵
の
保
障
と
は
異
な
る(28
)。
後
者
（〝
承
認
〟・〝
不
可
侵
の
約
束
〟）
が
、
す
べ
て
の
人
の
権
利
主
体
性
の
宣
言
（
権
利
の
〝
付
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与
〟）
で
事
足
り
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
（〝
保
護
〟）
は
権
利
実
現
の
た
め
の
何
ら
か
の
積
極
的
な
施
策
・
制
度
条
件

の
設
定
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
を
一
瞥
す
れ
ば
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
一
定
の
範
疇
（
人
種
・
性
別
・
信
条
・
年
齢
・
障

害
…
）
に
属
す
る
人
々
が
公
権
力
の
事
実
・
立
法
行
為
に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
っ
て
き
た
し
、
現
在
も
被
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
た
め
、
平
等
保
護
は
、
劣
位
に
措
か
れ
て
き
た
集
団
の
権
利
を
〝
保
護
〟
す
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
集
団
を
む
し
ろ
特
別
に
抽
出
し
、

こ
れ
ら
集
団
の
利
益
を
損
な
う
諸
政
策
・
公
的
／
私
的
行
為
に
対
し
て
警
戒
の
目
を
向
け
る
と
い
う
よ
り
積
極
的
で
困
難
な
仕
事
、
つ
ま

り
、
⒝
〝
一
般
性
を
矯
正
す
る
仕
事

generality-correcting
task

〟
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
平
等
保
護
法
は
、
権
力
に
よ
る
法

定
立
・
諸
政
策
が
集
団
的
な
不
利
益
を
創
出
し
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
は
こ
れ
を
強
固
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
矯
正
の
メ

ス
を
い
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る(29
)。

こ
う
し
た
矯
正
的
介
入
を
正
当
化
す
る
判
例
法
理
の
解
釈
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
法
学
は
、
周
知
の
通
り
、
二
つ
の
原
理
を
提
案
し
て
き

た
。
一
般
に
反
区
分

anti-classification
と
反
従
属

anti-subordination
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
原
理
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
う
ち
よ
り
形
式
的
原
理
で
あ
る
と
考

え
得
る
―
そ
の
意
味
で
は
、
U
ngerの
言
う
一
般
性
要
請
型
の
平
等
保
護
に
近
い
表
現
と
み
る
こ
と
も
で
き
る(30
)―
反
区
分
原
理
へ
の
訴

え
を
、
形
式
主
義
Ⅰ
と
ま
ず
は
位
置
付
け
て
、
反
従
属
（
形
式
主
義
Ⅱ
）
の
「
明
示
的
な
」
析
出
へ
と
い
た
る
法
意
識
の
振
る
舞
い
を
理

念
型
的
に
素
描
し
て
い
く(31
)。
こ
の
語
り
は
、
論
理
関
係
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
事
実
的
・
因
果
関
係
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意

味
で
、
具
体
的
な
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
か
ら
意
識
的
に
距
離
を
と
り
、
姿
形
を
変
え
て
繰
り
返
し
登
場
す
る
か
も
し
れ
な
い
法
意
識
の

構
成
要
素
を
抽
出
す
る
試
み
で
は
あ
る
が
、
例
に
よ
っ
て
、
具
体
的
文
脈
―
殊
に
ア
メ
リ
カ
法
理
論
の
文
脈
に
―
に
（
か
な
り
）
引
き
ず

ら
れ
な
が
ら
／
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
再
提
示
さ
れ
る
。
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Ｃ

M
ove
I
反
区
分
原
理
へ
の
訴
え

１

形
式
主
義
Ⅰ

反
区
分
原
理

反
区
分
原
理
論
と
は
、〈
公
権
力
は
、
個
人
の
人
格
的
価
値
と
は
関
わ
り
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
諸
特
性
（
人
種
・
性
別
・
出
生
…
）

に
よ
る
区
別
に
基
づ
い
て
市
民
を
遇
し
て
は
な
ら
な
い
〉
と
い
う
要
請
こ
そ
が
、
平
等
保
護
法
・
反
差
別
法
の
本
質
を
形
成
し
て
い
る
、

と
す
る
法
理
論
で
あ
る(32
)。
公
権
力
は
、
市
民
を
、
人
種
・
民
族
・
宗
教
と
い
っ
た
集
団
の
一
員
と
し
て
で
は
な
く
〝
個
人
〟
と
し
て
遇
さ

ね
ば
な
ら
な
い(33
)の
で
あ
り
、
反
差
別
法
理
の
本
質
は
、〝
区
別
す
る
こ
と
〟
そ
の
も
の
を
禁
じ
る
こ
と
に
あ
る
と
該
理
論
は
主
張
す
る
。

個
人
主
義
を
背
景
と
し
た
平
等
概
念
を
説
き
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
や
抑
圧
の
経
験
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
の
―
そ
の

意
味
で
、
批
判
者
か
ら
す
れ
ば
解
釈
に
お
い
て
当
然
に
参
照
す
べ
き
―
〝
集
団
〟
と
い
う
概
念
に
は
あ
え
て
盲
目
を
貫
く
平
等
原
則
で
あ

る
。２

形
式
主
義
Ⅰ
批
判

不
確
定
性
批
判

し
か
し
な
が
ら
、
反
区
分
原
理
そ
れ
自
体
で
は
、
反
差
別
法
が
適
用
さ
れ
る
具
体
的
紛
争
に
対
し
て
有
意
味
な
解
を
与
え
る
こ
と
は
で

き
な
い(34
)。
ま
ず
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
反
区
分
原
理
が
〝
規
範
的
命
題
〟
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、〈
区
別
を
し
て
は
な
ら
な
い
〉

と
い
う
命
法
が
発
せ
ら
れ
る
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
不
正
な
区
別
と
不
正
で
は
な
い
区
別
―
「
合
理
的
な
」
区
別
（
？
）
―
と
を
ま

さ
に
区
別
す
る
た
め
の
基
準
が
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
―
〈
歴
史
的
に
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
き
た
集
団
に
対
す
る
不
公
正
な
別
異

取
扱
と
、
そ
う
し
た
集
団
に
対
す
る
便
益
の
供
与
は
、
両
者
と
も
に
許
さ
れ
な
い
区
別
な
の
か
〉
―
。
不
正
な
区
別
（
差
別
）
が
不
正
で

あ
る
そ
も
そ
も
の
理
由
は
何
な
の
か
―
〈
人
を
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
〝
敵
意
〟
や
あ
る
属
性
を
区
別
の
た
め
の
指
標
と
し
て
使
う
と
い
う



成蹊法学第 87 号 論 説

87-14

〝
意
図
〟・〝
動
機
〟
と
い
っ
た
〝
意
識
〟
の
働
き
が
道
徳
的
非
難
に
値
す
る
の
か
、
意
図
や
動
機
は
ど
う
あ
れ
、
あ
る
属
性
を
持
つ
人
び

と
を
結
果
と
し
て
不
利
な
条
件
・
状
態
に
恒
常
的
に
お
い
て
し
ま
う
よ
う
な
行
為
が
道
徳
的
非
難
に
値
す
る
の
か
〉
―
。
あ
る
い
は
ま
た
、

例
え
ば
〈
障
害
に
基
づ
く
区
別
を
し
て
は
な
ら
な
い
〉
と
言
わ
れ
る
場
合
、
行
為
者
の
ど
の
よ
う
な
判
断
が
障
害
に
〝
基
づ
く
〟
こ
と
に

な
る
の
か
に
つ
い
て
も
詳
細
な
整
理
が
必
要
と
な
ろ
う
―
〈
障
害
〝
の
み
に
〟
依
拠
し
た
区
別
で
あ
る
の
か
、
障
害
〝
に
も
〟
依
拠
し
た

区
別
で
あ
る
の
か
、
等
々
〉
―
。

こ
の
よ
う
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
以
来
の
法
の
不
確
定
性
批
判
が
教
え
て
き
た
法
理
論
上
の
い
わ
ば
常
識
は
、
具
体
的
事
案
に
対
し
て
法
を

適
用
す
る
際
に
必
要
と
な
る
一
連
の
〝
媒
介
ル
ー
ル
〟
を
「
外
か
ら
」
補
わ
な
け
れ
ば
、（
反
区
別
）
原
理
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
結

論
へ
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
の
か
決
し
て
わ
か
り
得
な
い
と
い
う
こ
と(35
)、
つ
ま
り
、
法
概ㅡ

念ㅡ

か
ら
「
一
直
線
に
」
具
体
的
解
を
導
く
こ

と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る(36
)。〝
個
人
の
人
格
的
価
値
と
関
わ
り
が
な
い
諸
特
性
〟
あ
る
い
は
〝
自
ら
の
意
思
・
努
力
で
は
克
服
・

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
社
会
的
地
位
〟
と
い
っ
た
、
自
由
主
義
思
想
の
根
幹
を
形
成
す
る
と
目
さ
れ
る
差
別
禁
止
に
関
わ
る
概
念
規

定
も
ま
た
、
い
か
な
る
属
性
が
こ
う
し
た
範
疇
に
符
合
す
る
の
か
―
例
え
ば
、
極
度
の
貧
困
や
同
性
愛
な
ど
は
、
可
変
的
／
不
変
的
の
截

然
た
る
区
別
を
許
さ
な
い
性
質
を
も
つ
―
に
つ
い
て
非
確
定
性
に
開
か
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
社
会
理
論
・
人
間
存
在
論
な
ど
の
「
外

か
ら
の
」
助
け
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
反
区
別
原
理
と
い
う
抽
象
的
原
理
と
具
体
的
結
論
と
の
間
隙
を
埋
め
る
な
ん
ら
か
の
媒

介
装
置
（
媒
介
と
な
る
下
位
原
理
や
判
断
枠
組
）
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
り
、「
つ
ま
り
、
反
区
分
原
理
の
実
施
・
実
行
は
、
法
形
式
の

問
題
の
み
に
掛
か
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る(37
)。」



批判法学制度派の課題：制度法経済学の祖としてのリアリズム法学への回帰

87-15

３

客
観
主
義
Ⅰ

自
然
化
さ
れ
た
社
会
像

逆
に
言
う
な
ら
ば
、〈
反
区
分
原
理
論
を
用
い
れ
ば
差
別
問
題
に
有
意
味
・
有
効
な
法
的
解
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
〉
と
い
う
信

念
を
支
え
て
い
る
の
は
、
法
形
式
以
上
の
何
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
政
治
・
市
場
・
市
民
社
会
に
つ
い
て
の
特
定

の
像
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、最
も
広
い
意
味
で
の
社
会
理
論
で
あ
る（
U
ngerは
こ
れ
を〝
基
底
的
信
念
・
見
解（
underlying
view
）〟

と
呼
ぶ
)(38
)。

例
え
ば
、
差
別
が
赤
裸
々
な
敵
愾
心
や
好
悪
感
情
の
表
明
と
し
て
公
然
と
、
す
な
わ
ち
し
ば
し
ば
〝
法
〟
と
し
て
表
現
さ
れ
る
社
会
に

お
い
て
は
、
こ
う
し
た
法
（
公
権
力
）
に
よ
る
隔
離
政
策
を
反
区
分
法
理
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
こ
と
で
、
公
共
空
間
を
均
等
な
機
会
を
保

障
す
る
場
へ
と
変
え
る
こ
と
が
、
平
等
保
護
・
反
差
別
法
に
真
っ
先
に
期
待
さ
れ
る
職
責
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、〈〝
区
分
の
禁
止
〟

が
平
等
を
実
現
す
る
〉
と
い
う
理
論
が
意
味
を
な
す
た
め
に
は
（
単
な
る
楽
観
以
上
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
）、
当
然
な
が
ら
、
区
分

が
取
り
払
わ
れ
た
後
の
（
区
別
が
行
わ
れ
る
前
の
）
社
会
が
種
々
の
相
違
や
対
立
を
「
自
然
に
」
解
消
し
て
ゆ
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
「
社
会
理
論
」（
も
し
く
は
、
公
権
力
に
よ
る
区
別
さ
え
な
け
れ
ば
、
十
分
に
寛
容
か
つ
合
理
的
で
あ
る
諸
個
人
は
本
来
的

に
他
者
に
対
し
て
友
好
的
に
振
る
舞
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
「
心
理
学
」
な
い
し
は
人
間
本
性
論(39
)）
が
明
確
に
な
い
し
は
暗
黙
裏
に
想
定

さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

政
治
社
会
は
、
政
権
の
奪
取
・
誘
導
を
め
ぐ
る
闘
争
（
狭
義
の
政
治
）
に
お
い
て
、
特
定
の
集
団
が
有
利
な
地
位
・
影
響
力
を
恒
常
的

に
保
持
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
の
で
き
る
、
意
見
対
立
の
適
正
な
調
整
・
集
約
を
行
う
公
正
・
中
立
な
手
続
（
選
挙
な
ど
）、
及
び
こ
の

手
続
へ
の
参
与
を
可
能
と
す
る
種
々
の
基
本
財
を
保
障
す
る
仕
組
（
基
本
的
権
利
の
カ
タ
ロ
グ
お
よ
び
こ
れ
を
保
障
す
る
機
構
）
を
す
で

に
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
民
社
会
・
経
済
社
会
も
同
様
に
、
人
び
と
が
交
渉
し
関
係
を
取
り
結
ぶ
際
に
、
特
定
の
集
団
に
富
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や
権
限
が
集
中
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
の
で
き
る
、
相
互
的
・
調
和
的
な
取
引
や
共
生
の
基
本
的
仕
組
（
所
有
・
契
約
、
結
社
・
結
婚
な

ど
）
を
す
で
に
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
、
差
別
構
造
・
支
配
構
造
を
不
断
に
解
消
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
仕
組
―

そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
〝
法
〟
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
―
を
備
え
た
民
主
過
程
や
市
場
の
あ
る
べ
き
像
が
基
底
に
前
提
さ
れ
て
い
て

は
じ
め
て
、
反
区
分
法
理
は
、
単
な
る
楽
観
な
い
し
は
説
得
力
に
乏
し
い
「
形
式
主
義
」
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
相
応
の
内
実
を
も
つ

〝
法
秩
序
理
論
〟
と
な
る
。
そ
し
て
、
法
の
「
外
」
―
政
治
・
市
場
・
市
民
社
会
―
に
、
そ
う
し
た
〈
自
律
的
・
自
動
的
調
整
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
・
自
己
治
癒
能
力
を
持
っ
た
法
制
度
構
造
〉
が
実
際
に
存
在
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
反
区
別
原
理
は
確
か
な
機
能
的
意
義
を
も
つ

―
首
尾
良
く
職
責
を
果
た
す
―
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
う
し
た
法
秩
序
像
は
、
一
般
に
、
反
差
別
原
理
の
薄
い
概
念
構
成
な
い

し
は
謙
抑
的
な
働
き
を
望
ま
し
い
と
考
え
る
、「
通
常
の
完
全
に
合
理
的
な
営
業
行
為
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
法
は
介
入
す
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
観
念
に
…
翻
訳
｣(40
)さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
（
公
私
二
分
論
）。

U
ngerが
批
判
す
る
客
観
主
義
と
は
、
右
の
よ
う
な
、
法
理
論
（
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
形
式
主
義
の
位
相
）
の
基
底
に
あ
っ
て
こ

れ
に
意
味
を
通
す
社
会
理
論
の
一
つ
の
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
社
会
理
論
は
、
特
定
の
法
概
念
（
こ
こ
で
は
平
等
保
護
）
が
例
え
ば
反
区
分

原
理
な
ど
の
概
念
装
置
へ
と
構
成
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
法
律
的
構
成
の
あ
り
方
を
有
意
味
な
も
の
・
諒
解
可
能
な
も
の
と
す
る
と
い
う
意

味
で
、法
意
識
の
必
須
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
客
観
主
義
の
誤
謬
は
、こ
う
し
た
経
済
社
会
や
政
治
社
会
が「
本
質（
built-

in
structure）」
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
質
な
る
も
の
が
、
永
遠
不
変
の
姿
に
在
る
、
よ
り
動
的
に
言
え
ば
、
永

遠
不
変
の
姿
を
保ㅡ

ちㅡ

続ㅡ

けㅡ

るㅡ

こㅡ

とㅡ

に
在
る
と
す
れ
ば
、
社
会
の
本
質
と
は
ま
さ
に
、
市
場
・
民
主
過
程
な
ど
の
主
領
域
に
「
本
来
的
に
」

備
わ
っ
た
か
た
ち
を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
に
、
す
な
わ
ち
、〈
自
律
的
・
自
動
的
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
・
自
己
治
癒
能
力
を

持
つ
法
制
度
構
造
〉
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
支
配
的
な
法
理
論
は
、
こ
う
し
た
市
場
の
本
質
的
構
造
（
自
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己
治
癒
能
力
を
持
つ
法
制
度
構
造
）
を
、
あ
る
特
定
の
私
法
制
度
―
契
約
法
（
古
典
的
契
約
）
と
所
有
権
法
（
私
的
所
有
）
の
組
み
合
わ

せ
―
と
同
一
視
し
て
き
た
の
で
あ
る
。（
ア
メ
リ
カ
の
古
典
的
法
思
想
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
交
渉
・
取
引
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
こ
そ
が
、
経

済
社
会
の
本
質
的
構
造
（
自
然
的
・
客
観
的
秩
序
）
そ
の
も
の
で
あ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
っ
た
。）
こ
の
よ
う
に
、
社
会
理
論
の
客
観
主

義
的
傾
向
な
い
し
は
自
然
化
さ
れ
た
社
会
像
が
、「
反
区
別
と
い
う
法
形
式
の
み
で
物
事
を
正
す
の
に
十
分
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
を
支

え
る
暗
黙
の
思
惟
で
あ
る
。

こ
の
思
想
が
、〈
対
立
や
相
違
を
調
和
へ
と
自
動
的
に
導
く
法
の
基
本
構
造
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
内
蔵
し
た
自
然
的
秩
序
〉
と
〈
立
法
的

介
入
（
＝
区
分
）
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
（
歪
な
）
人
為
的
秩
序
〉
と
い
う
「
自
然
（
前
-政
治
）
／
作
為
（
政
治
）
の
二
分
論
」
に
基

づ
い
た
法
観
念（
ロ
ッ
ク
ナ
ー
主
義(41
)）を
導
く
こ
と
も
見
易
い
道
理
で
あ
る
。
現
代
法
学
に
お
け
る
よ
り
洗
練
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン（
反

-反
差
別
法
理
論
）
は
、
古
典
的
契
約
と
私
的
所
有
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
私
法
秩
序
の
自
然
性
を
前
-政
治
的
な
そ
れ
と
し
て
弁
証
す
る

の
で
は
な
く
、よ
り
機
能
的
な
い
し
は
帰
結
主
義
的
に
正
統
化
す
る
が(42
)、そ
れ
が
依
っ
て
樹
つ
の
も
ま
た
、〈
私
的
所
有
と
契
約
自
由
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
最
も
単
純
な
法
的
組
成
こ
そ
が
、
最
も
効
果
的
に
機
能
す
る
利
益
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
〉
と
い
う
〈
自
動
調
整
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
市
場
〉
と
い
う
観
念
そ
の
も
の
で
あ
る
。

４

客
観
主
義
Ｉ
批
判

自
然
化
さ
れ
た
社
会
像
批
判

こ
う
し
た
客
観
主
義
的
思
惟
に
対
し
て
い
ち
早
く
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
（
と
そ
の

生
み
の
親
で
あ
る
「
法
の
科
学
」
の
自
己
破
壊
的
な
仕
事
）
で
あ
っ
た
（
詳
し
く
は
後
述
、
第
二
章
を
参
照
）。
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
貢

献
は
、
端
的
に
、
自
然
／
作
為
の
二
分
論
を
脱
構
築
し
た
こ
と
に
あ
る
。「
法
の
科
学
」
の
最
も
洗
練
さ
れ
た
仕
事
で
あ
る
W
esley



成蹊法学第 87 号 論 説

87-18

H
ohfeld
の
法
の
基
礎
概
念
分
析
は
、
所
有
概
念
（
property）
を
徹
底
し
て
一
般
化
・
形
式
化
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
法
概
念
な
い
し

は
法
関
係
の
非
確
定
性
を
明
ら
か
に
し
、
他
方
、
RobertH
ale
の
契
約
法
の
「
権
力
分
析
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
仕
事
は
、
通
常
は
自
由

な
関
係
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
契
約
関
係
は
「
私
の
要
求
を
呑
ま
な
け
れ
ば
こ
の
関
係
か
ら
撤
退
す
る
ぞ
／
あ
な
た
が
必
要
と
し
て
い
る

も
の
を
提
供
し
な
い
ぞ
」
と
脅
し
合
う
〝
相
互
強
制
〟
の
関
係
に
他
な
ら
ず
、
法
（
公
権
力
）
は
こ
う
し
た
強
制
関
係
に
お
け
る
当
事
者

の
交
渉
力
の
―
し
た
が
っ
て
富
と
力
の
―
配
分
の
あ
り
方
に
不
断
に
政
策
的
介
入
を
施
し
つ
つ
「
市
場
な
る
も
の
」
を
構
築
し
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
後
に
関
係
的
契
約
理
論
と
い
う
か
た
ち
で
明
確
に
定
式
化
さ
れ
る
実
証
的
契
約
論
は
、
契
約
自
由
原
理
が

〈
共
同
性
／
関
係
性
〉
に
関
わ
る
原
理
と
の
対
抗
関
係
の
な
か
に
常
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
市
場
の
法
多
元
論
に
重
要

な
影
響
を
与
え
て
き
た
。

こ
う
し
た
経
済
社
会
の
法
構
造
を
形
成
す
る
諸
要
素
（
権
利
の
束
の
諸
要
素
・
富
と
力
の
配
分
の
あ
り
方
・
契
約
自
由
へ
の
対
抗
原
理

に
よ
る
制
約
等
々
）
の
う
ち
、
ど
れ
を
選
び
出
し
・
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
市
場
な
る
も
の
を
構
築
す
る
か
は
、
ま
さ
に
法
解
釈
者
・

政
策
決
定
者
の
〝
作
為
〟
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
経
済
社
会
の
本
質
的
・
自
然
的
構
造
と
考
え
ら
れ
て
い
た
制
度
的
仕
組
は
人
為
的
秩
序

の
以
外
で
は
な
い
。
端
的
に
、「
市
場
は
、
契
約
を
結
ぶ
能
力
・
所
有
権
限
の
配
分
と
い
っ
た
基
底
的
な
法
的
ル
ー
ル
な
し
に
は
存
在
し

え
な
い
｣(43
)の
で
あ
り
、
市
場
か
／
法
的
介
入
か
―
本
稿
の
文
脈
で
言
え
ば
、
差
別
を
自
然
に
解
消
し
て
ゆ
く
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
委
ね

る
か
／
反
差
別
法
に
よ
る
矯
正
的
な
介
入
に
よ
っ
て
差
別
を
是
正
し
て
ゆ
く
か
―
と
い
う
二
分
法
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
経
済
主
体
（
企
業
）
は
、
財
と
権
力
を
蓄
積
し
て
〝
私
的
権
力
〟
へ
と
変
貌
す
る
こ
と
、
従
っ
て
、
公
権
力
に
よ
る
規
制
・

チ
ェ
ッ
ク
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
い
ち
早
く
説
い
た
の
も
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
で
あ
っ
た(44
)。
公
権
力
が
権
力
を
独
占
し
て
、
社
会
秩
序
を

〈
国
家
-個
人
〉
の
二
極
構
造
に
転
換
す
る
、
従
っ
て
法
は
、
い
わ
ば
自
己
制
約
の
契
機
と
し
て
、
こ
の
公
権
力
自
身
が
立
法
・
行
政
行
為
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の
か
た
ち
で
創
り
出
す
差
別
的
区
別
に
の
み
警
戒
を
払
っ
て
お
け
ば
よ
い
、
と
い
う
古
典
的
自
由
主
義
の
理
論
構
成
は
、
社
会
の
現
実
の

有
り
様
に
照
ら
し
て
説
得
性
を
欠
い
た
も
の
と
な
る
。
差
別
の
生
起
す
る
場
と
そ
の
か
た
ち
は
、
雇
用
・
昇
進
、
教
育
、
娯
楽
施
設
と
い
っ

た
空
間
に
お
け
る
日
常
的
・
恒
常
的
な
排
除
や
不
利
な
取
扱
で
あ
り
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
は
、
差
別
の
私
的
形
態
を
効
果
的
に
規
制

で
き
る
よ
う
な
立
法
や
法
理
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
公
私
二
分
論
は
現
実
的
基
盤
を
欠
き
つ

つ
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
政
治
社
会
・
経
済
社
会
が
飽
く
ま
で
相
違
や
対
立
を
調
整
す
る
「
自
然
な
」
秩
序
と
観
念
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、「
自
然
に
生
じ
た
分
離
」
―
人
種
を
異
に
す
る
人
び
と
の
「
自
然
な
」
棲
み
分
け
、
性
的
嗜
好
（「
内
的
自
然
」）
を
異
に
す
る
人
び

と
の
「
文
化
闘
争
｣(45
)、
あ
る
い
は
「
生
来
の
」
能
力
上
の
差
に
由
来
す
る
労
働
市
場
で
の
劣
後
―
に
対
し
て
、
法
（
人
為
）
は
介
入
す
る

べ
き
で
な
い
、あ
く
ま
で
政
治（
文
化
闘
争
）・
市
場
に
委
ね
る
べ
き
だ
と
す
る
議
論
が
依
然
と
し
て
説
得
力
を
誇
示
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
、自
然
／
作
為
二
分
論
は
、「
自
由
の
領
域
で
あ
る
市
場
に
対
す
る
反
差
別
法
に
よ
る
制
約
は
ど
の
よ
う
に
正
当
化
で
き
る
か
、

自
由
と
介
入
の
バ
ラ
ン
ス
に
鑑
み
て
反
差
別
法
（
配
慮
法
）
に
よ
る
制
約
が
許
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
る
の
か
」
と
い

う
問
題
構
成
の
基
底
に
暗
黙
に
存
在
し
続
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
ら
に
加
え
て
、
今
日
の
差
別
現
象
に
お
い
て
典
型
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、〈
よ
り
狡
猾
に
隠
さ
れ
た
差
別
〉
で
あ
り
、
か
つ
て
の

敵
愾
心
や
嫌
悪
感
情
を
明
示
し
た
立
法
政
策
や
行
為
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
表
面
的
に
は
中
立
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
シ
ス
テ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
実
施
が
累
積
的
に
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
で
差
別
的
効
果
・
差
別
的
構
造
を
生
む
よ
う
な
諸
政
策
で
あ
る(46
)。
さ
ら
に
は
、
職
場
を

典
型
と
し
て
日
常
空
間
に
お
い
て
議
論
の
俎
上
に
の
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
無
意
識
の
差
別

unconscious
discrim
ination(47
)・暗
黙
の
偏
見

im
plicitbias
(48
)と
い
う
差
別
の

態
様
で
あ
り
、
行
為
者
自
身
に
差
別
を
し
て
い
る
自
覚
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
脳
の
な
か
に
―
文
化
的
に
あ
る
い
は
生
得
的
に
―
埋

め
込
ま
れ
た
偏
見
・
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
あ
る
一
定
の
差
別
的
実
践
の
パ
タ
ー
ン
が
う
み
だ
さ
れ
、
差
別
構
造
な
い
し
は
構
造
的
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差
別(49
)が
創
出
・
温
存
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
い
ず
れ
し
て
も
、
反
区
別
法
理
に
変
わ
っ
て
／
加
え
て
、
新
し
い
概
念
装
置
が

創
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

Ｄ

M
ove
II
反
従
属
原
理
へ

１

形
式
主
義
Ⅱ

反
従
属
原
理
の
析
出

反
区
分
原
理
に
対
す
る
形
式
主
義
批
判
（
法
理
の
不
確
定
性
批
判
）・
客
観
主
義
批
判
（
社
会
の
法
制
度
構
造
の
不
確
定
性
批
判
）
は
、

反
区
分
原
理
が
本
質
的
・
客
観
的
な
法
内
容
を
有
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ゆ
え
に
こ
の
抽
象
的
な
原
理
は
決
し
て
operative
な
法

範
疇
で
は
な
く
、
こ
の
抽
象
概
念
と
具
体
的
な
適
用
場
面
と
を
媒
介
す
る
下
位
の
法
概
念
・
ル
ー
ル
群
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
教
え
る
。

〈
形
式
主
義
Ⅱ
-⒜

D
isparate
treatm
ent/intentionaldiscrim
ination(51
)〉
よ
り
狡
猾
な
差
別
立
法
に
対
し
て
反
差
別
法
理
は

い
か
に
対
処
す
べ
き
か
。
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
例
で
言
え
ば
、
警
察
官
の
採
用
に
筆
記
試
験
を
課
す
と
い
う
制
度
が
、
白
人
に
比
べ
て
圧
倒

的
に
高
い
黒
人
の
不
合
格
率
を
帰
結
す
る
場
合(50
)、
反
区
分
原
理
で
は
そ
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
人
種
的
不
均
衡
を
是
正
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
筆
記
試
験
制
度
は
表
面
的
に
は
中
立
で
あ
る
―
人
種
に
基
づ
い
た
区
別
で
は
な
い
―
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
差
別
的
帰
結
を
生
む
諸
政
策
の
「
背
後
に
」
差
別
意
図
intention
・
動
機
m
otive

を
観
て
―
い
わ
ば
帰
責
事
由
を
観
て
―
、
差
別
的
帰
結
は
差

別
動
機
の
表
出
で
あ
る
と
す
る
（
推
認
す
る
）
と
い
う
概
念
装
置
・
構
成
に
よ
っ
て
、
反
区
分
原
理
と
直
感
に
よ
り
訴
え
る
法
的
結
論
と

の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
差
別
的
動
機
」
の
法
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
、
こ
の
反
区
分
法
理
そ
れ
自
体
か
ら
は
こ
う
し
た
差
別
的
動
機
が
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
基
準
や
ル
ー

ル
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
答
え
、
ま
し
て
や
差
別
的
動
機
な
る
も
の
の
発
掘
を
厳
格
審
査
が
発
動
さ
れ
る
た
め
の
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重
要
な
判
断
要
素
に
す
べ
き
だ
と
の
論
理
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
差
別
禁
止
立
法
（
e.g.市
民

権
法
第
七
編
）
の
解
釈
と
し
て
の
〈
差
別
的
効
果
〉
の
証
明
方
法
と
同
様
の
し
か
た
で
、
立
法
の
差
別
的
〈
目
的
〉
を
基
礎
付
け
る
（
証

拠
付
け
る
）
平
等
保
護
法
理
（
反
従
属
原
理
の
差
別
効
果
理
論
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
そ
れ
）
の
運
用
方
法
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
は

決
し
て
な
い(52
)。
そ
し
て
、
昨
今
の
経
験
的
研
究
が
盛
ん
に
告
発
す
る
よ
う
に
、
差
別
が
社
会
に
根
を
は
り
続
け
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
偏
見
・

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
潜
在
性
・
無
意
識
性
、
そ
れ
ゆ
え
の
差
別
の
不
可
視
化
・
構
造
化
に
あ
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
差
別
意
識
と
は
本
人

に
も
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
無
意
識
な
の
だ
と
す
れ
ば
、「
差
別
的
動
機
」
を
同
定
す
る
と
い
う
責
任
認
定
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
差
別

現
象
の
リ
ア
テ
ィ
と
の
適
切
な
接
続
を
欠
い
た
そ
れ
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

〈
形
式
主
義
Ⅱ
-⒝

D
isparateIm
pact〉
こ
う
し
て
、
反
差
別
法
学
は
、
差
別
の
実
情
に
応
答
す
る
た
め
に
、
意
図
や
動
機
と
い
っ

た
心
理
学
化
・
個
人
化
し
た
概
念
か
ら
差
別
現
象
を
解
放
し
、
直
截
に
社
会
構
造
―
社
会
（
無
）
意
識
・
社
会
制
度
―
そ
の
も
の
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
す
る
媒
介
装
置
を
開
発
す
る
と
い
う
方
向
を
採
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
差
別
現
象
の
ル
ー
ツ
を
、
あ
る
集
団
に
対
す
る
諸

個
人
の
敵
愾
心
や
差
別
意
図
に
み
る
の
で
は
な
く
、
個
人
の
主
観
を
超
え
た
文
化
・
社
会
意
識
（
人
種
主
義
・
健
常
者
中
心
主
義
・
種
々

の
フ
ォ
ビ
ア
）
と
い
っ
た
客
観
的
な
実
在
の
な
か
に
見
て
、
ま
た
、
敵
愾
心
を
表
出
す
る
個
別
の
行
為
に
で
は
な
く
、
特
定
の
集
団
が
被
っ

て
き
た
劣
等
的
地
位
へ
の
貶
め
が
、
政
策
的
・
制
度
的
な
背
景
を
伴
っ
て
、
社
会
の
基
本
構
造
（
恒
常
的
な
階
層
・
従
属
構
造
）
そ
の
も

の
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
こ
そ
差
別
問
題
の
本
質
を
見
出
し
、
こ
う
し
た
〈
社
会
集
団
の
劣
位
・
従
属

collective
disadvantage

〉
の

創
出
・
常
態
化
も
し
く
は
悪
化
に
公
権
力
／
私
的
権
力
が
関
わ
る
こ
と
を
禁
ず
る
と
い
う
方
向
性
で
あ
る(53
)。

反
従
属
原
理
と
呼
ば
れ
る
こ
の
考
え
方
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
具
体
的
事
例
（
紛
争
・
闘
争
）
に
投
げ
込
ま
れ
る
こ
と
で
形
式
主
義



成蹊法学第 87 号 論 説

87-22

の
位
相
に
お
け
る
法
の
不
確
定
性
の
問
題
に
直
面
し
た
法
意
識
（
反
区
分
原
理
）
が
、「
論
理
的
必
然
」
の
感
覚
・「
閉
合
（
closure）」

の
知
覚
を
獲
得
・
回
復
す
る
た
め
に
、
社
会
像
・
社
会
理
論
、
す
な
わ
ち
客
観
主
義
の
位
相
―
法
理
の
「
外
」
―
に
接
続
し
、
こ
の
客
観

主
義
の
位
相
に
お
け
る
誤
謬
（
自
然
化
さ
れ
た
社
会
像
）
に
反
省
を
促
す
よ
り
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
知
見
を
得
る
こ
と
を
通
し
て
析
出

し
た
媒
介
装
置
で
あ
る
。
反
従
属
原
理
は
、
公
権
力
・
私
的
権
力
双
方
に
よ
る
特
定
集
団
の
従
属
化
・
二
級
市
民
化
を
問
題
に
す
る
。
差

別
構
造
こ
そ
が
社
会
の
常
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
法
的
介
入
が
必
要
と
な
る
問
題
は
深
く
遍
く
社
会
に
存
在
し
て
い
る
と

い
う
社
会
像
を
前
提
に
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
洞
察
は
、
憲
法
が
予
定
し
て
い
る
統
治
構
造
へ
の
脅
威
で
も
あ
る
。
反

従
属
原
理
は
、
制
度
能
力
・
民
主
的
正
統
性
と
も
に
乏
し
い
は
ず
の
司
法
権
が
、
社
会
構
造
の
大
変
革
―
政
治
―
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
こ
そ
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。

２

反
差
別
法
と
配
慮
法
の
重
な
り
合
い

反
差
別
法
理
と
配
慮
法
理
と
は
邂
逅
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
後
者
は
前
者
の
発
展
に
後
押
し
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
目
的
論
を
取
り
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
道
徳
的
基
礎
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
言
っ
た
方
が
精
確
で
あ
ろ
う
。
反
従
属
原
理
の
差
別
的
効
果
理
論
―

と
い
う
、
実
務
で
は
さ
し
あ
た
り
姿
を
見
せ
な
い
理
論
上
の
仮
構
―
は
、
差
別
的
実
践
と
そ
の
累
積
的
蓄
積
が
創
出
す
る
差
別
構
造
を
問

題
に
し
、
こ
れ
を
直
接
的
な
攻
撃
の
対
象
と
す
る
。（
経
済
)合
理
的
な
選
択
の
蓄
積
的
効
果
が
生
み
出
す
差
別
構
造
／
構
造
的
差
別
の
是

正
・
解
消
を
、
こ
の
是
正
・
解
消
に
関
わ
る
コ
ス
ト
負
担
を
公
的
・
私
的
権
力
に
シ
フ
ト
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
配

慮
法
は
、
ま
さ
に
反
従
属
原
理
の
差
別
効
果
理
論
の
別
様
の
表
現
の
一
つ
と
し
て
、
反
差
別
法
の
伝
統
の
な
か
で
正
統
の
地
位
を
与
え
ら

れ
る
の
で
あ
る(54
)。
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結
論
と
し
て
、
Bagenstosは
、
配
慮
法
と
反
差
別
法
を
貫
く
共
通
の
原
理
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
。

「
少
な
く
と
も
雇
用
者
が
合
理
的
な
コ
ス
ト
で
そ
う
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
、
従
属
の
シ
ス
テ
ム
に
荷
担
す
る
こ

と
そ
の
も
の
が
反
道
徳
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
雇
用
者
は
従
属
の
シ
ス
テ
ム
に
参
与
す
る
こ
と
を
避
け
よ
と
い
う
道
徳
的
命
法
よ

り
も
、
自
分
自
身
の
利
益
を
優
先
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
従
属
の
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
効
果
的
な
行
動
を
と
る
こ
と

の
で
き
る
唯
一
の
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る(55
)。」

コ
ス
ト
負
担
の
拒
否
と
い
う
「
合
理
的
な
」
―
つ
ま
り
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
―
実
践
が
、
累

積
的
効
果
と
し
て
差
別
構
造
を
創
出
な
い
し
は
強
化
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
し
て
ま
た
、
使
用
者
は
拒
否
し
な
け
れ
ば
そ
う
し
た
差
別

構
造
を
弱
め
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
に
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
な
さ
ず
に
自
身
の
利
益
を
優
先
さ
せ
た
―
つ
ま
り
、
差
別
構
造
の

創
出
・
永
続
化
に
自
ら
の
決
定
に
よ
っ
て
荷
担
し
た
―
と
こ
ろ
に
、
配
慮
法
は
使
用
者
に
対
す
る
道
徳
的
非
難
可
能
性
を
見
出
す
の
で
あ

る
。３

形
式
主
義
Ⅱ
批
判
そ
の
一
反
従
属
原
理
批
判

し
か
し
な
が
ら
、〈
特
定
の
集
団
の
従
属
関
係
を
許
さ
な
い
〉
と
す
る
命
題
は
、
端
的
に
、
過
少
包
摂
・
過
大
包
摂
の
両
方
の
問
題
を

抱
え
る
。
積
極
的
差
別
是
正
措
置
で
問
題
と
な
る
よ
う
に
、
反
従
属
原
理
は
、「
黒
人
と
い
う
歴
史
的
に
劣
位
に
お
か
れ
て
き
た
集
団
を

救
済
す
る
た
め
に
」
と
い
う
名
分
の
も
と
、
裕
福
な
黒
人
に
有
名
大
学
へ
の
入
学
機
会
を
与
え
る
一
方
で
、
貧
困
の
な
か
で
勉
学
に
励
ん
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で
き
た
白
人
を
排
除
す
る
可
能
性
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
経
済
的
地
位
ゆ
え
に
劣
位
・
従
属
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
人
々
の
地
位
を
さ
ら

に
貶
め
る
可
能
性
が
あ
る
(過
少
包
摂
)と
と
も
に
、
す
で
に
高
い
社
会
的
地
位
を
持
っ
て
い
る
富
裕
層
の
地
位
を
さ
ら
に
高
め
る
(過
大

包
摂
)可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
反
従
属
原
理
は
、
貧
困
・
階
層
と
い
う
社
会
の
従
属
構
造
の
最
た
る
も
の
に
直
接
的
に
対
処
で

き
ず
、
人
種
や
性
別
と
い
っ
た
範
疇
を
通
し
て
迂
回
的
に
な
い
し
は
反
動
的
に
介
入
を
試
み
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
反
従
属
原

理
は
特
定
の
特
徴
を
も
っ
た
集
団
の
保
護
を
超
え
て
、〝
反
階
級
〟
原
理
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る(56
)と
も
言
え
、
あ
る
い
は
ま
た
、

集
団
的
特
性
に
関
係
な
く
当
該
個
人
の
社
会
的
境
遇
と
し
て
の
最
下
層
化
を
許
さ
な
い
と
す
る
個
人
主
義
的
平
等
論
へ
と
発
展
（
な
い
し

は
解
消
)し
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
制
約
原
理
を
特
に
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

逆
に
言
え
ば
、
反
従
属
原
理
が
あ
る
特
定
の
集
団
の
従
属
的
地
位
の
み
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
／
焦
点
を
あ
て
る
よ
う

命
ず
る
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
正
統
性
も
能
力
も
な
い
は
ず
の
司
法
権
の
触
手
が
箍
を
外
さ
れ
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
社
会
領
域

を
審
判
／
侵
犯
し
は
じ
め
て
し
ま
う
と
い
う
、
既
存
の
統
治
構
造
が
予
定
し
て
い
な
い
事
態
の
出
来
を
防
ぐ
の
は
、
反
従
属
原
理
以
外
の

論
理
で
あ
る
。
反
従
属
原
理
が
批
判
の
対
象
と
し
た
反
区
別
原
理
の
形
式
主
義
的
命
法
―
〈
人
格
的
価
値
と
関
連
の
な
い
(個
人
の
意
思

と
努
力
で
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
)と
考
え
ら
れ
る
特
性
に
よ
っ
て
区
別
し
て
は
な
ら
な
い
〉
―
が
、
こ
れ
で
あ
る
。（
そ
の
意
味
に
お

い
て
は
、
逆
説
的
に
も
、
平
等
保
護
の
本
質
は
、
目
的
そ
れ
自
体
に
で
は
な
く
、
こ
の
目
的
の
外
延
を
限
界
付
け
る
〝
形
式
〟
も
し
く
は

実
現
可
能
性
を
枠
付
け
る
〝
手
段
〟
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。）
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
反
従
属
原
理
と
反
区
分
原
理
と
は

不
可
分
に
互
い
を
制
約
も
し
く
は
補
完
し
あ
う
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
ゆ
え
に
、
反
従
属
原
理
は
反
区
分
原
理
と
は
全
く
異

な
る
法
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

も
う
す
こ
し
素
朴
に
言
え
ば
、「
あ
る
集
団
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
こ
れ
に
属
す
る
人
々
を
、
こ
れ
に
属
さ
な
い
人
々
の
『
犠
牲
』
の
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う
え
に
―
ス
テ
ィ
グ
マ
は
与
え
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
後
の
知
的
・
物
的
利
益
を
得
る
機
会
を
奪
う
大
き
な
蓋
然
性
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
―
救
済
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
」（
積
極
的
差
別
是
正
措
置
の
是
非
）
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
反
従
属
原
理
の
み

で
は
説
得
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
た
め
、
司
法
は
反
区
分
原
理
に
「
遡
及
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
犠
牲

は
許
さ
れ
な
い
(積
極
的
是
正
措
置
は
違
憲
で
あ
る
)と
い
う
決
断
に
し
ば
し
ば
い
た
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
ス

テ
ィ
グ
マ
論
は
転
倒
さ
せ
て
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
優
遇
さ
れ
た
そ
の
個
人
は
、
こ
の
優
遇
が
な
け
れ
ば
本
来
は
能
力
・
資

格
に
お
い
て
十
分
な
水
準
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
・
傷
痕
を
負
わ
さ
れ
た
と
い
う
感
覚
に
傷
つ
く
か
も
知
れ
な
い
。
個
人
と

し
て
の
能
力
を
疑
わ
れ
る
と
い
う
そ
の
ス
テ
ィ
グ
マ
は
、
歴
史
的
に
刻
印
さ
れ
て
き
た
集
団
と
し
て
の
ス
テ
ィ
グ
マ
よ
り
も
深
く
・
重
大

な
も
の
と
な
っ
て
い
る(57
)。
そ
の
集
団
に
属
す
る
人
び
と
は
、
い
ま
や
法
の
助
け
な
く
し
て
自
分
の
力
の
み
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
だ
、
等
々
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

４

客
観
主
義
Ⅱ
（
≒Ⅰ
）
批
判

自
然
化
さ
れ
た
社
会
像
批
判

右
の
行
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
司
法
は
な
ぜ
反
区
別
原
理
と
反
従
属
原
理
の
間
を
往
復
す
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
の
背
後
に
は

ど
の
よ
う
な
考
慮
が
あ
る
の
か
、
端
的
に
、
法
意
識
は
何
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
問
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
端
的
に
、
司
法

の
「
領
分
」
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
民
主
制
体
な
い
し
は
自
由
主
義
社
会
の
基
本
構
造
へ
の
コ
ミ
ッ

ト
を
表
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
解
と
し
て
諒
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
反
従
属
原
理
へ
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
そ
れ
自
体
に
は
、
よ
り
積
極
的
な
司
法
的
介
入
に
歯
止
め
を
か
け
る
契
機
は
内
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
社
会
が
差
別

構
造
を
頑
と
し
て
保
持
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
前
に
し
て
、
仮
に
そ
う
し
た
構
造
の
解
消
こ
そ
が
法
の
目
的
・
使
命
で
あ
る
と
考
え
ら
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れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
が
及
び
腰
に
な
る
内
在
的
理
由
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
か
た
ち
で
社
会
へ
と
介
入

し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
裁
判
所
が
「
許
さ
れ
ざ
る
」
区
別
と
考
え
る
自
ら
の
価
値
判
断
（
正
邪
の
判
断
）
な
い
し
は
人
間
存
在
に
つ
い
て
の

思
想
（
自
由
意
思
あ
る
存
在
と
し
て
の
人
間
）
に
基
づ
い
て
、
社
会
構
造
そ
れ
自
体
を
変
革
す
る
と
い
う
公
共
政
策
・
政
治
改
革
に
着
手

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
“juristocracy(58
)”は
、
社
会
の
基
本
構
造
の
決
定
は
市
民
の
民
主
的
政
治
参
画
・

討
論
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
る
民
主
主
義
の
基
本
原
則
と
こ
れ
に
基
づ
く
統
治
構
造
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
司
法
権
の
越
権
行
為
と
な

る
。「
保
守
的
な
」
法
意
識
は
、
差
別
構
造
の
温
存
や
白
人
優
越
主
義
・
健
常
者
中
心
主
義
の
擁
護
を
狙
っ
て
い
る
わ
け
で
は
（
お
そ
ら
く
）

な
い
。
あ
く
ま
で
も
国
の
基
本
構
造
―
そ
れ
は
市
民
す
べ
て
の
基
本
的
利
益
に
適
う
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
司
法
的

専
制
を
許
す
社
会
に
お
い
て
失
わ
れ
る
の
は
ま
さ
に
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
市
民
の
根
本
的
自
由
（
社
会
創
造
の
権
利
）
で
あ
る
か
ら

だ
―
を
保
護
す
る
こ
と
に
こ
そ
主
眼
が
あ
る
の
だ
と
諒
解
し
て
は
じ
め
て
、
こ
の
法
意
識
は
批
判
的
吟
味
に
値
す
る
内
実
を
持
っ
た
法
理

論
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
は
、
反
区
分
原
理
こ
そ
〈
司
法
権
の
制
約
〉
と
い
う
課
題
を
最
も
純
粋
に
追
究
し
た
法
理
だ
っ
た

こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
反
区
分
原
理
と
は
、
立
法
府
や
社
会
構
成
員
に
対
し
て
「
区
分
を
許
さ
な
い
」
と
命
ず

る
原
理
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
区
分
が
善
い
区
分
で
あ
る
の
か
・
悪
い
区
分
で
あ
る
の
か
―
積
極
的
差
別
是
正
政
策
が
善
い
政

策
で
あ
る
の
か
否
か
、
確
か
に
差
別
を
解
消
す
る
効
果
を
も
つ
の
か
、
誰
に
も
ス
テ
ィ
グ
マ
を
与
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
道
徳
的

に
も
善
い
の
か
―
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
を
な
す
権
限
を
裁
判
所
か
ら
奪
う
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
司
法
と
い
う
最
た
る
権
力

作
用
の
発
動
の
さ
れ
方
は
、
裁
判
官
個
人
の
あ
る
い
は
共
有
さ
れ
た
現
状
認
識
・
価
値
構
造
の
有
り
様
に
依
存
し
て
い
る
た
め
、
司
法
的

決
定
は
飽
く
ま
で
括
弧
付
き
の
「
正
解
」
以
上
に
は
到
達
し
得
な
い
。
歴
史
の
賢
慮
は
、
む
し
ろ
、
司
法
権
力
の
バ
イ
ア
ス
は
社
会
の
有
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力
な
勢
力
の
要
請
に
即
応
し
こ
れ
を
強
固
な
も
の
と
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
教
え
て
き
た
。
と
す
れ
ば
、
反
従
属
原
理
に
よ
る
社
会
変

革
が
結
局
は
中
途
半
端
な
も
の
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
以
上
は
、
反
区
分
原
理
の
方
が
〈
司
法
権
の
自
己
制
約
・
拘
束
〉
と
い
う
法
解

釈
方
法
論
の
本
来
の
機
能
・
意
義
に
照
ら
し
て
よ
り
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
て
し
ま
え
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ

の
よ
う
に
理
解
し
て
は
じ
め
て
、
反
従
属
理
論
の
躊
躇
―
飽
く
ま
で
も
反
区
別
理
論
の
枠
内
で
、
該
理
論
が
用
意
し
た
区
別
・
範
疇
に
依

拠
し
な
が
ら
〈
集
団
〉
概
念
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
―
を
諒
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
、
反
差
別
法
適
用
を
め
ぐ
る
司
法
の
「
及
び
腰
／
保
守
的
な
」
姿
勢
は
、
法
意
識
の
暗
黙
の
前
提
と
し
て
の
〈
自
然
化
さ
れ

た
社
会
構
造
〉
と
い
う
客
観
主
義
的
思
惟
を
再
び
露
わ
に
す
る
。
解
釈
・
適
用
と
い
う
不
断
の
法
実
践
を
通
し
て
暗
に
明
に
正
当
化
し
護

守
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
司
法
権
の
「
正
統
な
」
役
割
論
・
制
度
能
力
論
―
自
己
治
癒
能
力
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
経

済
社
会
や
市
民
社
会
が
治
癒
し
き
れ
な
か
っ
た
例
外
的
に
深
刻
な
損
害
に
対
す
る
対
処
療
法
的
な
介
入
―
と
こ
れ
を
前
提
と
し
た
統
治
機

構
の
基
本
的
制
度
構
造
（
民
主
政
体
の
基
本
構
造
）
―
制
度
的
能
力
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
分
を
わ
き
ま
え
た
」
協
働
の
体
制(59
)―
で
あ
り
、
そ

し
て
、
こ
う
し
た
司
法
の
「
消
極
の
美
徳
」
を
正
当
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
像
―
積
極
的
な
差
別
是
正
措
置
は
も
は
や
必
要
の
な
い

ほ
ど
に
十
分
に
社
会
は
治
癒
に
向
か
っ
て
い
る
、
こ
れ
以
上
の
司
法
的
介
入
は
か
え
っ
て
被
差
別
集
団
の
劣
等
意
識
に
拍
車
を
か
け
る
と

い
っ
た
社
会
認
識
―
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
あ
く
ま
で
「
集
団
主
義
」
に
基
づ
く
反
従
属
原
理
を
純
化
し
て
い
け
ば
、（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
）
政
治
が
全
面
に
押
し
出

さ
れ
よ
う
。〈
階
級
〉
に
は
敢
え
て
盲
目
と
な
り
、
特
定
の
属
性
（
人
種
・
性
別
・
・
）
の
み
を
指
標
と
し
て
法
律
的
構
成
を
行
う
理
由

は
反
差
別
法
理
に
内
在
し
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
区
分
は
、
社
会
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
高
ま
っ
た
―
つ
ま
り
、
社
会
を
〈
代
表
〉

represent

す
る
よ

う
に
見
え
る
―
社
会
運
動
が
〈
表
象
〉

represent

す
る
「
共
同
体
の
精
神
」（
女
性
の
声
、
黒
人
の
声
、
障
害
者
の
声
…
）
に
説
得
性
の
基
礎
を
見
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出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
平
等
保
護
法
・
反
差
別
法
が
、
反
従
属
原
理
を
特
定
の
区
分
に
沿
っ
て
発
展
さ
せ
て
来
た
こ
と

に
普
遍
的
・
原
理
的
理
由
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
司
法
の
切
実
な
希
求
、
つ
ま
り
、
社
会
の
声
に
応
答
す
る
こ
と
で
、〝
合
法
性
legality

〟
に
加

え
て
〝
民
主
的
正
統
性

legitim
acy

〟
を
も
手
に
入
れ
た
い
と
す
る
希
求
を
う
ま
く
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
主
張
の
み
が
―
感
傷
的
に
言
え
ば
、

集
団
的
ス
テ
ィ
グ
マ
は
大
変
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
得
的
に
表
現
し
た
演
舞
／
演
武
の
み
が
―
法
に
よ
る
「
承
認
」
を
勝
ち
得
る
。

社
会
運
動
―
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
―
の
熱
気
が
冷
め
る
や
否
や
、
反
区
分
／
反
従
属
原
理
の
背
後
に
、
社
会
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
表
象
／
代

表
す
る
痛
み
や
憤
り
、
そ
し
て
正
統
な
声
を
聴
く
こ
と
は
難
し
く
な
る
の
で
あ
る(60
)。

５

形
式
主
義
Ⅱ
批
判
そ
の
二

批
判
法
学
脱
構
築
派
（
法
の
不
確
定
性
急
進
派
）
に
よ
る
合
理
的
配
慮
批
判

だ
が
、
右
の
反
従
属
原
理
（
と
し
て
の
合
理
的
配
慮
法
理
）
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
の
政
治
の
結
び
付
き
は
、
司
法
政
治
（
裁
判
闘
争
）
に

お
い
て
は
対
抗
的
主
張
を
喚
起
す
る
の
み
で
あ
る
。
実
際
、
M
oveII形
式
主
義
Ⅱ
-⒜
の
〈
意
図
的
な
差
別
的
取
扱
〉
と
い
う
差
別
理
論
、

及
び
そ
の
基
底
に
あ
る
〈
非
難
に
値
す
る
行
為
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
の
回
復
〉
と
い
う
正
統
な
矯
正
的
正
義
の
論
理
に
比
べ
て(61
)、

M
ove
II形
式
主
義
Ⅱ
-⒝
は
私
人
に
コ
ス
ト
を
付
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
説
得
性
を
自
ら
減
じ
る
理
論
に
依
拠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
で
、
む
し
ろ
容
易
に
対
抗
的
主
張
の
台
頭
を
許
す
よ
う
に
見
え
る
。
M
ove
II形
式
主
義
Ⅱ
-⒝
の
差
別
理
論
は
、
差
別
概
念
を
個
人

の
意
識
か
ら
切
り
離
し
、
そ
の
発
生
と
維
持
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
社
会
意
識
・
構
造
そ
の
も
の
に
み
る
と
い
う
よ
り
本
質
的
な
差
別
論
へ
と

発
展
し
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
〈
原
因
を
社
会
に
み
る
〉
構
造
論
的
差
別
理
論
が
、
個
人
に
コ
ス
ト
負
担
を
求

め
る
配
慮
法
理
を
果
た
し
て
／
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
と
改
め
て
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
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一
般
論
と
し
て
、
比
較
的
安
価
な
負
担
で
効
果
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
唯
一
の
？
）
立
場
に
あ
る
企
業
が
配
慮
に
か
か
る

コ
ス
ト
（
差
別
構
造
の
漸
進
的
除
去
な
い
し
は
悪
化
防
止
に
か
か
る
コ
ス
ト
）
を
負
担
す
べ
き
だ
と
い
う
社
会
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
正

し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
（
実
際
、
類
似
の
考
え
方
は
、
不
法
行
為
法
と
い
う
広
い
法
領
域
に
お
い
て
一
般
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ

う
）、
こ
の
一
般
論
（
及
び
そ
の
産
物
と
し
て
の
立
法
）
か
ら
個
々
の
企
業
の
コ
ス
ト
負
担
の
具
体
的
義
務
を
「
一
直
線
」
に
導
出
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、「
な
ぜ
『
こ
の
特
定
の
』
企
業
だ
け
が
『
特
別
の
』
負
担
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
解

消
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
司
法
政
治
に
お
い
て
は
、
個
々
の
企
業
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
・
文
脈
も
し
く
は
一
般
的
な
通
念
に
照
ら
し
て
、

負
担
は
酷
で
あ
る
（
過
重
負
担
で
あ
る
／
非
合
理
で
あ
る(62
)）
と
い
う
反
論
が
当
然
に
―
ま
た
は
法
の
文
言
に
基
づ
い
て
―
な
さ
れ
、
こ
の

反
論
は
究
極
的
に
は
〈
企
業
は
利
潤
の
最
大
化
を
追
求
す
る
基
本
的
自
由
を
持
っ
て
い
る
〉
と
い
う
（
一
般
的
に
正
統
性
を
与
え
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
）
対
抗
的
権
利
論
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
裁
判
所
や
支
配
的
な
法
意
識
の
琴
線
に
触
れ

る
の
は
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
対
抗
的
権
利
論
か
も
し
れ
な
い
（
実
際
、
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
「
反
動
」
は
、
そ
う
し
た
〈
再
分
配
的
介

入
〉
に
対
す
る
〈
市
場
の
自
由
〉
の
勝
利
の
表
れ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
）。
ま
た
、
右
の
一
般
論
・
原
理
論
自
体
、
経
済
社
会
一
般
が

同
様
の
負
担
を
負
っ
て
い
る
／
負
担
が
シ
ェ
ア
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
ㅡ

ㅡ

（
制
度
基
盤
）
が
不
在
で
あ
る
場
合
に
は
、
説
得
力
を
欠
い
た

議
論
、
つ
ま
り
実
際
的
証
拠
（
現
実
）
を
欠
い
た
単
な
る
お
題
目
（
理
念
）
と
聞
こ
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
（
制ㅡ

度ㅡ

条
件
の
原ㅡ

理ㅡ

に

対
す
る
優
先
性
）。

こ
う
し
て
、
批
判
法
学
（
不
確
定
性
急
進
派
）
の
代
表
的
論
客
の
一
人
で
あ
る
M
ark
K
elm
an
は
〈
配
慮
法
／
反
差
別
法
-区
別
論
〉

の
立
場
か
ら
配
慮
論
者
の
楽
観
主
義
と
権
利
信
仰(63
)を
執
拗
に
批
判
す
る(64
)。
M
ove
IIが
導
出
し
た
反
従
属
原
理
論
（
と
し
て
の
合
理
的
配

慮
法
理
論
）
な
る
も
の
は
、「
本
来
的
に
は
社
会
全
体
が
負
う
べ
き
負
担
を
誰
が
負
わ
さ
れ
る
の
が
社
会
的
に
望
ま
し
い
の
か
」
あ
る
い



成蹊法学第 87 号 論 説

87-30

は
「
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
（
合
理
的
配
慮
に
か
か
る
）
社
会
的
リ
ソ
ー
ス
を
配
分
し
使
用
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
望
ま
し
い
の
か
」
と

い
う
問
い
を
め
ぐ
る
議
論
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
政ㅡ

策ㅡ

的ㅡ

議ㅡ

論ㅡ

に
他
な
ら
な
い
。
合
理
的
配
慮
の
要
求
は
他
の
競
合
す
る
配
分
要
求
と
の

利
益
衡
量
の
な
か
に
常
に
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
合
理
的
配
慮
規
定
が
、
生
産
性
（
Ｘ
）
を
持
つ
が
合
理
的
配
慮
（
Ｙ
）
を
必
要
と
す
る
〈
Ａ
〉
と
、
同
じ
く
生
産
性
（
Ｘ
）
を

持
つ
が
合
理
的
配
慮
を
必
要
と
し
な
い
〈
Ｂ
〉
の
二
人
の
志
願
者
の
う
ち
、
常
に
〈
Ａ
〉
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
命
ず
る
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
合
理
的
配
慮
は
、
資
源
（
Ｙ
）
を
雇
用
者
か
ら
〈
Ａ
〉
へ
と
強
制
的
に
移
転
す
る
公
権
力
に
よ
る
介
入
（
taking）
で

あ
る
―
「
非
正
統
な
法

bad
law

」
で
あ
る
―
と
い
う
観
念
が
む
し
ろ
前
景
に
押
し
出
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
障
害
者
の
配
慮
要
求
が
、
雇
用
者

や
第
三
者
（
よ
り
有
能
・
生
産
性
の
あ
る
同
僚
や
採
用
志
願
者
）
ひ
い
て
は
社
会
全
体
の
利
益
に
、
常
に
優
越
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

決
し
て
あ
り
得
な
い
。
A
ccom
m
odation
の
原
義
が
、
関
係
当
事
者
の
個
別
の
利
益
や
特
別
の
事
情
を
勘
案
・
秤
量
し
て
調
整
・
配
慮

す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
障
害
者
の
み
で
は
な
く
他
者
の
利
益
・
事
情
が
重
要
な
判
断
材
料
と
な
る
こ
と
は
あ
る
意
味
で
当

然
で
あ
る
と
も
言
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
来
は
矯
正
的
正
義
の
問
題
で
あ
る
差
別
禁
止
法
の
領
域
に
、「
権
利
」
の
名
の
も
と
に
再
配
分
政
策
と
い
う
「
政
治
」

を
無
理
矢
理
持
ち
込
む
の
が
合
理
的
配
慮
の
本
質
で
あ
り
、
合
理
的
配
慮
擁
護
論
者
は
こ
の
こ
と
に
あ
ま
り
に
も
無
自
覚
で
あ
る
、
と
批

判
法
学
脱
構
築
派
は
論
じ
る
。
合
理
的
配
慮
論
が
も
た
ら
す
の
は
、
限
ら
れ
た
資
源
を
め
ぐ
る
（
非
生
産
的
な
）
闘
争
・
そ
の
奪
い
合
い

で
あ
る
。
合
理
的
配
慮
に
関
わ
る
資
源
の
配
分
を
め
ぐ
っ
て
は
、
権
利
論
者
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
「
一
義
的
な
答
え
の
導
出
」
と
い

う
事
態
が
起
こ
る
は
ず
も
な
い
（
法
の
根
源
的
不
確
定
性
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
理
的
配
慮
論
が
「
障
害
者
に
財
を
再
分
配
せ
よ
」

と
頑
な
に
主
張
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
稀
少
な
資
源
の
有
効
活
用
と
い
う
根
本
的
な
課
題
―
多
様
な
用
途
に
開
か
れ
て
い
る
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大
切
な
資
源
を
最
も
生
産
的
に
活
用
す
る
と
い
う
課
題
、
す
な
わ
ち
、
障
害
者
も
含
め
た
よ
り
一
般
的
な
利
益
に
適
う
政
策
を
新
し
く
立

案
し
、
こ
れ
に
配
分
し
て
活
か
す
と
い
う
課
題
―
か
ら
社
会
の
目
を
背
け
さ
せ
、
結
局
は
希
少
な
資
源
の
浪
費
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
。
不
確
定
性
急
進
派
は
、
こ
の
よ
う
に
権
利
論
へ
の
楽
観
と
盲
従
に
釘
を
さ
す
の
で
あ
る
。

実
際
、
日
本
の
障
害
法
学
に
よ
る
合
理
的
配
慮
正
当
化
論
は
、「
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
…
が
、
企
業
や
学
校
に
新
た
な
追
加
コ
ス

ト
の
支
払
を
義
務
と
し
て
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
」
り
、「
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
は
、
企
業
の
『
合
理
的
』
な
選
択
を
制
約

す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
企
業
の
経
済
活
動
の
『
自
由
』
に
制
約
を
課
す
こ
と
に
な
る
。
…
合
理
的
配
慮
の
法
制
化
は
…
社
会
全
体
の
効

率
性
を
失
わ
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
も
生
じ
さ
せ
る
か
も
知
れ
な
い
」(65
)と
（
い
う
右
の
批
判
法
学
脱
構
築
派
の
警
鐘
に
沿
っ

た
問
題
構
成
を
）
し
た
上
で
、「
こ
う
し
た
追
加
コ
ス
ト
の
支
払
を
義
務
と
し
て
企
業
や
学
校
に
『
強
制
』
す
る
の
は
は
た
し
て
妥
当
な

の
か
」
と
い
う
問
い
の
樹
て
方
を
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
問
題
構
成
は
、
解
答
の
方
向
性
を
あ
ら
か
じ
め
次
の
よ
う
に
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
コ
ス
ト
に
つ
い
て
。（
ａ
）

合
理
的
配
慮
は
比
較
的
安
価
で
あ
る(66
)。（
ｂ
）
障
害
の
あ
る
人
を
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
す
れ
ば
有
形
無
形
の
「
利
益
」
が
あ
る(67
)。（
ｃ
）
障

害
者
の
自
立
を
促
し
、
社
会
保
障
費
の
削
減
に
つ
な
が
る
か
も
知
れ
な
い
（
Ａ
Ｄ
Ａ
制
定
の
際
の
ア
メ
リ
カ
共
和
党
の
論
理(68
)）
等
々
。
つ

ま
り
、「
配
慮
の
負
担
は
あ
ま
り
心
配
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
『
あ
な
た
た
ち
』
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
」
と

ど
こ
か
阿
り
な
が
ら
合
理
的
配
慮
を
論
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

第
二
に
道
徳
的
正
当
化
に
つ
い
て
。（
ａ
）
合
理
的
配
慮
は
飽
く
ま
で
条
件
平
準
化
（
level-the-playing-filed）
と
し
て
の
機
会
平

等
の
要
求
で
あ
る
。
障
害
者
は
歴
史
的
・
日
常
的
に
不
利
益
を
被
っ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
「
社
会
の
構
成
員
は
、
そ
う
し
た
障
害
者
の

特
別
な
犠
牲
の
上
に
成
立
し
て
い
る
機
会
の
不
平
等
を
是
正
す
る
道
徳
的
責
任
を
負
う(69
)。」（
ｂ
）
社
会
が
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
を
無
視
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
し
て
き
た
機
会
不
平
等
・
社
会
的
障
壁
を
解
消
す
る
義
務
は
、
社
会
自
身
が
負
う
（
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
）。（
ｃ
）

民
間
企
業
は
「
集
合
的
な
責
任
を
分
有
し
て
い
る
」(70
)等
々
。
こ
こ
で
も
、
市
場
（
＝
自
由
）
／
反
差
別
法
（
＝
強
制
）
と
い
う
問
い
の
樹

て
方
そ
の
も
の
が
、
私
た
ち
の
解
答
の
方
向
性
を
「
誰
か
の
犠
牲
の
上
に
『
自
由
』
を
享
受
し
て
き
た
者
に
対
し
、
利
益
の
一
部
を
犠
牲

者
に
返
す
よ
う
『
強
制
』
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
」
と
い
う
大
き
な
正
議
論
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
を
難
し
く
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
、
重
要
だ
が
未
完
成
の
合
理
的
配
慮
論
の
成
果
に
、
よ
り
“robust”な
議
論
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
法
学
の

強
み
は
、
具
体
的
な
法
制
度
の
妙
が
、
法
廷
の
内
外
で
、
権
力
と
財
の
分
配
／
再
分
配
を
常
に
成
し
遂
げ
て
き
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と

い
う
制
度
知
に
あ
る
。
そ
う
し
た
〈
富
と
権
力
の
再
分
配
の
（
も
ち
ろ
ん
不
完
全
で
は
あ
る
に
し
て
も
）
工
夫
を
伴
っ
た
デ
ザ
イ
ン
〉
と

い
う
ご
く
当
た
り
前
の
視
点
を
も
っ
て
眺
め
れ
ば
、
日
本
の
障
害
法
制
は
、
例
え
ば
コ
ス
ト
負
担
に
つ
い
て
は
、
雇
用
納
付
金
制
度
と
い

う
か
た
ち
で
「
企
業
共
同
体
」
に
お
け
る
コ
ス
ト
・
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
制
度
を
既
に
一
部
構
築
し
て
き
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て

こ
の
視
点
は
、
わ
が
国
の
障
害
法
学
・
障
害
法
制
の
成
果
そ
の
も
の
で
あ
る(71
)。
つ
ま
り
、
コ
ス
ト
が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
コ
ス

ト
を
い
か
に
し
て
社
会
化
・
希
釈
化
す
る
か
―
障
害
が
社
会
構
造
の
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
コ
ス
ト
を
社
会
が
シ
ェ
ア
す
る
こ
と
が
で
き

る
ど
の
よ
う
な
仕
組
を
考
案
す
る
か
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
既
存
の
制
度
を
再
解
釈
し
新
し
い
制
度
の
萌
芽
を
ど
の
よ
う
に
描

く
か
―
を
考
え
る
方
が
生
産
的
な
議
論
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
を
急
ぎ
過
ぎ
た
。
次
章
で
は
再
び
遠
回
り
を
し
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
精
髄
を
再
説
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
制
度
法
経
済
学
の
祖

と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
真
髄
―
制
度
設
計
学
の
萌
芽
―
を
忘
却
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
先
の
K
elm
an
の
問
題
は
あ
り
、
こ
れ
を

思
い
出
す
こ
と
で
私
た
ち
は
配
慮
法
を
枠
付
け
て
き
た
問
題
設
定
そ
の
も
の
を
変
え
る
と
い
う
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
以
上
の
議
論
を
視
角
化
す
れ
ば
、
後
図
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
拙
論
「
Roberto
U
ngerの
批
判
法
学
批
判
」（
二
〇
一
五
年
）
に
お
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い
て
論
じ
た
プ
ロ
ト
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
図
示
し
た
も
の
と
併
せ
て
掲
載
し
て
お
く
。）

（
＊
本
研
究
は
平
成
二
九
-三
一
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
17K
03318）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）

注（
1
）
菊
池
馨
実
、
中
川
純
、
川
島
聡
編
著
『障
害
法
』（
二
〇
一
五
年
）。
二
〇
一
六
年
に
障
害
法
学
会
が
発
足
。

（
2
）
石
川
准
、
長
瀬
修
編
著
『障
害
学
へ
の
招
待
』（
一
九
九
九
年
）、
石
川
准
、
倉
本
智
明
編
著
『障
害
学
の
主
張
』(二
〇
〇
二
年
）、
杉
野
昭
博
『障

害
学
―
理
論
形
成
と
射
程
』(二
〇
〇
七
年
）、
星
加
良
司
『障
害
と
は
何
か
―
デ
ィ
ス
ア
ビ
リ
テ
ィ
の
社
会
理
論
に
向
け
て
』(二
〇
〇
七
年
)な
ど
。
二

〇
〇
三
年
に
障
害
学
会
が
発
足
。

（
3
）
例
え
ば
、
長
瀬
修
他
編
『障
害
者
の
権
利
条
約
と
日
本
：
概
要
と
展
望
』(二
〇
一
二
年
）。
ま
た
、
長
谷
川
珠
子
教
授
の
｢障
害
を
も
つ
ア
メ
リ
カ

人
法
に
お
け
る
『合
理
的
便
宜
(reasonableaccom
m
odation）』：
障
害
を
も
つ
者
の
雇
用
と
平
等
概
念
｣東
北
大
学
法
学
六
七
巻
一
号
(二
〇
〇
三
)；

｢日
本
に
お
け
る
『合
理
的
配
慮
』の
位
置
づ
け
｣日
本
労
働
研
究
雑
誌
五
六
巻
四
号
(二
〇
一
四
)他
の
一
連
の
仕
事
を
参
照
。

（
4
）
ア
メ
リ
カ
司
法
の
｢反
動
(backlash)｣に
つ
い
て
は
LIN
D
A
HA
M
ILT
O
N
KRIEGER
ED
.,BA
CK
LA
SH
A
GA
IN
ST
T
H
E
A
D
A
:REIN
T
ERPRET
IN
G

DISA
BILIT
Y
RIH
GT
S(2003)を
参
照
。

（
5
）
例
え
ば
、
中
川
純
｢障
害
者
に
対
す
る
雇
用
上
の
『便
宜
的
措
置
義
務
』と
そ
の
制
約
法
理
：
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
の
比
較
研
究
(一
)〜
(五
）｣北
海

学
園
大
学
法
学
研
究
三
九
巻
二
号
、
四
〇
巻
二
号
、
四
一
巻
四
号
、
四
三
巻
一
号
、
四
三
巻
二
号
(二
〇
〇
三
〜
二
〇
〇
七
年
)を
参
照
。

（
6
）
Cf.「
法
制
化
さ
れ
た
合
理
的
配
慮
と
は
、
個
人
の
気
持
ち
の
次
第
の
『思
い
や
り
』
で
は
な
く
、
共
生
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
の
前
提
た
る
機
会
平

等
、
障
害
者
の
意
向
、
両
当
事
者
の
対
話
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
集
団
(一
般
)向
け
の
も
の
で
は
な
く
個
人
向
け
の
も
の
な
の
で
あ
る
。」

川
島
聡
他
著
『合
理
的
配
慮
―
対
話
を
開
く
、
対
話
が
拓
く
―
』(二
〇
一
六
年
)六
頁
。

（
7
）
“W
hatm
ore
could
w
e
ask
ofsociety
than
a
better
chance
to
be
both
greatand
sw
eet?
”RO
BERT
O
M
A
N
GA
BEIRA
UN
GER
,FA
LSE

NECESSIT
Y
:A
N
T
I-NECESSIT
A
RIA
N
SO
CIA
L
TH
EO
RY
IN
T
H
E
SERV
ICE
O
F
RA
D
ICA
L
DEM
O
CRA
CY
(2004)at595.

（
8
）
W
EN
D
Y
BRO
W
N
&
JA
N
ET
HA
LLEY
ED
S.,LEFT
LEGA
LISM
/LEFT
CRIT
IQ
U
E
(2002）.

（
9
）
拙
稿
「
Roberto
U
ngerの
批
判
法
学
批
判
―
『批
判
法
学
運
動
』に
お
け
る
形
式
主
義
批
判
・
客
観
主
義
批
判
に
つ
い
て
の
覚
書
―
」
岡
山
大
学
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法
学
会
雑
誌
第
六
五
巻
第
二
号
(二
〇
一
五
年
）。

（
10
）
批
判
法
学
制
度
派
を
代
表
す
る
人
物
が
Roberto
M
angabeira
U
nger
で
あ
る
。
RO
BERT
O
M
A
N
GA
BEIRA
UN
GER
,TH
E
CRIT
ICA
L
LEGA
L

ST
U
D
IES
M
O
V
EM
EN
T
:A
N
O
T
H
ER
TIM
E
,A
GREA
T
ER
TA
SK
(2015)at
29-32.参
照
、
拙
稿
「
批
判
法
学
制
度
派
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

―
Roberto
U
ngerは
法
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
視
る
の
か
―
」『
法
社
会
学
』
第
八
三
号
(二
〇
一
七
年
)八
五
-九
八
頁
。

（
11
）
さ
し
あ
た
り
、
Sam
uelW
arren,E
conom
y
asa
System
ofPow
er
and
ItsLegalBases:LegalE
conom
icsofR
obertLee
H
ale,7
U
.

M
IA
M
I
L.REV
.261(1973）;BA
RBA
RA
H
.FRIED
,TH
E
PRO
GRESSIV
E
A
SSA
U
LT
O
N
LA
ISSEZ
FA
IRE
:RO
BERT
HA
LE
A
N
D
T
H
E
FIRST
LA
W
A
N
D

ECO
N
O
M
IC
M
O
V
EM
EN
T
(1998）;H
erbertJ.H
ovenkam
p,T
he
FirstG
reatLaw
&
E
conom
icsM
ovem
ent,42
ST
A
N
.L.REV
.993(1990）;

H
erbertH
ovenkam
p,Coarse,Institutionalism
,and
theO
rigin
ofLaw
and
E
conom
ics,86IN
D
.L.J.499,521-529(2011）な
ど
を
参
照
。

（
12
）
Pam
ela
S.K
arlan
&
George
Rutherglen,D
isabilities,D
iscrim
ination,and
R
easonableA
ccom
m
odation,46
DU
K
E
L.J.1,41(1996）,

そ
の
他
、
A
D
A
の
本
質
を
〝
積
極
的
な
〟
機
会
均
等
原
理
と
し
て
の
合
理
的
配
慮
に
見
る
Patricia
Illingw
orth
&
W
endy
E.Parm
et,

Positively
D
isabled:
T
he
R
elationship
Betw
een
the
D
efinition
of
D
isability
and
R
ights
U
nder
the
A
D
A
,in
A
M
ERICA
N
S
W
IT
H

DISA
BILIT
IES:EX
PLO
RIN
G
IM
PLICA
T
IO
N
S
O
F
T
H
E
LA
W
FO
R
IN
D
IV
ID
U
A
LS
A
N
D
IN
ST
IT
U
T
IO
N
S
3（
Leslie
Pickering
Francis&
A
nita
Silvers

eds.,2000）;同
様
に
、〈
同
様
の
事
例
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
異
な
る
取
扱
を
せ
よ
〉
と
命
じ
る
場
合
が
あ
る
と
こ
ろ
に
A
D
A
の
重
要
性

が
あ
る
と
述
べ
る
Linda
H
am
ilton
K
rieger,Introduction,in
BA
CK
LA
SH
A
GA
IN
ST
T
H
E
A
D
A
,supra
note,4
at1.

（
13
）「
…
反
差
別
法
と
い
う
方
法
を
使
用
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
な
ぜ
個
々
の
使
用
者
が
従
属
関
係
を
除
去
す
る
負
担
―
種
々
の
関
係
を

取
り
結
ぶ
自
由
や
財
政
に
対
す
る
負
担
―
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
理
由
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
Sam
uelR.Bagenstos,R
ationalD
iscrim
ination,A
ccom
m
odation,and
thePoliticsof（
D
isability)CivilR
ights,89
VA
.L.REV
.

825,845(2003）.

（
14
）
John
J.D
onohue
III,E
m
ploym
entD
iscrim
ination
Law
in
Perspective:T
hree
ConceptsofE
quality,92
M
ICH
.L.REV
.2583,2586

(1994）.

（
15
）
ChristineJolls,A
ntidiscrim
ination
and
A
ccom
m
odation,115HA
RV
.L.REV
.642(2001）.邦
語
に
よ
る
簡
潔
明
瞭
な
紹
介
と
し
て
、
長
谷

川
珠
子
｢伝
統
的
な
『反
差
別
法
』(antidiscrim
ination
law
)と
新
し
い
『便
宜
法
』(accom
m
odation
law
)の
類
似
性
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
五
三

九
号
(二
〇
〇
五
年
)九
三
-九
四
頁
。

（
16
）
Jolls,supra
note,at648-649.

（
17
）
障
害
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
人
法
第
一
〇
二
条
(ｂ
)(五
）：「
そ
の
他
の
点
で
は
適
格
で
あ
る
応
募
者
又
は
労
働
者
の
既
知
の
身
体
的
、
精
神
的
機
能
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障
害
に
対
し
て
、
合
理
的
配
慮
を
提
供
し
な
い
こ
と
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
に
当
た
る
。
た
だ
し
、
合
理
的
配
慮
が
、
使
用
者
の
事
業
の
運

営
に
過
度
の
負
担
(undue
burden)を
課
す
こ
と
を
使
用
者
が
証
明
で
き
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。｣(邦
訳
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｈ
・
フ
ッ
ト

著
、
水
町
勇
一
郎
訳
｢能
力
障
害
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
人
に
関
す
る
法
律
(Ａ
Ｄ
Ａ
)と
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
差
別
の
概
念
｣(日
本
労
働
研
究
雑
誌
三

八
五
号
(一
九
九
一
年
））、
及
び
長
谷
川
珠
子
｢ア
メ
リ
カ
の
障
害
者
差
別
禁
止
法
制
｣(available
athttp://w
w
w
8.cao.go.jp/shougai/suishin/

kaikaku/s_kaigi/b_3/pdf/s1.pdf）
な
ど
を
参
照
し
た
。）

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
障
害
者
権
利
条
約
）
第
二
条
：「『
障
害
に
基
づ
く
差
別
』と
は
、
障
害
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
区
別
、
排
除
又
は
制

限
で
あ
っ
て
…
［
、］
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
(合
理
的
配
慮
の
拒
否
を
含
む
。)を
含
む
。『
合
理
的
配
慮
』と
は
、
障
害
者
が
他
の
者
と
の
平
等
を
基

礎
と
し
て
全
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
享
有
し
、
又
は
行
使
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
必
要
か
つ
適
当
な
変
更
及
び
調
整
で
あ
っ
て
、
特

定
の
場
合
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
均
衡
を
失
し
た
又
は
過
度
の
負
担
を
課
さ
な
い
も
の
を
い
う
。｣(邦
訳
は
、
川
島
聡
他

著
『合
理
的
配
慮
―
対
話
を
開
く
、
対
話
が
拓
く
』(二
〇
一
六
年
)二
九
頁
の
紹
介
(日
本
政
府
公
定
訳
に
同
じ
)に
負
っ
た
。）

（
18
）
Bagenstos,supra
note
13,at836.

（
19
）
個
々
の
ニ
ー
ズ
に
い
わ
ば
on
dem
and
な
い
し
は
tailored
し
た
対
応
の
要
請
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
川
島
他
、
前
掲
書
『合

理
的
配
慮
』(二
頁
他
）「
雇
用
促
進
法
と
差
別
解
消
法
の
も
と
で
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合
理
的
配
慮
と
は
、
基
本
的
に
、
①
個
々
の
場
面
に
お

け
る
障
害
者
個
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
②
過
重
負
担
を
伴
わ
な
い
範
囲
で
、
③
社
会
的
障
壁
を
除
去
す
る
こ
と
、
と
い
う
内
容
を
も
つ
措
置
を
意

味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
概
念
に
は
、
障
害
者
の
意
向
を
尊
重
す
る
こ
と
や
、
機
会
平
等
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
要
素
が
含

ま
れ
て
い
る
。」

（
20
）
Cf.W
illiam
W
.Fisher&
T
alha
Syed,G
lobalJusticein
H
ealthcare:D
eveloping
D
rugsfortheD
eveloping
W
orld,40
U
.C.DA
V
IS
L.

REV
.582,620-621(2007）.See
generally
ERN
EST
J.W
EIN
RIB
,TH
E
ID
EA
O
F
PRIV
A
T
E
LA
W
(2012)at56-83.

（
21
）
配
慮
法
的
な
発
想
の
背
後
に
あ
る
〈障
害
の
社
会
モ
デ
ル
〉の
意
義
に
つ
い
て
、
立
岩
真
也
教
授
は
、「
問
題
は
因
果
関
係
で
は
な
い
｣と
い
い
、
そ

の
革
新
性
が
、
社
会
(あ
る
い
は
他
者
)の
側
に
障
害
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
責
任
と
負
担
を
シ
フ
ト
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
立

岩
真
也
｢な
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
、
か
・
1
」
石
川
、
倉
本
編
著
、
前
掲
書
『障
害
学
の
主
張
』
第
二
章
、
六
九
-七
一
頁
。

（
22
）
Cf.「
公
共
の
政
策
（
public
policy）
に
よ
っ
て
、
個
人
は
一
般
的
福
祉
（
the
generalgood）
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」（
O
.W
.

HO
LM
ES
JR
.TH
E
CO
M
M
O
N
LA
W
at48）
厳
粛
に
過
ぎ
る
法
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
法
の
ル
ー
ル
は
常
に
、
無
辜
の
個
人
を
「
目

的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
」
犠
牲
に
し
て
き
た
。

（
23
）
Seegenerally
Bagenstos,supra
note
13；

Jolls,supra
note
15；

M
ichaelA
shley
Stein,Sam
eStruggle,D
ifferentD
ifference:A
D
A
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A
ccom
m
odation
as
A
ntidiscrim
ination,153
U
.PA
.L.REV
.579(2004）

（
24
）
前
掲
拙
論
文
、「
Roberto
U
ngerの
批
判
法
学
批
判
」
二
一
三
-二
一
四
頁
、
二
四
一
-二
五
九
頁
。

（
25
）
前
掲
拙
論
文
、「
Roberto
U
ngerの
批
判
法
学
批
判
」
二
二
七
-二
四
〇
頁
。

（
26
）
RO
BERT
O
M
A
N
GA
BEIRA
UN
GER
,TH
E
CRIT
ICA
L
LEGA
L
ST
U
D
IES
M
O
V
EM
EN
T
(1986)[CLSM
］

（
27
）
UN
GER
,CLSM
at44.

（
28
）
Cf.木
村
草
太
『
平
等
な
き
平
等
条
項
論
―
equalprotection
条
項
と
憲
法
一
四
条
一
項
』(二
〇
〇
八
年
)七
五
頁
。

（
29
）
UN
GER
,CLSM
at44.

（
30
）
反
区
分
法
理
の
援
用
は
必
ず
し
も
「
消
極
的
」
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
Plessy
判
決
で
の
H
arlan
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う

に
、
む
し
ろ
、
color-blind
の
要
請
す
な
わ
ち
反
区
分
原
理
は
、
黒
人
と
白
人
を
〝区
別
〟し
て
取
扱
う
政
策
を
廃
棄
に
追
い
込
み
、
統
合
を
強
制
す

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
積
極
的
な
司
法
的
介
入
な
い
し
は
“color-conscious”の
論
理
と
な
る
。
反
差
別
法
が
深
く
race-consciousで
あ
る
こ
と

に
つ
き
、
D
avid
Strauss,T
he
M
yth
ofColorblindness,1986
SU
P.CT
.REV
.99,100,一
方
、
平
等
原
則
の
内
容
が
空
疎
な
も
の
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
の
古
典
的
な
論
攷
と
し
て
Peter
W
estern,T
he
E
m
pty
Idea
ofE
quality,95
HA
RV
.L.REV
.537(1982）.

（
31
）
史
実
に
必
ず
し
も
沿
わ
な
い
こ
の
思
考
実
験
の
下
敷
き
と
す
る
の
は
、
Jack
M
.Balkin
and
Reva
B.Siegel,T
he
A
m
erican
CivilR
ights

T
radition:A
nticlassification
or
A
ntisubodination?
58
U
.M
IA
M
I
L.REV
.13(2003-2004)で
あ
る
。

（
32
）
O
w
en
M
.Fiss,G
roups
and
T
he
E
qualProtection
Clause,5
PH
IL.&
PU
B
.A
FF
.107(1976）.

（
33
）
M
issouriv.Jenkins,515
U
.S.70,120-21(1995)で
の
T
hom
as裁
判
官
の
こ
と
ば
。
引
用
は
Reva
B.Siegel,From
Colorblindness
to

A
ntibalkanization:A
n
E
m
erging
G
round
ofD
ecision
in
R
ace
E
quality
Cases,120
YA
LE
L.J.1278,1287-1288(2011）.

（
34
）
Balkin
&
Siegel,supra
note
31,at15.

（
35
）
Balkin
&
Siegel,supra
note
31,at20.

（
36
）
D
ennis
D
avis
&
K
arlK
lare,T
ransform
ative
Constitution
and
the
Com
m
on
and
Custom
ary
Law
,26
S
A
fr
J
on
H
um
Rts
403,

439-440(2010)(「
所
有
（
property）・
同
意
（
consent）・
合
理
性
（
reasonableness）・
因
果
関
係
（
causation）
…
な
ど
の
法
の
構
成
要
素

で
あ
る
諸
概
念
は
、
自
己
規
定
的
で
は
な
い
(notself-defining）。
…
法
概
念
に
特
定
の
事
例
で
適
用
さ
れ
る
た
め
の
実
質
的
な
意
味
(operational

significance)を
与
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
お
い
て
、
競
合
す
る
価
値
の
う
ち
ど
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
に
つ
い
て
判
断
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
判
断
は
、
法
概
念
そ
れ
自
体
の
外
に
あ
る
考
慮
や
直
感
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）
ま
た
、
リ
ア
リ
ズ
ム
再
考

論
の
近
年
の
最
も
明
晰
な
邦
語
文
献
は
、
船
越
資
晶
「
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
再
検
討
の
た
め
に
―
公
私
二
分
論
批
判
―
」
法
学
論
叢
一
八
〇
巻
三
号
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一
-二
二
頁
(二
〇
一
六
年
)で
あ
る
。

（
37
）
Balkin
&
Siegel,supra
note
31,at21.

（
38
）
Cf.UN
GER
,CLSM
at45-49.

（
39
）
Cf.RICH
A
RD
EPST
EIN
,FO
RBID
D
EN
GRO
U
N
D
:TH
E
CA
SE
A
GA
IN
ST
EM
PLO
Y
M
EN
T
DISCRIM
IN
A
T
IO
N
LA
W
S(1992)at15-27.

（
40
）
Balkin
&
Siegel,supra
note
31,at25.

（
41
）
Seegenerally
CassSunstein,Lockner’sLegacy,87
CO
LU
M
.L.REV
.878(1987）;RO
BERT
O
M
A
N
GA
BEIRA
UN
GER
,W
H
A
T
SH
O
U
LD
LEGA
L

A
N
A
LY
SIS
BECO
M
E
?(1996)[W
SLA
B]at45-46.

（
42
）
EPST
EIN
,supra
note
39,at26.

（
43
）
D
avis
&
K
lare,supra
note
36,at444.

（
44
）
Seegenerally
RO
BERT
LEE
HA
LE
,FREED
O
M
T
H
RO
U
GH
LA
W
:PU
BLIC
CO
N
T
RO
L
O
F
PRIV
A
T
E
GO
V
ERN
IN
G
PO
W
ER
（
1952）;W
arren,supra

note
11.

（
45
）
Rom
erv.Evans(116
S.Ct.1620(1996))判
決
に
お
い
て
、
同
性
愛
者
に
憲
法
上
の
保
護
を
与
え
な
い
こ
と
を
明
記
し
た
コ
ロ
ラ
ド
州
憲
法
は
、

同
性
愛
者
に
対
す
る
敵
愾
心
の
表
現
で
は
な
く
、
伝
統
的
価
値
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
「
文
化
闘
争
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
Scalia

裁
判
官
の
反
対
意
見
に
つ
い
て
、
Jack
Balkin,T
he
Constitution
ofStatus,106
YA
LE
.L.J.2316,2316-2320(1997）.

（
46
）
See
generally
Bagenstos,supra
note
13.

（
47
）
See
generally
Charles
Law
rence
III,T
he
Id,the
E
go,and
E
qualProtection:R
eckoning
w
ith
U
nconsciousR
acism
,39
ST
A
N
.L.

REV
.317(1987）;Charles
Law
rence
III,U
nconsciousR
acism
R
evisited:R
eflectionson
the
Im
pactand
O
riginsofT
he
Id,the
E
go,

and
E
qualProtection,40
CO
N
N
.L.REV
.931(2008）.

（
48
）
Im
plicitbiasも
し
く
は
unconscious
prejudice
に
つ
い
て
の
研
究
蓄
積
は
近
年
と
く
に
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
導
入
と
し
て
便
利
で
あ

る
の
は
、
Christine
Jolls
&
Cass
Sunstein,T
he
Law
s
ofIm
plicitBias,94
CA
L.L.REV
.969(2006)で
あ
る
。
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、

主
要
な
も
の
と
し
て
例
え
ば
、
Jerry
K
ang,T
rojan
H
orsesofR
ace,118
HA
RV
.L.REV
.1489(2005）;A
nthony
G,Greenw
ald
and
Linda

H
am
ilton
K
rieger,Im
plicitBias:Scientific
Foundations,94
CA
L.L.REV
.945(2006）;Linda
H
am
ilton
K
rieger
and
Susan
T
.Fiske,

BehavioralR
ealism
in
E
m
ploym
entD
iscrim
ination
Law
:Im
plicitBiasand
D
isparateT
reatm
ent,94
CA
L.L.REV
.997(2006）;飯
田

高
｢暗
黙
の
差
別
と
法
―
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
法
律
時
報
七
九
巻
三
号
(二
〇
〇
七
）;飯
田
高
「
心
理
学
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
」
森
戸
英
幸
・
水
町
勇
一
郎
編
著
『差
別
禁
止
法
の
新
展
開
』所
収
(第
三
章
)な
ど
を
参
照
。
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（
49
）
Susan
Sturn,Second
G
eneration
ofE
m
ploym
entD
iscrim
ination:A
StructuralA
pproach,101
CO
LU
M
.L.REV
.458(2001）;H
enry

Lopez,InstitutionalR
acism
:JudicialConductand
A
N
ew
T
heory
ofR
acialD
iscrim
ination,109
YA
LE
L.J.1717(2000）;T
ristin
K
.

Green,D
iscrim
ination
in
W
orkplaceD
ynam
ics:T
ow
ard
A
StructuralA
ccountofD
isparateT
reatm
entT
heory,38
HA
RV
.C.R.-
C.L.

REV
.91(2003）;Sam
uelBagenstos,T
he
StructuralT
urn
and
the
Lim
its
ofA
ntidiscrim
ination
Law
,94
CA
L.L.REV
.1(2006）.

（
50
）
Balkin
&
Siegelsupra
note
31,at21;木
村
、
前
掲
書
、一
四
九
頁
。
Cf.W
ashington
vs.D
avis,426
U
.S.229(1976）.

（
51
）
参
照
、
長
谷
川
珠
子
「
ア
メ
リ
カ
は
何
を
し
て
き
た
か
」
森
戸
英
幸
・
水
町
勇
一
郎
編
著
『差
別
禁
止
法
理
の
新
展
開
―
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
の

実
現
を
目
指
し
て
』(二
〇
〇
八
年
)所
収
第
二
章
(四
五
-六
八
頁
）。
ま
た
、
差
別
的
取
扱
概
念
を
含
む
差
別
諸
概
念
の
詳
細
な
分
析
と
し
て
、「
差
別

概
念
｣(富
永
晃
一
執
筆
箇
所
)永
野
仁
美
他
編
『詳
説
：
障
害
者
雇
用
促
進
法
―
新
た
な
平
等
社
会
の
実
現
に
向
け
て
』(二
〇
一
六
年
)所
収
第
四
章

三
節
(一
七
〇
-二
〇
六
頁
）。

（
52
）
Balkin
&
Siegelsupra
note
31,at21.

（
53
）「
禁
じ
ら
れ
た
差
別
は
、
個
人
的
道
徳
の
侵
害
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
社
会
的
に
際
立
っ
た
特
徴
を
も
つ

グ
ル
ー
プ
を
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
従
属
状
態
に
お
く
と
い
う
有
害
な
効
果
を
も
つ
が
ゆ
え
に
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」（
Bagenstos,supra

note
13
at839);｢厳
格
な
司
法
審
査
は
以
下
の
よ
う
な
公
的
行
為
に
備
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
歴
史
、
文
脈
、
起
源
そ
し
て
効
果

に
鑑
み
て
、
従
属
的
な
地
位
を
永
続
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
従
属
的
な
地
位
に
お
か
れ
て
き
た
集
団
に
対
す
る
敵
意
の
伝
統
や
そ
う
し

た
集
団
の
利
益
に
対
す
る
無
知
や
無
関
心
の
態
様
を
反
映
す
る
よ
う
に
見
え
る
公
的
行
為
に
対
し
て
で
あ
る
。」（
LA
U
REN
CE
H
.TRIBE
,A
M
ERICA
N

CO
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L
LA
W
at1520(2d
ed.1988））;「
反
従
属
原
理
は
、
歴
史
的
に
不
利
な
条
件
に
お
か
れ
て
き
た
集
団
の
構
成
員
を
不
正
な
社
会
階

層
化
が
も
た
ら
す
種
々
の
損
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
に
関
わ
る
。」（
Siegel,supra
note
33,at1288）;「
法
や
慣
行
が
際
立
っ
て
不
利
な
条
件
に
お

か
れ
て
き
た
集
団
の
従
属
的
な
地
位
を
悪
化
も
し
く
は
永
続
化
さ
せ
る
こ
と
が
平
等
保
護
条
項
が
禁
ず
る
こ
と
で
あ
る
。」（
O
w
en
Fiss,supra
note

32,at157);Seealso
J.M
.Balkin,T
heConstitution
ofStatus,106
YA
LE
.L.J.2347(1977）;C.Sunstein,A
nticastPrinciple,92
M
ICH
.L.

REV
.2410(1993）.

（
54
）
わ
が
国
の
障
害
法
学
の
代
表
者
の
一
人
が
、
丁
寧
な
ア
メ
リ
カ
平
等
保
護
法
理
分
析
と
わ
が
国
の
判
例
読
解
を
通
し
て
導
き
出
し
た
障
害
者
反
差

別
法
理
も
ま
た
、
反
区
分
原
理
と
反
従
属
原
理
双
方
と
の
重
な
り
合
い
を
意
識
し
て
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。「
障
害
の
あ
る
人
で
あ
っ
て
も
、

社
会
活
動
の
『本
質
的
機
能
』を
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
、
①
『障
害
』を
理
由
と
し
た
不
利
益
取
扱
い
は
、
他
者
の
生
命
・
安
全
に
対
す
る
『直

接
の
危
険
』を
回
避
す
る
な
ど
の
必
要
不
可
欠
な
目
的
に
よ
る
も
の
で
な
い
限
り
は
、『
差
別
』で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
（『
異
な
る
取
扱
型
差
別
』

あ
る
い
は
『直
接
差
別
』の
禁
止
）、
②
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
不
利
益
な
効
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
規
範
・
基
準
・
方
針
を
採
用
す
る
こ
と
も
、『
差
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別
』と
な
り
う
る
こ
と
(『
異
な
る
効
果
型
差
別
』あ
る
い
は
『間
接
差
別
』の
禁
止
）、
③
そ
れ
が
当
該
社
会
活
動
に
対
す
る
『不
当
な
負
担
』あ
る
い
は
『本

質
的
な
変
更
』と
な
る
場
合
を
除
い
て
は
、
障
害
の
あ
る
人
の
完
全
で
平
等
な
参
加
を
保
障
す
る
た
め
の
『合
理
的
配
慮
』あ
る
い
は
『合
理
的
変
更
』を

提
供
し
な
い
こ
と
は
『差
別
』で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
（『
合
理
的
配
慮
』の
提
供
義
務
）。」
植
木
淳
著
『障
害
の
あ
る
人
の
権
利
と
法
』(二
〇
一

一
年
)一
七
三
頁
。

（
55
）
Bagestos,supra
note
13,at849,858,867
;Strauss,supra
note
30,at120-126.ま
た
、
私
人
に
コ
ス
ト
を
負
担
さ
せ
る
正
当
化
事
由
を
、

そ
う
し
た
私
人
が
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
差
別
―
蓄
積
的
・
悪
循
環
的
な
効
果
を
持
つ
実
践
と
し
て
の
差
別
―
を
除
去
す
る
力
（
capacity）
を
有
し

て
い
る
、
あ
る
い
は
最
も
有
利
な
地
点
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
見
る
論
攷
と
し
て
、
O
w
n
Fiss,A
T
heoryofFairE
m
ploym
entLaw
s,38U
.CH
I.

L.REV
.235,259-263(1971）.

（
56
）
UN
GER
,W
SLA
B
at87-88.

（
57
）
Cf.木
村
、
前
掲
書
、
一
五
七
頁
。

（
58
）
Cf.RA
N
HIRSCH
L,TO
W
A
RD
S
JU
RIST
O
CRA
CY
:TH
E
ORIGIN
S
A
N
D
CO
N
SEQ
U
EN
CES
O
F
T
H
E
NEW
CO
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
LISM
(2004）.

（
59
）
Cf.HEN
RY
M
.HA
RT
,JR
.&
A
LBERT
M
.SA
CK
S,TH
E
LEGA
L
PRO
CESS
:BA
SIC
PRO
BLEM
S
IN
T
H
E
M
A
K
IN
G
A
N
D
A
PPLICA
T
IO
N
O
F
LA
W

(1994）.

（
60
）
Cf.Balkin
&
Siegel,supra
note
31,at27.

（
61
）
M
ark
K
elm
an
は
、
市
場
経
済
の
一
般
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
に
お
い
て
定
義
さ
れ
る
被
保
護
者
の
経
済
的
機
能
―
e.g.労
働
生
産
性
―
と

は
無
関
係
で
あ
る
(irrelevanttohiseconom
icfunction)特
性
を
理
由
と
す
る
取
扱
を
「
直
截
な
差
別
(sim
plediscrim
ination）」
と
呼
び
、
こ

う
し
た
直
截
な
差
別
か
ら
の
自
由
は
〝
権
利
〟
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
M
ark
K
elm
an,D
efiningtheA
ntidiscrim
ination
N
orm
toD
efend
It,

43
SA
N
DIEGO
L.REV
.735(2006)も
参
照
。

（
62
）
A
D
A
に
お
け
る
〈合
理
的
配
慮
〉お
よ
び
〈過
度
の
負
担
〉の
概
念
解
釈
に
関
し
て
、
こ
の
二
つ
は
配
慮
概
念
に
対
す
る
独
立
し
た
制
約
で
あ
り
、「
合

理
的
な
｣配
慮
と
は
一
般
的
な
見
地
か
ら
｢通
常
｣と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
い
う
制
約
を
意
味
し
、「
過
度
の
｣負
担
と
は
個
々
の
企
業
の
実
情
に
照
ら
し

て
、
経
営
が
成
り
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
な
ど
の
大
き
な
負
担
を
意
味
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
U
.S.A
irw
ays
v.Barnett,533（
U
.S.391,

400(2000））.説
明
は
Bagenstos,supra
note
13,at874.

（
63
）
DU
N
CA
N
KEN
N
ED
Y
,A
CRIT
IQ
U
E
O
F
A
D
JU
D
ICA
T
IO
N
[fin
desiècle](1997）;W
EN
D
Y
BRO
W
N
&
JA
N
ET
HA
LLEY
ED
S.,LEFT
LEGA
LISM
/LEFT

CRIT
IQ
U
E
(2002）.

（
64
）
M
A
RK
KELM
A
N
,ST
RA
T
EGY
O
R
PRIN
CIPLE
?:TH
E
CH
O
ICE
BET
W
EEN
REGU
RA
T
IO
N
A
N
D
TA
X
A
T
IO
N
(1999）;M
A
RK
KELM
A
N
&
GILLIA
N
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LEST
ER
,JU
M
PIN
G
T
H
E
QU
EU
E
:A
N
IN
Q
U
IRY
IN
T
O
T
H
E
LEGA
L
T
REA
T
M
EN
T
O
F
LEA
RN
IN
G
DISA
BILIT
IES
(1997）;M
ark
K
elm
an,M
arket

D
iscrim
ination
and
G
roups,53
ST
A
N
.L.REV
.833,834(2001）.

（
65
）
川
島
他
、
前
掲
書
『合
理
的
配
慮
』一
〇
七
-一
一
一
頁
。

（
66
）「
ア
メ
リ
カ
で
は
…
数
万
か
ら
五
万
円
出
程
度
に
収
ま
る
こ
と
が
多
く
、
金
銭
的
負
担
を
ま
っ
た
く
伴
わ
な
い
配
慮
も
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
｣(同
書
一
〇
九
頁
）。

（
67
）「
多
様
性
の
拡
大
が
組
織
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
上
昇
さ
せ
る
｣(同
書
一
一
〇
頁
）。「
多
様
な
働
き
方
に
対
す
る
企
業
の
柔
軟
な
受
け
入
れ
姿
勢
を

示
す
｣こ
と
が
で
き
る
(同
書
一
一
一
頁
）。

（
68
）
SA
M
U
EL
BA
GEN
ST
O
S,LA
W
A
N
D
T
H
E
CO
N
T
RA
D
ICT
IO
N
S
O
F
T
H
E
DISA
BILIT
Y
RIGH
T
S
M
O
V
EM
EN
T
(2009)at28-29.

（
69
）「
障
害
者
に
特
別
な
恩
恵
を
与
え
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
障
害
者
を
非
障
害
者
よ
り
有
利
に
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
｣(同
書
一
一
三
頁
）。

（
70
）
同
書
一
一
四
頁
。

（
71
）「［
雇
用
納
付
金
制
度
]の
仕
組
は
、
雇
用
促
進
法
と
い
う
法
的
な
枠
組
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
公
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
、

基
本
的
に
は
企
業
間
の
互
助
的
な
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
お
金
は
企
業
間
で
回
っ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、
企
業
社
会
全
体
と
し
て
は
負
担
が
軽

減
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
企
業
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
負
担
調
整
の
仕
組
に
よ
っ
て
、『
非
過
重
』な
範
囲
で
提
供
で
き

る
配
慮
の
選
択
肢
が
広
が
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｣(同
書
一
三
一
頁
）。
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