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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
移
民
や
外
国
人
の
流
入
等
に
伴
い
様
々
な
価
値
観
の
混
在
が
加
速
し
て
い
る
現
代
多
文
化
社
会
に
お
け
る
、
多
様
な
価
値
相

互
の
調
整
方
法
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
で
有
力
視
さ
れ
て
い
る
合
理
的
配
慮
（reasonable accom

m
odation

）
の
法
理
に
着
目
し
つ
つ
、
信
教

の
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
の
憲
法
理
論
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
信
教
の
自
由
に
注
目
す
る
の
は
、
多
文
化
の
受
容
に
お
い
て
、
宗
教

は
最
も
論
争
的
な
側
面
を
有
し
、
多
文
化
の
受
容
に
お
け
る
試
金
石
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
カ
ナ
ダ
の
憲
法
理
論
を
素
材
と
す
る
の
は
、

多
文
化
主
義
を
国
是
と
す
る
こ
の
国
に
お
い
て
、
信
教
の
自
由
を
中
心
と
し
た
多
文
化
の
受
容
に
関
す
る
議
論
が
発
達
し
て
い
る
か
ら
で

あ（
1
）る。

　

な
お
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
と
は
、
一
般
に
適
用
さ
れ
る
規
則
や
法
律
な
ど
（
以
下
、
単
に
法
規
範
と
す
る
）
が
特
定
の
個
人
及
び
集
団

が
持
つ
属
性

―
宗
教
、
性
別
、
障
害
等

―
ゆ
え
に
、
当
該
個
人
ら
に
負
担
を
課
す
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
法
規
範
の
厳
格
な
適
用
を
、

配
慮
す
る
者
の
「
過
度
の
負
担
」
と
な
ら
な
い
程
度
で
緩
和
す
る
（
典
型
例
は
法
規
範
の
適
用
免
除
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
つ
の
立
場
か
ら
の
批
判
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
一
に
、
合
理
的
配
慮
は
少
数
派
に
対
し
て
配

慮
を
し
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
法
理
は
結
局
、
現
存
す
る
体
制
（
規
則
や
法
律
ま
た
は
制
度
）
を
温
存
し
た
上

で
、
そ
こ
か
ら
の
免
除
を
容
認
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、「
真
の
平
等
」
足
り
え
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
二
の
立

場
に
対
し
て
応
答
し
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
の
擁
護
を
試
み（
2
）る。

こ
の
第
二
の
立
場
か
ら
の
批
判
は
、
第
二
章
・
第
三
章
で
確
認
す
る
よ

う
に
、
①
合
理
的
配
慮
は
現
存
す
る
体
制
を
温
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
、
②
合
理
的
配
慮
を
容
認
す
る
基
準
が
カ
ナ
ダ
の
リ
ベ

ラ
ル
な
立
憲
主
義
の
価
値
（
多
数
派
の
価
値
）
に
適
合
す
る
形
で
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
、
の
二
点
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
と

り
わ
け
、
②
の
批
判
論
は
、
単
に
合
理
的
配
慮
の
法
理
を
批
判
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
の
採
る
リ
ベ
ラ
ル
で
多
文
化
主
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義
的
な
憲
法
解
釈
そ
の
も
の
に
疑
義
を
呈
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
議
論
は
、
極
め
て
鋭
い
切
れ
味
を
持
つ
、
近
代
立
憲
主
義
、
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
、
多
文
化
主
義
批
判
で
あ
る
一
方
で
、
法
の
権
威
や
機
能
を
失
墜
さ
せ
る
諸
刃
の
剣
で
も
あ
る
。
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
自
覚
的
で

あ
る
提
唱
者
自
身
も
帰
結
に
お
い
て
は
抑
制
的
な
立
場
を
採
る
が
、
そ
の
分
析
過
程
か
ら
導
か
れ
る
示
唆
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
を
多
分

に
含
ん
で
い
る
。
合
理
的
配
慮
の
擁
護
を
試
み
る
筆
者
に
と
っ
て
も
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
議
論
は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、

単
に
合
理
的
配
慮
の
法
理
を
擁
護
す
る
こ
と
か
ら
は
や
や
離
れ
る
が
、
こ
の
批
判
論
を
吟
味
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

以
上
を
踏
ま
え
本
稿
は
、
ま
ず
①
の
批
判
論
か
ら
の
擁
護
を
試
み
る
（
第
二
章
）。
次
に
、
②
の
批
判
論
と
し
て
、
合
理
的
配
慮
の
法

理
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
の
採
用
す
る
立
場
を
「
法
的
多
文
化
主
義
（legal m

ulticulturalism

）」
だ
と
し
て
、
根
源

的
な
批
判
を
加
え
る
バ
ー
ガ
ー
（Benjam

in L. Berger

）
の
議
論
を
や
や
詳
細
に
紹
介
す
る
（
第
三
章
）。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
を
受
け
止

め
た
上
で
、
法
的
多
文
化
主
義
の
位
置
付
け
と
課
題
を
検
討
す
る
（
第
四
章
）。

二　

合
理
的
配
慮
か
制
度
変
更
か

㈠　

合
理
的
配
慮
は
「
真
の
平
等
」
を
意
味
し
な
い
？

　

合
理
的
配
慮
の
法
理
は
、
実
際
に
は
「
真
の
平
等
」
を
意
味
し
な
い
、
と
い
う
批
判
は
、
同
法
理
が
カ
ナ
ダ
で
最
初
に
導
入
さ
れ
た
人

権
法
領
域
の
議
論
と
し
て
も
、
当
初
よ
り
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
合
理
的
配
慮
と
し
て
個
別
の
適
用
免
除
等
の
特
別
扱
い

を
要
求
す
る
よ
り
も
、
間
接
的
と
は
い
え
差
別
的
効
果
を
有
す
る
法
規
範
や
制
度
を
無
効
と
す
る

―
制
度
変
更
（institutional 

change

）
を
求
め
る

―
方
が
平
等
の
理
念
に
適
う
と
の
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

人
権
法
領
域
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
に
つ
い
て
、「
平
等
論
」
の
観
点
か
ら
批
判
的
に
検
討
す
る
代
表
的
な
論
者
は
、
デ
イ
＆
ブ
ロ
ー
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ド
ス
カ
イ
（Shelagh D

ay &
 Brodsky

）
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
合
理
的
配
慮
の
枠
組
み
は
、「
不
平
等
」
あ
る
い
は
「
真
の
制
度
的
包
摂
」

に
効
果
的
に
取
り
組
む
性
質
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
。
ま
ず
、
彼
ら
は
、
平
等
に
関
す
る
二
つ
の
構
想
を
提
示
す
る
。
そ
の
一
つ
が
「
形

式
的
平
等
（form

al equality

）」
で
あ
り
、
こ
れ
は
雇
用
や
公
的
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
「
個
人
に
対
す
る
異
な
っ
た
取
り
扱
い
を
取
り
除

く
」
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
数
派
集
団
を
周
辺
化
し
て
い
な
い
限
り
、
現
存
す
る
制
度
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
認
識
し
、

現
存
の
制
度
に
少
数
派
集
団
を
取
り
込
む
こ
と
を
要
請
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
現
存
の
制
度
の
保
障
を
す
べ
て
の
人
が
同
じ
よ
う
に
享

受
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
の
要
請
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
実
質
的
平
等
（substantive equality

）」
は
、「
不
利
な
状
況
に
置
か

れ
る
集
団
に
不
平
等
を
も
た
ら
す
制
度
的
要
素
を
取
り
除
き
、
文
面
上

0

0

0

す
べ
て
の
者
を
平
等
に
扱
う
制
度
の
変
更

0

0

0

0

0

」（
強
調
点
筆
者
、
以
下

同
じ
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。「
実
質
的
平
等
」
に
お
い
て
は
、
不
平
等
を
も
た
ら
す
制
度
に
対
し
て
、
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
で
の
制

度
的
変
更
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
な（
3
）る。

つ
ま
り
、
す
べ
て
の
人
が
平
等
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
制
度
そ
の
も
の
を
変
更
す
る
こ
と
を
要
求
す

る
。
も
っ
と
も
、
彼
ら
は
、
平
等
論
が
同
じ
扱
い
を
求
め
る
こ
と
の
み
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
異
な
っ
た
扱
い
を
要
請
す
る
こ
と

も
認
識
し
て
お
り
、
合
理
的
配
慮
は
こ
う
し
た
問
題
に
取
り
組
む
も
の
だ
と
す
る
。

　

し
か
し
、
彼
ら
に
よ
る
と
、
合
理
的
配
慮
は
現
存
す
る
制
度
等
を
温
存
し
、
そ
こ
か
ら
の
個
別
の
免
除
を
認
め
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ー
な

調
整
を
行
う
に
留
ま
り
、
制
度
そ
の
も
の
を
変
更
す
る
と
い
う
考
慮
を
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
合
理
的
配
慮
は
形
式
的
平
等
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
各
制
度
を
中
心
と
す
る
社
会
規
範
（social norm

s

）
は
多
数
派
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提

が
存
在
す
る
の
で
あ（
4
）る。

㈡　

二
分
岐
ア
プ
ロ
ー
チ
と
判
断
枠
組
み
の
統
合

　

デ
イ
＆
ブ
ロ
ー
ド
ス
カ
イ
が
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
背
景
に
は
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
、
間
接
差
別
と
直
接
差
別
を

区
別
し
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
判
断
枠
組
み
を
適
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
存
在
が
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
安
息
日
を
土
曜
日
と
す
る
宗
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教
を
信
じ
る
労
働
者
と
、
繁
忙
日
で
あ
る
土
曜
日
の
勤
務
を
要
求
す
る
企
業
側
の
労
働
条
件
の
間
で
生
じ
た
紛
争
に
関
す
る
オ
マ
リ
ー

判（
5
）決に

お
い
て
、「
間
接
差
別
」
と
い
う
概
念
を
平
等
論
の
中
に
持
ち
込
む
と
と
も
に
、
そ
の
判
断
枠
組
み
と
し
て
合
理
的
配
慮
の
法
理

を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
直
接
差
別
に
つ
い
て
は
、
オ
マ
リ
ー
判
決
以
前
か
ら
、「
真
正
な
る
職
業
上
の
要
件
（bona fide occupational 

qualification or requirem
ent

、
以
下
Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
）」
の
抗
弁
と
い
う
枠
組
み
が
確
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
る

と
、
あ
る
規
則
が
「
あ
る
労
働
者
、
そ
の
同
僚
あ
る
い
は
公
衆
を
危
険
に
す
る
場
合
を
除
い
て
、
効
率
的
で
経
済
的
な
職
務
の
遂
行
を
確

実
に
す
る
た
め
に
、
合
理
的
に
必
要
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
と
な
り
、
こ
の
場
合
当
該
規
則
は
差
別
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
も

の
で
あ（
6
）る。

こ
の
点
、
連
邦
最
高
裁
は
、
変
則
的
な
安
息
日
を
設
け
るW

orld W
ide Church of G

od

に
改
宗
し
た
労
働
者
と
繁
忙
日

で
あ
る
月
曜
日
の
勤
務
を
要
求
す
る
牛
乳
工
場
の
使
用
者
と
の
間
で
生
じ
た
紛
争
に
関
す
る
デ
イ
リ
ー
プ
ー
ル
判（
7
）決に
お
い
て
、
直
接
差

別
に
対
し
て
は
Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
に
よ
っ
て
判
断
し
、
間
接
差
別
に
対
し
て
は
使
用
者
の
合
理
的
配
慮
に
対
す
る
義
務
を
前
提
に
過
度
の
負
担
基

準
を
用
い
て
判
断
す
る
二
分
岐
ア
プ
ロ
ー
チ
（bifurcated approach

）
を
提
示
し
た
。
こ
の
二
分
岐
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、
直
接
差
別

の
事
例
に
お
い
て
は
、
①
Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
の
抗
弁
が
適
用
さ
れ
、
使
用
者
が
こ
の
証
明
に
失
敗
す
る
と
当
該
規
則
は
無
効
と
な
る
。
②
次
に
、

使
用
者
は
当
該
規
則
が
Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
で
あ
る
と
し
て
も
合
理
的
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（
8
）い。
こ

の
証
明
に
失
敗
す
る
と
当
該
規
則
を
Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
。
③
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
証
明
に
成
功
す

る
と
、
当
該
規
則
は
Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
と
し
て
正
当
化
さ
れ
、
使
用
者
に
合
理
的
配
慮
の
義
務
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
間
接
差
別
の

事
例
で
は
、
❶
Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
の
抗
弁
は
適
用
さ
れ
ず
、
❷
そ
の
規
則
が
、
職
務
に
対
し
て
合
理
的
関
連
性
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
規
則

は
無
効
と
さ
れ
ず
、
使
用
者
は
「
過
度
の
負
担
」
の
水
準
ま
で
合
理
的
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（
9
）い。

　

こ
の
二
分
岐
ア
プ
ロ
ー
チ
は
そ
れ
ぞ
れ
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
に
基
づ
く
間
接
差
別
の
判
断
枠
組
み

に
つ
い
て
は
、
差
別
を
生
み
出
し
て
い
る
制
度
ま
た
は
法
規
範
を
真
に
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
間
接
差
別
を
主
張
す
る
者
に
対
す
る
特
別

扱
い

―
個
別
の
適
用
免
除
等

―
が
可
能
か
に
つ
い
て
の
議
論
に
終
始
し
て
い
る
と
さ
れ
、
Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
い
っ
た
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ん
そ
の
抗
弁
に
成
功
す
れ
ば
、
個
別
の
適
用
免
除
を
一
切
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
当
該
制
度
な
い
し
法
規
範
を
正
当
化
す
る
と
批
判
さ
れ

た
の
で
あ
）
₁₀
（

る
。

　

こ
の
二
分
岐
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
性
は
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
の
間
で
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
採
用
し
た
森
林
消
防
士
に
適
用
さ
れ
る
体
力
テ
ス
ト

―
と
り
わ
け
有
酸
素
運
動
に
関
す
る
テ
ス
ト

―
が
女
性

隊
員
に
対
す
る
間
接
差
別
で
あ
る
と
し
て
争
わ
れ
た
メ
イ
オ
リ
ン
判
）
₁₁
（

決
に
お
い
て
、
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
（Beverley M

cLachlin

）
裁
判
官
は
、

合
理
的
配
慮
の
枠
組
み
と
Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
の
枠
組
み
を
統
合
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
三
つ
の
要
素
か
ら
成
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
使
用
者
は
、
①
当
該
職
務
の
遂
行
と
合
理
的
に
関
連
す
る
目
的
の
た
め
に
当
該
規
則
を
採
用
し
た
こ
と
、
②
当
該
規
則
を
正
当
な
職
務
に
関
連
し
た

目
的
を
満
た
す
の
に
必
要
と
信
じ
て
、
公
正
か
つ
誠
実
に
採
用
し
た
こ
と
、
③
当
該
規
則
は
、
正
当
な
職
務
に
関
連
し
た
目
的
の
遂
行
に
と
っ
て
合
理

的
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
規
則
が
合
理
的
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
使
用
者
に
過
度
の
負
担
を
課
す

こ
と
な
く
、
原
告
の
特
性
を
共
有
す
る
個
々
の
労
働
者
ら
に
合
理
的
配
慮
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
₁₂
（
い
」

　

こ
こ
で
は
、
問
題
と
な
る
制
度
な
い
し
法
規
範
を
十
分
に
考
慮
し
、
そ
の
合
理
的
必
要
性
が
証
明
さ
れ
た
後
に
、
合
理
的
配
慮
の
可
否

が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
使
用
者
に
は
直
接
差
別
と
間
接
差
別
の
両
方
の
事
例
に
お
い
て
、
制
度
な
い
し
法
規
範
そ
の
も
の

の
妥
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
際
に
は
、
個
人
ら
に
合
理
的
配
慮
を
す
る
こ
と
が
過
度
の
負
担
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
）
₁₃
（

い
。
か
ね
て
よ
り
合
理
的
配
慮
に
批
判
的
で
あ
っ
た
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
が
、
合
理
的
配
慮
を
組
み
込
む
形
で
枠
組
み

を
再
設
定
し
た
こ
と
は
、
多
少
の
驚
き
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
）
₁₄
（
た
。
彼
女
の
意
図
を
含
め
、
こ
の
統
合
さ
れ
た
枠
組
み
の
意
味
を
考
察

す
る
こ
と
は
、
合
理
的
配
慮
の
平
等
論
の
中
で
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
示
唆
的
な
指
摘
を
す
る
シ
ェ
パ
ー
ド
（Colleen Sheppard

）
は
、
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
こ
の
統
合
さ
れ
た
枠
組
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み
に
お
い
て
、
第
一
に
検
討
さ
れ
る
の
は
制
度
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
）
₁₅
（
う
。
実
際
に
メ
イ
オ
リ
ン
判
決
に
お
い
て
も
マ
ク

ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
有
酸
素
運
動
の
テ
ス
ト
そ
の
も
の
を
「
厳
密
に
審
査
」
し
て
い
）
₁₆
（

る
。
で
は
、
何
故
、
合
理
的
配
慮
を
判
断
枠
組
み
に

組
み
込
む
の
だ
ろ
う
か
。
シ
ェ
パ
ー
ド
は
、
合
理
的
配
慮
の
枠
組
み
に
つ
い
て
の
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
の
懸
念
の
ひ
と
つ
は
、
合
理
的

配
慮
の
思
考
様
式
に
よ
っ
て
、
制
度
変
更
的
考
慮
を
す
る
こ
と
な
く
、
当
該
制
度
に
よ
っ
て
不
利
益
を
受
け
る
少
数
者
の
個
人
等
に
特
別

扱
い
が
可
能
か
の
考
慮
に
直
ち
に
飛
躍
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
と
す
）
₁₇
（

る
。
新
た
に
統
合
さ
れ
た
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
①
そ
し
て
②
の
段
階

で
制
度
的
考
慮
が
十
分
に
為
さ
れ
た
後
に
、
③
の
段
階
に
な
っ
て
は
じ
め
て
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
考
慮
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ

と
す
る
と
、
合
理
的
配
慮
は
、
制
度
的
な
妥
当
性
の
証
明
が
十
分
に
尽
く
さ
れ
、
そ
の
証
明
に
成
功
し
た
後
に
も
、
実
際
に
不
利
益
を

被
っ
て
い
る
個
人
等
に
使
用
者
の
「
過
度
の
負
担
」
と
な
ら
な
い
程
度
の
救
済
措
置
を
義
務
付
け
る
も
の
と
な
り
、
こ
れ
は
平
等
を
実
現

す
る
要
素
と
し
て
重
要
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
）
₁₈
（

る
。

㈢　

若
干
の
検
討

―
合
理
的
配
慮
と
制
度
変
更
の
組
み
合
わ
せ

　

こ
の
よ
う
に
、
メ
イ
オ
リ
ン
判
決
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
判
断
枠
組
み
は
、
制
度
変
更
の
可
能
性
を
前
提
に
、
そ
れ
が
不
可
能
あ
る
い

は
不
合
理
な
場
合
に
合
理
的
配
慮
の
考
慮
に
進
む
と
い
う
思
考
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
捉
え
て
、
カ
ナ
ダ
の
平
等
論
を
研
究

す
る
白
水
隆
は
、「
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
今
後
の
判
例
法
理
の
形
成
を
待
つ
」
と
留
保
し
つ
つ
も
、「
個
人
に
便
宜
を
図
る
こ
と
が

究
極
的
な
解
決
策
で
は
な
く
、
制
度
の
変
換
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
」
と
指
摘
す
）
₁₉
（

る
。
合
理
的
配
慮
を
セ
カ
ン
ド
ベ
ス
ト
と
し
て
捉
え
る

こ
の
指
摘
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
制
度
変
更
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
合
理
的
配
慮
と
は
別
種
の
リ
ス
ク
を
伴
う
こ
と
、

そ
し
て
、
制
度
変
更
ア
プ
ロ
ー
チ
と
合
理
的
配
慮
の
法
理
を
共
存
さ
せ
る
利
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
、
制
度
変
更
ア
プ
ロ
ー
チ
の
リ
ス
ク
で
あ
る
。
合
理
的
配
慮
が
現
行
制
度
を
温
存
す
る
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ
と
を
認
識
し
な

が
ら
も
そ
の
擁
護
を
試
み
る
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
（Avigail Eisenberg

）
に
よ
る
と
、
制
度
変
更
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
多
数
派
に
と
っ
て
穏
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当
な
方
法
で
の
少
数
派
に
対
す
る
配
慮
で
済
む
合
理
的
配
慮
よ
り
も
大
規
模
な
変
更
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
り
、
よ
り
平
等
的
か
も
し
れ

な
い
が
、「
そ
れ
は
よ
り
一
層
困
難
で
成
功
率
は
極
め
て
低
い
」
の
で
あ
）
₂₀
（

る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
人
を
同
じ
よ
う
に
扱
え
る
制
度
を
構
築

す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
も
存
在
す
る
。
多
文
化
主
義
の
著
名
な
理
論
家
で
あ
る
キ
ム
リ
ッ
カ
（W

ill Kym
licka

）
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
公
用
語
の
設
定
や
、
公
的
な
休
日
の
法
定
等
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
的
・
宗
教
的
・
文
化
的
少
数
者
を
満
足
さ
せ
る
画
一
的
な

制
度
を
作
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
）
₂₁
（

る
。
多
文
化
主
義
の
最
大
の
功
績
が
多
数
派
文
化
を
基
軸
に
し
た
既
存
の
政
治
的
領
域
に
お
け
る

文
化
的
少
数
者
の
不
利
益
の
存
在
を
指
摘
し
た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
）
₂₂
（
ば
、
画
一
的
で
し
ば
し
ば
中
立
性
を
標
榜
す
る
公
の
制
度
に

よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
を
平
等
に
扱
い
得
る
と
の
想
定
に
は
危
険
が
付
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
両
ア
プ
ロ
ー
チ
を
共
存
さ
せ
る
利
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
合
理
的
配
慮
の
方
が
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
よ
り
適
切
と
な

る
領
域
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
デ
イ
＆
ブ
ロ
ー
ド
ス
カ
イ
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、「
個
別
の
ニ
ー
ズ
」
に
対
応
す
る
取
り
扱
い
が
求
め

ら
れ
る
障
害
者
の
場
合
に
は
、
制
度
変
更
の
考
慮
を
使
用
者
側
に
求
め
る
こ
と
自
体
が
非
常
に
重
い
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
）
₂₃
（

し
、
逐
一
制
度
を
変
更
す
る
こ
と
の
意
義
は
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
）
₂₄
（

る
。
本
稿
の
主
な
検
討
対
象
で
あ
る
宗
教
に
つ
い
て
は
、
共
同
住

宅
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
個
人
的
な
解
釈
に
基
づ
い
て
、
ス
ッ
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
仮
庵
を
建
築
し
た
こ
と
が
、
入
居
の
際

に
交
わ
し
た
不
作
為
契
約
に
違
反
す
る
と
し
て
争
わ
れ
た
ア
ム
セ
ル
ム
判
）
₂₅
（

決
で
主
観
主
義
的
宗
教
理
解

―
そ
れ
が
真
摯
な
信
仰
で
あ
れ

ば
、
一
般
的
な
教
義
解
釈
と
離
れ
て
い
て
も
信
教
の
自
由
の
保
護
領
域
に
入
る
と
す
る
理
解

―
が
採
用
さ
れ
た
た
め
、
宗
教
的
信
念
な

い
し
実
践
は
ま
さ
に
「
個
別
の
ニ
ー
ズ
」
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
と
解
す
べ
き
だ
ろ
）
₂₆
（

う
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
「
個
別
の
ニ
ー
ズ
」
は
単
独
の
領
域
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
に
お
い
て
重
要
視

さ
れ
る
交
差
性
（intersectionality

）
概
）
₂₇
（
念
に
よ
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
り
か
つ
女
性
で
あ
る
場
合
等
、
差
別
の
要
因
と
な
る
事
項

を
複
合
的
に
有
す
る
者
へ
の
配
慮
も
重
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
Ｎ
．
Ｓ
．
判
）
₂₈
（

決
で
は
、
性
的
暴
行
の
被
害
者
で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の

女
性
が
法
廷
で
証
言
す
る
間
、
ニ
カ
ブ
を
着
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
が
問
わ
れ
て
お
り
、
事
項
の
複
合
性
と
と
も
に
当
事
者
の
置
か
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れ
た
状
況
へ
の
考
慮
も
必
要
と
な
る
場
面
が
出
て
く
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
）
₂₉
（
る
。
こ
の
よ
う
な
「
個
別
の
ニ
ー
ズ
」
へ
の
適
切
な
対
応
は
、

大
規
模
な
制
度
変
更
で
は
な
く
、
マ
イ
ナ
ー
な
調
整
を
目
指
す
合
理
的
配
慮
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

し
か
し
そ
の
反
対
に
、
障
害
や
宗
教
の
領
域
で
あ
っ
て
も
制
度
変
更
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
方
が
適
切
な
場
面
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

信
仰
を
持
つ
こ
と
そ
の
も
の
を
差
別
な
い
し
排
除
の
対
象
と
し
た
り
、
特
定
の
宗
教
を
排
除
す
る
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
制
度
が

存
在
す
る
場
合
は
、
合
理
的
配
慮
を
考
慮
す
る
よ
り
も
、
制
度
変
更

―
法
令
違
憲

―
を
重
視
す
る
方
が
適
切
で
あ
り
、
裁
判
所
も
そ

の
よ
う
な
思
考
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
₃₀
（
る
。

　

な
お
、
メ
イ
オ
リ
ン
判
決
の
統
合
テ
ス
ト
は
、
人
権
法
領
域
で
の
も
の
だ
が
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
を
信
教
の
自
由
の
中
に
持
ち
込
ん

だ
ム
ル
タ
ニ
判
）
₃₁
（
決
に
お
け
る
同
法
理
の
位
置
付
け
は
、
こ
の
統
合
テ
ス
ト
に
類
似
し
て
い
る
。
ム
ル
タ
ニ
判
決
の
法
廷
意
見
は
、
憲
章
上

の
権
利
の
制
約
が
正
当
化
可
能
か
を
判
断
す
る
憲
章
一
条
に
基
づ
く
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
）
₃₂
（

ト
の
第
三
段
階
で
あ
る
最
小
限
の
侵
害
テ
ス
ト
の

中
に
合
理
的
配
慮
の
観
点
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト
の
第
一
段
階
が
、
法
の
一
般
的
目
的
の
重
要
性
を
、
第
二
段
階

が
目
的
と
手
段
の
合
理
的
関
連
性
を
審
査
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
制
度
そ
の
も
の
の
目
的
の
重
要
性
と
そ
の
手
段
と
の
合
理
的
関
連
性

が
審
査
さ
れ
た
後
、
最
小
限
の
侵
害
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
際
に
合
理
的
配
慮
の
観
点
が
考
慮
さ
れ
る
、
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

合
理
的
配
慮
は
か
つ
て
制
度
変
更
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
対
抗
的
に
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
両
ア
プ
ロ
ー
チ
は
共
存
可
能
で
あ
り
、
共
存
さ

せ
た
方
が
平
等
の
実
現
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三　
「
法
的
多
文
化
主
義
」
批
判

　

以
上
の
よ
う
に
、
制
度
変
更
か
合
理
的
配
慮
か
、
を
考
え
る
よ
り
も
、
制
度
変
更
と
合
理
的
配
慮
を
共
存
さ
せ
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
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と
い
う
形
で
、
合
理
的
配
慮
の
必
要
性
を
擁
護
し
た
。
し
か
し
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
に
は
、
制
度
変
更
ア
プ
ロ
ー
チ
と
対
比
さ
せ
ど
ち

ら
が
よ
り
平
等
に
適
う
の
か
、
と
い
う
外
在
的
な
批
判
の
ほ
か
に
、
合
理
的
配
慮
が
行
わ
れ
る
法
的
な
基
準
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
内
在
的
な
批
判
が
存
在
す
）
₃₃
（
る
。
合
理
的
配
慮
の
基
準
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
の
立
場
は
、
カ
ナ
ダ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
立

憲
主
義
の
価
値
（
多
数
派
の
価
値
）
に
適
合
す
る
形
で
合
理
的
配
慮
を
容
認
す
る
基
準
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
批
判
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
本
章
で
は
、
主
著
『
法
の
宗
教

―
宗
教
的
差
異
と
立
憲
主
義
の
問
題
』
に
お
い
て
、「
法
的
多
文
化
主
義
」
を
批
判
的
に
検
討

す
る
と
い
う
視
覚
か
ら
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
法
と
宗
教
の
関
係
を
論
じ
る
バ
ー
ガ
ー
の
憲
法
理
論
を
概
観
し
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
を
含

む
、
リ
ベ
ラ
ル
で
多
文
化
主
義
的
な
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
の
信
教
の
自
由
論
に
向
け
ら
れ
た
根
本
的
な
批
判
論
を
紹
介
す
）
₃₄
（

る
。

㈠　

法
と
宗
教
の
物
語

　

ま
ず
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
法
と
宗
教
の
関
係
に
関
す
る
バ
ー
ガ
ー
の
問
題
意
識
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
が
問
題
と
す
る
の
は
、
宗
教

的
差
異
や
文
化
的
差
異
を
法
的
に
取
り
扱
う
際
に
、
法
が
常
に
宗
教
な
い
し
文
化
に
優
位
し
て
、
宗
教
的
文
化
的
多
様
性
の
「
管
理
者
」

と
し
て
描
写
さ
れ
る
伝
統
的
な
説
明
の
仕
方
で
あ
る
（at  12

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
多
文
化
主
義
と
い
う
政
治
思
想
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
カ
ナ

ダ
に
お
い
て
も
、
法
的
領
域
に
お
け
る
多
文
化
主
義
は
「
立
憲
的
法
の
支
配
（constitutional rule of l

）
₃₅
（aw

）
そ
れ
自
体
を
決
し
て
﹇
文
化

の
中
に
﹈
含
め
る
こ
と
の
な
い
、
法
的
多
文
化
主
義
と
し
て
想
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
法
は
文
化
の
領
域
を
離
れ
て
管

理
者
の
役
割
」
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（at  13

）。
た
と
え
ば
、
Ｎ
．
Ｓ
．
判
決
に
お
け
る
ル
ベ
ル
（Louis LeBel

）
裁
判
官
に
よ
る
結

論
同
意
意
見
で
は
、
宗
教
的
な
多
文
化
主
義
は
カ
ナ
ダ
人
の
憲
法
に
根
差
し
た
生
活
の
重
要
な
一
部
で
あ
る
け
れ
ど
、「
同
時
に
、
多
文

化
主
義
の
承
認
は
、
憲
法
そ
れ
自
体
の
環
境
（environm

ent of the Constitution itself

）
の
中
で
起
こ
り
、
ま
た
そ
れ
は
政
治
的
な
い
し

法
的
伝
統
に
由
来
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
）
₃₆
（

る
。
バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
構
造
的
に
文
化
に
優
位
し
、
文
化
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も

の
と
し
て
法
を
位
置
付
け
る
法
と
宗
教
の
捉
え
方
を
「
伝
統
的
物
語
（conventional story

）」
あ
る
い
は
「
法
的
多
文
化
主
義
」
と
呼
び
、
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批
判
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
バ
ー
ガ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
伝
統
的
物
語
に
は
次
の
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
は
、
こ
の
伝
統
的
説
明

に
よ
っ
て
、
法
と
宗
教
の
間
の
緊
張
関
係
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
法
的
多
文
化
主
義
は
「
宗
教
と
法
の
複
雑
な
相

互
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
基
本
的
な
緊
張
関
係
を
解
体
す
る
と
い
う
よ
り
、
温
存
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
証
左
と
し
て
宗
教

に
対
す
る
合
理
的
配
）
₃₇
（

慮
や
「
ケ
ベ
ッ
ク
価
値
憲
章
」
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
）
₃₈
（

論
等
を
挙
げ
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
法
と
宗
教
の
間
の

緊
張
関
係
は
残
っ
て
お
り
、
法
と
宗
教
の
「
永
続
的
に
不
安
定
な
関
係
」
は
、「
法
に
よ
る

0

0

0

0

よ
り
良
い
宗
教
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
を
検
討

し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
伝
統
的
物
語
が
偽
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（at  15

）。

　

第
二
は
、
法
が
温
情
な
管
理
者
で
は
な
い
疑
い
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
、
カ
ナ
ダ
の
至
る
所
で
、
少
数
派
宗
教
集
団
は
自
ら

が
周
辺
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
強
く
し
、
ま
す
ま
す
声
高
に
自
身
の
宗
教
的
主
張
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
典
型
的
に
は
裁

判
所
で
扱
わ
れ
る
事
件
の
多
く
に
介
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
宗
教
的
多
文
化
主
義
や
宗
教
に
対
す
る
法
的

寛
容
へ
の
カ
ナ
ダ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
い
う
緩
和
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
（palliative rhetoric

）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
関
係
に
つ
い
て

至
る
所
で
不
満
が
見
出
さ
れ
」
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
規
制
を
被
る
少
数
派
宗
教
集
団
等
の
経
験
は
、
法
に
よ
る
宗
教
の
管
理
が
「
温
情

的
管
理
（benignly curatorial

）
で
は
な
い
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（at  16

）。

　

バ
ー
ガ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
法
も
ま
た
（
よ
り
複
雑
な
）
文
化
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
る
こ
と
か

ら
生
じ
る
の
で
あ
り
、（
憲
）
法
と
宗
教
の
接
触
に
関
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
捉
え
る
た
め
の
新
た
な
レ
ン
ズ
が
必
要
と
な
る
。
バ
ー

ガ
ー
が
こ
の
レ
ン
ズ
と
し
て
試
論
的
に
検
証
す
る
の
が
「
異
文
化
接
触
の
モ
ー
ド
」
論
と
呼
ば
れ
る
議
論
で
あ
る
。
節
を
改
め
て
こ
の
点

を
見
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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㈡　
「
異
文
化
接
触
の
モ
ー
ド
」
論

　
「
異
文
化
接
触
の
モ
ー
ド
」
論
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
で
あ
る
ダ
ル
マ
イ
ヤ
ー
（Fred D

allm
ayr

）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
様
々
な
文
化
間
の
接
触
を
（
非
網
羅
的
で
乱
雑
な
部
分
も
あ
る
が
）
類
型
化
す
る
試
み
で
あ
）
₃₉
（

る
。
こ
の
ダ
ル
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
類
型

化
は
大
き
く
三
つ
の
タ
イ
プ
に
再
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
そ
の
方
法
は
様
々
だ
が
、「
文
化
的
な
差
異
を
否
定
す
る

モ
ー
ド
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
モ
ー
ド
に
は
、
①
征
服
（conquest

）、
②
改
宗
（conversion

）、
③
同
化
（assim

ilation

）、
④
文
化
変
容

（acculturation

）
の
四
つ
が
該
当
す
る
。
征
服
と
は
、
接
触
し
た
文
化
の
征
服
、
完
全
な
同
化
、
消
滅
を
意
味
す
る
接
触
の
モ
ー
ド
で
あ

り
、
植
民
地
主
義
が
近
代
的
な
典
型
例
で
あ
る
。
こ
の
征
服
は
二
つ
の
文
化
間
の
力
の
優
劣
関
係
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
次
に
、
改
宗

と
は
、「
人
間
の
性
質
の
共
通
性
な
い
し
固
有
性
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
差
異
の
否
定
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
初
期
頃
の
キ
リ

ス
ト
教
の
宣
教
な
ど
が
こ
の
例
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。
同
化
お
よ
び
文
化
変
容
は
、
一
般
的
に
普
及
し
て
い
る
生
活
様
式
へ
の
変
更

を
間
接
的
に
動
機
付
け
る
仕
方
で
の
文
化
間
接
触
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
対
象
は
、
一
国
内
で
周
辺
化
さ
れ
た
少
数
派
集
団
で
あ
り
、
地

位
向
上
を
望
む
彼
ら
に
多
数
派
文
化
へ
の
同
化
を
誘
因
す
る
こ
と
等
が
そ
の
例
で
あ
る
。
差
異
を
否
定
す
る
こ
れ
ら
の
モ
ー
ド
の
特
徴
は
、

そ
の
手
法
は
様
々
だ
が
、
他
者
の
文
化
を
犠
牲
に
し
て
、
単
一
の
文
化
形
態
の
温
存
に
献
身
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分

自
身
の
文
化
の
優
位
を
確
保
す
る
こ
と
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
（at 109 -1

）
₄₀
（10

）。

　

第
二
の
タ
イ
プ
は
「
リ
ベ
ラ
ル
の
モ
ー
ド
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
採
る
一
般
的
な
態
度
で
あ
る
「
最
小
限
の
接
触
」

を
意
味
す
る
「
無
関
心
（relative indifference

）」
の
モ
ー
ド
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
文
化
的
多
様
性
に
対
す
る
無
視
と
い
う
姿
勢
を
採

用
し
、
文
化
間
の
相
互
作
用
を
緩
和
す
る
た
め
に
手
続
的
な
い
し
形
式
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
紛
争
を
回
避
す
る
こ
と
を

望
む
」
も
の
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
モ
ー
ド
は
他
者
の
差
異
を
否
定
す
る
文
化
的
暴
力
を
回
避
す
る
が
、
そ
れ
に
留

ま
）
₄₁
（

る
。
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最
後
の
第
三
の
タ
イ
プ
は
、「
変
容
可
能
性
の
あ
る
モ
ー
ド
」
で
あ
り
、
対
話
に
よ
る
接
触
（dialogical engagem

ent

）
が
こ
れ
に
該
当

す
る
。
こ
の
モ
ー
ド
は
、「
二
つ
の
文
化
が
相
互
に
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
験
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
的
差
異
の
独
自
性
を

保
持
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
思
い
や
り
の
あ
る
尊
重
と
競
争
的
な
相
互
作
用
（agonistic m

utuality

）
を
要
求
」
す
る
。
さ
ら
に
「
異
文

化
接
触
の
対
話
的
モ
ー
ド
は
、
多
元
主
義
な
い
し
多
様
性
を
積
極
的
に
奨
励
し
、
他
者
〔
の
文
化
〕
を
通
し
て
、
自
分
自
身
の
方
法
が
変

化
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
の
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
モ
ー
ド
を
「
規
範
と
し
て
最
も
称
賛
で
き
る
も
の
」
と
位
置
付
け
）
₄₂
（

る
。

　

以
上
、
確
認
し
て
き
た
異
文
化
接
触
の
モ
ー
ド
論
は
、
接
触
す
る
文
化
の
両
側
面

0

0

0

―
接
触
す
る
二
つ
の
文
化
の
両
方

―
に
光
を
当

て
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ー
ド
は
「
異
文
化
接
触
の
文
脈
に
お
け
る
自
他
関
係
の
性
質
あ
る
い
は
可
能
性
に
関
す
る
想
定
な
い

し
態
度
」
の
異
な
っ
た
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
レ
ン
ズ
を
通
し
て
、
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主

義
と
い
う
（
法
）
文
化
と
宗
教
的
文
化
の
相
互
作
用
を
捉
え
な
お
す
の
で
あ
る
。

㈢　

寛
容
お
よ
び
合
理
的
配
慮
の
法
的
条
件

　
「
異
文
化
接
触
の
モ
ー
ド
」
論
と
い
う
レ
ン
ズ
を
通
し
た
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
法
と
宗
教
の
接
触
の
再
評
価
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
バ
ー
ガ
ー
は
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
の
判
例
を
中
心
に
検
討
し
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

1　

判
例
の
中
の
寛
容
と
合
理
的
配
慮

　

バ
ー
ガ
ー
は
、
憲
章
制
定
以
降
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
議
論
の
中
心
に
は
寛
容
（toleran

）
₄₃
（ce

）
そ
し
て
、
合
理
的
配
慮
が
位
置
付
け

ら
れ
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
日
曜
日
主
日
法
を
違
憲
と
し
た
ビ
ッ
グ
Ｍ
薬
局
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
信
教
の
自
由
の
概
念
を

自
由
な
社
会
の
本
質
と
結
び
つ
け
、
こ
の
よ
う
な
社
会
は
、「
多
種
多
様
な
信
念
、
多
様
な
嗜
好
と
探
求
、
行
動
規
範
と
慣
習
に
配
慮

（accom
m

odate

）
出
来
る
社
会
で
あ
る
」
と
述
べ
）
₄₄
（
る
。
ま
た
、
ア
ム
セ
ル
ム
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
「
宗
教
的
少
数
派
の
権
利
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及
び
実
践
を
尊
重
す
る
こ
と
な
い
し
、
そ
れ
ら
に
寛
容
で
あ
る
こ
と
は
、
発
展
し
た
民
主
主
義
の
証
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
説
明
し
、

「
相
互
の
寛
容
は
、
す
べ
て
の
民
主
的
社
会
の
土
台
」
で
あ
る
と
宣
言
す
）
₄₅
（

る
。
さ
ら
に
、
別
の
判
決
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
は
、
カ
ナ
ダ

社
会
を
「
多
様
で
多
文
化
な
社
会
で
あ
り
、
多
様
性
に
対
す
る
合
理
的
配
慮
と
寛
容
ま
た
は
尊
重
と
い
う
価
値
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ

て
い
る
」
と
特
徴
付
け
）
₄₆
（
る
。
判
例
に
お
け
る
信
教
の
自
由
は
、
寛
容
と
合
理
的
配
慮
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
（at 113

）。

　

バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
う
し
た
連
邦
最
高
裁
の
立
場
は
基
本
的
に
異
文
化
接
触
の
リ
ベ
ラ
ル
な
モ
ー
ド
で
あ
る
「
無
関
心
」
の
モ
ー
ド
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
。「
法
は
、
我
々
の
社
会
は
強
く
多
文
化
主
義
に
献
身
し
て
お
り
、
こ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
表
現
の
自
由
と

文
化
的
信
念
な
い
し
実
践
の
表
明
を
含
む
、
自
分
自
身
の
生
き
方
を
選
択
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
寛
容
を
要
求
す
る
」
と
考
え
て
い
る

け
れ
ど
、「
宗
教
文
化
が
提
示
す
る
何
ら
か
の
価
値
を
法
文
化
が
借
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
」
お
ら
ず
、「
互
い
に
変
容
を

も
た
ら
す
相
対
的
に
平
等
な
も
の
と
し
て
の
対
話
に
は
従
事
し
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
。「
法
は
多
様
性
を
支
持
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
よ
そ
よ
そ
し
い
」（at 116

）。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
寛
容
や
合
理
的
配
慮
が
与
え
ら
れ
る
の
は
宗
教
が
法
の
中
心
的
問
題
と
衝
突

し
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
宗
教
が
法
の
中
心
的
関
心
事
と
衝
突
す
る
と
き
、
カ
ナ
ダ
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
判
例
は
ま
た
違
っ
た
顔

を
み
せ
る
の
で
あ
る
。

2　
「
法
の
受
け
入
れ
ら
れ
る
宗
教
」
と
（
近
代
）
立
憲
主
義
的
価
値

　

ア
ム
セ
ル
ム
判
決
は
、「
少
数
派
の
権
利
に
対
す
る
尊
重
は
、
自
由
で
民
主
的
な
社
会
の
形
成
な
い
し
機
能
の
中
心
で
あ
る
社
会
的
価

値
と
共
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も
い
）
₄₇
（

う
。
信
教
の
自
由
は
、
無
制
限
の
権
利
で
は
な
く
「
公
共
の
安
全
、
秩
序
、
健
康
、
道
徳
、

あ
る
い
は
他
者
の
基
本
的
権
利
及
び
自
由
を
保
護
す
る
必
要
性
の
た
め
の
制
限
に
は
服
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
如

何
な
る
場
合
に
宗
教
的
実
践
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
で
あ
る
。

　

バ
ー
ガ
ー
は
、「（
憲
）
法
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
宗
教
的
実
践
が
受
け
入
れ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

宗
教
（acceptable religion

）
か
ら
外
れ
て
い
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る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
」
と
い
う
。
彼
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
宗
教
的
差
異
を
寛
容
（
あ
る
い
は
合
理
的
配
慮
）
で
き
る
か
否
か
を
決
定
す

る
評
価
基
準
は
、
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
宗
教
が
、
①
個
人
主
義
的
な
自
律
と
選
択
の
反
映
に
関
係
し
て
い
る
か
、
②
公
的
領
域
を

侵
食
す
る
の
か
単
に
私
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
③
他
者
の
自
律
な
い
し
平
等
を
制
限
す
る
の
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

の
評
価
基
準
は
、「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
代
政
治
文
化
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
」
て
い
る
「
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
の
文
化
そ
れ
自

体
の
内
部
」
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
る
（at 62, 119 -120

）。

　

バ
ー
ガ
ー
は
判
例
に
則
し
て
具
体
的
に
説
明
を
加
え
る
。
ま
ず
、
①
個
人
主
義
的
な
自
律
と
選
択
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
ム
ル
タ
ニ

判
）
₄₈
（

決
と
Ｂ
．（
Ｒ
．）
判
）
₄₉
（

決
が
対
照
的
な
判
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
公
立
学
校
へ
の
カ
ー
パ
ン
の
全
面
的
持
ち
込
み
禁
止
が
争
わ
れ
た
ム

ル
タ
ニ
判
決
で
は
、
原
告
で
あ
る
ム
ル
タ
ニ
少
年
本
人
の
真
摯
な
信
仰
に
基
づ
い
た
主
張
で
あ
る
た
め
、
そ
の
宗
教
的
主
張
は
個
人
の
自

律
と
選
択
の
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
学
校
の
安
全
や
他
者
の
権
利
へ
の
問
題
も
な
い
た
め
、
宗
教
が
勝
利
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
エ
ホ

バ
の
証
人
の
両
親
に
よ
る
自
身
の
子
供
（
未
熟
児
）
に
対
す
る
輸
血
拒
否
が
争
わ
れ
た
Ｂ
．（
Ｒ
．）
判
決
で
は
、
当
事
者
で
あ
る
エ
ホ
バ

の
証
人
の
子
供
が
、
自
身
の
信
仰
に
つ
い
て
表
明
し
た
こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
宗
教
的
主
張
は
個
人
の
自
律
と
選
択
を
反
映
し

な
い
の
で
、
憲
章
一
条
の
下
で
、
両
親
の
要
求
に
反
し
て
、
輸
血
を
行
う
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
当
事
者
の
個
人
の
自

律
と
選
択
に
基
づ
か
な
い
宗
教
的
主
張
は
裁
判
の
場
で
敗
北
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（at 121 -122

）。

　

②
公
私
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
Ｗ
Ｕ
判
）
₅₀
（

決
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
判
）
₅₁
（

決
が
対
照
さ
れ
る
。
同
性
愛
を
聖
書
上
の
罪
と
す
る
行
為
規
範

（code of conduct

）
を
教
員
、
学
生
、
ス
タ
ッ
フ
に
課
す
キ
リ
ス
ト
教
系
の
私
立
大
学
が
公
立
学
校
の
教
員
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
置
し

よ
う
と
し
た
こ
と
の
是
非
が
争
わ
れ
た
Ｔ
Ｗ
Ｕ
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
宗
教
的
信
念
（belief

）
と
宗
教
的
行
為
（conduct

）

を
区
別
し
、
Ｔ
Ｗ
Ｕ
を
卒
業
し
た
教
員
が
教
室
内
で
同
性
愛
者
に
対
し
て
差
別
を
行
っ
た
等
の
具
体
的
な
証
拠
は
な
く
、
私
的
な
領
域
で

あ
る
宗
教
的
信
念
（
内
心
）
の
問
題
に
留
ま
る
限
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
置
を
否
定
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
こ
で
の

問
題
は
公
的
領
域
に
関
わ
ら
な
い
の
で
、
宗
教
が
勝
利
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
同
性
愛
を
宗
教
上
認
め
ら
れ
な
い
親
へ
の
配
慮
等
を
背
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景
に
、
幼
稚
園
等
で
の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
に
関
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
、
同
性
愛
の
両
親
か
ら
な
る
家
族
を
描
く
絵
本
を
排
除
す
る

教
育
委
員
会
の
決
）
₅₂
（

定
が
争
わ
れ
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
判
決
で
は
、
公
的
な
教
育
機
関
と
親
の
教
育
の
役
割
は
異
な
り
、
公
教
育
の
役
割
は
多

様
な
見
解
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
上
記
の
よ
う
な
教
育
委
員
会
の
決
定
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
公
教
育
に
関
す
る
政
策

へ
の
宗
教
的
影
響
力
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
法
の
許
容
す
る
「
公
私
区
分
」
を
侵
害
す
る
の
で
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
さ

れ
た
。
宗
教
的
主
張
が
公
共
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
宗
教
が
敗
北
し
た
の
で
あ
る
（at 124 -126

）。

　

③
他
者
の
権
利
等
の
制
限
に
関
係
す
る
の
が
、
法
廷
に
お
け
る
ニ
カ
ブ
の
着
用
と
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
衝
突
し
た

Ｎ
．
Ｓ
．
判
）
₅₃
（

決
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
法
廷
で
の
証
人
の
ニ
カ
ブ
着
用
の
許
否
を
判
断
す
る
枠
組
み
を
提
示
す
る
に
留
ま
る
）
₅₄
（

が
、
そ
の
枠

組
み
に
従
え
ば
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
し
な
い
限
り
で
、
ニ
カ
ブ
の
着
用
が
許
容
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗

教
的
主
張
は
他
者
の
権
利
と
衝
突
し
な
い
限
り
で
、
限
定
的
に
容
認
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
（at 123 -124

）。

　

以
上
の
よ
う
な
判
例
の
傾
向
に
つ
い
て
バ
ー
ガ
ー
は
、「
法
が
寛
容
す
る
の
は
、
カ
ナ
ダ
の
立
憲
的
法
の
支
配
の
体
系
的
規
範
、
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
実
践
、
象
徴
に
挑
戦
す
る
よ
う
な
差
異
で
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
法
の
設
定
し
た
分
析
枠

組
み
で
常
に
判
断
が
行
わ
れ
る
た
め
「
法
は
、
常
に
自
分
自
身
の
文
化
的
理
解
を
正
当
化
す
る
」。
す
な
わ
ち
、
法
の
中
心
的
問
題
と
関

わ
る
「
法
と
宗
教
の
接
触
は
、
異
文
化
接
触
の
改
宗

0

0

あ
る
い
は
同
化

0

0

の
モ
ー
ド
の
際
立
っ
た
特
徴
を
示
す
も
の
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
換

言
す
る
と
、（
憲
）
法
が
あ
る
宗
教
的
実
践
の
規
制
を
正
当
化
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

の
は
、「
そ
の
実
践
が
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
の
基
本
的
な
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
に
違
反
し
て
い
る
と
、
我
々
が
誤
っ
て
考
え
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
場
合
で
あ
り
、
反
対
に
正
当
化
で
き
る

0

0

0

0

0

0

の
は
、「
そ
の
実
践
が
、

カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
の
基
本
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
違
反
し
て
い
る
」
場
合
な
の
で
あ
る
（at 119 -120

）。

㈣　
「
対
話
」
に
よ
る
接
触
の
難
点

　

以
上
の
よ
う
な
分
析
を
行
う
バ
ー
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
判
例
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
キ
ム
リ
ッ
カ
と
い
っ
た
多
文
化
主
義
の
理
論
家
の
議



信教の自由における「法的多文化主義」と合理的配慮

155

論
も

―
最
高
裁
の
そ
れ
と
は
や
や
異
な
る
が

―
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
「
法
の
優
位
」
の
も
と
に
構
成
さ
れ
る
「
法
的
多

文
化
主
義
」
と
な
る
。
ま
ず
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
の
論
者
で
あ
り
、
文
化
的
少
数
派
集
団
が
集
団
内
に
非
リ
ベ
ラ

ル
な
行
為
を
強
制
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
そ
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
で
な
い
文
化
集
団
に
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
を
押
し
付
け
る
べ
き
で
は
な
い

と
は
い
う
も
の
の
、
集
団
内
で
の
内
的
変
化
を
促
す
よ
う
な
間
接
的
な
介
入
は
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
）
₅₅
（
る
。
し
た

が
っ
て
、
カ
ナ
ダ
の
法
文
化
は
、（
理
論
家
に
よ
る
議
論
も
含
め
）
多
文
化
主
義
や
多
様
性
の
尊
重
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
な
が
ら
も
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
強
く
受
け
た
「
法
」
の
優
位
を
維
持
し
た
「
法
的
多
文
化
主
義
」
な
の
で
あ
る
（at 132 -138

）。

　

で
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
ダ
ル
マ
イ
ヤ
ー
が
提
唱
し
た
、
規
範
と
し
て
最
も
称
賛
で
き
る
「
対
話
に
よ
る
接
触
」
の

モ
ー
ド
に
転
換
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
の
モ
ー
ド
へ
の
転
換
に
は
違
っ
た
意
味
で
の
危
険
が
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な

ら
、
対
話
の
モ
ー
ド
は
、
互
い
を
対
等
と
し
た
上
で
、
相
互
の
変
容
可
能
性
を
認
め
る
モ
ー
ド
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、（
近
代
）

立
憲
主
義
の
際
立
っ
た
特
徴
あ
る
い
は
重
要
）
₅₆
（
性
を
考
え
る
と
、「
法
の
優
位
」（
＝
法
の
最
終
的
権
威
性
）
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
は

躊
躇
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
法
文
化
や
判
例
法
理
に
鋭
い
批
判
を
向
け
て
き
た
バ
ー
ガ
ー
が
（
暫
定
的
）
₅₇
（

に
）
採
用
す
る
の

は
、
結
局
、「
無
関
心
」
の
モ
ー
ド
を
再
評
価
し
つ
つ
そ
の
線
引
き
を
問
い
直
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
）
₅₈
（
る
。
つ
ま
り
、「
法
の
優
位
」
を

否
定
す
る
「
対
話
に
よ
る
接
触
」
は
採
用
で
き
な
い
が
、
現
在
法
が
定
立
し
て
い
る
基
準

―
①
個
人
の
自
律
と
選
択
、
②
公
私
区
分
、

③
他
者
の
権
利
等

―
の
要
素
や
線
引
き
の
問
い
直
し
は
継
続
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
が
無
関
心
で
い
ら
れ
る
領

域
の
永
続
的
な
再
検
討
で
あ
る
（at 138 -140

）。
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四　

検
討

―
「
法
的
多
文
化
主
義
」
の
可
能
性

㈠　
「
法
的
多
文
化
主
義
」
の
暫
定
的
擁
護
と
課
題

　

バ
ー
ガ
ー
の
議
論
は
、
合
理
的
配
慮
を
は
じ
め
と
す
る
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
信
教
の
自
由
理
解
は
、
宗
教
に
対
す
る
「
法
の
優

位
」
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
、
宗
教

―
と
り
わ
け
少
数
派
宗
教

―
に
不
利
な
形
で
、
宗
教
的
主
張
を
容
認
す
る

基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
理
解
を
不
当
と
判
断
す
る
こ
と
は
、
バ
ー
ガ
ー
が
躊
躇
っ
た

「
対
話
の
モ
ー
ド
」
を
採
用
し
、「
法
の
優
位
」
す
ら
も
変
容
す
る
も
の
と
し
て
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
を
主
張
す
る
覚
悟
を
問
う
も

の
と
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
点
に
自
覚
的
な
バ
ー
ガ
ー
も
（
暫
定
的
な
）
結
論
に
お
い
て
は
、「
法
の
優
位
」
を
否
定
す
る
「
対
話
に
よ

る
接
触
」
は
採
用
で
き
な
い
と
す
る
。
で
は
、
よ
り
魅
力
的
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
あ
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、（
バ
ー
ガ
ー
自
身
も
含
め
）

現
状
で
は
、
そ
の
有
力
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
な
い
こ
と
を
告
白
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
暫
定
的
に
は
、
そ
の
基
準
と
な
る
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
的
価
値
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ

と
か
ら
、
カ
ナ
ダ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
法
的
多
文
化
主
義
」
を
問
い
続
け
る
、
と
い

う
戦
略
が
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
）
₅₉
（

る
。
も
っ
と
も
、
バ
ー
ガ
ー
の
議
論
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
」
あ
る
い
は
「
法
的
多
文
化
主

義
」
が
、「
法
の
優
位
」
と
い
っ
た
当
該
社
会
に
お
け
る
秩
序
を
保
つ
た
め
の
要
請
を
離
れ
、
宗
教
的
少
数
派
に
対
し
て
多
数
派
の
価
値

を
「
立
憲
主
）
₆₀
（
義
」
と
い
う
普
遍
的
・
中
立
的
に
み
え
る
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
強
要
す
る
、
と
い
う
側
面
を
持
ち
得
る
こ
と
を
暴
き
出
し
た
点

で
傑
出
し
て
い
る
。
法
と
宗
教
の
接
触
に
お
い
て
、
法
は
、
宗
教
的
多
様
性
を
よ
り
良
く
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
法
そ
れ

自
身
の
規
範
を
強
要
す
る
と
い
う
野
望
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
）
₆₁
（
る
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
法
的
多
文
化
主
義
に
は
、
次
の
二
つ
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
バ
ー
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ガ
ー
は
、
あ
る
宗
教
的
「
実
践
が
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
の
基
本
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
違
反
し
て
い
る
と
、
我
々
が
誤
っ
て
考
え
て
し

ま
っ
た
」
場
合
に
当
該
宗
教
的
実
践
は
容
認
さ
れ
る
と
す
る
が
、
こ
の
認
識
を
改
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
法
的
多
文
化
主
義
を
受

け
入
れ
る
と
し
て
も
、
宗
教
的
少
数
派
の
信
仰
な
い
し
実
践
の
意
味
を
適
切
に
理
解
す
る
た
め
に
、
法
的
多
文
化
主
義
の
枠
内
で
如
何
に

し
て
信
教
の
自
由
の
主
張
を
展
開
す
る
べ
き
か
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
法
的
多
文
化
主
義
の
意
義
と
し
て
、

「
法
の
優
位
」
を
揺
る
が
す
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ
が
、「
法
の
受
け
入
れ
ら
れ
る
宗
教
の
基
準
（
以
下
、
単
に
「
法
の
基
準
」
と
す
る
）」
に

は
変
容
可
能
性
が
残
さ
れ
る
。
換
言
す
る
と
、
法
的
ア
リ
ー
ナ
で
寛
容
あ
る
い
は
合
理
的
配
慮
が
可
能
と
な
る
基
準
に
つ
い
て
は
、「
継

続
的
に
改
良
し
拡
張
す
る
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
）
₆₂
（

る
。
し
か
し
、「
法
の
優
位
」
あ
る
い
は
多
様
な
文
化
の
「
管
理
者
と
し
て
の

法
」
と
い
う
見
方
を
維
持
し
た
上
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、「
法
の
基
準
」
を
問
い
直
せ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
バ
ー
ガ
ー
は
、
結
局
、

「
宗
教
的
実
践
の
主
張
が
宗
教
的
文
化
と
（
憲
）
法
文
化
の
関
係
を
協
議
す
る
た
め
の
場
と
な
る
」
と
い
う
）
₆₃
（

が
、
こ
の
戦
略
に
成
功
の
余

地
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
法
の
優
位
を
前
提
に
寛
容
と
合
理
的
配
慮
を
中
心
に
運
営
さ
れ
る
法
的
多
文
化
主
義
の
枠
内
で
の
「
対
話
」
の
重
要
性
を
説

く
議
論
を
分
析
し
、
そ
の
後
、
バ
ー
ガ
ー
の
主
張
す
る
戦
略
に
基
づ
き
「
法
の
基
準
」
の
変
容
可
能
性
が
あ
る
か
を
検
討
し
、
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
追
求
す
る
議
論
に
よ
ら
な
い
、
安
定
的
な
多
文
化
の
受
容
を
可
能
に
す
る
方
途
を
探
っ
て
み
た
い
。

㈡　

対
話
の
意
義

　

バ
ー
ガ
ー
同
様
、
異
文
化
接
触
の
モ
ー
ド
論
を
意
識
し
な
が
ら
、「
対
話
」
の
在
り
方
と
信
教
の
自
由
の
関
係
を
よ
り
深
く
探
求
し
よ

う
と
す
る
の
が
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
（H

ow
ard Kislow

icz

）
で
あ
）
₆₄
（
る
。
彼
は
、「
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
共
同
体
は
、
他
者
の
真
っ
た
だ
中
で
存

在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
影
響
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
…
…
そ
の
こ
と
は
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
、
あ
る
文
化
共
同
体

の
信
念
と
実
践
に
影
響
を
与
え
」
て
お
り
、
事
実
と
し
て
実
際
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
共
同
体
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
相
互
に
対
話
を
行
っ
て
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い
る
と
い
う
パ
レ
ク
（Bhiku Parekh

）
の
指
摘
を
前
提
に
す
）
₆₅
（
る
。
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
は
こ
の
パ
レ
ク
の
指
摘
は
信
教
の
自
由
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
り
、
異
文
化
間
の
対
話
は
信
教
の
自
由
に
と
っ
て
不
回
避
の
問
題
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
バ
ー
ガ
ー
の
見
解
も
受
け
入

れ
る
た
め
、「
法
の
優
位
」（
＝
裁
判
所
の
最
終
的
な
法
的
権
威
性
）
の
下
で
、
如
何
に
し
て
信
教
の
自
由
（
訴
訟
）
に
お
け
る
「
対
話
」
が

為
さ
れ
る
べ
き
か
を
検
討
の
主
眼
と
す
）
₆₆
（
る
。
こ
う
し
た
前
提
に
基
づ
く
対
話
を
異
文
化
接
触
の
モ
ー
ド
論
の
い
う
「
対
話
の
モ
ー
ド
」
と

区
別
す
る
た
め
に
本
稿
で
は
「
弱
い
対
話
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
）
₆₇
（

い
。

　

キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、「
弱
い
対
話
」
の
位
置
付
け
を
検
討
す
る
前
に
、
そ
も
そ
も
対
話
と
は
何
を
目
的
に
し
て
お
り
、
何
を
達
成
す

れ
ば
対
話
が
成
功
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
を
分
析
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
対
話
と
は
、「
人
々
が
共
有
さ
れ
た
意
味
（shared m

eanings

）

を
作
る
出
す
た
め
の
象
徴
的
な
プ
ロ
セ
ス
（sym

bolic process

）」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
化
横
断
的
な
対
話
の
成
功
は
、
交
渉
事
項
の
同

意
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
対
話
に
参
加
す
る
す
べ
て
の
者
が
「
対
話
の
相
手
に
対
す
る
尊
重
と
自
分
自
身
の
文
化
に
付
随
す
る
価

値
観
の
認
識
」
と
い
う
二
つ
の
重
要
な
価
値
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
）
₆₈
（
う
。
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
と
、「
相
互
の
信
用
と
尊
重

（m
utual trust and respect

）
は
、
意
味
あ
る
異
文
化
間
の
対
話
を
達
成
す
る
た
め
の
鍵
」
と
な
）
₆₉
（
る
。
た
だ
し
、「
尊
重
は
、
異
文
化
間
の

対
話
に
従
事
す
る
者
は
他
者
の
文
化
的
規
範
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
批
判
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
」
の

で
は
な
く
、
こ
れ
が
要
求
し
て
い
る
の
は
、
異
な
っ
た
規
範
や
法
形
式
の
排
除
を
決
定
す
る
前
に
、
他
者
が
そ
の
よ
う
な
規
範
を
正
当
化

す
る
背
景
の
理
解
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
と
す
）
₇₀
（

る
。
ま
た
、
自
己
認
識
（self-aw

areness

）
が
重
要
な
の
は
、
自
分
自
身
の
文
化
に
付
随

す
る
価
値
観
の
認
識
を
持
つ
こ
と
が
文
化
横
断
的
対
話
を
効
果
的
に
す
る
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
文
化
純
粋
主
義

―
あ
る

文
化
は
他
の
文
化
か
ら
孤
立
し
て
発
展
し
て
い
る

―
や
文
化
本
質
主
義

―
あ
る
文
化
は
不
変
的
か
つ
静
態
的
、
そ
し
て
没
交
渉
的
で

あ
る

―
の
立
場
を
採
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
文
化
を
内
省
す
る
た
め
の
視
点
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
）
₇₁
（
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
を

獲
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
対
話
は
、
他
者
の
価
値
観
を
理
解
す
る
た
め
の
評
価
尺
度
（criteria

）
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
価
値
観
そ
の
も
の
を
許
容
す
る
こ
と
ま
で
も
は
含
ま
な
）
₇₂
（

い
。
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
が
重
視
す
る
「
弱
い
対
話
」
は
相
互
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の
変
容
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
見
方
な
い
し
価
値
観
に
対
す
る
「
見
解
の
共
有
」
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
対
話
は
、
ま
ず
、
市
民
社
会
内
で
文
脈
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
当
事
者
間
の
対
話
を
意
味
す
る
）
₇₃
（

が
、
市
民
社
会

内
で
の
対
話
に
よ
っ
て
問
題
解
決
が
図
ら
れ
ず
、
か
つ
、
そ
れ
が
法
的
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
き
、
対
話
の
場
は
裁
判
所
に
移
行
す
る
。

㈢　

裁
判
所
の
中
で
の
「
弱
い
対
話
」

　

対
話
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が
裁
判
所
に
移
る
と
、
裁
判
所
は
法
が
優
先
す
る
べ
き
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
の
価
値
を
設
定
す
る
た
め
「
不
対
等

な
対
話
」
と
な
る
が
、
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
裁
判
過
程
は
「﹇
多
様
な
﹈
規
範
の
調
整
の
た
め
の
合
理
的
な
探
求
（rational search for 

norm
ative reconciliation

）」
を
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
）
₇₄
（

ず
、
そ
れ
は
、
究
極
的
に
は
当
該
事
件
に
関
連
す
る
多
様
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

の
統
合
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
司
法
倫
理
を
採
用
す
る
。
そ
こ
で
裁
判
官
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
規
範

の
提
示
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
規
範
は
裁
判
の
場
で
絶
え
間
な
く
競
わ
れ
る
こ
と
で
進
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、「
異
質
な
」
あ
る
い
は
「
特
異
な
」
宗
教
的
実
践
が
、
実
は
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
に
基
づ
く
価
値
と
矛
盾
し
な
い
と
裁
判
所
で
認

め
ら
れ
る
た
め
に
は

―
そ
し
て
、
そ
れ
を
超
え
て
「
法
の
基
準
」
の
再
考
を
促
す
た
め
に
は

―
、
裁
判
所
に
お
け
る
異
文
化
間
対
話

が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
具
体
例
証
と
し
て
、
彼
は
、
カ
ナ
ダ
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
を
社
会
学
的
な
質

的
調
査
の
手
法
を
用
い
て
分
析
し
、
裁
判
官
に
と
っ
て
馴
染
の
な
い
宗
教
的
実
践
が
、
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
の
価
値
と
合
致
す
る
と
法
的

に
翻
訳
さ
れ
て
い
く
過
程
を
論
証
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
具
体
例
の
う
ち
最
も
著
名
な
ム
ル
タ
ニ
判
決
に
対
す
る
分
析
を
紹
介
し
よ
う
。

　

ム
ル
タ
ニ
判
決
は
シ
ー
ク
教
徒
の
カ
ー
パ
ン
の
位
置
付
け
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
こ
の

カ
ー
パ
ン
の
位
置
付
け
に
関
す
る
理
解
の
変
容
が
重
要
で
あ
る
。
本
件
の
当
事
者
で
あ
る
ム
ル
タ
ニ
は
、
シ
ー
ク
教
徒
で
あ
り
、
カ
ー
パ

ン
（kirpan

）

―
金
属
製
の
ダ
ガ
ー
の
よ
う
な
も
の

―
と
呼
ば
れ
る
宗
教
的
装
飾
物
を
常
に
身
に
着
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

信
じ
て
い
た
公
立
学
校
の
生
徒
で
あ
る
。
彼
が
あ
る
日
、
誤
っ
て
カ
ー
パ
ン
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
た
め
カ
ー
パ
ン
の
着
用
が
発
覚
し
、
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何
度
か
の
交
渉
の
後
、
最
終
的
に
教
育
委
員
会
が
、
武
器
お
よ
び
危
険
な
物
体
の
携
帯
を
禁
止
し
た
校
則
に
対
す
る
違
反
を
理
由
に
学
校

の
安
全
を
守
る
こ
と
を
最
重
要
視
し
て
、
カ
ー
パ
ン
の
全
面
的
な
持
ち
込
み
を
禁
止
し
た
決
定
の
是
非
が
争
わ
れ
た
。

　

キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
の
分
析
に
よ
る
と
、
学
校
や
教
育
委
員
会
等
と
の
当
初
の
交
渉
に
際
し
て
、
カ
ー
パ
ン
を
武
器
、
ナ
イ
フ
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
先
行
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
暴
力
の
象
徴
と
捉
え
る
誤
認
が
あ
っ
た
の
で
あ
）
₇₅
（
る
。
カ
ー
パ
ン
に
対
す
る
理
解
（
誤
承
認
）
そ
し

て
シ
ー
ク
教
へ
の
偏
見
を
取
り
除
く
た
め
、
当
事
者
は
熱
心
な
対
話
を
継
続
す
る
が
、
こ
の
理
解
の
変
容
を
促
進
さ
せ
る
き
っ
か
け
の
ひ

と
つ
と
な
っ
た
の
が
、
世
界
シ
ー
ク
教
機
関
（W

orld Sikh O
rganization

）
か
ら
の
弁
護
士
の
派
遣
で
あ
り
、
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
は
あ
る

価
値
観
と
法
に
精
通
す
る
弁
護
士
の
存
在
は
文
化
横
断
的
な
対
話
を
法
的
次
元
で
行
う
際
に
極
め
て
重
要
に
な
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

弁
護
士
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
宗
教
的
価
値
と
法
的
価
値
を
相
互
に
翻
訳
し
、
両
者
を
媒
介
す
る
役
割
を
担
う
の
で
あ
）
₇₆
（
る
。
そ
し
て
、
当

該
機
関
か
ら
派
遣
さ
れ
た
弁
護
士
は
、
カ
ー
パ
ン
に
は
武
器
あ
る
い
は
ナ
イ
フ
と
し
て
の
意
味
付
け
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
シ
ー
ク
教
は
、

カ
ー
ス
ト
制
、
女
性
に
対
す
る
不
平
等
な
扱
い
に
反
抗
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
カ
ー
パ
ン
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
シ
ー
ク
教
は
個
人
の
自
律
と
表
現
の
自
由
に
好
意
的
で
あ
る
こ
と
等
を
、
口
頭
弁
論
等
を
含
め
て
精
力
的
に
主
張
す
る
。
シ
ー
ク
教
の

思
想
、
そ
し
て
カ
ー
パ
ン
の
持
つ
意
味
が
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
の
価
値
に
適
合
的
だ
と
す
る
主
張
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
）
₇₇
（
る
。

　

こ
う
し
た
主
張
の
結
果
、
連
邦
最
高
裁
の
法
廷
意
見
で
は
、
カ
ー
パ
ン
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
注
意
を
払
い
、
カ
ー
パ
ン
は
、
シ
ー
ク

教
徒
の
重
要
な
宗
教
的
装
飾
物
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「『
慈
悲
（m

ercy

）』
あ
る
い
は
『
思
い
や
り
（kindness

）』
を
意
味
す
る 

“kirpa

”、
そ
し
て
、『
栄
誉
（honour

）』
を
意
味
す
る 

“aan
” 
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
」、
と
い
う
シ
ー
ク
教
の
宗
教
家
の
供
述
書
に

言
及
す
）
₇₈
（

る
。
そ
の
上
で
、
カ
ー
パ
ン
の
形
状
が
、
人
を
傷
つ
け
た
り
、
殺
害
し
た
り
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
る
刃
物
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
暴
力
の
象
徴
と
し
て
捉
え
、
携
帯
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
議
論
は
、「
シ
ー
ク
教
を
信
仰
す
る
者
へ
の
軽
蔑
で
あ
り
、

多
文
化
主
義
に
基
づ
く
カ
ナ
ダ
の
諸
価
値
を
考
慮
し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
の
で
あ
）
₇₉
（

る
。

　

キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ム
ル
タ
ニ
判
決
に
お
け
る
対
話
は
、
シ
ー
ク
教
に
お
け
る
カ
ー
パ
ン
の
位
置
付
け
に
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関
す
る
「
共
有
さ
れ
た
意
味
」
を
作
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
宗
教
的
「
実
践
が
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
の
基

本
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
違
反
し
て
い
る
と
、
我
々
が
誤
っ
て
考
え
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
に
も
「
弱
い
対
話
」
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
以
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
特
異
と
思
わ
れ
て
い
た
宗
教
的
実
践
が
、
実
は
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
の
基

本
的
な
価
値
に
違
反
し
な
い
こ
と
を
対
話
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、「
法
の
優
位
」
を
揺
る
が
す
も

の
で
も
、「
法
の
基
準
」
の
変
更
を
迫
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、「
弱
い
対
話
」
を
前
提
に
宗
教
的
実
践
に
関
す
る
主
張
を
継
続
す
る

こ
と
は
、「
法
の
基
準
」
に
再
考
を
促
す
も
の
と
も
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈣　
「
法
の
基
準
」
の
変
容
可
能
性
？

　

法
の
基
準
の
変
容
可
能
性
に
関
す
る
近
時
の
例
と
し
て
は
、
二
〇
一
五
年
に
下
さ
れ
た
ロ
ヨ
ラ
判
）
₈₀
（

決
が
示
唆
的
で
あ
る
。
本
件
は
、
ケ

ベ
ッ
ク
州
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
私
立
高
校
ロ
ヨ
ラ
が
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
が
州
内
の
学
校
に
義
務
的
に
課
し
て
い
る
倫
理
・
宗
教
文
化
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
（Ethics and Religious Culture Program

; 

以
下
、 

Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
と
す
る
）
か
ら
の
免
除
を
求
め
た
事
例
で
あ
る
。
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
は
二
〇
〇

八
年
に
導
入
さ
れ
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
内
の
学
校
に
公
立
／
私
）
₈₁
（

立
、
宗
教
系
／
非
宗
教
系
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
る
中
立
的
で
客
観
的
な
宗
教
お

よ
び
倫
理
観
に
つ
い
て
の
授
業
を
卒
業
に
必
要
な
単
位
と
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
込
む
こ
と
を
義
務
付
け
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
）
₈₂
（

る
。
な
お
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
教
育
等
担
当
大
臣
が
私
立
学
校
の
提
供
す
る
独
自
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
と
同
等
の
も
の
と
判
断
す

れ
ば
、
当
該
私
立
学
校
は
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
の
設
置
を
免
除
さ
れ
る
と
い
う
規
定
も
存
在
し
）
₈₃
（
た
。
ロ
ヨ
ラ
は
こ
の
免
除
措
置
を
申
請
し
た
が
、
担

当
大
臣
に
よ
っ
て
ロ
ヨ
ラ
の
設
置
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
宗
派
的
で
、
非
中
立
的
、
非
客
観
的
で
あ
る
た
め
、
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
と
同
等
で
は
な
い

と
判
断
さ
れ
た
の
で
、
訴
訟
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
判
決
の
多
数
意
見
を
執
筆
し
た
ア
ベ
ッ
ラ
（Rosalie Silberm

an Abella

）
裁
判
官
は
、
宗
教
的
信
念
に
は
「
個
人
的
側
面
と
集
団
的

側
面
の
両
方
」
が
あ
る
と
し
て
、「
憲
章
に
基
づ
く
信
教
の
自
由
」
は
、
宗
教
的
信
念
の
性
質
を
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
宗
教
的
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信
念
と
集
団
的
な
組
織
あ
る
い
は
伝
統
を
通
し
て
為
さ
れ
る
宗
教
的
信
念
の
表
明
の
間
に
あ
る
深
い
つ
な
が
り
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
）
₈₄
（

う
。
本
件
に
関
係
す
る
宗
教
の
集
団
的
側
面
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
系
私
立
学
校
を
通
し
て
行
わ
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の

表
明
な
い
し
伝
達
で
あ
り
、
宗
教
の
集
団
的
側
面
は
ロ
ヨ
ラ
の
極
め
て
重
要
な
主
張
で
あ
る
と
す
る
。
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
は
、
連
邦
最
高

裁
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
両
親
が
自
身
の
子
供
を
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
純
粋
に
育
て
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
と
し
て
、
子
供
の
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
か
ら

の
離
脱
が
争
わ
れ
た
Ｓ
Ｌ
判
決
に
お
い
て
、「
多
様
な
宗
教
に
触
れ
さ
せ
る
」
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
は
、「
信
教
の
自
由
の
侵
害
と
は
な
ら
な
）
₈₅
（

い
」
と

し
た
が
、
本
件
は
、
ロ
ヨ
ラ
が
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
集
団
的
実
践
及
び
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
念
の
伝
達
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
私
的
な
宗
教

組
織
で
あ
る
た
め
、
Ｓ
Ｌ
判
決
の
ケ
ー
ス
と
は
区
別
さ
れ
る
」
と
い
）
₈₆
（

う
。
た
だ
し
、
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
は
、
宗
教
の
集
団
的
側
面
は
、
個

人
の
宗
教
的
信
念
の
「
表
明
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
し
、
宗
教
の
集
団
的
側
面
に
関
す
る
議
論
を
個
人
主
義
に
引
き
付
け
る
形
で

展
開
し
て
い
）
₈₇
（

る
。

　

本
判
決
に
は
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
と
モ
ー
ル
デ
イ
バ
ー
（M

ichael M
oldaver

）
裁
判
官
に
よ
る
少
数
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
少
数
意
見
は
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
の
多
数
意
見
よ
り
も
宗
教
の
集
団
的
側
面
の
容
認
を
促
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
少
数
意
見
は
、「
個

人
の
信
教
の
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
ロ
ヨ
ラ
の
よ
う
な
宗
教
教
育
組
織
を
含
む
宗
教
組
織
の
信
教
の
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
」
と
述
べ
、
個
人
の
自
由
と
関
連
さ
せ
つ
つ
も
宗
教
的
組
織
そ
れ
自
体
も
憲
章
二
条
ａ
項
の
信
教
の
自
由
を
享
有
す
る
こ
と
を
承
認

し
て
い
る
の
で
あ
）
₈₈
（
る
。

　

こ
の
ロ
ヨ
ラ
判
決
は
、
カ
ナ
ダ
社
会
に
と
っ
て
特
異
な
宗
教
集
団
か
ら
提
起
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
集
団
的
側
面
の
考
慮
の
必
要

性
に
言
及
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
個
人
主
義
に
基
づ
い
て
宗
教
的
主
張
を
許
容
し
て
き
た
「
法
の
基
準
」
が
変
容
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
）
₈₉
（
う
。
本
判
決
に
お
い
て
宗
教
の
集
団
的
側
面
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
「
弱
い
対
話
」
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を

与
え
た
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
「
法
の
基
準
」
を
抜
本
的
に
変
容
さ
せ
た
わ
け
で
も
な
い
が
、「
宗
教
的
実
践

の
主
張
が
宗
教
的
文
化
と
（
憲
）
法
文
化
の
関
係
を
協
議
す
る
た
め
の
場
」
と
な
り
、「
法
の
基
準
」
を
変
容
さ
せ
る
可
能
性
を
含
め
、
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信
教
の
自
由
の
理
論
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
は
間
違
い
な
）
₉₀
（
い
。

五　

お
わ
り
に

　

最
後
に
本
稿
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
お
く
。
ま
ず
、
①
合
理
的
配
慮
は
現
存
す
る
体
制
を
温
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し

て
は
、
合
理
的
配
慮
と
よ
り
大
規
模
な
制
度
変
更
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
共
存
可
能
で
あ
り
、
共
存
さ
せ
た
方
が
平
等
の
実
現
に
と
っ
て
有
効

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
、
②
合
理
的
配
慮
を
容
認
す
る
基
準
が
カ
ナ
ダ
の
立
憲
主
義
の
価
値
に
適
合
す
る
形
で
設
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
こ
の
批
判
論
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
と
、「
法
の
優
位
」
そ

の
も
の
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
暫
定
的
に
は
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
に
親
和
的
な
、
法
の
優
位
を

前
提
に
寛
容
と
合
理
的
配
慮
を
中
心
に
運
営
さ
れ
る
法
的
多
文
化
主
義
が
擁
護
さ
れ
得
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
法
的
多
文
化
主

義
に
お
い
て
は
、「
法
の
優
位
」
の
枠
内
で
「
弱
い
対
話
」
を
前
提
に
信
教
の
自
由
の
主
張
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
主

張
の
継
続
に
よ
っ
て
「
法
の
基
準
」
を
変
容
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

と
り
わ
け
、
法
的
多
文
化
主
義
に
も
い
っ
た
ん
は
批
判
の
メ
ス
を
入
れ
た
バ
ー
ガ
ー
の
議
論
か
ら
は
、
多
文
化
の
受
容
の
問
題
が
、
少

数
派
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
多
数
派
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
寛
容
そ
し
て
合
理
的
配
慮
と
い
う
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
言
葉
の
裏
で
、「
我
々
／
多
数
派
」
の
価
値
観
を
押
し
付
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
は
自
覚
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
の
議
論
が
示
唆
す
る
よ
う
に
「
宗
教
的
多
様
性
に
起
因
す
る
難
問
を
解
決
す
る
た

め
に
は
対
話
が
必
要
」
で
あ
り
、
多
元
的
価
値
の
混
在
が
加
速
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
他
者
と
の
対
話
が
不
回
避
の
出
来
事
で
あ

る
）
₉₁
（

。
そ
の
対
話
は
、
市
民
社
会
の
領
域
に
限
ら
れ
ず
、
裁
判
官
や
弁
護
士
を
含
め
、
司
法
の
場
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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〔
付
記
〕
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（JP15J07675

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
₁
）  

山
本
健
人
「『
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
』
に
基
づ
く
憲
法
解
釈
の
一
側
面

―
信
教
の
自
由
に
お
け
る
『
承
認
』
の
原
理
を
中
心
に
」
法
学
政

治
学
論
究
一
〇
七
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
三
頁
。
こ
の
見
方
を
共
有
す
る
も
の
と
し
て
、
栗
田
佳
泰
「
多
文
化
社
会
に
お
け
る
憲
法
学
の
序
論
的

考
察

―
日
本
・
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
の
信
教
の
自
由
を
素
材
に
」
法
政
理
論
四
八
巻
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
七
四
―
七
五
頁
。

（
₂
）  
合
理
的
配
慮
の
法
的
位
置
付
け
等
を
含
め
、
第
一
の
立
場
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
は
、
山
本
健
人
「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
信
教
の
自
由
と
合
理

的
配
慮
の
法
理

―
そ
の
多
文
化
主
義
的
擁
護
に
向
け
た
緒
論
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
〇
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
₃
）  Shelagh D

ay, G
w

en Brodsky, 

“The D
uty to Accom

m
odation: W

ho W
ill Benefit?

” （1996

） 75 Can. Bar. Rev. 433 at 435, 461.

（
₄
）  ɪｂｉｄ. at 461.

（
₅
）  Ｏ

ｎｔ．　ʜ
ｕⅿ

ａｎ　ʀｉɡʰｔｓ　Ｃｏⅿ
ⅿ

．　ｖ．　Ｓｉⅿ
ｐｓｏｎ︲Ｓｅａｒｓ︐ ﹇1985

﹈ 2 SCR 536. 

な
お
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
特
定
の
集
団
な
い
し
個
人
を
狙
い
撃

ち
に
し
て
雇
用
上
の
不
利
益
を
課
す
規
則
（
た
と
え
ば
、
こ
の
職
場
で
は
黒
人
は
採
用
し
な
い
）
等
が
直
接
差
別
と
な
り
、
職
務
上
の
必
要
性
に

基
づ
い
て
採
用
し
た
規
則
（
た
と
え
ば
、
繁
忙
日
の
出
勤
）
等
が
偶
然
に
特
定
の
集
団
な
い
し
個
人
に
不
利
益
を
課
す
も
の
が
間
接
差
別
で
あ
る
。

（
₆
）  Ｏ

ｎｔａｒｉｏ　ʜ
ｕⅿ

ａｎ　ʀｉɡʰｔｓ　Ｃｏⅿ
ⅿ

ｉｓｓｉｏｎ　ｖ．　Ｅｔｏｂｉｃｏｋｅ, ﹇1982

﹈ 1 SCR 202 at 208.

（
₇
）  Ｃｅｎｔｒａˡ　Ａ

ˡｂｅｒｔａ　Ｄ
ａｉˡｙ　Ｐｏｏˡ　ｖ．　Ａ

ˡｂｅｒｔａ, 

﹇1990

﹈ 2 SCR 489. 

な
お
、
連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
を
間
接
差
別
の
事
例
で
あ
る
と
位
置
付
け
、

月
曜
日
の
欠
勤
に
つ
い
て
病
気
等
の
理
由
に
よ
る
欠
勤
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
年
に
数
回
の
宗
教
的
理
由
に
よ
る
欠
勤
が
認
め
ら
れ
な
い
の

は
合
理
性
を
欠
き
、「
過
度
の
負
担
」
な
く
合
理
的
配
慮
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
た
。

（
₈
）  

Ｂ
Ｆ
Ｏ
Ｑ
と
い
え
る
と
し
て
も
そ
の
規
則
が
過
剰
包
摂
で
あ
る
場
合
等
に
は
、
よ
り
適
切
な
規
則
の
設
定
（
合
理
的
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
）
が
可

能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ル
サ
ー
ド
判
決
で
は
、
ブ
ロ
サ
ー
ド
市
の
職
員
の
採
用
に
関
す
る
反
縁
故
主
義
（anti-nepotism

）
ル
ー
ル
が
比
例

性
を
欠
い
て
厳
し
過
ぎ
る
と
判
断
さ
れ
た
。Ｓｅｅ, ʙｒｏｓｓａｒｄ　ｖ．　Ｑ

ｕéｂｅｃ　（Ｃｏⅿ
ⅿ

．　ｄｅｓ　ｄｒｏｉｔｓ　ｄｅ　ˡａ　ｐｅｒｓｏｎｎｅ

）, ﹇1989

﹈ 2 SCR 279.

（
₉
）  Ｓｅｅ　also, D

ay &
 Brodsky, ｓｕｐｒａ note 3, at 440 -442.

（
₁₀
）  Colleen Sheppard, 

“OF Forest Fires and System
ic D

iscrim
ination: A Review

 of British Colum
bia （Public Service Em

ployee 
Relations Com

m
ission

） v. B.C.G.S.E.U.

” （2001

） 46 M
cG

ill L. J. 533 at 539 -540. 

（
₁₁
）  ʙｒｉｔｉｓʰ　Ｃｏˡｕⅿ

ｂｉａ

（Ｐｕｂˡｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｅⅿ
ｐˡｏｙｅｅ　ʀｅˡａｔｉｏｎ　Ｃｏⅿ

ⅿ
ｉｓｓｉｏｎ

）　ｖ．　ʙ．Ｃ．ɢ
．Ｅ．Ｕ

︐　﹇1999

﹈ 3 SCR 3 ﹇M
eiorin

﹈.

（
₁₂
）  M

eiorin, ｉｂｉｄ. at para. 54.
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（
₁₃
）  Sheppard, ｓｕｐｒａ note 10, at 541.

（
₁₄
）  

た
と
え
ば
、
メ
イ
オ
リ
ン
判
決
の
中
で
も
マ
ク
ラ
ク
リ
ン
裁
判
官
は
「
間
接
差
別
の
分
析
は
お
そ
ら
く
女
性
が
統
合
さ
れ
る
べ
き
主
流
な
男
性

的
規
範
を
エ
ン
ト
レ
ン
チ
す
る
こ
と
に
仕
え
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。M

eiorin, ｓｕｐｒａ note 11, at para. 36.
（
₁₅
）  Sheppard, ｓｕｐｒａ note 10, at 551.

（
₁₆
）  M

eiorin, ｓｕｐｒａ note 11, at para. 42.

（
₁₇
）  Sheppard, ｓｕｐｒａ note 10, at 550.

（
₁₈
）  Sheppard, ｓｕｐｒａ note 10, at 551.

（
₁₉
）  

白
水
隆
「
憲
法
上
の
平
等
権
概
念
と
間
接
差
別

―
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
議
論
を
素
材
と
し
て
（
二
）」
法
学
論
集
一
七
一
巻
四
号
（
二
〇
一
二

年
）
九
三
頁
。
な
お
、
人
権
法
領
域
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
法
理
に
つ
い
て
は
白
水
の
研
究
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

（
₂₀
）  Avigail Eisenberg, 
“Rights in the Age of Identity Politics

” （2013

） 50 O
sgoode H

all L. J. 609 at 626 -627.

（
₂₁
）  

ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
（
角
田
猛
之
他
監
訳
）『
多
文
化
時
代
の
市
民
権
』（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
八
年
）
一
六
七
―
一
七
三
頁
。

（
₂₂
）  

浦
山
聖
子
「
民
族
文
化
的
少
数
者
の
権
利
」
愛
敬
浩
二
編
『
人
権
の
主
体
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
〇
年
）
二
一
四
頁
。

（
₂₃
）  D

ay &
 Brodsky, ｓｕｐｒａ note 3, at 469 -471.

「
個
別
の
ニ
ー
ズ
」
に
対
応
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
川
島
聡
ほ
か
『
合
理
的
配

慮
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
等
を
参
照
。

（
₂₄
）  

も
ち
ろ
ん
、
反
対
に
制
度
変
更
を
重
視
す
べ
き
場
合
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
実
際
に
制
度
変
更
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
、
有
酸
素
運
動

テ
ス
ト
そ
の
も
の
を
違
法
と
し
た
メ
イ
オ
リ
ン
判
決
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
女
性
あ
る
い
は
男
性
等
と
い
っ
た
あ
る

程
度
抽
象
化
可
能
な
集
団
の
ニ
ー
ズ
に
関
わ
る
た
め
、
個
別
の
適
用
免
除
を
認
め
る
等
の
合
理
的
配
慮
の
考
慮
よ
り
も
制
度
変
更
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
重
視
し
た
方
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
制
度
変
更
ア
プ
ロ
ー
チ
と
合
理
的
配
慮
ア
プ
ロ
ー
チ
の
差
異
を
示
す
好
例
は
、
シ
ェ

パ
ー
ド
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
、
白
水
に
よ
っ
て
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
以
下
の
事
例
で
あ
る
。
あ
る
企
業
の
職
場
に
お
い
て
、
会
議
が
夕
方
の
四

時
か
ら
六
時
ま
で
と
社
内
規
則
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
勤
務
す
る
労
働
者
Ｘ
は
、
託
児
所
に
預
け
て
い
る
子
供
を
六
時
前
に
迎

え
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
想
定
す
る
。
こ
の
と
き
、
会
議
の
時
間
を
六
時
ま
で
と
定
め
る
規
則
は
、
一
見
中
立
的
で
あ
る
が
、
幼
い
子
供

を
持
つ
労
働
者
Ｘ
に
対
す
る
間
接
差
別
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
想
定
に
対
し
て
、
制
度
変
更
を
試
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
会
議
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
そ
の
も
の
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
り
、
合
理
的
配
慮
を
試
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
者
Ｘ
に
会
議
の
早
退
を
認
め
、
か
つ
、
そ
れ
が
不
利
益
評

価
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
合
理
的
配
慮
に
よ
る
措
置
で
も
妥
当
か
も
し
れ
な
い
が
、
会
議
の
後
半
に
出
席
で
き
な
い
労
働
者
Ｘ
は
、
不
利
益
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評
価
こ
そ
受
け
な
い
も
の
の
、
ほ
か
の
労
働
者
と
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
採
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
理
由
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
就
く
こ
と
が
困
難
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
可
能
で
あ
れ
ば
制
度
変
更
が
望

ま
し
い
こ
と
に
な
る
。
白
水
・
前
掲
注
（
₁₉
）
八
九
―
九
〇
頁
、Sheppard, ｓｕｐｒａ note 10, at 552 -553.

（
₂₅
）  Ｓｙｎｄｉｃａｔ　ɴ

ｏｒｔʰｃｒｅｓｔ　ｖ．　Ａ
ⅿ

ｓｅˡｅⅿ
︐ ﹇2004

﹈ 2 SCR 551 ﹇Am
selem

﹈.
（
₂₆
）  
合
理
的
配
慮
の
法
理
と
の
関
係
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
₂
）
二
一
九
―
二
二
〇
頁
を
参
照
。

（
₂₇
）  
交
差
性
概
念
は
ア
メ
リ
カ
の
批
判
的
人
種
理
論
の
論
者
で
あ
る
ク
レ
イ
シ
ョ
ー
（Kim

berlé Crenshaw

）
に
よ
っ
て
、「
黒
人
女
性
」
と
い

う
複
合
的
な
要
因
に
よ
る
差
別
の
現
状
を
把
握
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
現
在
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ

て
い
る
。
交
差
性
概
念
か
ら
合
理
的
配
慮
を
捉
え
る
視
点
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
飯
野
由
里
子
「
多
様
な
差
異
を
踏
ま
え
た
合
理
的
配
慮
」

川
島
他
・
前
掲
注
（
₂₃
）
一
八
一
頁
以
下
も
参
照
。Ｓｅｅ, Kim

berlé Crenshaw, 

“Dem
arginalizing the Intersction of Race and Sex

” 

（1989

） U. Chicago Legal F. 139.

（
₂₈
）  ʀ　ｖ．　ɴ

．　Ｓ., ﹇2012

﹈ 3 SCR 726 ﹇N. S.

﹈.

（
₂₉
）  Vrinda N

arain, 

“The Place of the N
iqab in the Courtroom

”, （2015

） 9 ICL Journal 41 at 50.

（
₃₀
）  Ｓｅｅ, Ｚｙˡｂｅｒｂｅｒɡ　ｖ．　Ｓｕｄｂｕｒｙ　ʙｏａｒｄ　ｏｆ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ︐ ﹇1988

﹈ 52 D
LR （4th

） 577; Ｍ
ｏｕｖｅⅿ

ｅｎｔ　ˡａïｑｕｅ　ｑｕéｂéｃｏｉｓ　ｖ．　Ｓａɡｕｎｅａｙ　（Ｃｉｔｙ

）︐　

﹇2015

﹈ 2 SCR 3. 

参
照
、
山
本
・
前
掲
注
（
₁
）
四
八
―
五
一
頁
。

（
₃₁
）  Ｍ

ｕˡｔａｎｉ　ｖ．　Ｃｏⅿ
ⅿ

ｉｓｓｉｏｎ　ｓｃｏˡａｉｒｅ　Ｍ
ａｒɡｕｅｒｉｔｅ︲ʙｏｕｒɡｅｏｙｓ︐ ﹇2006

﹈ 1 SCR 256 ﹇M
ultani

﹈.

（
₃₂
）  

佐
々
木
雅
寿
「
カ
ナ
ダ
憲
法
に
お
け
る
比
例
原
則
の
展
開

―
『
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト
（O

akes Test

）』
の
内
容
と
含
意
」
北
大
法
学
論
集

六
三
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
〇
四
頁
以
下
参
照
。

（
₃₃
）  

こ
の
種
の
批
判
に
関
連
し
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
は
、「
配
慮
す
る
者
」
と
「
配
慮
さ
れ
る
者
」
を
区
別
し
、「
我
々
が
あ
な
た
に
配
慮
を
与
え

る
」
と
い
う
植
民
地
主
義
的
特
権
を
想
起
さ
せ
る
と
主
張
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
立
場
に
基
づ
く
批
判
も
あ
る
。
か
な
り
極
端
な
立
場
か
ら
の
批
判

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。Lori G. Beam

an, 

“It w
as all slightly unreal: W

hat

’s W
rong w

ith Tolerance 
and Accom

m
odation in the Adjudication of Religious Freedom

?
” （2011

） 23 Can. J. W
om

en &
 L. 442.

（
₃₄
）  Benjam

in L. Berger, ʟａʷ

’ｓ　ʀｅˡｉɡｉｏｎ：　ʀｅˡｉɡｉｏｕｓ　Ｄ
ｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　ｔʰｅ　Ｃˡａｉⅿ

ｓ　ｏｆ　Ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａˡｉｓⅿ
 

（Toronto: U
niversity of  

Toronto Press, 2015

）. 

な
お
、
本
書
の
中
心
を
為
す
論
稿
の
初
出
は
、
”Law
’s Religion: Rendering Culture

” （2007

） Osgood H
all L. J. 

277; 

“The Cultural Lim
its of Legal Tolerance

” （2008

） 21 Can. L. J. &
 Jur. 245.

で
あ
り
、
そ
の
公
表
以
来
、
バ
ー
ガ
ー
の
議
論
は
カ
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ナ
ダ
の
信
教
の
自
由
論
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
本
章
に
お
け
る
本
書
か
ら
の
引
用
は
本
文
中
の
括
弧
内
に
引
用
頁
を
記
す
形
で
行
う
。

（
₃₅
）  

バ
ー
ガ
ー
は
、「
立
憲
主
義
（constitutionalism

）」
と
「
立
憲
的
法
の
支
配
（constitutional rule of law

）」
を
ほ
ぼ
互
換
的
に
用
い
る
。

従
っ
て
、
バ
ー
ガ
ー
の
描
く
「
立
憲
主
義
」
は
憲
法
を
頂
点
と
す
る
（
憲
）
法
秩
序
に
よ
る
統
治
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
₃₆
）  N. S., ｓｕｐｒａ note 28, at para 72.

（
₃₇
）  
合
理
的
配
慮
は
社
会
的
な
現
象
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
ム
ル
タ
ニ
判
決
を
契
機
と
し
て
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
を
中
心
に
合
理
的
配
慮
に
よ
る
宗

教
的
少
数
派
へ
の
配
慮
の
行
き
過
ぎ
が
国
家
的
な
議
論
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。Ｓｅｅ, G

érard Bouchard &
 Charles Taylor, ʙｕｉˡｄｉｎɡ　ｔʰｅ　 

Ｆｕｔｕｒｅ：　Ａ
　Ｔｉⅿ

ｅ　ｆｏｒ　ʀｅｃｏｎｃｉˡｉａｔｉｏｎ （G
overnm

ent of Q
uebec, 2008

）.

（
₃₈
）  

こ
れ
は
、
二
〇
一
四
年
に
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
、
公
務
員
が
職
務
を
行
う
と
き
や
、
公
共
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
際
に
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
の
着
用
を

禁
止
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
「
ケ
ベ
ッ
ク
価
値
憲
章
」
と
呼
ば
れ
る
ケ
ベ
ッ
ク
人
権
憲
章
の
改
正
を
含
む
法
案
が
ケ
ベ
ッ
ク
州
議
会
選
挙
の

争
点
と
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
参
照
、
飯
笹
佐
代
子
「『
ケ
ベ
ッ
ク
価
値
憲
章
』
を
め
ぐ
る
論
争
」
ケ
ベ
ッ
ク
研
究
六
号
（
二
〇
一
四
年
）

三
〇
頁
以
下
、
山
本
健
人
「
国
籍
取
得
と
多
文
化
国
家
カ
ナ
ダ

―
イ
ス
ハ
ー
ク
判
決
の
位
置
付
け
と
そ
の
憲
法
問
題
」
法
政
論
叢
五
三
巻
一
号

（
二
〇
一
七
）
一
四
三
―
一
四
五
頁
等
。

（
₃₉
）  Fred D

allm
ayr, ʙｅｙｏｎｄ　Ｏ

ｒｉｅｎｔａˡｉｓⅿ
 

（Albany: State U
niversity of N

ew
 York Press, 1996

）; 

邦
訳
（
片
岡
幸
彦
監
訳
）『
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
を
超
え
て
』（
新
評
論
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
₄₀
）  Ｓｅｅ also, D

allm
ayr, ɪｂｉｄ. at 3 -18.

（
₄₁
）  ɪｂｉｄ. at 24 -27.

（
₄₂
）  ɪｂｉｄ. at 31.

（
₄₃
）  

紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
バ
ー
ガ
ー
は
、
現
代
リ
ベ
ラ
ル
社
会
に
お
け
る
寛
容
を
批
判
的
に

検
討
す
る
ブ
ラ
ウ
ン
に
依
拠
し
つ
つ
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
や
多
文
化
主
義
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
理
論
が
詳
細
な
批
判
的
検
討
な
し
に
採
用
す
る

「
寛
容
」
の
言
説
に
も
批
判
の
目
を
向
け
て
お
り
、
興
味
深
い
。
な
お
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
寛
容
の
言
説
が
常
に
支
配
的
な
社
会
権
力
あ
る
い
は
政
治

権
力
の
た
め
に
文
明
と
野
蛮
を
区
分
す
る
と
鋭
い
批
判
を
向
け
つ
つ
も
、「
い
く
つ
か
の
種
類
の
暴
力
や
虐
待
を
和
ら
げ
て
い
る
寛
容
の
価
値
ま

で
自
動
的
に
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
も
指
摘
し
て
お
り
、「
寛
容
」
の
取
扱
い
の
難
し
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。Ｓｅｅ, W

endy Brow
n, 

ʀｅɡｕˡａｔｉｎɡ　Ａｖｅｒｓｉｏｎ （Princeton U
niversity Press, 2006

）; 

邦
訳
（
向
山
恭
一
訳
）『
寛
容
の
帝
国
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
₄₄
）  ʀ．　ｖ．　ʙｉɡ　Ｍ

　Ｄ
ｒｕɡ　Ｍ

ａｒｔ　ʟｔｄ., ﹇1985

﹈ 1 SCR 295 at 336.
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（
₄₅
）  Am

selem
︐　ｓｕｐｒａ　note 25, at paras. 1, 87.

（
₄₆
）  Ｃʰａⅿ

ｂｅｒˡａｉｎ　ｖ　Ｓｕｒｒｅｙ　Ｓｃʰｏｏˡ　Ｄ
ｉｓｔｒｉｃｔ　ɴ

ｏ．　₃₆, ﹇2002

﹈ 4 SCR 710 at para. 21 ﹇Cham
berlain

﹈.
（
₄₇
）  Am

selem
, ｓｕｐｒａ note 25, at para. 1.

（
₄₈
）  M

ultani, ｓｕｐｒａ note 31.
（
₄₉
）  ʙ．　（ʀ．

）　ｖ　Ｃʰｉˡｄｒｅｎ

’ｓ　Ａ
ｉｄ　Ｓｏｃｉｅｔｙ︐ ﹇1995

﹈ 1 SCR 315.

（
₅₀
）  Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ｗ

ｅｓｔｅｒｎ　Ｕ
ｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｖ．　Ｃｏˡˡｅɡｅ　ｏｆ　Ｔｅａｃʰｅｒｓ, ﹇2001

﹈ 1 SCR 772.

（
₅₁
）  Cham

berlain, ｓｕｐｒａ note 45.

（
₅₂
）  Ｓｅｅ, Ｃʰａⅿ

ｂｅｒˡａｉｎ　ｖ．　Ｓｕｒｒｅｙ　Ｓｃʰｏｏˡ　Ｄ
ｉｓｔｒｉｃｔ　ɴ

ｏ．　₃₆, ﹇1998

﹈ 60 BCLR （3d

） 311 at para. 94.

（
₅₃
）  N. S.,　ｓｕｐｒａ note 28.

（
₅₄
）  

こ
の
枠
組
み
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
₂
）
二
二
五
―
二
二
七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
₅₅
）  

キ
ム
リ
ッ
カ
・
前
掲
注
（
₂₁
）
二
二
六
頁
以
下
。
バ
ー
ガ
ー
は
キ
ム
リ
ッ
カ
の
ほ
か
に
、
多
文
化
主
義
の
理
論
と
し
て
シ
ャ
カ
ー
ル
（Ayelet 

Shachar

）
の
理
論
を
取
り
上
げ
る
が
、
彼
女
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
議
論
で
は
集
団
内
の
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ブ
ル
な
成
員
（
主
に
女
性
や
子
供
）
へ
の

視
点
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
解
決
策
を
示
す
優
れ
た
理
論
を
提
示
す
る
も
の
の
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
の
枠
を
超
え
る
も

の
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
バ
ー
ガ
ー
は
、
タ
リ
ー
（Jam

es Tully

）
の
議
論
も
取
り
上
げ
る
が
、
対
話
的
立
憲
主
義
を
構
想
す
る
彼
の
議
論
は
、

む
し
ろ
異
文
化
接
触
の
「
対
話
的
モ
ー
ド
」
に
接
近
す
る
と
し
て
、
示
唆
的
で
は
あ
る
が
採
用
で
き
な
い
と
す
る
。Ｓｅｅ, Ayelet Shachar, 

Ｍ
ｕˡｔｉｃｕˡｔｕｒａˡ　Ｊｕｒｉｓｄｉｃｔｉｏｎｓ 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 2001

）; Jam
es Tully, Ｓｔｒａｎɡｅ　Ｍ

ｕˡｔｉｐˡｉｃｉｔｙ 

（Cam
bridge: 

Cam
bridge U

niversity Press, 1995

）. 

タ
リ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
長
谷
部
泰
男
「
文
化
の
多
様
性
と
立
憲
主
義
の
未
来
」
同
『
比
較
不
能

な
価
値
の
迷
路
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
九
頁
以
下
、
高
木
康
一
「
カ
ナ
ダ
憲
法
に
お
け
る
多
文
化
主
義
」
憲
法
問
題
二
三
号

（
二
〇
一
二
年
）
四
七
頁
以
下
も
参
照
。

（
₅₆
）  

バ
ー
ガ
ー
が
カ
ナ
ダ
の
近
代
立
憲
主
義
の
際
立
っ
た
特
徴
と
し
て
何
を
措
定
し
て
い
る
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
の
議
論
を
見
る
限
り

で
は
、
法
の
支
配
と
い
う
要
請
、
憲
法
上
の
権
利
な
い
し
人
権
の
保
障
、
そ
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
強
く
受
け
る
個
人
主
義
、
個
人
の

自
律
と
選
択
、
公
私
区
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。Berger, ｓｕｐｒａ note 34, ch1, ch2.

（
₅₇
）  

バ
ー
ガ
ー
は
、
よ
り
優
れ
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
議
論
は
何
か
を
結
論
付
け
る
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
「
当
面
の
課
題
」
と
し
て

い
る
。Berger, ｓｕｐｒａ note 34, at 19, 148.
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（
₅₈
）  

バ
ー
ガ
ー
は
こ
の
企
て
を
「
無
関
心
と
し
て
の
法
の
寛
容
（law

’s tolerance as indifference

）」
と
呼
び
、
こ
の
立
場
は
「
単
純
な
も
の
で

も
美
徳
の
な
い
も
の
で
も
な
い
」
と
す
る
。Berger,　ｓｕｐｒａ note 34, at 129. 

な
お
関
連
し
て
、（
憲
）
法
論
と
し
て
の
「
無
関
心
＝
イ
ン
デ
ィ

フ
ァ
レ
ン
ツ
」
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
石
川
健
治
「
イ
ン
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
ツ

―
〈
私
〉
の
憲
法
学
」
比
較
法
学
四
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
九

年
）
一
四
五
頁
以
下
。

（
₅₉
）  
「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
を
、
社
会
統
合
を
目
的
と
し
た
、
個
人
主
義
を
基
調
と
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
」
で
あ
る
と
位
置
付
け

る
も
の
と
し
て
、
山
本
・
前
掲
注
（
₁
）
等
を
参
照
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
の
成
功
を
多
文
化
主
義
の
「
過
小
」
に
あ
る
と
す
る
高
木

康
一
の
診
断
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
多
文
化
主
義
の
危
険
性
の
裏
返
し
と
し
て
も
理
解
可
能
で
あ
ろ
う
。
高
木
・
前
掲
注
（
₅₅
）
五
六
頁
。

（
₆₀
）  

た
だ
し
、「
立
憲
主
義
」
の
意
味
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
、
南
野
森
「
立
憲
主
義
」
同
編
『
憲
法
学
の
世
界
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）

二
頁
以
下
等
参
照
。

（
₆₁
）  Berger, ｓｕｐｒａ note 34, at 148. 

こ
の
点
、
一
般
的
に
法
に
反
映
さ
れ
る
の
が
多
数
派
の
宗
教
的
価
値
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
強
要
は
「
暴

力
性
そ
の
も
の
」
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
大
屋
雄
裕
「
宗
教
の
近
代
性
と
そ
の
責
任

―
空
知
太
神
社
事
件
」
駒
村
圭
吾
編
『
テ
ク
ス
ト
と
し
て

の
判
決
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
二
九
一
頁
。

（
₆₂
）  Berger, ｓｕｐｒａ note 34, at 129.

（
₆₃
）  Berger, ｉｂｉｄ．　at 128 -129.

（
₆₄
）  H

ow
ard Kislow

icz, 

“Faithful Translations?: Cross-Cultural Com
m

unication in Canadian Religious Freedom
 Litigation

”, 

（2014

） 52 O
sgoode H

all L. J. 141.

（
₆₅
）  Bhiku Parekh, ʀｅｔʰｉｎｋｉｎɡ　Ｍ

ｕˡｔｉｃｕˡｔｕｒａˡｉｓⅿ
 2nd ed. （N

ew
 York: Palgrave M

acm
illan, 2006

） at 163.

（
₆₆
）  Kislow

icz, ｓｕｐｒａ note 64, at 156 -158.

（
₆₇
）  

な
お
、
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
こ
こ
で
い
う
「
弱
い
対
話
」
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（com

m
unication

）
と
い
う
語
を
使
う
が
、

「
対
話
の
モ
ー
ド
」
と
の
対
称
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
「
弱
い
対
話
」
と
し
た
。

（
₆₈
）  Kislow

icz, ｓｕｐｒａ note 64, at 153.

（
₆₉
）  Ken Tsutsum

ibayashi, 

“Fusion of H
orizons or Confusion of H

orizons? : Intercultural D
ialogue and Its Risks

” （2005

） 11 
G

lobal G
overnance 103, at 111.

（
₇₀
）  Kislow

icz, ｓｕｐｒａ note 64, at 153 -154.
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（
₇₁
）  ɪｂｉｄ． 

文
化
本
質
主
義
と
合
理
的
配
慮
の
関
係
に
つ
い
て
は
、Eisenberg, ｓｕｐｒａ note 20.

（
₇₂
）  ɪｂｉｄ． ｓｅｅ also, Tsutsum

ibayashi, ｓｕｐｒａ　note 69, at 106 -107.
（
₇₃
）  

こ
の
点
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
は
そ
の
手
続
的
側
面
と
の
関
係
も
あ
り
、
広
く
市
民
社
会
で
の
異
文
化
間
の
対
話
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
評

価
さ
れ
る
が
、
そ
の
検
討
・
評
価
は
（
憲
）
法
学
を
専
門
と
す
る
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
飯
笹
佐
代
子

「
多
文
化
社
会
ケ
ベ
ッ
ク
、
共
存
の
模
索
」
ケ
ベ
ッ
ク
研
究
創
刊
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
二
頁
以
下
、
仲
村
愛
「
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
「
和
解
」
の
原

理
」
ケ
ベ
ッ
ク
研
究
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
〇
頁
以
下
を
、
合
理
的
配
慮
の
法
理
の
手
続
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
₂
）
を
参

照
の
こ
と
。

（
₇₄
）  Jerem

y W
ebber, 

“A Judicial Ethic for a Pluralistic A
ge

” in O
m

id Shabani, ed, Ｍ
ｕˡｔｉｃｕˡｔｕｒａˡｉｓⅿ

　ａｎｄ　ʟａʷ 

（U
niversity of 

W
ales Press, 2007

） at 88.

（
₇₅
）  

例
え
ば
、
当
事
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
以
下
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
指
摘
さ
れ
る
。「
私
が
ナ
イ
フ
な
ど
持
っ
た
こ
と
が
な
い
と
言
う

と
、
…
…
先
生
は
、
あ
な
た
が
身
に
着
け
て
い
る
の
は
武
器
も
し
く
は
ナ
イ
フ
で
は
な
い
の
か
と
言
っ
た
。
私
は
違
う
と
言
っ
た
。
で
は
、
あ
な

た
が
服
の
下
に
持
っ
て
い
る
も
の
は
何
か
と
先
生
は
尋
ね
た
。
私
は
カ
ー
パ
ン
だ
と
答
え
た
」。Kislow

icz, ｓｕｐｒａ note 64, at 171.

（
₇₆
）  

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
弁
護
士
の
役
割
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、ｓｅｅ, Jam

es Boyd W
hite, Ｊｕｓｔｉｃｅ　ａｓ　Ｔｒａｎｓˡａｔｉｏｎ （Chicago: U

niversity 
of Chicago Press, 1990

）; D
iana Eades, 
“Telling and Retelling Your Story in Court: Q

uestions, Assum
ptions and Intercultural 

Im
plications

” （2008

） 20 Current Issues in Crim
. Just. 209.

（
₇₇
）  Kislow

icz, ｓｕｐｒａ note 64, at 171 -172.

（
₇₈
）  M

ultani, ｓｕｐｒａ note 31, at para. 37.

（
₇₉
）  M

ultani, ｉｂｉｄ． at paras. 70 -71.

（
₈₀
）  ʟｏｙｏˡａ　ʜ

ｉɡʰ　Ｓｃʰｏｏˡ　ｖ．　Ｑ
ｕｅｂｅｃ　

（Ａ
ｔｔｏｒｎｅｙ　ɢ

ｅｎｅｒａˡ
）, ﹇2015

﹈ 1 SCR 613, 

﹇Loyola

﹈. 

本
件
は
信
教
の
自
由
の
集
団
的
側
面
に
関
す
る

価
値
の
問
題
の
ほ
か
に
も
多
岐
に
わ
た
る
問
題
を
有
す
る
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
た
め
、
そ
の
他
の
論
点
の
検
討
は
別
稿
に
て
行
い
た
い
。

（
₈₁
）  Ａ

ｎ　Ａ
ｃｔ　ʀｅｓｐｅｃｔｉｎɡ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ, CQ

LR, c E -9. 1, s. 25, 35.

（
₈₂
）  

Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
の
主
な
目
的
は
「
他
者
の
承
認
」
と
「
共
通
善
（com

m
on good

）
の
学
習
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
、
生
徒
が
①

倫
理
的
問
題
を
自
省
す
る
、
②
宗
教
的
事
象
を
理
解
す
る
、
③
対
話
に
従
事
す
る
能
力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
。Loyola, ｓｕｐｒａ note 

80, para. 11; Spencer Boudreau, 

“From
 Confessional to Cultural: Religious Education in the Schools of Q

uebec

” （2011

） 38 
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Religion &
 Education 212, at 220.

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
多
文
化
社
会
に
お
け
る
（
公
）
教
育
の
役
割
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
松
尾
陽

「
リ
ベ
ラ
ル
で
民
主
的
な
社
会
に
対
す
る
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
問
い
か
け

―The Story of W
isconsin v. Yoder, 409 U.S. 205 （1972

）」
大
沢

秀
介
・
大
林
啓
吾
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
と
公
教
育
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
一
七
四
―
一
八
二
頁
参
照
。

（
₈₃
）  ʀｅɡｕˡａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｅｃｔｉｎɡ　ｔʰｅ　ａｐｐˡｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔʰｅ　Ａ

ｃｔ　ｒｅｓｐｅｃｔｉｎɡ　ｐｒｉｖａｔｅ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎ, CQ
LR, c. E -9.1, r. 1, s. 22.

（
₈₄
）  Loyola, ｓｕｐｒａ note 80, paras. 59 -60.

（
₈₅
）  Ｓ．　ʟ．　ｖ．　Ｃｏⅿ

ⅿ
ｉｓｓｉｏｎ　ｓｃｏˡａｉｒｅ　ｄｅｓ　Ｃʰêｎｅｓ　﹇2012

﹈ 1 SCR 235.

（
₈₆
）  Loyola,　ｓｕｐｒａ note 80, para. 61.

（
₈₇
）  Loyola, ｓｕｐｒａ note 80, para. 33. 

な
お
、
ア
ベ
ッ
ラ
裁
判
官
は
、
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
の
免
除
条
項
の
「
同
等
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
と
い
う
文

言
に
着
目
し
、
こ
れ
は
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
と
ほ
と
ん
ど
酷
似
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し

た
担
当
大
臣
の
認
定
は
、
法
律
の
目
的
と
信
教
の
自
由
の
価
値
の
比
較
衡
量
に
失
敗
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
ロ
ヨ
ラ
は
自
由
に
宗
教

教
育
を
行
っ
て
い
い
わ
け
で
は
な
く
、
平
等
、
人
権
、
民
主
主
義
を
含
む
国
家
の
中
心
的
価
値
を
促
進
さ
せ
る
正
当
な
利
益
を
州
政
府
は
有
し
て

い
る
の
で
、
ロ
ヨ
ラ
の
提
示
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
こ
れ
に
適
合
す
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
別
途
存
在
す
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
大
臣
の
認
定
を
再
考
す
べ
く
、
本
件
を
差
し
戻
し
て
い
る
。

（
₈₈
）  Loyola, ｉｂｉｄ． at paras. 91 -95. 
少
数
意
見
は
結
論
に
お
い
て
も
多
数
意
見
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
、
差
し
戻
し
て
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
Ｅ

Ｒ
Ｃ
Ｐ
か
ら
の
免
除
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
。

（
₈₉
）  

法
は
宗
教
を
個
人
主
義
の
観
点
か
ら
認
識
し
て
き
た
と
論
じ
る
バ
ー
ガ
ー
も
こ
の
判
決
の
持
つ
イ
ン
パ
ク
ト
を
認
め
て
い
る
。Berger, ｓｕｐｒａ 

note 34, at 77 foot note 52; Ｓｅｅ also, H
ow

ard Kislow
icz, 

“Loyola H
igh School v. Attorney G

eneral of Q
uebec: O

n N
on-triviality 

and the Charter Value of Religious Freedom

” （2015
） 71 S. C. L. R. （2ed

） 331. 

こ
の
点
、
法
廷
意
見
が
、
集
団
的
権
利
に
親
和
的
な

見
解
を
提
示
し
て
き
た
ニ
ュ
ー
マ
ン
（D

w
ight N

ew
m

an
）
の
著
作
を
引
用
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。Loyola, ｓｕｐｒａ note 

80, para. 60. Ｓｅｅ, D
w

ight N
ew

m
an,　Ｃｏⅿ

ⅿ
ｕｎｉｔｙ　ａｎｄ　Ｃｏˡˡｅｃｔｉｖｅ　ʀｉɡʰｔｓ （O

xford: H
art Publishing, 2011

）.

（
₉₀
）  H

ow
ard Kislow

icz, 

“Developm
ents in Religious Freedom

: W
hat Sagunay and Loyola Tell U

s-and D
on

’t-About the Trinity 
W

estern U
niversity Law

 School Cases

” （2016

） 72 S. C. L. R. （2ed
） 75, at 81.

（
₉₁
）  

栗
田
佳
泰
「
宗
教
の
自
由

―
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
ば
宗
教
上
の
理
由
に
基
づ
い
て
法
的
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
？
」
大
沢
秀

介
・
大
林
啓
吾
編
著
『
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
問
題
と
司
法
審
査
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
一
九
二
頁
。
な
お
、
栗
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
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然
な
が
ら
立
法
府
に
も
他
者
と
の
対
話
が
求
め
ら
れ
る
し
、
合
理
的
配
慮
の
議
論
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
行
政
に
も
求
め
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い

て
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
₂
）
を
参
照
。山

本　

健
人
（
や
ま
も
と　

け
ん
と
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
１
）

　
　
　
　
　
　

駒
澤
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
、
立
正
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　

神
田
外
語
大
学
外
国
語
学
部
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
公
法
学
会
、
全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

　
　
　
　
　
　

日
本
法
政
学
会
、
日
本
カ
ナ
ダ
学
会

専
攻
領
域　
　

憲
法
、
移
民
法

主
要
著
作　
　

 「「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
に
基
づ
く
憲
法
解
釈
の
一
側
面

―
信
教
の
自
由
に

お
け
る
「
承
認
」
の
原
理
を
中
心
に
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
七
号
（
二
〇

一
五
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
信
教
の
自
由
と
合
理
的
配
慮
の
法
理

―
そ
の
多
文
化
主
義
的

擁
護
に
向
け
た
緒
論
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
国
籍
取
得
と
多
文
化
国
家
カ
ナ
ダ

―
イ
ス
ハ
ー
ク
判
決
の
位
置
付
け
と
そ
の
憲

法
問
題
」
法
政
論
叢
五
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）


