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一

は

じ

め

に

日
本
で
は
、
障
害
者
の
雇
用
保
障
に
つ
い
て
行
政
が
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て

１
）

い
る
。
職
業
指
導
や
職
業
訓
練
な
ど
の
職
業
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
で
障
害
者
本
人
の
職
業
能
力
を
高
め
る
総
合
的
支
援
を
行
い
、
一
方
で
は
授
産
施
設
や
小
規
模
作
業
所
な

ど
に
お
け
る
福
祉
的
就
労
へ
の
道
を
開
き
、
他
方
で
は
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
と

い
う
）
に
基
づ
い
て
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
使
用
者
に
一
定
割
合
で
の
障
害
者
雇
用
を
義
務
付
け
る
こ
と
で
（
一
四
条
一
項
）、
一
般

就
労
へ
の
門
戸
を
広
げ
て
い
る
。
後
者
の
制
度
は
、
こ
の
義
務
に
違
反
し
た
使
用
者
に
納
付
金
の
納
入
を
課
す
こ
と
や
（
二
六
条
）、

障
害
者
を
雇
用
し
た
使
用
者
に
助
成
金
を
給
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
効
性
を
高
め
ら
れ
て
お
り
、
障
害
者
の
実
雇
用
率
は
制
度
発
足

以
降
全
体
的
に
上
昇
傾
向
に

２
）

あ
る
。
現
行
の
障
害
者
雇
用
保
障
制
度
は
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
現
行
制
度
が
残
す
不
備
の
一
つ
と
し
て
、
就
労
後
の
障
害
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
実
効
性
の
あ
る
法
的
規
整
を
有
し
て
い
な

い
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
障
害
者
に
対
す
る
偏
見
が
少
な
か
ら
ず
残
る
今
日
、
た
と
え
採
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
障
害
者
が

労
働
条
件
に
つ
い
て
不
合
理
な
差
別
的
取
扱
い
を
受
け
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ

３
）

る
し
、
障
害
者
の
状
態
に
よ
っ
て
は
、
非
障
害

者
と
対
等
に
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
非
障
害
者
と
は
異
な
る
配
慮
が
使
用
者
に
要
請
さ
れ
る
べ
き
場
面
も
存
在

４
）

す
る
。
こ
れ
ら
の

問
題
の
解
決
は
、
障
害
者
雇
用
の
質
を
高
め
、
障
害
者
の
働
く
権
利
を
実
質
化
す
る
手
段
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
障
害
者
雇
用
促
進
法

は
障
害
者
の
採
用
や
雇
用
の
安
定
に
つ
い
て
使
用
者
に
努
力
義
務
を
課
す
の
み
で
あ
り
（
五
条
）、
障
害
者
基
本
法
も
同
様
の
趣
旨
の

理
念
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
り
（
三
条
三
項
、
一
六
条
二
項
）、
い
ず
れ
も
問
題
解
決
へ
の
決
定
的
な
法
的
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
憲
法

一
四
条
の
平
等
原
則
を
直
接
あ
る
い
は
間
接
適
用
す
る
余
地
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
が
公
序
と

し
て
成
立
し
て
い
る
と
判
断
し
た
裁
判
例
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
。
仮
に
成
立
し
て
い
る
と
言
え
た
と
し
て
も
、
障
害
者
が
非
障
害
者
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と
比
較
し
て
何
ら
か
の
能
力
的
不
利
を
有
し
、
非
障
害
者
に
は
不
要
な
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
い
か
に
評
価

す
る
か
と
い
う
困
難
な
課
題
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

諸
外
国
に
は
、
障
害
者
の
就
労
環
境
の
確
保
を
目
指
す
様
々
な
法
的
規
整
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
障
害
者

差
別
禁
止
法
（D

isa
b
ility

 
D
iscrim

in
a
tio
n
 
A
ct
1995

、
以
下
「
Ｄ
Ｄ
Ａ
」
と
い
う
）
が
規
定
す
る
「
調
整
義
務
」
と
い
う
概
念
が
あ

る
。
こ
の
概
念
は
、
障
害
者
が
非
障
害
者
と
比
較
し
て
契
約
条
件
や
職
場
環
境
か
ら
不
利
益
を
受
け
て
い
る
場
合
に
、
合
理
的
な
範
囲

で
こ
の
不
利
益
を
除
去
す
る
こ
と
を
使
用
者
に
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
Ｄ
Ｄ
Ａ
は
こ
の
義
務
の
不
履
行
を
禁
止
の
対
象
と
な
る
差

別
と
し
て
位
置
付
け
、
障
害
者
と
非
障
害
者
と
の
機
会
均
等
を
実
現
す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て

５
）

い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
千
葉
県
に

お
い
て
制
定
が
試
み
ら
れ
て
い
る
「
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
暮
ら
し
や
す
い
千
葉
県
づ
く
り
条
例
」
の
条
例
案
が
、
障
害
を

理
由
と
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
の
禁
止
を
規
定
し
た
う
え
、
十
六
条
に
お
い
て
「
障
害
の
あ
る
人
が
障
害
の
な
い
人
と
実
質
的
に
同
等

の
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
合
理
的
な
配
慮
に
基
づ
く
措
置
を
行
わ
な
い
こ
と
も
ま
た
差
別
で
あ
る
と
の
認
識

に
立
ち
、
当
該
差
別
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
合
理
的
な
配
慮
に
基
づ
く
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
調

整
義
務
の
概
念
に
類
似
す
る
内
容
を
定
め
て
い
る
。
条
例
案
の
概
念
は
主
に
行
政
に
よ
る
救
済
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
平
等
原

則
を
掲
げ
な
が
ら
障
害
者
の
就
労
環
境
の
確
保
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
課
題
を
有
す
る
日
本
に
と
り
、
調
整
義
務
の
概
念
を
活
用
す
る

可
能
性
の
広
が
り
を
示
す
も
の
と
い
え

６
）

よ
う
。

調
整
義
務
の
概
念
が
障
害
者
の
就
労
環
境
の
改
善
に
資
す
る
こ
と
に
疑
い
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
使
用

者
が
講
じ
る
べ
き
調
整
措
置
の
範
囲
で
あ
る
。
障
害
者
に
必
要
な
調
整
措
置
を
す
べ
て
行
う
こ
と
は
望
ま
し
い
が
、
調
整
措
置
は
障
害

者
に
対
す
る
一
種
の
優
遇
措
置
で
あ
り
、
そ
の
実
施
に
非
障
害
者
に
対
し
て
は
不
要
な
負
担
が
使
用
者
に
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
使
用
者
に
こ
れ
を
義
務
付
け
る
範
囲
に
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
前
掲
の
条
例
案
も
十
七
条
に
お
い
て
「
合
理
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的
な
配
慮
に
基
づ
く
措
置
を
行
う
こ
と
が
過
重
な
負
担
に
な
る
場
合
」
に
は
十
六
条
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
も
っ
と

も
、
こ
の
点
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
は
、
こ
の
義
務
を
骨
抜
き
に
す
る
意
味
を
有
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
要
請
を
調

和
さ
せ
る
視
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
問
題
意
識
の
下
に
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
調
整
義
務
が
使
用
者
に
求
め
る
障
害
者
の
就
労
環
境
に
対
す
る
調
整
措
置
の
範
囲

を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
Ｄ
Ｄ
Ａ
に
お
け
る
調
整
義
務
の
位
置
付
け
と
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
議
論
の
所
在
を

明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
概
念
が
使
用
者
に
義
務
付
け
る
調
整
措
置
の
範
囲
を
分
析
し
、
使
用
者
が
講
じ
る
べ
き
調
整
措
置
の

範
囲
と
障
害
者
雇
用
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
視
点
を
検
討
す
る
。
最
後
に
、
以
上
の
検
討
が
日
本
に
お
け
る
障
害
者
の
就
労
環
境
の
確

保
に
つ
い
て
提
示
す
る
論
点
を
示
す
こ
と
に
し

７
）

た
い
。

二

調
整
義
務
の
概
要

1

調
整
義
務
の
位
置
付
け

Ｄ
Ｄ
Ａ
三
Ａ
条
二
項
は
、
使
用
者
が
障
害
者
と
の
関
係
に
お
い
て
負
う
合
理
的
な
調
整
を
講
じ
る
義
務
（d

u
ty
 
to
 
m
a
k
e
 
rea

so
n
-

a
b
le a

d
ju
stm

en
ts

）
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
、
当
該
障
害
者
を
差
別
し
た
も
の
と
す
る
。
Ｄ
Ｄ
Ａ
は
、
他
に
障
害
を
理
由
と
す
る

直
接
差
別
（d

irect

８
）

d
iscrim

in
a
tio
n

）
お
よ
び
障
害
に
関
連
す
る
事
由
に
基
づ
く
（fo

r a
 
rea

so
n
 
w
h
ich
 
rela

tes to
 
th
e d

isa
b
led

 
p
erso

n
’s d

isa
b
ility

）

９
）

差
別
を
禁
止
の
対
象
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
複
数
の
差
別
概
念
を
組
み
合
わ
せ
て
障
害
者
の
機
会
均
等
の
実
現

を
図
っ
て

10
）

い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
異
な
る
差
別
概
念
で
あ
る
が
、
使
用
者
が
障
害
に
関
連
す
る
事
由
に
基
づ
く
差
別
を
正
当
化
し
よ

う
と
す
る
場
合
、
同
時
に
調
整
義
務
を
負
う
場
合
に
は
こ
れ
が
履
行
済
み
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
（
Ｄ
Ｄ
Ａ
三
Ａ
条
六

項
）、
調
整
義
務
の
概
念
は
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
差
別
禁
止
枠
組
み
に
お
い
て
複
数
の
差
別
概
念
に
関
連
す
る
中
核
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
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調
整
義
務
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
四
Ａ
条
一
項
は
、
⒜
使
用
者
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
使
用
者
の
た
め
に
適
用
さ
れ
る
規
定
（p

ro
v
i-

sio
n

）、
基
準
（criterio

n

）
ま
た
は
取
扱
い
（p

ra
ctice

）、
も
し
く
は
⒝
使
用
者
が
占
有
し
て
い
る
建
物
の
物
理
的
な
特
徴
（p

h
y
sica

l
 

fea
tu
re

）
が
、
当
該
障
害
者
に
対
し
て
障
害
者
で
な
い
者
と
比
較
し
て
実
質
的
な
（su

b
sta
n
tia
l

）
不
利
益
を
与
え
て
い
る
場
合
、
使

用
者
は
、
当
該
事
件
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
規
定
、
基
準
ま
た
は
取
扱
い
、
お
よ
び
特
徴
が
こ
の
効
果
を
有
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
講
じ
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
措
置
を
講
じ
る
義
務
を
負
う
こ
と
を
規
定
す
る
。
条
文
の
前
半
部
分
は
調
整
義
務
の
発
生
要
件
、

後
半
部
分
は
発
生
し
た
調
整
義
務
に
基
づ
い
て
講
じ
ら
れ
る
調
整
措
置
の
合
理
性
の
要
件
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
本
稿
が
検
討
課

題
と
す
る
使
用
者
が
講
じ
る
べ
き
調
整
措
置
の
範
囲
お
よ
び
限
度
の
問
題
は
、
主
に
後
者
の
要
件
の
解
釈
に
関
連
す
る
た
め
、
こ
こ
で

は
以
降
の
議
論
を
進
め
る
た
め
に
必
要
な
限
り
で
、
前
者
の
要
件
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

2

調
整
義
務
の
発
生
要
件

Ｄ
Ｄ
Ａ
四
条
一
項
に
規
定
さ
れ
る
調
整
義
務
の
発
生
要
件
は
、
①
障
害
者
が
、
②
非
障
害
者
と
比
較
し
て
実
質
的
な
不
利
益
を
受
け

て
お
り
、
③
こ
の
不
利
益
が
使
用
者
に
よ
る
「
規
定
、
基
準
ま
た
は
取
扱
い
」
や
「
物
理
的
な
特
徴
」
か
ら
生
じ
て
い
る
場
合
、
と
い

う
要
件
に
細
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
要
件
の
内
容
は
、
後
述
す
る
調
整
措
置
の
合
理
性
の
問
題
と
同
様
に
、
審
判
所
・
裁
判
所

の
判
断
の
ほ
か
、
法
律
で
は
な
い
が
こ
れ
ら
の
判
断
に
影
響
力
を
有

11
）

す
る
、
障
害
者
人
権
委
員
会
（D

isa
b
ility R

ig
h
ts C

o
m
m
issio

n

）

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
雇
用
お
よ
び
職
業
に
関
す
る
行
為
準
則
（C

o
d
e o

f P
ra
ctice,

E
m
p
lo
y
m
en
t a
n
d O

ccu
p
a
tio
n

、
以
下
「
行
為

準
則
」
と
い
う
）
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
併
せ
て
分
析
の
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
調
整
措
置
の
適
用
を
受
け
る
障
害
者
の
意
味
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
一
条
は
、
通
常
の
日
常
生
活
を
行
う
能
力
に
対
し
て
、
実

質
的
か
つ
長
期
的
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
身
体
的
あ
る
い
は
精
神
的
な
損
傷
を
障
害
と
定
義
し
、
こ
れ
を
有
す
る
者
を
障
害
者
と
規
定
す
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る
。
こ
の
障
害
の
概
念
は
、
身
体
障
害
を
は
じ
め
、
知
的
障
害
や
精
神
障
害
も
含
む
概
念
で
あ
り
、
過
去
に
障
害
を
有
し
て
い
た
こ
と

を
理
由
と
す
る
差
別
も
禁
止
の
対
象
と
な
る
（
Ｄ
Ｄ
Ａ
二
条
）。
障
害
概
念
を
構
成
す
る
各
要
件
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
三
年
の

改
正
以
前
の
Ｄ
Ｄ
Ａ
を
基
礎
と
し
て
い
る
が
、「
障
害
の
定
義
に
関
連
す
る
問
題
の
判
断
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指

針
（G

u
id
a
n
ce o

n m
a
tters to b

e ta
k
en in

to d
eterm

in
in
g q

u
estio

n
s rela

tin
g to th

e d
efin

itio
n o

f d
isa
b
ility

）」
が
判
断
基
準

を
提
供
し
て
い
る

12
）

ほ
か
、
審
判
例
・
裁
判
例
に
お
い
て
展
開
が
見
ら
れ
る
。

次
に
こ
の
障
害
者
が
被
る
不
利
益
は
、「
実
質
的
な
」
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
文
言
に
つ
い
て
行
為
準
則
五
・
一
一
は
、

不
利
益
が
実
際
に
発
生
し
て
い
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
程
度
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
重
要
性
の
低
い
あ
る
い
は
さ
さ
い
な
も
の
で
な
い

こ
と
（m

in
o
r o

r triv
ia
l

）
を
証
明
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
規
定
し
て
お
り
、
不
利
益
の
程
度
が
非
常
に
重
大
で
あ
る
こ

と
ま
で
は
要
求
し
て
い
な
い
。
こ
の
不
利
益
は
、
当
然
障
害
者
の
障
害
に
関
連
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
使
用
者

に
こ
の
因
果
関
係
を
積
極
的
に
否
定
す
る
責
任
が
課
さ
れ
て

13
）

お
り
、
障
害
者
側
の
立
証
責
任
は
重
く
な
い
。

そ
し
て
こ
の
不
利
益
の
原
因
が
、「
規
定
、
基
準
ま
た
は
取
扱
い
」
お
よ
び
「
物
理
的
な
特
徴
」
に
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に

な
る
。「
規
定
、
基
準
ま
た
は
取
扱
い
」
に
は
、
採
用
条
件
や
昇
進
対
象
者
を
決
定
す
る
た
め
の
試
験
の
実
施
方
法
や
解
雇
要
件
な
ど
、

障
害
者
の
処
遇
に
影
響
を
与
え
る
様
々
な
契
約
や
労
働
条
件
な
ど
の
取
り
決
め
（a

rra
n
g
em
en
ts

）
が
（
行
為
準
則
五
・
八
）、「
物
理

的
な
特
徴
」
に
は
、
一
時
的
か
永
続
的
か
を
問
わ
ず
、
建
物
を
構
成
す
る
デ
ザ
イ
ン
や
構
造
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
物
理
的
な
要
素
が
含
ま

れ
る
（
Ｄ
Ｄ
Ａ
一
八
Ｄ
条
二
項
、
行
為
準
則
五
・
九
）。
行
為
準
則
は
前
者
の
具
体
例
と
し
て
、
貧
血
症
に
よ
る
痛
み
と
疲
労
の
た
め
に

長
時
間
労
働
が
困
難
な
女
性
に
対
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
要
件
や
、
移
動
す
る
能
力
に
障
害
の
あ
る
女
性
に
対
す
る
上
級
管
理
者
の
み

に
職
場
近
く
の
駐
車
場
の
利
用
を
認
め
る
取
り
決
め
を
、
後
者
の
具
体
例
と
し
て
、
聴
覚
障
害
者
に
対
す
る
オ
ー
プ
ン
プ
ラ
ン
の
職
場

や
、
視
覚
障
害
者
に
対
す
る
通
路
に
設
置
さ
れ
た
透
明
な
ガ
ラ
ス
の
ド
ア
を
あ
げ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
調
整
義
務
が
発
生
す
る
が
、
使
用
者
は
当
該
人
物
が
障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
知
る
こ

と
を
合
理
的
に
み
て
期
待
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
調
整
義
務
を
免
れ
る
（
Ｄ
Ｄ
Ａ
四
Ａ
条

14
）

三
項
）。
そ
の
た
め
障
害
者
が
確
実
に
調
整

措
置
を
受
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
身
が
障
害
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
使
用
者
に
予
め
通
知
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

3

調
整
措
置
の
具
体
例

調
整
義
務
を
負
う
使
用
者
は
、
当
該
障
害
者
が
被
る
不
利
益
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
合
理
的
な
調
整
措
置
を
講
じ
な
い

限
り
、
差
別
を
行
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
Ｄ
Ｄ
Ａ
一
八
Ｂ
条
二
項
は
、
使
用
者
の
調
整
措
置
の
実
施
に
指
針
を
与
え
る
こ
と
を
目

的
の
一
つ
と

15
）

し
て
、
次
の
よ
う
な
調
整
措
置
の
例
を
規
定
し
て
い
る
。

⒜
施
設
に
調
整
を
行
う
こ
と

⒝
障
害
者
の
職
務
の
一
部
を
他
の
従
業
員
に
配
分
す
る
こ
と

⒞
空
き
ポ
ス
ト
に
障
害
者
を
異
動
す
る
こ
と

⒟
障
害
者
の
勤
務
あ
る
い
は
教
育
訓
練
の
時
間
を
変
更
す
る
こ
と

⒠
障
害
者
を
他
の
職
場
あ
る
い
は
教
育
訓
練
の
場
所
へ
配
置
す
る
こ
と

⒡
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
検
査
あ
る
い
は
治
療
の
た
め
に
勤
務
や
教
育
訓
練
を
離
れ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と

⒢
障
害
者
を
教
育
訓
練
す
る
あ
る
い
は
障
害
者
や
そ
の
他
の
者
に
助
言
を
与
え
る
こ
と
、
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

調
整
す
る
こ
と

⒣
施
設
を
整
え
、
調
整
す
る
こ
と

⒤
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
手
引
き
書
を
修
正
す
る
こ
と
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⒥
試
験
や
評
価
の
手
続
き
を
修
正
す
る
こ
と

⒦
朗
読
者
ま
た
は
手
話
通
訳
者
を
配
置
す
る
こ
と

⒧
監
督
者
、
そ
の
他
の
補
助
を
配
置
す
る
こ
と

行
為
準
則
五
・
一
八
以
下
は
、
こ
れ
ら
の
各
項
目
ご
と
に
具
体
例
を
示
し
て
説
明
を
加
え
た
う
え
、
次
の
具
体
例
を
追
加
的
に
規
定

す
る
。

・
ど
の
よ
う
な
合
理
的
な
調
整
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
適
切
な
調
査
を
行
う
こ
と

・
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
労
働
を
認
め
る
こ
と

・
障
害
休
暇
の
取
得
を
認
め
る
こ
と

・
障
害
者
雇
用
を
援
助
す
る
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

・
障
害
者
を
援
助
す
る
た
め
の
補
助
労
働
者
を
雇
う
こ
と

・
規
律
・
苦
情
手
続
を
修
正
す
る
こ
と

・
剰
員
解
雇
対
象
者
の
選
出
基
準
を
調
整
す
る
こ
と

・
業
績
に
基
づ
く
（p
erfo

rm
a
n
ce

rela
ted

）
賃
金
支
払
い
制
度
を
修
正
す
る
こ
と

こ
れ
ら
は
例
示
列
挙
で
あ
り
、
こ
れ
ら
以
外
の
調
整
措
置
や
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
調
整
措
置
が
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
（
行
為
準
則
五
・
一
八
）。
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
「
障
害
」
は
広
が
り
の
あ
る
概
念
で
あ
り
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
は
多
様
な
問

題
状
況
を
含
む
。
調
整
義
務
の
程
度
も
、
障
害
者
が
被
用
者
か
あ
る
い
は
採
用
応
募
予
定
者
か
、
現
在
の
被
用
者
か
以
前
勤
め
て
い
た

者
か
な
ど
、
当
該
障
害
者
を
と
り
ま
く
事
実
関
係
に
依
存
す
る
た
め
（
行
為
準
則
五
・
六
）、
調
整
義
務
を
負
う
使
用
者
は
、
障
害
者
が

一
般
に
必
要
と
す
る
と
予
想
さ
れ
る
措
置
を
講
じ
て
も
こ
の
義
務
の
不
履
行
を
免
れ
ず
、
当
事
者
で
あ
る
障
害
者
に
と
っ
て
何
が
合
理
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的
な
調
整
措
置
で
あ
る
か
を
事
案
ご
と
に
検
討
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
合
理
性
の
要
件
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る

か
が
、
調
整
措
置
の
範
囲
を
画
定
す
る
意
味
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

三

調
整
措
置
の
合
理
性

1

合
理
性
の
判
断
要
素

調
整
義
務
は
使
用
者
の
義
務
で
あ
り
、
使
用
者
は
こ
れ
に
か
か
る
費
用
を
障
害
者
に
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
（
行
為
準
則

五
・
三
九
）、
講
じ
る
べ
き
具
体
的
な
調
整
措
置
を
障
害
者
が
主
張
し
て
い
な
く
て
も
調
整
義
務
を
免
れ

16
）

な
い
。
逆
に
障
害
者
が
、
講

じ
る
べ
き
具
体
的
な
調
整
措
置
を
主
張
し
た
場
合
に
は
、
使
用
者
は
こ
れ
が
不
利
益
を
減
少
さ
せ
る
合
理
的
な
措
置
で
あ
る
か
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
行
為
準
則
五
・
二
四
）。
使
用
者
が
、
調
整
措
置
の
合
理
性
を
判
断
す
る
と
き
に
特
に
検
討
す
べ
き
事
項
と
し

て
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
一
八
Ｂ
条
一
項
は
次
の
七
項
目
を
規
定
す
る
。

⒜
措
置
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
不
利
な
効
果
を
防
ぐ
程
度

⒝
使
用
者
が
当
該
措
置
を
実
施
可
能
な
程
度

⒞
措
置
の
実
施
が
使
用
者
に
与
え
る
財
政
そ
の
他
の
負
担
お
よ
び
使
用
者
の
活
動
を
阻
害
す
る
程
度

⒟
使
用
者
の
財
産
そ
の
他
の
財
源
の
規
模

⒠
措
置
の
実
施
に
関
し
て
使
用
者
が
利
用
で
き
る
財
政
そ
の
他
の
援
助

⒡
使
用
者
の
企
業
活
動
の
性
質
お
よ
び
企
業
の
規
模

⒢
調
整
措
置
が
個
人
の
家
屋
に
対
し
て
行
わ
れ
る
場
合
、
家
屋
を
損
壊
す
る
程
度
、
そ
の
居
住
者
に
対
し
て
迷
惑
を
か
け
る
程
度

行
為
準
則
は
、
こ
れ
ら
の
各
項
目
ご
と
に
具
体
的
な
検
討
例
を
指
摘
す
る
ほ
か
、
同
五
・
四
二
に
お
い
て
、
状
況
に
応
じ
て
考
慮
す
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べ
き
要
素
と
し
て
調
整
措
置
が
他
の
被
用
者
に
及
ぼ
す
影
響
、
他
の
障
害
者
に
対
し
て
講
じ
ら
れ
た
調
整
措
置
、
調
整
措
置
に
対
し
て

障
害
者
が
協
力
的
で
あ
る
程
度
を
規
定
す
る
。

Ｄ
Ｄ
Ａ
一
八
Ｂ
条
一
項
に
列
挙
さ
れ
た
事
項
は
、
特
に
検
討
す
べ
き
事
項
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
列
挙
さ
れ
て
い
な
い

事
項
と
の
判
断
要
素
と
し
て
の
優
劣
関
係
を
規
定
す
る
条
文
は
Ｄ
Ｄ
Ａ
に
存
在
し
な
い
。
同
様
に
、
列
挙
さ
れ
た
事
項
相
互
間
の
優
劣

関
係
を
規
定
す
る
も
の
も
無
い
た
め
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
を
見
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
調
整
措
置
の
合
理
性
の
判
断
に
お
け
る
例
示
的
な
判

断
要
素
で
あ
り
、
当
該
事
件
の
事
実
関
係
を
総
合
判
断
し
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
合
理
性
の
検
討
指
針
を
規
定
す
る
行
為
準
則
五
・
二
七
に
、
判
断
要
素
と
し
て
の
性
質
に
応
じ
た
重
要
性
の
違
い
を
示
唆

す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
行
為
準
則
五
・
二
七
は
、
合
理
性
の
判
断
に
あ
た
り
、
第
一
に
調
整
措
置
の
有
効
性
と
実
行
可
能

性
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
調
整
措
置
に
か
か
る
費
用
や
そ
れ
を
講
じ
る
た
め
に
利
用
可

能
な
財
源
な
ど
の
金
銭
的
側
面
が
全
体
的
に
検
討
さ
れ
、
同
時
に
行
為
準
則
が
規
定
す
る
そ
の
他
の
判
断
要
素
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き

も
の
と
規
定
す
る
。
右
に
記
述
し
た
Ｄ
Ｄ
Ａ
一
八
Ｂ
条
一
項
の
検
討
要
素
に
は
、
障
害
者
の
障
害
を
軽
減
さ
せ
る
程
度
に
関
連
す
る
⒜

と
、
調
整
措
置
に
か
か
る
費
用
や
企
業
の
財
政
規
模
な
ど
の
主
に
使
用
者
側
の
経
済
的
事
情
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
⒝
〜
⒡
が
含
ま
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
経
済
的
要
素
に
関
す
る
条
項
は
前
者
よ
り
も
二
次
的
な
判
断
要
素
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
と
評
価
で
き
よ
う
。

2

合
理
性
の
判
断
枠
組
み

1

使
用
者
が
負
う
負
担
の
評
価

Ｄ
Ｄ
Ａ
一
八
Ｂ
条
一
項
に
列
挙
さ
れ
た
判
断
要
素
や
こ
れ
を
補
足
す
る
行
為
準
則
が
、
調
整
措
置
の
効
率
性
と
使
用
者
側
の
負
担
の
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比
較
を
合
理
性
検
討
の
基
礎
に
置
く
よ
う
に
、
調
整
措
置
の
合
理
性
の
判
断
に
お
け
る
基
本
的
な
判
断
要
素
の
一
つ
は
、
調
整
措
置
を

講
じ
る
こ
と
に
よ
り
使
用
者
が
被
る
負
担
の
程
度
で
あ
る
。
一
般
に
差
別
禁
止
法
に
お
い
て
は
、
経
済
的
負
担
の
増
大
を
理
由
と
す
る

差
別
の
正
当
化
は
否
定
的
に
理
解
さ
れ
て
い

17
）

る
が
、
こ
れ
ら
と
は
対
照
的
に
障
害
者
に
対
す
る
不
利
益
を
使
用
者
の
経
済
状
態
を
理
由

に
合
理
化
で
き
る
枠
組
み
を
明
確
に
採
用
し
た
こ
と
は
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
に
特
徴
的
で
あ
る
。
調
整
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
差
別
の
概

念
は
、
調
整
措
置
の
実
施
主
体
の
財
政
状
態
に
よ
っ
て
変
化
す
る
相
対
的
な
概
念
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

調
整
措
置
の
実
施
に
あ
た
り
使
用
者
が
負
う
べ
き
人
的
・
物
的
な
負
担
の
限
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
き
に
考
慮
す
べ
き
要
素
と
し

て
、
行
為
準
則
が
使
用
者
の
財
産
そ
の
他
の
資
源
の
規
模
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
行
為
準
則
五
・
三
六

も
、
財
政
的
基
盤
が
小
さ
い
こ
と
を
理
由
に
調
整
義
務
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
つ
つ
、
財
政
的
基
盤
が
充
実
し
て
い
る
使
用
者

ほ
ど
調
整
措
置
に
多
く
の
費
用
を
か
け
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
規
定
す
る
。

だ
が
他
方
で
、
被
用
者
の
経
験
と
専
門
性
が
使
用
者
に
対
し
て
有
す
る
価
値
も
負
担
の
限
度
を
決
定
す
る
際
に
考
慮
す
べ
き
要
素
と

し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
行
為
準
則
五
・
三
二
）。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
使
用
者
に
よ
っ
て
当
該
個
人
に
対
し
て
投
下
さ
れ
た
教
育
訓

練
な
ど
の
資
源
の
量
、
被
用
者
の
勤
続
期
間
、
被
用
者
の
技
術
お
よ
び
知
識
の
レ
ベ
ル
、
被
用
者
の
顧
客
と
の
関
係
の
質
、
被
用
者
の

賃
金
水
準
が
規
定
さ
れ
（
行
為
準
則
五
・
三
三
）、
項
を
分
け
て
当
該
被
用
者
が
そ
の
後
長
期
的
に
勤
務
す
る
予
定
で
あ
る
か
と
い
う
判

断
要
素
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
行
為
準
則
五
・
三
四
）。
Ｄ
Ｄ
Ａ
が
結
果
の
平
等
を
目
指
す
法
律
で
は
な
い
以
上
、
職
業
能
力
や
勤
続
状

況
な
ど
の
要
素
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
は
こ
れ
を
調
整
義
務
の
発
生
要
件
で
は
な
く
、
使
用
者
が
負
う
べ
き
負

担
の
軽
重
を
判
断
す
る
バ
ラ
ン
ス
判
断
の
要
素
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
枠
組
み
は
、
不
利
益
を
被
る
あ
ら
ゆ
る
障
害
者

に
調
整
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
可
能
性
を
認
め
、
諸
事
実
を
証
明
し
て
調
整
措
置
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
責
任
を
使
用
者
に

負
わ
せ
る
も
の
と
い
え
る
。
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右
の
バ
ラ
ン
ス
判
断
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
使
用
者
に
ほ
と
ん
ど
負
担
が
か
か
ら
な
い
調
整
措
置
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
の
人
的
要

素
を
厳
密
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
合
理
性
が
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
行
為
準
則
五
・
三
九
は
、
障
害
者
が
自
前
の
障
害
補

助
器
具
を
職
場
に
持
ち
込
む
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
の
実
施
に
特
別
な
投
資
が
不
要
で
あ
る
点
で
合
理
的
な
調
整
措
置
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
外
部
か
ら
補
助
金
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
派
遣
な
ど
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
も
、
使
用
者
の
コ
ス
ト
負
担
の

主
張
は
説
得
力
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
行
為
準
則
が
活
用
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
制
度
と
し
て
、
職
業
ア
ク
セ

ス
制
度
（A

ccess to
 
W
o
rk

）
が
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
行
政
が
使
用
者
に
対
し
て
建
物
や
設
備
、
就
業
環
境
の
整
備
の
た
め
に
必
要

な
費
用
を
一
定
額
補
助
し
た
り
、
障
害
者
が
就
業
な
ど
に
必
要
な
手
話
通
訳
者
や
労
働
者
な
ど
の
介
助
者
を
利
用
す
る
際
に
補
助
を
提

供
し
た
り
す
る
な
ど
、
労
使
に
対
す
る
様
々
な
行
政
援
助
を
設
け
て

18
）

い
る
。
調
整
義
務
は
使
用
者
に
負
担
を
要
請
す
る
概
念
で
あ
る
た

め
、
こ
れ
の
導
入
時
に
職
業
ア
ク
セ
ス
制
度
が
負
っ
て
い
た
負
担
は
使
用
者
に
転
嫁
さ
れ
た
と
し
て
同
制
度
の
存
在
意
義
が
問
わ
れ

19
）

た
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
ら
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
調
整
義
務
と
の
関
係
に
お
い
て
見
た
場
合
、
使
用
者
の
負
担
を
軽
減

す
る
こ
の
制
度
は
、
障
害
者
が
受
け
ら
れ
る
調
整
措
置
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
調
整
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
差

別
の
概
念
の
相
対
性
を
緩
和
し
、
障
害
者
間
の
公
平
を
担
保
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

2

契
約
内
容
と
調
整
措
置
の
範
囲

調
整
措
置
が
不
利
益
を
除
去
す
る
程
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ

が
障
害
者
を
優
遇
す
る
程
度
を
高
め
る
こ
と
が
、
特
定
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
保
護
は
均
等
待
遇
の
実
現
と
一
般
に
相
容
れ
な
い
と
い

う
差
別
禁
止
法
の
基
本
理
解
か
ら
逸
脱
す
る
程
度
を
高
め
る
の
は
確
か
で
あ
る
し
、
障
害
者
と
契
約
を
通
じ
て
権
利
義
務
関
係
を
構
成

す
る
使
用
者
に
、
こ
の
合
意
の
内
容
を
超
え
る
調
整
措
置
の
実
施
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
法
的
に
可
能
で
あ
る
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
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ろ
で
あ
ろ
う
。
非
障
害
者
の
雇
用
に
は
存
在
し
な
い
リ
ス
ク
を
ど
こ
ま
で
義
務
的
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
前
述
の

実
際
的
な
限
界
に
関
す
る
議
論
と
は
別
の
観
点
か
ら
、
当
該
障
害
者
と
使
用
者
と
の
関
係
に
応
じ
て
使
用
者
が
義
務
付
け
ら
れ
る
調
整

措
置
の
範
囲
に
つ
い
て
法
的
限
界
が
存
在
す
る
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
義
務
付
け
ら
れ
る
調
整
措
置
の
範
囲
が
業
務
に
関
連
す
る
（jo

b
rela

ted

）
も
の
に
限
定
さ
れ
る
と
理
解
し
た

K
en
n
y v H

a
m
p
sh
ire

20
）

C
o
n
sta
b
u
la
ry

が
あ
る
。
脳
性
小
児
麻
痺
の
た
め
に
排
尿
時
に
介
助
者
が
必
要
な
障
害
者
に
こ
れ
を
配
置
し

な
か
っ
た
こ
と
が
調
整
義
務
の
不
履
行
に
該
当
す
る
か
が
争
わ
れ
た
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
雇
用
上
訴
審
判
所
（E

m
p
lo
y
m
en
t

 
A
p
p
ea
l T

rib
u
n
a
l

）
は
、
障
害
者
が
用
意
し
た
介
助
者
の
利
用
を
援
助
す
る
こ
と
は
調
整
措
置
に
該
当
す
る
と
判
断
す
る
一
方
で
、

排
尿
と
い
う
業
務
と
関
連
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
介
助
者
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
個
人
的
な
必
要
性
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
義
務
の

不
履
行
を
否
定

21
）

し
た
。
も
っ
と
も
こ
の
審
判
例
が
根
拠
と
し
た
旧
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
条
文
の
文
言
は
改
正
法
に
お
い
て
削
除
さ
れ
て

22
）

お
り
、
今

日
同
様
の
論
理
が
採
用
可
能
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

こ
の
争
点
に
関
す
る
裁
判
所
の
立
場
を
明
確
に
し
たA

rch
ib
a
ld v F

ife C
o
u
n
cil

貴
族
院
（H

o
u
se o

f L
o
rd
s

）
判

23
）

決
は
、
調
整

措
置
の
範
囲
を
比
較
的
広
く
理
解
し
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
判
断
を
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
、
手
術
の
後
遺
症
で
歩
行
困
難
に

な
っ
た
た
め
に
現
在
の
仕
事
で
あ
る
道
路
清
掃
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
に
解
雇
さ
れ
た
者
が
、
調
整
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
差

別
を
訴
え
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
申
立
人
が
勤
務
し
て
い
た
清
掃
業
は
最
低
の
グ
レ
ー
ド
に
格
付
け
ら
れ
て
お
り
、
グ
レ
ー
ド

の
上
昇
を
意
味
す
る
そ
の
他
の
職
へ
の
配
転
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
の
能
力
主
義
制
度
（m

erit sy
stem

）
に
基
づ
い
て
面
接
試
験
に

合
格
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
被
申
立
人
は
申
立
人
に
対
し
て
三
ヶ
月
程
度
教
育
訓
練
を
行
っ
た
が
申
立
人
は
面
接
に
合

格
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
申
立
人
が
競
争
面
接
を
免
除
す
る
な
ど
の
調
整
措
置
を
被
申
立
人
に
要
求
し
て
い
た
。

こ
の
事
実
に
お
い
て
民
事
上
級
裁
判
所
（C

o
u
rt o

f S
essio

n

）
は
、
当
該
雇
用
の
業
務
遂
行
に
お
い
て
障
害
者
が
不
利
益
を
被
り
、
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こ
の
不
利
益
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
使
用
者
は
調
整
義
務
を
負
う
と
し
た
う
え
で
、
歩
行
困
難
な
申
立
人
が
歩
行
が
必

要
な
清
掃
業
務
に
お
い
て
被
る
不
利
益
を
減
少
さ
せ
る
調
整
措
置
は
存
在
せ
ず
、
当
該
雇
用
の
性
質
を
本
質
的
に
変
化
さ
せ
る
他
の
雇

用
へ
の
異
動
は
契
約
の
範
囲
を
超
え
る
過
剰
な
優
遇
措
置
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
調
整
義
務
の
発
生
を
否
定

24
）

し
た
。
こ
の
調
整
措
置

の
範
囲
に
関
す
る
議
論
は
、「
合
理
的
な
便
宜
を
講
じ
た
と
し
て
も
、
当
該
職
務
の
本
質
的
な
機
能
（essen

tia
l fu

n
ctio

n
s

）
を
遂
行

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
は
」
こ
の
よ
う
な
義
務
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令
の
立
場
と
基
本
的
に
共
通
す
る
も
の

で

25
）

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
貴
族
院
は
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
に
お
け
る
差
別
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
基
本
的
視
点
を
提
示
し
て
、
こ
れ
と
異
な
る

立
場
を
採
用
し
た
。

Ｄ
Ｄ
Ａ
は
性
差
別
禁
止
法
（S

ex
 
D
iscrim

in
a
tio
n A

ct

）
や
人
種
関
係
法
（R

a
ce R

ela
tio
n
s A

ct

）
と
は
異
な
り
、
障
害
者
を
援

助
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
障
害
者
で
な
い
者
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
。
Ｄ
Ｄ

Ａ
は
、
障
害
者
と
障
害
者
で
な
い
者
と
の
間
の
取
扱
い
の
差
異
を
根
拠
の
な
い
も
の
と
は
み
て
お
ら
ず
、
逆
に
同
様
に
取
扱
う
こ
と
を

期
待
し
て
い
な
い
。
調
整
義
務
は
、
障
害
に
起
因
す
る
不
利
な
影
響
を
除
く
た
め
に
障
害
者
を
有
利
に
扱
う
こ
と
を
使
用
者
に
要
求
す

る
義
務
で
あ
り
、
必
然
的
に
積
極
的
差
別
（p

o
sitiv

e d
iscrim

in
a
tio
n

）
の
基
準
を
伴
う
。」

こ
の
判
示
部
分
は
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
は
他
の
差
別
禁
止
法
と
は
異
な
る
解
釈
基
準
の
下
に
あ
り
、
同
法
に
お
い
て
は
障
害
者
を
優
遇
す
る
積

極
的
差
別
が
均
等
待
遇
達
成
の
た
め
の
基
本
理
念
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
い
え
る
。
貴
族
院
は
こ
の
論
理
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
差
別
の
有
無
を
判
定
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
比
較
対
象
者
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
民
事
上
級
裁
判
所
と
は
異
な
る
考
え
方
を
導

き
、
調
整
義
務
の
範
囲
を
同
裁
判
所
よ
り
も
広
く
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
民
事
上
級
裁
判
所
の
判
断
は
、
比
較
対
象
者
と
の
間
に
存
在

す
る
格
差
を
是
正
す
る
こ
と
を
調
整
義
務
の
役
割
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
比
較
対
象
者
は
、
能
力
を
含
め
て
「
似
た
者
同
士
（lik

e
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 w
ith
 
lik
e

）」
で
あ
る
必
要
は
な

26
）

い
が
、
少
な
く
と
も
雇
用
契
約
の
本
質
が
共
通
す
る
者
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
こ
の
比
較
対

象
者
を
超
え
て
優
遇
す
る
調
整
措
置
を
義
務
的
で
は
な
い
過
剰
な
優
遇
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
貴
族
院
は
、
比
較
対
象

者
と
の
格
差
を
是
正
す
る
と
い
う
視
点
は
引
き
継
ぐ
も
の
の
、
右
の
観
点
か
ら
Ｄ
Ｄ
Ａ
に
は
比
較
対
象
者
を
限
定
す
る
条
文
が
な
い
こ

と
を
ふ
ま
え
て
、
調
整
義
務
に
お
け
る
比
較
対
象
者
は
被
差
別
者
と
の
雇
用
契
約
の
本
質
が
共
通
す
る
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
な
い
よ
り

緩
や
か
な
概
念
で
あ
っ
て
、
契
約
の
範
囲
外
の
職
へ
の
配
転
や
、
競
争
面
接
試
験
の
免
除
、
現
在
よ
り
も
や
や
上
級
の
職
へ
の
配
転
な

ど
の
措
置
も
こ
の
緩
や
か
な
比
較
対
象
者
と
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
に
法
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
措
置
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
貴
族

院
の
論
理
は
、
合
理
性
の
要
件
と
い
う
限
定
を
付
け
る
も
の
の
、
こ
れ
に
反
し
な
い
限
り
、
使
用
者
に
想
定
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
調
整
措

置
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｃ
指
令
の
基
本
理
解
に
止
ま
ら
な
い
役
割
を
調
整
義
務
に
求
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
論
理
は
、
他
面
で
は
、
調
整
措
置
を
講
じ
て
も
十
分
に
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
調
整
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場

合
に
差
別
の
成
立
を
認
め
る
か
否
か
の
理
解
に
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
他
の
差
別
禁
止
法
で
行
わ
れ
て
い
る
同
程
度
の
職
業
能
力

を
有
す
る
者
同
士
の
比
較
を
放
棄
し
た
こ
と
は
、
障
害
者
の
職
業
能
力
が
非
障
害
者
よ
り
も
劣
っ
た
と
し
て
も
差
別
が
成
立
し
う
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
調
整
措
置
に
よ
っ
て
十
分
に
職
務
を
こ
な
せ
る
程
度
ま
で
職
業
能
力
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
使
用
者
は

こ
れ
の
実
行
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
調
整
措
置
の
合
理
性
判
断
に
お
け
る
障
害
者
の
職
業
能
力
に
関
す
る

要
素
も
、
行
為
準
則
に
お
い
て
使
用
者
の
財
政
状
態
と
の
関
係
で
そ
の
重
要
性
を
増
減
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
業
務
遂
行
可
能

性
の
判
断
要
素
と
し
て
の
重
要
性
は
そ
の
分
薄
め
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
視
点
は
、
事
故
で
障
害
を
負
っ
た
た
め
に
現
職
で
あ
る
事
務

員
で
働
く
こ
と
が
今
後
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
診
断
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
主
た
る
理
由
と
し
て
調
整
措
置
を
考
慮
せ
ず
に
退
職
さ
せ
た

こ
と
が
、
調
整
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
差
別
に
該
当
す
る
か
が
争
わ
れ
たF

u v L
o
n
d
o
n B

o
ro
u
g
h o

f

27
）

C
a
n
m
d
en

に
も
見

ら
れ
る
。
こ
の
事
件
は
、
右
の
貴
族
院
判
決
よ
り
も
前
の
事
件
で
あ
る
が
、
雇
用
上
訴
審
判
所
は
、
就
労
が
困
難
で
あ
り
、
障
害
が
回
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復
す
る
見
込
み
も
な
い
と
の
医
師
の
診
断
が
あ
っ
て
も
、
使
用
者
は
障
害
者
が
要
求
し
て
い
る
調
整
措
置
や
そ
の
他
の
調
整
措
置
に
よ

っ
て
、
障
害
に
よ
っ
て
生
じ
る
仕
事
へ
の
不
利
益
を
ど
の
程
度
軽
減
し
、
極
小
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

し
、
従
前
の
職
業
能
力
を
回
復
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
重
視
し
な
い
判
断
を
し
て
い
る
。

3

調
整
措
置
の
実
施
手
続

障
害
者
の
存
在
を
知
ら
な
い
使
用
者
は
調
整
義
務
を
負
わ
な
い
が
、
知
る
こ
と
を
合
理
的
に
み
て
期
待
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
れ
を
負

う
た
め
、
差
別
を
回
避
し
よ
う
と
す
れ
ば
障
害
者
の
存
在
を
把
握
す
る
何
ら
か
の
対
応
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
調
整

措
置
が
必
要
な
障
害
者
の
存
在
を
知
っ
た
使
用
者
は
、
合
理
的
な
調
整
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
十
全
に
行
う
た
め

に
は
予
め
当
該
障
害
者
に
関
す
る
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
右
に
論
じ
た
二
つ
の
判
断
要
素
は
、
使
用
者
と
障
害
者
の
状
態
を
ふ

ま
え
て
実
体
面
か
ら
調
整
措
置
の
合
理
性
を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
手
続
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
も
行
為
準
則
や
審
判
例

に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

障
害
者
の
存
在
を
把
握
す
る
た
め
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
従
業
員
に
障
害
の
有
無
と
そ
れ
に
よ
っ
て
被
る
不
利
益
の
内

容
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
を
行
う
よ
う
な
一
般
的
な
調
査
義
務
ま
で
は
使
用
者
に
課
さ
れ
て
い

28
）

な
い
。
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
恐

れ
る
障
害
者
に
障
害
の
内
容
を
詳
細
に
説
明
さ
せ
る
こ
と
は
酷
で
あ
り
、
使
用
者
に
対
し
て
も
労
働
者
に
障
害
の
有
無
や
そ
れ
に
よ
る

不
利
益
の
有
無
を
詳
細
に
問
う
義
務
を
課
す
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
こ
と
が
審
判
所
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
行
為
準
則
五
・
一
二
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
調
査
義
務
を
肯
定
し
な
い
ま
で
も
、
合
理
的
に
み
て
知
る
こ
と
を
期
待

で
き
な
い
と
い
う
た
め
に
は
、
使
用
者
は
障
害
者
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
た
め
に
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
す
べ
て
の
対
応
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
問
題
を
起
こ
し
た
こ
と
を
理
由
に
処
分
を
行
う
際
に
こ
れ
が
障
害
に
よ
っ
て
生

じ
た
の
か
を
説
明
す
る
機
会
を
設
け
た
り
、
障
害
や
そ
れ
に
よ
る
不
利
益
の
存
在
を
定
期
的
に
使
用
者
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

68



を
構
築
し
た
り
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
職
場
の
管
理
者
や
職
業
健
康
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（o

ccu
p
a
tio
n
a
l
 
h
ea
lth

 
a
d
v
iser

）
が
障
害
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
は
使
用
者
は
調
整
義
務
を
免
れ
ず
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
そ
の
情
報
を
入
手
す
る
制
度
を
構

築
す
べ
き
こ
と
も
指
摘
す
る
（
行
為
準
則
五
・
一
五
）。
こ
の
議
論
は
調
整
義
務
の
発
生
要
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り

使
用
者
が
得
る
認
識
の
程
度
が
合
理
性
の
判
断
要
素
と
な
る
た
め
（
行
為
準
則
五
・
六
）、
結
果
的
に
合
理
性
の
判
断
に
も
影
響
を
与
え

る
と
考
え
ら
れ
る
。

障
害
者
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、M
id S

ta
ffo
rd
sh
ire G

en
era

l H
o
sp
ita
ls N

H
S T

ru
st v

29
）

C
a
m
b
rid
g
e

に
お
い
て
、
調
整
措
置
を
講
じ
る
際
に
調
査
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
⒜
当
該
人
物
の
健
康
状
態
お
よ
び
経
過
予
想
、
⒝
障
害
が
当
該
人

物
に
与
え
る
影
響
、
⒞
障
害
が
当
該
人
物
の
職
務
上
の
義
務
を
遂
行
す
る
能
力
に
与
え
る
影
響
、
⒟
職
場
の
物
理
的
特
徴
が
当
該
人
物

お
よ
び
当
該
人
物
の
職
務
上
の
義
務
を
遂
行
す
る
能
力
に
与
え
る
影
響
、
⒠
当
該
人
物
が
被
る
不
利
益
を
減
少
あ
る
い
は
除
去
し
う
る

措
置
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
雇
用
上
訴
審
判
所
は
、
い
か
な
る
調
整
措
置
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
適
切
な
調
査
を
行
う
こ

と
は
、
合
理
的
な
調
整
措
置
を
講
じ
る
不
可
欠
の
前
提
で
あ
り
、
こ
の
調
査
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
義
務
違
反
と
し
な
い
こ
と
は
調

整
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
差
別
を
機
能
不
全
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
指
摘
し
て
、
こ
れ
を
調
整
義
務
の
必
要
的
部
分
を
構

成
す
る
と
判
断
し
て
い
る
。

3

安
全
衛
生
に
関
す
る
事
案
に
お
け
る
合
理
性
判
断

障
害
者
が
被
る
不
利
益
の
性
質
が
安
全
衛
生
に
関
わ
る
場
合
、
同
時
に
職
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
確
保
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
職

場
安
全
衛
生
法
（H

ea
lth a

n
d S

a
fety a

t W
o
rk A

ct
1974

）
の
適
用
を
受
け
る
。
同
法
は
、
使
用
者
に
合
理
的
に
み
て
実
行
可
能
な

範
囲
で
（a

s fa
r a
s rea

so
n
a
b
ly p

ra
ctica

b
le

）、
労
働
者
が
被
る
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
対
応
を
す
る
義
務
を
課
し
て
お
り
、
障
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害
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
は
同
法
に
よ
っ
て
も
対
応
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
法
は
、
基
本
的
に
民

事
責
任
を
基
礎
付
け
な
い
刑
事
法
規
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
は
い
る
が
（
四
七
条
）、
同
法
の
「
合
理
的
に
み
て
」
は
危
険
を
減
少

さ
せ
る
た
め
の
コ
ス
ト
と
生
じ
る
危
険
の
比
較
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
て
お
り
、
調
整
義
務
の
合
理
性
の
判
断
と
類
似
す
る
判
断
枠
組

み
を
採
用
し
て
い
る
こ
と

30
）

か
ら
、
こ
れ
が
要
求
す
る
対
応
措
置
の
実
質
は
、
調
整
義
務
が
要
請
す
る
そ
れ
と
事
実
上
重
複
す
る
と
い
え

よ
う
。

行
為
準
則
五
・
二
六
も
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
調
整
措
置
の
合
理
性
判
断
に
あ
た
り
、
職
場
安
全
衛
生
法
上
の
措
置
を
講
じ
る
際
に
利
用
さ
れ
る

職
場
安
全
衛
生
管
理
規
則
（M

a
n
a
g
em
en
t o
f H

ea
lth a

n
d S

a
fety a

t W
o
rk R

eg
u
la
tio
n
s
1999

）
三
条
に
規
定
さ
れ
る
リ
ス
ク
ア
セ

ス
メ
ン
ト
を
利
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
安
全
衛
生
庁
（H

ea
lth
 
a
n
d
 
S
a
fety

 
E
x
ecu

tiv
e

）
が
作
成
し
た
「
五
段
階
法
に
よ
る

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
（F

iv
e step

s to risk a
ssessm

en
t

）」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
、
①
危
害
を
発
生

さ
せ
る
原
因
を
探
し
出
す
、
②
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
、
③
リ
ス
ク
を
評
価
し
、
今
あ

る
防
止
対
策
が
適
切
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
対
策
が
必
要
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
、
④
調
査
結
果
を
記
録
す
る
、
⑤
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
見

直
し
、
必
要
に
応
じ
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
修
正
す
る
、
と
い
う
五
段
階
の
判
断
手
順
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
指
針
は
さ
ら
に
判

断
手
順
②
に
お
い
て
特
別
な
リ
ス
ク
が
あ
る
者
と
し
て
若
年
労
働
者
や
妊
産
婦
と
並
ん
で
障
害
者
を
あ
げ
、
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
特

別
な
注
意
を
行
う
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
職
場
安
全
衛
生
法
に
お
け
る
対
応
措
置
の
合
理
性
判
断
に
お
い
て
は
、
使
用
者
の
財
政
的
状
態
を
合
理
性
を
肯
定
す
る
要

素
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
Ｄ
Ｄ
Ａ
と
は
逆
に
慎
重
な
態
度
が
採
用
さ
れ
て

31
）

お
り
、
同
法
の
合
理
性
は
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
そ
れ
よ
り
も

厳
格
に
解
さ
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て

32
）

い
る
。
具
体
的
な
相
違
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
評
価
に
従
え

ば
、
障
害
者
が
被
る
不
利
益
の
内
容
が
安
全
衛
生
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
使
用
者
は
そ
の
他
の
場
合
よ
り
も
事
実
上
高
い
水
準
の
調
整

70



措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四

む
す
び
に
か
え
て

調
整
義
務
の
概
念
は
、
こ
れ
の
不
履
行
が
差
別
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
日
本
で
は
主
に
行
政
が
担
っ
て
い
る
障
害
者
雇
用
の
福
祉

的
要
素
の
一
部
を
使
用
者
が
担
う
な
ど
、
日
本
の
現
行
制
度
の
枠
組
み
と
一
致
し
な
い
点
も
少
な
く
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
の
背
景

に
あ
る
均
等
待
遇
原
則
は
日
本
で
も
共
有
さ
れ
て
お
り
、
平
行
し
て
福
祉
行
政
を
実
施
す
る
こ
と
で
効
率
性
を
増
す
概
念
で
あ
る
点
か

ら
す
る
と
、
直
接
的
に
イ
ギ
リ
ス
の
議
論
を
援
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
概
念
が
使
用
者
に
求
め
る
就
労
環
境
の
確

保
に
対
す
る
考
え
方
は
、
日
本
に
対
し
て
も
示
唆
的
な
部
分
が
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
こ
の
概
念
が
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
に
お
け
る
片
面
性
と
積
極
的
差
別
的
解
釈
を
認
め
つ
つ
、
調
整
措
置
を
均
等
待
遇

原
則
に
基
礎
付
け
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
の
枠
組
み
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
示
し
た
障
害
者
差
別
の
特
殊
性
に
対
す
る
イ
ギ
リ

ス
の
解
答
で
あ
り
、
日
本
の
法
的
枠
組
み
の
下
で
も
他
の
差
別
理
由
に
お
け
る
均
等
待
遇
を
検
討
す
る
場
合
と
は
異
な
る
解
釈
方
法
を

採
用
し
う
る
余
地
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
。
本
稿
は
主
に
イ
ギ
リ
ス
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
障
害
者
差
別
に
つ
い
て
他

の
差
別
と
は
異
な
る
法
的
枠
組
み
を
認
め
る
こ
と
は
、
他
の
国
々
に
も
見
ら
れ
る
共
通
認
識
に
な
り
つ
つ

33
）

あ
る
。

ま
た
、
調
整
義
務
が
障
害
者
の
能
力
的
不
利
を
使
用
者
が
一
定
限
度
で
許
容
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
概
念
で
あ

る
こ
と
も
新
た
な
視
点
を
提
供
し
よ
う
。
日
本
に
は
、
雇
用
契
約
締
結
後
に
私
傷
病
を
負
っ
た
事
件
で
は
あ
る
が
、
障
害
を
負
っ
て
現

在
の
業
務
を
遂
行
で
き
な
く
な
っ
た
労
働
者
に
対
し
て
、
当
該
労
働
者
が
雇
用
契
約
の
債
務
の
本
旨
を
履
行
す
る
こ
と
が
可
能
な
限
り

で
、
使
用
者
は
配
転
や
業
務
内
容
変
更
な
ど
の
措
置
を
講
じ
る
べ
き
も
の
と
す
る
判
例
が

34
）

あ
り
、
債
務
の
本
旨
の
履
行
可
能
性
が
使
用

者
の
対
応
範
囲
を
決
定
す
る
判
断
基
準
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
断
枠
組
み
は
、
使
用
者
の
財
政
的
状
態
や
障
害
者
雇
用
に
必
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要
な
設
備
の
調
整
や
職
場
介
助
者
の
配
置
に
つ
い
て
各
種
助
成
金
が
用
意
さ
れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
均
等
待
遇
原
則
に
よ
る
修
正

を
受
け
う
る
の
か
、
調
整
義
務
の
役
割
を
位
置
付
け
る
点
で
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
以
上
の
検
討
か
ら
は
、
調
整
義
務
の
概
念
が
有
す
る
課
題
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

調
整
措
置
が
一
般
的
な
均
等
待
遇
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
「
例
外
」
を
認
め
る
対
象
範
囲
を
画
定
す

る
必
要
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
稿
で
は
議
論
を
避
け
た
が
、
調
整
義
務
の
発
生
要
件
で
あ
る
障
害
概
念
に
つ
い
て
も
争
い
が
あ

り
、
誰
に
対
し
て
調
整
措
置
を
講
じ
る
義
務
を
負
う
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
行
為
準
則
五
・
七
が
、
調
整
義
務
の
不
履
行

を
理
由
と
す
る
差
別
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
法
定
の
障
害
者
の
要
件
を
厳
密
に
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
各
被
用
者
や
応
募
者
の
必

要
性
に
合
致
す
る
対
応
を
心
掛
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
截
然
と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
障
害
者
と
非

障
害
者
と
を
連
続
的
に
把
握
す
る
枠
組
み
も
あ
り
う
る
こ
と
も
検
討
の
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
調
整
措
置
の
合
理
性
は
最
終
的
に
裁
判
所
な
ど
で
判
断
さ
れ
る
複
雑
な
課
題
で
あ
り
、
講
じ
る
べ
き
調
整
措
置
の
内
容
を
使

用
者
が
予
見
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
多
様
な
要
素
が
総
合
判
断
さ
れ
、
使
用
者
の
状
態
に
影
響
を
受
け
る
相
対
的
な

概
念
で
あ
る
以
上
、
あ
る
程
度
の
内
容
の
不
明
確
さ
は
不
可
避
で
あ
る
が
、
無
用
な
不
明
確
さ
は
障
害
者
雇
用
に
対
す
る
萎
縮
的
効
果

や
制
度
の
実
効
性
の
低
下
を
招
く
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
行
為
準
則
や
審
判
例
・
裁
判
例
に
お
い
て
調

整
措
置
の
具
体
例
や
判
断
指
針
を
提
示
す
る
ほ
か
、
主
に
審
判
例
に
お
い
て
調
整
措
置
の
内
容
を
検
討
す
る
た
め
の
手
続
を
明
確
化
す

る
対
応
を
と
っ
て
い
る
。
類
す
る
対
応
は
、
日
本
に
お
い
て
障
害
者
の
就
労
環
境
の
確
保
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
成
立
を
促
す
こ

と
に
な
ろ
う
し
、
特
に
後
者
は
前
者
よ
り
も
内
容
を
一
般
化
し
や
す
い
点
で
注
目
さ
れ
る
。

そ
し
て
よ
り
根
本
的
に
は
、
調
整
義
務
の
法
的
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
が
課
題
と
な
ろ
う
。
調
整
義
務
も
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
制
定
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
の
使
用
者
は
、
黙
示
的
条
項
（im

p
lied

 
term

s

）
や
前
述
し
た
安
全
衛
生
に
関
す
る
制
定
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法
な
ど
に
よ
っ
て
限
定
的
に
対
応
を
迫
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
千
葉
県
の
条
例
案
の
よ
う
に
立
法
的
な
対
応
が
と
ら
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
調
整
義
務
の
概
念
が
示
唆
す
る
均
等
待
遇
原
則
あ
る
い
は
配
慮
義
務
を
基
礎
付
け
る
信
義
則

な
ど
か
ら
こ
の
よ
う
な
義
務
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
、
検
討
が
必
要
で
あ

35
）

ろ
う
。

１
）

障
害
者
」
と
い
う
用
語
は
差
別
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
有
す
る
と
し
て
、「
障
が
い
者
」
や
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ド
」
な
ど
の
他
の
用
語
を
利
用

す
べ
き
と
の
議
論
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
こ
の
議
論
を
ひ
と
ま
ず
措
き
、
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
て
い
る
「
障
害

者
」
の
用
語
を
便
宜
上
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

2
）

現
在
一
・
八
％
の
法
定
雇
用
率
を
課
さ
れ
て
い
る
一
般
の
民
間
企
業
の
実
雇
用
率
は
、
昭
和
五
二
年
六
月
の
時
点
で
一
・
〇
九
％
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
平
成
一
六
年
六
月
時
点
の
実
雇
用
率
は
一
・
四
六
％
ま
で
上
昇
し
て
い
る
（
厚
生
労
働
省
「
身
体
障
害
者
お
よ
び
知
的
障

害
者
の
雇
用
状
況
に
つ
い
て
」）。

3
）

例
え
ば
サ
ン
・
グ
ル
ー
プ
事
件
（
大
津
地
判
平
一
五
・
三
・
二
四
判
時
一
八
三
一
号
三
頁
）。

4
）

例
え
ば
知
的
障
害
者
に
対
す
る
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
が
争
わ
れ
た
事
件
と
し
て
、
小
西
縫
製
工
業
事
件
（
大
阪
高
判
昭
五
八
・
一

〇
・
一
四
労
判
四
一
九
号
二
八
頁
）、
Ａ
サ
プ
ラ
イ
（
知
的
障
害
者
死
亡
事
故
）
事
件
（
東
京
地
裁
八
王
子
支
判
平
一
五
・
一
二
・
一
〇
労

判
八
七
〇
号
五
〇
頁
）。

5
）

R
id
o
u
t v T

 
C
 
G
ro
u
p
［
1998］

IR
L
R
628

E
A
T
.

6
）

要
綱
案
の
詳
細
に
つ
い
て
、
同
時
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
で
あ
る
「
障
害
者
差
別
を
な
く
す
た
め
の
研
究
会
最
終
報
告
〜
障
害
の
あ
る

人
に
対
す
る
理
解
を
広
げ
、
差
別
を
な
く
す
た
め
に
〜
」（
二
〇
〇
五
年
）。

7
）

Ｄ
Ｄ
Ａ
の
成
立
過
程
や
全
体
構
造
に
つ
い
て
は
、B

ria
n D

o
y
le,E

n
ablin

g L
egislation or D

issem
blin

g L
aw
?
T
h
e D

isability
 

D
iscrim

in
ation A

ct 1
9
9
5
,
60
M
o
d
ern L

a
w
 
R
ev
iew

64
(1997),

M
a
lco
lm
 
S
a
rg
ea
n
t
(ed

),
D
iscrim

in
a
tio
n L

a
w
130-162

(2004),
A
ileen M

cC
o
lg
a
n
,
D
iscrim

in
a
tio
n L

a
w
559-629

(2005)

、
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
鈴
木
隆
「
イ
ギ
リ
ス
一
九
九
五
年
障
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害
者
差
別
禁
止
法
の
実
効
性
｜
雇
用
を
中
心
と
し
て
（
一
）」
島
大
法
学
第
四
六
巻
第
二
号
一
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、「
同
論
文
（
二
）」
島
大

法
学
四
六
巻
三
号
五
九
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、「
同
論
文
（
三
・
完
）」
島
大
法
学
四
六
巻
四
号
一
六
一
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
日
本
弁
護
士
連

合
会
人
権
擁
護
委
員
会
編
『
障
害
の
あ
る
人
の
人
権
と
差
別
禁
止
法
』
五
三
頁
以
下
（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
。

8
）

Ｄ
Ｄ
Ａ
三
Ａ
条
五
項
「
障
害
者
の
障
害
に
基
づ
い
て
、
当
該
障
害
者
を
、
能
力
を
含
む
関
連
す
る
状
態
が
当
該
障
害
者
の
そ
れ
と
同
一

あ
る
い
は
実
質
的
に
異
な
ら
な
い
そ
の
特
定
の
障
害
を
有
さ
な
い
者
を
取
扱
う
あ
る
い
は
取
扱
う
で
あ
ろ
う
よ
り
も
不
利
益
に
取
り
扱
っ
た

場
合
、
当
該
障
害
者
を
直
接
的
に
差
別
し
た
も
の
と
す
る
。」

9
）

Ｄ
Ｄ
Ａ
三
Ａ
条
一
項
「
⒜
障
害
者
の
障
害
に
関
連
す
る
理
由
に
よ
っ
て
、
当
該
障
害
者
を
こ
の
理
由
が
適
用
さ
れ
な
い
あ
る
い
は
適
用

さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
者
を
取
扱
う
あ
る
い
は
取
扱
う
で
あ
ろ
う
よ
り
も
不
利
に
取
扱
う
場
合
で
あ
り
、
か
つ
⒝
当
該
取
扱
い
を
正
当
化
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
。」
後
述
す
る
行
為
準
則
は
、
こ
の
差
別
概
念
を
「
障
害
に
関
連
す
る
差
別
（d

isa
b
ility

rela
ted

 
d
iscrim

in
a
-

tio
n

）」
と
名
称
付
け
て
い
る
。

10
）

他
に
、
補
足
的
に
報
復
的
差
別
（v

ictim
isa
tio
n

、
Ｄ
Ｄ
Ａ
五
五
条
）
の
禁
止
を
規
定
す
る
。

11
）

R
id
o
u
t v T

 
C
 
G
ro
u
p
,
su
p
ra n

o
te
5.

12
）

Ｄ
Ｄ
Ａ
は
、
二
〇
〇
三
年
障
害
者
差
別
禁
止
法
（
改
正
）
規
則（

T
h
e D

isa
b
ility

 
D
iscrim

in
a
tio
n
 
A
ct
1995

(A
m
en
d
m
en
t )

R
eg
u
la
tio
n
s
2003

）
に
よ
っ
て
、
雇
用
お
よ
び
職
業
に
お
け
る
平
等
取
扱
い
の
一
般
的
な
枠
組
み
の
構
築
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令
（C

o
u
n
-

cil D
irectiv

e
2000/78/E

C o
f
27
N
o
v
em
b
er
2000

esta
b
lish

in
g a g

en
era

l fra
m
ew
o
rk fo

r eq
u
a
l trea

tm
en
t in em

p
lo
y
m
en
t

 
a
n
d o
ccu

p
a
tio
n

、
以
下
「
枠
組
み
指
令
」
と
い
う
）
の
内
容
に
合
致
す
る
よ
う
改
正
さ
れ
た
。
調
整
義
務
も
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
い
く
つ

か
の
修
正
を
受
け
て
い
る
が
、
基
本
的
な
枠
組
み
や
判
断
要
素
の
解
釈
に
つ
い
て
は
改
正
前
後
で
共
通
す
る
部
分
も
多
い
。
改
正
前
の
調
整

義
務
の
構
成
要
件
に
関
す
る
裁
判
例
お
よ
び
改
正
に
よ
る
変
化
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
聡
「
障
害
者
雇
用
に
お
け
る
使
用
者
の
調
整

義
務

一
九
九
五
年
イ
ギ
リ
ス
障
害
者
差
別
禁
止
法
の
観
点
か
ら

」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
三
三
号
五
五
頁
（
二
〇
〇
四
年
）。

13
）

E
d
w
a
rd
s v M

id S
u
ffo
lk D

istrict C
o
u
n
cil ［

2001］
IR
L
R
69
E
A
T
.
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14
）

逆
に
調
整
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
く
て
も
、
合
理
的
な
調
整
措
置
と
評
価
さ
れ
る
対
応
を
事
実
上
講
じ
て
い
れ

ば
、
調
整
義
務
の
不
履
行
を
免
れ
る
（B

ritish G
a
s S

erv
ices L

td v M
cC
a
u
ll ［

2001］
IR
L
R
60
E
A
T

）。

15
）

M
o
rse v W

iltsh
ire C

o
u
n
ty C

o
u
n
cil ［

1998］
IR
L
R
352

E
A
T
.

16
）

C
o
sg
ro
v
e v C

a
esa

r
&
H
o
w
ie ［

2001］
IR
L
R
653

E
A
T
.

17
）

例
え
ば
、
性
を
理
由
と
す
る
賃
金
差
別
の
正
当
化
に
つ
い
てC

la
y C

ro
ss

Q
u
a
rry S

erv
ices

）v F
letch

er

（﹇1978

﹈IR
L
R
361

C
A

）、
性
を
理
由
と
す
る
間
接
差
別
の
正
当
性
の
抗
弁
に
つ
い
てC

ro
ss a

n
d o

th
ers v B

ritish A
irw

a
y
s p

lc （［
2005］

IR
L
R
423

E
A
T

）。

18
）

こ
の
制
度
お
よ
び
そ
の
他
の
就
労
支
援
の
概
要
に
つ
い
て
、
日
本
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
『
諸
外
国
に
お

け
る
障
害
者
雇
用
対
策
』（
二
〇
〇
一
年
）
六
五
頁
以
下
。

19
）

B
ria
n D

o
y
le,

D
isa
b
led W

o
rk
ers’

R
ig
h
ts,

th
e D

isa
b
ility D

iscrim
in
a
tio
n A

ct a
n
d th

e U
N
 
S
ta
n
d
a
rd
 
R
u
les,

25

In
d
u
stria

l L
a
w
 
Jo
u
rn
a
l
1,
7
(1996).

20
）
﹇1999］

IR
L
R
76
E
A
T
.

21
）

排
尿
は
生
命
活
動
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
判
断
に
対
す
る
批
判
も
強
い
（M

ich
a
el R

u
b
en
stein

［
1999］

IR
L
R
75

）。

22
）

審
判
所
は
、
調
整
義
務
の
発
生
要
件
で
あ
る
「
取
り
決
め
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
旧
Ｄ
Ｄ
Ａ
六
条
二
項
が
、
こ
の
要
件
の
範
囲
を
同
条

に
規
定
す
る
も
の
「
の
み
（o

n
ly

）」
と
す
る
限
定
的
な
表
現
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
た
。
現
行
法
は
、
こ
の
文
言
を
削
除

し
、
旧
法
よ
り
も
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
（
前
掲
註
一
三
、
長
谷
川
六
五
頁
）。

23
）
﹇2004］

IR
L
R
651

H
L
.

同
判
決
に
つ
い
て
、
長
谷
川
聡
「
障
害
者
に
対
す
る
使
用
者
の
「
調
整
義
務
」
の
範
囲
」
労
働
法
律
旬
報

一
五
八
七
号
一
二
頁
（
二
〇
〇
五
年
）。

24
）
﹇2004］

IR
L
R
197

C
S
.

25
）

E
x
p
la
n
a
to
ry M

em
o
ra
n
d
u
m
,
S
ectio

n
5,
C
O
M
(1999)

0565
fin
a
l.

枠
組
み
指
令
に
お
い
て
は
、
前
文
第
一
七
に
同
様
の
記
述

障害者の就労環境に対する使用者の調整措置の範囲75



が
見
ら
れ
る
。
こ
の
規
定
の
問
題
性
お
よ
び
枠
組
み
指
令
の
Ｄ
Ｄ
Ａ
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
、K

a
tie W

ells,
T
h
e Im

pact of th
e

 
F
ram

ew
ork E

m
ploym

en
t D

irective on
 
U
K
 
D
isability D

iscrim
in
ation

 
L
aw
,
32
In
d
u
stria

l L
a
w
 
Jo
u
rn
a
l
253

(2003)

。

26
）

例
え
ば
性
差
別
禁
止
法
五
条
三
項
は
、
人
種
や
性
な
ど
の
差
別
理
由
を
除
く
（b

u
t fo

r

）、
取
扱
い
の
決
定
に
関
連
し
た
申
立
人
の
す

べ
て
の
特
徴
を
有
す
る
者
と
の
比
較
を
要
求
す
る
（P

ea
rce v G

o
v
ern

in
g B

o
d
y o

f M
a
y
field S

eco
n
d
a
ry S

ch
o
o
l ［
2003］

IR
L
R

512
H
L

）。
障
害
に
関
連
す
る
理
由
に
基
づ
く
差
別
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
比
較
対
象
者
の
決
定
基
準
を
利
用
し
な
い
こ
と
が
す
で
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
（C

la
rk v T

D
G
 
L
td
(t /a N

o
v
a
co
ld
)［

1999］
IR
L
R
318

C
A

）。

27
）
﹇2001］

IR
L
R
186

E
A
T
.

28
）

R
id
o
u
t v T

 
C
 
G
ro
u
p
,
su
p
ra n

o
te
5.

29
）［

2003］
IR
L
R
566

E
A
T
.

30
）

E
d
w
a
rd
s v N

a
tio
n
a
l C
o
a
l B

o
a
rd
［
1949］

1
A
ll E

R
743.

31
）

G
u
id
e to th

e H
ea
lth a

n
d S

a
fety a

t W
o
rk A

ct,
H
ea
lth a

n
d S

a
fety series b

o
o
k
let H

S
(R
)6
(H
M
S
O
).

32
）

Ja
ck
ie D

a
v
ies a

n
d W

illia
m
 
D
a
v
ies,

R
econ

cilin
g R

isk an
d
 
th
e E

m
ploym

en
t of D

isabled
 
P
erson

s in a R
eform

ed
 

W
elfare S

tate
,
29
In
d
u
stria

l L
a
w
 
Jo
u
rn
a
l
347,

359
(2000).

33
）

例
え
ば
前
述
し
た
Ｅ
Ｃ
の
枠
組
み
指
令
の
ほ
か
、
障
害
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
人
法
（A

m
erica

n
s w

ith
 
D
isa
b
ilities A

ct

）、IL
O

一

五
九
号
「
障
害
者
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
雇
用
に
関
す
る
条
約
」
四
条
な
ど
。

34
）

最
一
小
判
平
一
〇
・
四
・
九
労
判
七
三
六
号
一
五
号
。

35
）

例
え
ば
障
害
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
人
法
の
観
点
か
ら
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
に
基
づ
く
障
害
者
に
対
す
る
便
宜
の
義
務
づ
け
を

指
摘
す
る
論
考
と
し
て
、
植
木
淳
「
障
害
の
あ
る
人
の
憲
法
上
の
権
利
に
つ
い
て
の
一
考
察
｜
「
障
害
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
人
に
関
す
る
法
律

（
Ａ
Ｄ
Ａ
）」
に
お
け
る
「
反
差
別
（a

n
ti
d
iscrim

in
a
tio
n

）」
と
「
便
宜
（rea

so
n
a
b
le a

cco
m
m
o
d
a
tio
n

）」
を
素
材
と
し
て
｜
」
北

九
州
大
学
法
政
論
集
第
三
一
巻
第
二
・
三
・
四
合
併
号
四
三
頁
、
七
七
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
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