
107

グローブ  2021年 10月

（公財）世界人権問題研究センター



烏丸今出川近くの宣教師館にカフェが登場したのは1998 年のこと。日本基督教団京都

教区とバザールカフェ運営委員会の共同プロジェクトとして居場所づくりがはじまった。中心

となった故・榎本てる子牧師のほか、キリスト教関係者やアーティスト、医療・福祉関係者、

HIV/AIDSや滞日外国人支援の活動にたずさわる人びとの協働である。

バザールカフェはつぎのような理念のもとに、非営利での活動を続けている。性的指向

や性自認、年齢、国籍・民族、病気・依存症など、さまざまな現実を生きる人びとが “あり

のまま”の姿で受け入れられ、それぞれの価値観が尊重されること。そして、従来のカフェ

の概念を拡げ、人が出会い、交流し、情報交換や多様な活動への窓口となること。そのため、

滞日外国人や病を抱える人たちなど社会参加の機会が制限される人びとに就労の機会を提

供し、大学生などのボランティアが社会問題を学ぶ機会をも生み出している。

公式サイトhttps://www.bazaarcafe.org/

バザールカフェ
―居場所づくりと伴走型支援―
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今
回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
関
連
す
る
人
権
問
題
を
考
え
て
み

る
こ
と
に
し
ま
す
。
我
が
国
で
二
〇
二
〇
年
一
月
に
発
生
し
た
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
つ
い
て
は
、
感
染
防
止
の
た
め
の
ま
ん
延

防
止
等
重
点
措
置
及
び
緊
急
事
態
宣
言
に
基
づ
い
て
、
我
が
国
の

政
府
お
よ
び
自
治
体
を
中
心
に
様
々
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
き

て
い
る
こ
と
は
、
ご
案
内
の
通
り
で
す
。

し
か
し
、
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
飲
食
店
等
の
時
短
営
業
や
休

業
の
要
請
・
命
令
と
い
っ
た
営
業
の
自
由
に
か
か
る
対
策
が
、
ど

う
い
う
仕
組
み
で
実
施
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
余
り
知
ら

れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
今
回
は
そ
の
骨
子
を
説
明
し
、
人

権
上
問
題
と
な
る
点
を
考
え
る
こ
と
に
し
ま
す
。

ペ
ス
ト
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
コ
レ
ラ
等
の
感
染
症
の
予
防
等
に
か

か
る
基
本
的
な
法
律
は
、
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
に
制
定
さ

れ
た
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律
」（
感
染
症
法
）
で
す
が
、
当
面
問
題
と
な
っ
て
い
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
に
か
か
る
法
律
は
、
二
〇
一
二
（
平

成
二
四
）
年
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
に
改
正
さ

れ
た
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
」（
特
措
法
）

で
す
。

こ
の
特
措
法
に
よ
り
ま
す
と
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
発

生
し
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
著
し
く
重
大
な
被
害
を
与
え
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
対
策
本
部
を
設
置
し
、
内
閣
総

理
大
臣
が
対
策
本
部
長
と
な
っ
て
、
期
間
と
区
域
と
を
示
し
て
緊

急
事
態
宣
言
を
発
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
三
二
条
）。
そ

れ
を
受
け
て
、
都
道
府
県
知
事
は
住
民
に
対
し
て
「
生
活
の
維
持

に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
み
だ
り
に
当
該
者
の
居
宅
又
は
こ
れ
に

相
当
す
る
場
所
か
ら
外
出
し
な
い
こ
と
」（
四
五
条
一
項
）、
学

校
や
社
会
福
祉
施
設
な
ど
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
を
管
理

す
る
者
又
は
当
該
施
設
を
使
用
し
て
催
物
を
開
催
す
る
者
に
対

し
、
当
該
施
設
の
使
用
の
制
限
若
し
く
は
停
止
又
は
催
物
の
開
催

の
制
限
若
し
く
は
停
止
」（
同
条
二
項
）
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
法
律
上
の
条
項
に
基
づ

き
、
都
道
府
県
知
事
は
、
学
校
や
施
設
の
使
用
制
限
・
停
止
、
飲

食
等
の
事
業
者
に
対
す
る
時
短
営
業
・
休
業
、
イ
ベ
ン
ト
の
中
止

命
令
、
住
民
に
対
す
る
外
出
自
粛
、
感
染
防
止
に
必
要
な
協
力
と

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長

学
校
法
人
同
志
社
前
総
長

　
　

大
谷　
　

實

新
し
い
人
権
問
題
へ
の
対
応

新
し
い
人
権
問
題
へ
の
対
応
（
そ
の
二

（
そ
の
二
二二
））
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い
っ
た
指
示
や
命
令
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
指

示
や
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
事
業
者
に
対
し
五
〇
万
円
以
下

の
過
料
を
課
す
と
と
も
に
、
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、

公
的
な
補
償
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

現
行
の
特
措
法
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
が
一
向
に
収
束
し
な
い
と

こ
ろ
か
ら
、
二
〇
二
〇
年
四
月
の
第
三
波
を
受
け
て
、
や
や
唐
突

に
今
年
の
二
月
に
改
正
さ
れ
て
施
行
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
時
短

営
業
の
命
令
に
従
わ
な
い
事
業
者
に
対
す
る
制
裁
を
課
す
こ
と

と
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
際
、
過
料
と
す
る
か
罰
金
と
す
る
か
で

議
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
事
業
者
か
ら
見
ま
す
と
、
正
当
な
事
業

を
営
ん
で
い
る
者
に
対
し
、
時
短
営
業
や
休
業
に
つ
い
て
制
裁
を

課
し
て
強
制
す
る
の
は
、
憲
法
二
二
条
の
定
め
る
基
本
的
人
権
す

な
わ
ち
経
済
的
自
由
権
の
侵
害
と
な
る
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ

ん
。そ

れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
措
法
四
五
条
は
、「
生
活
の

維
持
に
必
要
な
場
合
を
除
き
み
だ
り
に
当
該
者
の
居
宅
又
は
こ

れ
に
相
当
す
る
場
所
か
ら
外
出
し
な
い
こ
と
」
を
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
居
住
・
移
転
の
自
由
を
侵

害
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
へ
の
政
府
や
自
治
体
の
対
応
の
多
く
は
、
国
民
の
基
本
的
人
権

で
あ
る
自
由
権
の
侵
害
と
隣
り
合
わ
せ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

も
と
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
は
、
人
と
人

と
の
接
触
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
抑
止
す
る
た

め
に
は
、
人
の
行
動
の
自
由
を
規
制
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
疑

い
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
由
権
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、

自
由
を
規
制
す
る
政
策
は
す
べ
て
誤
り
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な

り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
必
要
だ
か
ら
規
制
す
る
と
い
う
の
で
は
「
自
由
」
を

守
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
憲
法
一
三
条
が
、「
生
命
、
自
由
及

び
幸
福
追
求
に
関
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉

に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重

を
必
要
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
ゆ
え
ん
で
す
。

我
が
国
の
感
染
症
対
策
は
、
こ
う
し
た
憲
法
の
精
神
に
基
づ

き
、「
感
染
省
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
も
の
で
な
け
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（
感
染
症
法
二
二
条
の
二
）
と
し
て
、
極
め
て
謙
抑
的
な
態

度
で
臨
ん
で
お
り
、
人
権
上
適
切
な
方
針
を
貫
い
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
相
前
後
し
て
、
東
京
都

を
中
心
に
感
染
が
拡
大
し
、
本
稿
の
執
筆
時
点
で
は
「
災
害
レ
ベ

ル
の
非
常
事
態
で
あ
り
制
御
不
能
」
の
状
況
に
陥
っ
て
お
り
、「
自

分
の
身
は
自
分
で
守
る
感
染
予
防
の
た
め
の
行
動
が
必
要
で
あ

る
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す
れ

ば
よ
い
の
か
。
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
今
後
の
展
開
を
踏
ま
え
て
、
次

回
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
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「
全
世
界
の
ひ
と
び
と
が
、
人
種
、
宗
教
、
社
会
体
制
の
相
違

を
超
え
て
、
平
和
の
う
ち
に
、
こ
こ
に
自
由
に
つ
ど
い
、
自
由
な

文
化
交
流
を
行
う
都
市
」。
昭
和
五
三
年
に
「
世
界
文
化
自
由
都

市
宣
言
」
で
掲
げ
た
こ
の
都
市
理
念
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
京
都

市
は
、
永
き
に
わ
た
り
日
本
の
文
化
首
都
と
し
て
、
日
本
の
伝
統

文
化
の
土
台
を
築
く
と
と
も
に
、
諸
外
国
と
の
交
流
を
通
し
て
多

様
な
価
値
観
を
吸
収
し
、
そ
の
伝
統
の
上
に
絶
え
ず
新
し
い
文
化

を
生
み
出
し
、
都
市
を
発
展
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
同
時
に
、
幾
度

と
な
く
大
き
な
自
然
災
害
や
疫
病
、
戦
乱
な
ど
を
経
験
し
な
が
ら

も
、
そ
の
度
に
更
に
発
展
し
、
乗
り
越
え
て
輝
き
続
け
て
き
た
ま

ち
で
も
あ
り
ま
す
。

昨
今
、
地
球
規
模
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に

見
舞
わ
れ
、
世
界
中
で
渡
航
や
交
流
が
制
限
さ
れ
る
な
ど
、
社
会

的
・
経
済
的
に
甚
大
な
影
響
が
及
ん
で
い
ま
す
。
京
都
市
に
お
い

て
も
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
と
、
さ
ら
に
は
財
政
危
機
と
い
う
二
つ
の

大
き
な
困
難
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
状
況
下

に
あ
っ
て
、
京
都
市
が
成
長
し
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
世
界
の

活
力
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
多
様
な
価
値
観
に
触
れ
る
機
会
を
生

み
出
し
、
新
た
な
価
値
を
創
出
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
様
々
な
危
機
に
際
し
、
国
籍
を
問
わ
ず

世
界
の
人
々
と
知
見
を
共
有
し
、
海
外
の
都
市
と
の
関
係
を
構
築

し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
り
、
こ
れ
こ
そ
都
市
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
だ
と
考
え
ま
す
。

こ
う
し
た
考
え
方
を
基
に
、
本
市
は
令
和
三
年
三
月
、
多
文
化

が
息
づ
く
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
、
世
界
の
都
市
「
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
」

と
し
て
成
長
し
て
い
く
た
め
の
指
針
と
し
て
、
市
民
の
皆
様
や
国

際
交
流
・
多
文
化
共
生
に
係
る
関
係
機
関
・
団
体
の
皆
様
・
外
部

有
識
者
会
議
の
委
員
の
皆
様
か
ら
の
御
意
見
等
を
踏
ま
え
、「
京

都
市
国
際
都
市
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
本
市
は
、
京
都
市
国
際
交
流
推
進
大
綱
（
平
成
二

年
〜
平
成
八
年
）、
京
都
市
国
際
化
推
進
大
綱
（
平
成
九
年
〜
平

成
一
九
年
）
及
び
京
都
市
国
際
化
推
進
プ
ラ
ン
（
平
成
二
〇
年
〜

令
和
二
年
）
を
策
定
・
実
行
し
、
着
実
に
国
際
化
を
進
め
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
現
在
、
個
別
の
事
業
の
課
題
等
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
急
速
に
変
化
す
る
国
際
情
勢
に
対
し
、
よ
り
柔
軟
に
政

策
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
策
定

し
た
京
都
市
国
際
都
市
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
つ
一
つ

の
事
業
の
進
捗
を
図
る
「
プ
ラ
ン
」
か
ら
、
本
市
が
目
指
す
四
つ

の
国
際
都
市
像
を
掲
げ
、
こ
の
実
現
に
向
け
た
取
組
の
方
向
性
を

示
す
「
ビ
ジ
ョ
ン
」
へ
と
見
直
し
を
図
り
ま
し
た
。

京
都
市
総
合
企
画
局

国
際
交
流
・
共
生
推
進
室
副
室
長

　
　

小
田　

佳
美

京
都
市
国
際
都
市
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て

京
都
市
国
際
都
市
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
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〈
京
都
市
が
目
指
す
四
つ
の
国
際
都
市
像
〉

一　

世
界
を
魅
了
し
、
多
種
多
様
な
人
々
が
集
ま
る
ま
ち

二　
  

海
外
都
市
と
の
連
携
が
強
ま
り
、
国
際
社
会
に
貢
献
す
る

ま
ち

三　

  
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
で
国
際
交
流
や
多
文
化
共
生
の
意
識
が

高
ま
り
、
国
際
感
覚
を
も
っ
た
人
が
育
つ
ま
ち

四　

  

多
様
性
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
が
進
み
、
市
民
の
生
活

が
豊
か
に
な
っ
て
い
る
ま
ち

ま
た
、
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
は
、
目
指
す
べ
き
都
市
像
だ
け
で
な

く
、
外
国
籍
市
民
等
が
安
心
・
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
と
と
も
に
、
本
市
が
都
市
間
交
流
や
経
済
活
動
を
通
じ
て

国
際
社
会
に
貢
献
し
な
が
ら
成
長
し
、
市
民
生
活
を
豊
か
に
し
て

い
く
た
め
の
「
未
来
へ
の
投
資
」
と
考
え
る
「
国
際
的
な
事
業
を

展
開
す
る
意
義
」
を
提
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
国
際
的
な
事
業

に
取
り
組
む
こ
と
は
、
す
ぐ
に
は
効
果
が
表
れ
ず
と
も
、
将
来
的

に
市
民
生
活
に
豊
か
さ
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と

と
も
に
、
市
民
の
皆
様
を
は
じ
め
、
関
係
機
関
・
団
体
等
の
皆
様

に
、
他
人
事
で
は
な
く
、
自
分
事
と
し
て
と
ら
え
て
も
ら
い
、
と

も
に
進
め
て
い
き
た
い
と
い
う
意
味
を
込
め
た
も
の
で
す
。

〈
国
際
的
な
事
業
を
展
開
す
る
意
義
〉

一　

世
界
の
活
力
を
取
り
込
む

二　

多
様
な
価
値
観
に
触
れ
る
機
会
を
生
み
出
す

三　

国
際
社
会
に
お
け
る
都
市
ブ
ラ
ン
ド
力
を
高
め
る

四　

都
市
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
る

さ
ら
に
、こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
に
向
け
た
推
進
体
制
と
し
て
、

市
役
所
に
お
け
る
既
存
の
庁
内
会
議
と
、
新
た
に
設
置
し
た
外
部

有
識
者
会
議
と
を
有
機
的
に
連
動
さ
せ
る
体
制
を
構
築
し
ま
し

た
。
庁
内
会
議
で
全
庁
横
断
的
に
情
報
共
有
・
事
業
の
協
働
に
取

り
組
み
、
一
方
で
、
外
部
有
識
者
会
議
で
取
組
状
況
を
報
告
し
、

専
門
的
知
見
か
ら
の
御
意
見
を
聴
取
の
上
、
こ
れ
を
既
存
の
事
業

や
新
規
事
業
に
反
映
さ
せ
、
実
施
後
は
し
っ
か
り
評
価
し
、
更
に

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
す
る
。
こ
う
し
た
サ
イ
ク
ル
を
し
っ
か
り
回

す
こ
と
で
、
国
際
的
な
事
業
を
効
果
的
・
効
率
的
に
展
開
し
て
い

き
ま
す
。

策
定
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
新
た
な
ス
タ
ー
ト
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
で
掲
げ
る
国
際
都
市
像
を
実
現
さ
せ
、
多

様
な
文
化
的
背
景
・
国
籍
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
市
民
の
皆
様
の
生

活
を
豊
か
に
す
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
に
も
貢
献
し
、
平
和
な

世
界
の
構
築
に
も
寄
与
す
る
。
そ
の
強
い
信
念
の
も
と
、
全
庁
で

連
携
し
、
市
民
の
皆
様
と
力
を
合
わ
せ
、
世
界
の
都
市
「
Ｋ
Ｙ
Ｏ

Ｔ
Ｏ
」
と
し
て
の
成
長
を
目
指
し
て
全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま

す
。

（
参
考
）  

京
都
市
国
際
都
市
ビ
ジ
ョ
ン
の
詳
細
（
京
都
市
情
報
館
「
広
報

資
料
」
ペ
ー
ジ
）

U
RL: https://w

w
w
.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000283160.htm

l 
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今
回
は
、
日
本
の
人
権
問
題
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る

死
刑
制
度
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
第
一
回
普
遍
的
定
期

審
査
（
Ｕ
Ｐ
Ｒ
）
で
は
、
日
本
の
死
刑
制
度
に
対
し
て
、
国

連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
決
議
六
二
/
一
四
九
に
従
っ
て
、
死

刑
執
行
停
止
の
導
入
と
死
刑
廃
止
の
た
め
の
制
度
の
早
急
な

見
直
し
、
さ
ら
に
刑
罰
に
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
を
追
加
す

る
こ
と
が
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
各
国
に
よ
っ
て
勧
告
さ
れ
た
。
死

刑
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
決
議
と
呼
ば
れ
る
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に

採
択
さ
れ
た
先
の
決
議
は
、「
死
刑
に
よ
る
犯
罪
の
抑
止
力
に

つ
い
て
は
決
定
的
な
証
拠
が
な
く
、
冤
罪
や
誤
審
で
死
刑
が

執
行
さ
れ
た
場
合
は
不
可
逆
的
か
つ
回
復
不
能
で
あ
る
」（
前

文
）
と
述
べ
、
死
刑
存
置
国
に
死
刑
を
廃
止
す
る
た
め
に
死

刑
執
行
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
求
め
て
い
る
（
二
項
（
d
））。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
代
表
団
は
、
審
査
の
冒
頭
、「
日
本
人

の
大
多
数
が
極
め
て
悪
質
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
死
刑
も
や
む

を
得
な
い
と
考
え
て
お
り
、
多
数
の
者
に
対
す
る
殺
人
、
誘

拐
殺
人
等
の
凶
悪
犯
罪
が
い
ま
だ
後
を
絶
た
な
い
状
況
等
に

か
ん
が
み
る
と
、
死
刑
を
科
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
ず
、
死

刑
の
廃
止
は
適
当
で
は
な
い
」
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

実
際
、日
本
で
は
、二
〇
二
〇
年
一
月
七
日
に
公
表
さ
れ
た
「
基

本
的
法
制
度
に
関
す
る
世
論
調
査
」
で
、「
死
刑
も
や
む
を
得

な
い
」
と
回
答
し
た
者
は
八
〇
・
八
％
で
あ
っ
た
。
日
本
国
民

は
死
刑
を
支
持
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
死
刑
制
度

は
世
論
の
み
で
決
定
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
ま
た
、
日
本

政
府
が
そ
う
し
た
世
論
を
変
え
る
た
め
に
何
を
行
っ
て
い
る

か
も
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
死
刑
執
行
停
止
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
、
審

査
中
に
、「
死
刑
確
定
者
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
な
い
と
い
う
期

待
を
い
っ
た
ん
持
た
せ
な
が
ら
、
後
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
る

世
界
の
人
権
は
い
ま

― 
普
遍
的
定
期
審
査
の
現
場
か
ら 

―
（
そ
の
十
八
）

研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

神
戸
大
学
名
誉
教
授

　
　

坂
元　

茂
樹
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こ
と
に
な
っ
た
と
告
知
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
残
酷
で
あ
る

と
考
え
る
」
と
述
べ
て
、
こ
れ
に
反
対
し
た
。

さ
ら
に
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
に
関
し
て
は
、「
日
本
は
、

受
刑
者
の
人
格
を
破
壊
す
る
可
能
性
が
あ
る
残
酷
で
問
題
の

あ
る
制
度
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
よ
う
な

制
度
の
導
入
は
極
め
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と

述
べ
て
、
こ
れ
に
反
対
し
た
。
先
の
世
論
調
査
で
も
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、「
死
刑
を
廃
止
し
な
い
方
が
よ
い
」
と
回
答

し
た
者
は
五
二
．
〇
％
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
九
年
末
現
在
、
死
刑
廃
止
国
は
一
〇
六
カ
国
、
一
〇

年
以
上
死
刑
が
執
行
さ
れ
ず
事
実
上
死
刑
を
廃
止
し
て
い
る

国
が
二
八
カ
国
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
律
上
、
事
実
上

の
死
刑
廃
止
国
は
合
計
一
四
二
カ
国
で
、
国
連
加
盟
国
一
九
三

カ
国
の
三
分
の
二
に
当
た
る
。

経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
加
盟
国
三
七
カ
国
中
、

死
刑
存
置
国
は
日
本
、
米
国
、
韓
国
の
三
カ
国
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
韓
国
は
死
刑
執
行
を
二
〇
年
以
上
停
止
し
て
い
る

事
実
上
の
死
刑
廃
止
国
で
あ
る
。
日
弁
連
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

米
国
で
は
五
〇
州
の
う
ち
二
二
州
が
死
刑
を
廃
止
し
、
死
刑

存
置
州
は
二
八
州
で
、
こ
の
う
ち
一
一
州
が
事
実
上
の
死
刑

廃
止
州
で
、
四
州
で
は
執
行
の
権
限
を
も
つ
知
事
が
死
刑
の

執
行
停
止
を
宣
言
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
先
進
国
の

中
で
、
国
家
と
し
て
死
刑
を
統
一
し
て
執
行
し
て
い
る
国
は

日
本
の
み
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

二
〇
二
〇
年
一
一
月
、
今
回
で
八
回
目
と
な
る
死
刑
モ
ラ
ト

リ
ア
ム
を
求
め
る
国
連
総
会
第
三
委
員
会
の
決
議
が
一
二
〇

カ
国
の
賛
成
で
成
立
し
た
。
三
九
カ
国
の
反
対
国
の
中
に
は
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ブ
ル
ネ
イ
、
中
国
、

イ
ン
ド
、
日
本
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
北
朝
鮮
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ト
ン
ガ
の
一
一
カ
国
が
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
決
議
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
提
案
し
た
「
す

べ
て
の
国
は
適
切
な
刑
罰
の
決
定
を
は
じ
め
と
す
る
独
自
の

法
制
度
を
構
築
す
る
主
権
的
権
利
を
も
つ
」
と
の
修
正
案
を

否
定
す
る
形
で
成
立
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
死
刑
制
度
は
各

国
の
主
権
事
項
で
あ
る
と
の
考
え
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。



8

筆
者
が
昨
年
12
月
に
行
っ
た
報
告
で
は
、
中
学
生
に
対
す
る
民

族
差
別
的
言
明
を
含
む
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
記
事
の
違
法
性
が

争
わ
れ
た
事
件
の
地
裁
判
決
を
取
り
上
げ
、日
本
国
憲
法
一
三
条
・

一
四
条
が
ど
の
よ
う
な
規
範
を
含
み
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
程
度
侵
害
す

る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
（
以
下
、中
学
生
を
「
控

訴
人
」、
記
事
執
筆
者
を
「
被
控
訴
人
」）。
筆
者
は
と
り
わ
け
、

①
被
控
訴
人
の
言
動
が
憲
法
一
三
条
が
保
障
す
る「
個
人
の
尊
厳
」

の
核
心
を
侵
害
す
る
こ
と
、
②
そ
れ
が
憲
法
一
四
条
が
禁
止
す
る

差
別
の
う
ち
最
も
悪
質
な
態
様
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ

た
。
そ
し
て
、
③
本
件
言
動
は
個
別
の
人
格
権
で
は
な
く
、
端
的

に
「
個
人
の
尊
厳
」
の
直
接
的
な
侵
害
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と

を
主
張
し
た
。

﹇
①
に
つ
い
て
﹈
本
件
言
動
は
い
く
つ
か
の
点
で
、
憲
法
一
三
条

が
保
障
す
る
「
個
人
の
尊
厳
」
の
核
心
部
を
侵
害
す
る
も
の
だ
っ

た
。
第
一
に
、
被
控
訴
人
の
言
明
の
中
に
、
控
訴
人
個
人
の
性
格

や
特
徴
、成
果
や
功
績
に
対
す
る
評
価
は
全
く
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

控
訴
人
が
在
日
コ
リ
ア
ン
で
あ
る
と
い
う
一
事
を
捉
え
、
控
訴
人

を
攻
撃
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
言
動
は
控
訴
人
の
人
格
を
真
っ

向
か
ら
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
第
二
に
、
被
控
訴
人

は
控
訴
人
の
氏
名
を
通
名
と
決
め
つ
け
て
非
難
を
加
え
た
。
こ
の

よ
う
な
決
め
つ
け
は
、
控
訴
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
係
る
自

律
的
選
択
へ
の
攻
撃
で
あ
っ
た
。第
三
に
、本
件
言
動
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
ブ
ロ
グ
で
行
わ
れ
た
も
の
で
、
社
会
に
広
く
伝
播
す

る
潜
在
性
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
公
的
な
場
で
対
象
者
の

人
格
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
当
人
の
日
常
生
活
に
支
障
を
来
し
う

る
。
こ
の
点
で
被
控
訴
人
の
言
動
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
控
訴

人
の
活
動
の
自
由
を
奪
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
控

訴
人
が
発
育
途
上
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
十
分
に
確
立
し
て
い

な
い
未
成
年
者
だ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
本
件
記
事
は
、
控

訴
人
が
「
自
己
の
生
の
作
者
」（
佐
藤
幸
治
）
と
な
る
の
に
不
可

欠
な
、
長
期
的
な
視
点
か
ら
の
目
的
設
定
を
妨
げ
る
可
能
性
す
ら

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
「
個
人
の
尊
厳
」

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
「
個
人
の
尊
厳
」

西
南
学
院
大
学
教
授

　
　

奈
須　

祐
治
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あ
っ
た
。
第
四
に
、
本
件
記
事
は
、
神
奈
川
新
聞
が
配
信
し
た
控

訴
人
に
関
す
る
公
的
活
動
（
ラ
ッ
プ
を
通
じ
た
平
和
へ
の
ア
ピ
ー

ル
）
に
関
し
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
被
控
訴
人
の
言
動
は
、

こ
う
し
た
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
ん
だ
控
訴
人
の
活
動
を
萎
縮

さ
せ
る
性
格
を
も
ち
、
控
訴
人
の
公
的
活
動
を
も
否
定
す
る
側
面

が
あ
っ
た
。
第
五
に
、
本
件
記
事
に
は
控
訴
人
を
「
悪
性
外
来
寄

生
生
物
種
」
等
と
称
す
る
発
言
が
含
ま
れ
て
お
り
、
控
訴
人
の
人

間
の
尊
厳
を
否
定
す
る
性
格
を
も
有
し
て
い
た
。

﹇
②
に
つ
い
て
﹈
本
件
言
動
は
以
下
の
点
で
、
憲
法
一
四
条
が
禁

止
す
る
差
別
の
う
ち
最
も
悪
質
な
態
様
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
第

一
に
、
本
件
言
動
は
、
控
訴
人
を
差
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

尊
厳
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
差
別
は
控
訴
人
に

と
っ
て
変
え
る
余
地
の
な
い
控
訴
人
の
民
族
的
ル
ー
ツ
を
直
接
攻

撃
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
典
型
的
に
、
当
人
の
変
更
で
き
な

い
要
素
に
基
づ
く
差
別
だ
っ
た
。
第
二
に
、
本
件
言
動
は
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
核
的
要
素
た
る
民
族
的
属
性
へ
の
攻
撃
だ
っ

た
。
第
三
に
、
本
件
言
動
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
二
級
市
民
性
の

再
生
産
に
寄
与
す
る
性
格
を
濃
厚
に
帯
び
る
も
の
だ
っ
た
。
以
上

の
点
に
加
え
、
本
件
の
発
言
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
、
及
び
控
訴
人

個
人
に
対
す
る
客
観
的
な
判
断
や
評
価
を
一
切
含
ん
で
お
ら
ず
、

在
日
コ
リ
ア
ン
に
対
す
る
敵
意
に
の
み
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

﹇
③
に
つ
い
て
﹈
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
言
動
は
端
的
に
憲
法

一
三
条
の
「
個
人
の
尊
厳
」
の
直
接
的
な
侵
害
と
み
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
っ
た
。
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
に
関
す
る
熊
本
地
判
平

一
三
・
五
・
一
一
判
時
一
七
四
八
号
三
〇
頁
は
、「
人
と
し
て
当
然

に
持
っ
て
い
る
は
ず
の
人
生
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
発
展
可
能
性

〔
を
〕
大
き
く
損
な
」
う
よ
う
な
「
人
権
制
限
の
実
態
は
、
単
に

居
住
・
移
転
の
自
由
の
制
限
と
い
う
こ
と
で
正
当
に
は
評
価
し
尽

く
せ
ず
、
よ
り
広
く
憲
法
一
三
条
に
根
拠
を
有
す
る
人
格
権
そ
の

も
の
に
対
す
る
も
の
と
と
ら
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し

た
。
本
件
の
法
益
侵
害
は
、
個
別
化
さ
れ
た
法
益
で
は
な
く
そ
の

根
源
に
ま
で
至
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
と
同
質
の
被
害
が

生
じ
て
い
た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
被
控
訴
人
の
言
動
は
最
も
悪
質
な
態
様
の
差

別
に
よ
っ
て
個
人
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
本
件
言
動
は
憲
法
一
三
条
の
個
人
の
尊
厳
を
直
接
的
に
侵
害

す
る
も
の
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
英
語
圏
の
法
学
文
献
で
は
、
尊

厳
の
概
念
は
曖
昧
か
つ
多
義
的
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
広
く
な
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
に
つ
い
て
直
ち
に
明
確
な
解
答
を
示
す
こ

と
が
で
き
な
い
が
、
被
控
訴
人
の
言
動
は
個
人
の
尊
厳
の
核
心
部

分
を
典
型
的
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
少
な
く
と
も
本

件
で
は
尊
厳
概
念
の
曖
昧
さ
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
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一
九
八
〇
年
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
構
）
は
「
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｈ

（
国
際
障
害
分
類
）」
を
作
成
・
発
表
し
、
翌
八
一
年
の
「
国
際

障
害
者
年
」、
八
二
年
の
「
障
害
者
に
関
す
る
世
界
行
動
計
画
」、

八
三
年
〜
九
二
年
の
「
国
連
・
障
害
者
の
十
年
」
に
お
い
て
、
社

会
へ
の
「
完
全
参
加
と
平
等
」
へ
加
盟
各
国
の
取
組
を
促
し
ま
し

た
。
二
〇
〇
一
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
取
組
を
踏
ま
え
新
た
に

「
Ｉ
Ｃ
Ｆ
（
国
際
生
活
機
能
分
類
）」
を
採
択
し
、
日
本
に
お
い

て
も
こ
の
概
念
規
定
を
検
討
・
採
用
し
、
二
〇
一
一
年
の
改
正
障

害
者
基
本
法
に
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
中
で
、「
す
べ
て
障

害
者
は
、
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
社
会
、
経
済
、
文
化
そ

の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る

こ
と
」（
同
改
正
法
三
条
一
項
）
と
明
記
し
、
そ
れ
ま
で
の
障
害

を
個
人
の
機
能
不
全
や
能
力
低
下
の
問
題
と
捉
え
て
い
た
こ
と

か
ら
、
個
人
の
生
活
機
能
等
に
不
利
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
「
社

会
環
境
」
の
改
善
を
進
め
、
地
域
社
会
で
の
生
活
や
活
動
を
重
視

す
る
方
向
へ
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

今
日
、「
共
生
社
会
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
、
障
害
の
あ
る

人
の
社
会
参
加
の
機
会
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
し

た
機
会
に
お
い
て
、
主
体
性
が
発
揮
で
き
る
内
容
や
環
境
は
ま
だ

十
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
い
ま
だ
に
、
本
人
の
意
思
や
能
力
の
確

認
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
今
あ
る
環
境
条
件
に
適
合
さ
せ
よ
う

と
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
人
に
と
っ
て
障
害
の
あ

る
な
し
に
関
わ
ら
ず
、
生
活
の
中
に
は
自
ら
の
興
味
・
関
心
や
才

能
を
育
め
る
活
動
は
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
由
に
で
き
る
環
境

が
あ
れ
ば
自
己
肯
定
感
を
生
み
自
己
実
現
に
つ
な
が
り
ま
す
。

主
体
性
や
才
能
を
発
揮
で
き
る
点
で
芸
術
創
造
の
分
野
は
ふ

さ
わ
し
い
と
い
え
ま
す
。
実
際
、
障
害
の
あ
る
人
の
芸
術
活
動
や

そ
の
作
品
が
近
年
世
界
的
に
注
目
を
集
め
て
お
り
、
本
誌
で
も

二
〇
一
八
年
か
ら
表
紙
絵
に
作
品
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
品

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
碍
者

芸
術
推
進
研
究
機
構
副
理
事
長

　
　

重
光　

豊

人
権
の
一
視
点
〜
主
体
性
の
尊
重
〜

人
権
の
一
視
点
〜
主
体
性
の
尊
重
〜

　
　
　

障
害
の
あ
る
人
の
芸
術
活
動

　
　
　

障
害
の
あ
る
人
の
芸
術
活
動
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が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
芸
術
創
造
に
特
異
な
才
能
を
発
揮
す
る
人

が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
そ
の
き
わ
め
て
個
性
的
な
テ
ー
マ
や
作

風
、
色
彩
感
覚
や
デ
ザ
イ
ン
的
感
性
、
特
長
的
な
制
作
過
程
な
ど

に
つ
い
て
の
芸
術
的
評
価
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
う
し
た
テ
ー
マ
や
作
風
が
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
十
年
、

二
十
年
、
三
十
年
と
持
続
す
る
創
造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
筆
者
が
関
与
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
運
営
す
る
ア
ト
リ
エ
に

所
属
す
る
作
家
で
、
セ
ロ
テ
ー
プ
を
、
袖
を
ま
く
り
上
げ
た
内
腕

に
貼
り
付
け
た
後
そ
れ
を
パ
イ
プ
様
に
巻
き
取
り
、
巻
き
取
っ
た

も
の
を
く
っ
つ
け
て
い
き
、
そ
の
行
為
を
繰
り
返
し
て
一
日
に

二
十
〜
三
十
本
の
塊
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
一
年
続
け
る
と
、
直

径
が
六
十
〜
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
サ
ン
ゴ
礁
の
よ
う
な
形

状
に
至
り
、
誰
も
が
「
目
に
し
た
こ
と
も
な
い
」
作
品
が
で
き
ま

す
。
彼
女
は
そ
う
し
た
作
品
を
意
図
し
て
創
っ
て
い
る
と
い
う
よ

り
は
、
セ
ロ
テ
ー
プ
を
「
腕
に
貼
り
付
け
る
」、
そ
れ
を
「
う
ま

く
巻
き
取
る
」、そ
し
て「
く
っ
つ
け
て
い
く
」と
い
う
一
連
の「
行

為
を
愉
し
ん
で
」
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
行
為
の
結
晶
と
し
て

「
世
界
に
類
例
の
な
い
」
作
品
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

所
属
作
家
四
十
名
の
創
作
過
程
を
見
て
い
ま
す
と
、
誰
も
が

下
絵
や
下
書
き
、
構
想
を
練
る
こ
と
も
な
く
、
い
き
な
り
キ
ャ

ン
バ
ス
な
ど
に
描
き
始
め
ま
す
。
脳
裏
に
自
身
の
テ
ー
マ
と
造

型
イ
メ
ー
ジ
が
常
に
あ
り
、
直
観
に
し
た
が
っ
て
創
作
が
進
ん

で
い
き
ま
す
。
芸
術
創
作
活
動
は
極
め
て
主
体
的
な
活
動
で
あ

り
、
画
材
や
テ
ー
マ
、
表
現
方
法
な
ど
に
つ
い
て
厳
格
な
ル
ー

ル
や
縛
り
も
な
く
、
自
身
の
興
味
関
心
が
尊
重
さ
れ
才
能
が
発

揮
で
き
る
場
が
あ
り
自
由
に
創
作
活
動
で
き
る
環
境
が
あ
れ
ば
、

実
に
多
彩
な
作
品
が
生
ま
れ
ま
す
。
作
品
に
は
力
が
あ
り
美
術

的
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。
京
都
の
ア
ト
リ
エ
か
ら
生
ま
れ
た
作

品
は
、
海
外
の
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
か
ら
も
注
目
さ
れ
問
い

合
わ
せ
や
引
き
合
い
が
来
て
い
ま
す
。
自
ら
の
作
品
が
売
れ
る

こ
と
は
、
よ
り
高
い
「
社
会
参
加
」
で
あ
り
経
済
的
自
立
の
レ

ベ
ル
ア
ッ
プ
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
十
年
後
の
光
景

が
ま
す
ま
す
楽
し
み
で
す
。

＊  
作
品
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
な
ど
、
作
家
に
著
作
料
を
支
払
う
こ
と
で

自
立
と
社
会
参
加
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。「
グ
ロ
ー
ブ
」
表
紙
掲
載

作
品
に
つ
い
て
も
今
年
度
、
第
一
〇
五
号
か
ら
同
事
業
に
協
力
し

て
い
ま
す
。
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一
．
人
種
差
別
撤
廃
条
約
と
日
本
法

人
種
差
別
撤
廃
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
い
ま
す
）
は
、

一
九
六
五
年
に
国
連
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
、
六
九
年
に
発
効

し
ま
し
た
。
日
本
は
一
九
九
五
年
に
条
約
に
加
入
し
、
条
約
は
翌

九
六
年
に
日
本
に
つ
い
て
発
効
し
ま
し
た
。日
本
の
法
制
度
で
は
、

条
約
は
国
内
法
と
同
等
の
効
力
を
も
ち
ま
す
。
条
約
が
日
本
法
の

一
部
と
な
っ
て
か
ら
二
五
年
が
た
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

間
、何
か
変
化
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
「
変
わ
り
つ
つ
あ
る
」

と
い
う
の
が
私
の
答
え
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
私
人
間
の

人
種
差
別
の
禁
止
」
と
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
」
と
に
分
け

て
概
観
し
て
み
ま
す
。

二
．
私
人
間
の
人
種
差
別
の
禁
止

【
従
来
の
状
況
】　

日
本
に
は
、
人
種
差
別
を
包
括
的
に
禁
止
す
る

法
令
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
私
人
間
の
差
別
が
よ
く
み
ら
れ
る

マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
へ
の
入
居
や
店
舗
の
利
用
、
就
職
な
ど
の
場
面

で
は
そ
う
で
す
。
政
府
は
、
法
令
に
よ
る
規
制
が
客
観
状
況
か
ら

み
て
必
要
は
な
い
と
い
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
裁
判
で
は
、
法
令

上
の
手
が
か
り
が
な
い
た
め
に
、
よ
ほ
ど
の
場
合
で
な
け
れ
ば
被

害
者
の
側
が
勝
訴
す
る
み
こ
み
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
変
化
の
兆
し
】　

変
化
は
、
ま
ず
裁
判
所
か
ら
お
こ
り
ま
し
た
。

そ
の
最
初
の
も
の
は
一
九
九
九
年
の
静
岡
地
裁
浜
松
支
部
判
決
や

二
〇
〇
二
年
の
札
幌
地
裁
判
決
で
し
た
。
い
ず
れ
も
外
国
人
に
対

す
る
入
店
・
入
場
拒
否
の
事
案
で
す
が
、
裁
判
所
は
、
条
約
を
用

い
て
被
害
者
側
勝
訴
を
導
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、
同
種
の
裁
判

例
が
い
く
つ
か
あ
り
、
少
な
く
と
も
入
店
・
入
場
拒
否
事
案
で
は

勝
訴
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
立
法
の
場
で
は
、

二
〇
〇
二
年
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
「
人
権
擁
護
法
案
」
が
あ
り

ま
し
た
。
同
法
案
は
、
人
種
差
別
な
ど
を
一
般
的
に
禁
止
し
た
も

の
で
し
た
。
こ
れ
は
廃
案
と
な
り
ま
し
た
が
、
政
府
が
、
私
的
人

種
差
別
を
法
律
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
べ
き
行
為
と
認
め
た
こ
と
が

重
要
で
す
。
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
、世
田
谷
区
の
条
例（
二
〇
一
八

年
）
や
国
立
市
の
条
例
（
二
〇
一
九
年
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
動
き
を
み
る
と
、
私
人
間
に
お
い
て
人
種
差
別
を

受
け
な
い
利
益
が
、
私
的
自
治
や
契
約
自
由
の
原
則
、
営
業
の
自

由
や
財
産
権
な
ど
と
等
価
か
、
又
は
前
者
が
優
越
す
る
状
況
に

人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
発
効
か
ら

人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
発
効
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

四
半
世
紀
を
経
て

　
　
　
　
　
　
　
　

四
半
世
紀
を
経
て

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

大
阪
大
学
大
学
院
教
授

　
　

村
上　

正
直
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な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

三
．
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
規
制

【
従
来
の
状
況
】　

条
約
第
四
条
は
、
人
種
優
越
主
義
な
ど
の
表
現

行
為
や
人
種
差
別
の
扇
動
な
ど
の
禁
止
を
求
め
る
も
の
で
す
が
、

日
本
は
、
こ
の
規
定
に
留
保
を
付
し
ま
し
た
。
留
保
を
付
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
日
本
は
同
条
の
規
制
を
行
う
国
際
的
義
務
を
負
わ

な
く
な
り
ま
し
た
。
表
現
・
結
社
の
自
由
と
抵
触
す
る
よ
う
な
措

置
は
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
す
。
日
本
は
、
こ
の

留
保
を
撤
回
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
明
言
し
て
い
ま
す
。政
府
は
、

私
人
間
の
差
別
の
場
合
と
同
様
に
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
法
規
制

は
必
要
で
は
な
い
と
す
る
立
場
を
と
り
ま
し
た
。

【
変
化
の
兆
し
】　

変
化
は
、
こ
こ
で
も
裁
判
所
か
ら
生
じ
ま
し

た
。
二
〇
一
三
年
以
降
の
「
在
特
会
」
関
連
の
一
連
の
裁
判
例
が

そ
れ
で
す
。
こ
れ
ら
の
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
お
い
て
、
ヘ
イ
ト

ス
ピ
ー
チ
の
被
害
者
が
勝
訴
し
、
損
害
賠
償
の
請
求
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
立
法
の
場
で
は
、
二
〇
一
六
年
、
国
は

「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
」
を
制
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
自
治

体
レ
ベ
ル
で
は
、
大
阪
市
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
条
例

（
二
〇
一
六
年
）
や
東
京
都
の
条
例
（
二
〇
一
八
年
）
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
は
、
表
現
・
結
社
の
自
由
と
差
別
の

禁
止
規
範
や
平
穏
な
生
活
を
送
る
権
利
と
の
調
整
の
過
程
で
、
後

者
の
価
値
が
従
来
よ
り
も
よ
り
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

こ
と
、
つ
ま
り
価
値
序
列
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

四
．
今
後
の
課
題

最
後
に
こ
れ
ま
で
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
を
示
し
て
お
き
ま

す
。
ま
ず
、
条
約
が
日
本
法
の
一
部
と
な
っ
て
以
降
、
日
本
の
社

会
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
に
は
競
合
す
る
価
値

の
調
整
と
い
う
難
し
い
問
題
を
含
み
ま
す
が
、
差
別
禁
止
規
範
や

そ
れ
に
関
連
す
る
価
値
・
利
益
の
比
重
が
増
し
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
た
だ
、
人
種
差
別
の
禁
止
や
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
規
制

に
反
対
し
た
り
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
主
張
や
動
き
に
も
真

に
考
慮
す
る
べ
き
事
柄
が
含
ま
れ
ま

す
。
困
難
な
調
整
の
努
力
は
今
後
も
続
い
て
い
く
も
の
と
思
い
ま

す
。次

に
、
私
人
間
の
差
別
の
規
制
の
分
野
で
は
、
国
レ
ベ
ル
で
包

括
的
な
人
種
差
別
禁
止
法
が
な
い
こ
と
が
問
題
で
す
。
裁
判
所
で

も
、
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
、
被
害
の
救
済
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
結
果
、
泣
き
寝
入
り
に
な
る
事
例
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
裁
判
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
た
め
、
簡
易
迅
速
な
救
済
手
段
を

工
夫
す
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
国
レ
ベ
ル
の
規
制
が

弱
く
、
自
治
体
に
よ
る
、
各
地
方
の
状
況
に
応
じ
た
対
応
が
期
待

さ
れ
ま
す
。
そ
の
積
み
上
げ
が
国
を
動
か
す
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。



14

一
、
ス
ー
ザ
ン
・
ゴ
ロ
ン
ボ
ク
に
つ
い
て

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
子
育
て
に
関

す
る
研
究
は
増
加
し
、
そ
れ
は
「
指
数
関
数
的
」
だ
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。
本
セ
ン
タ
ー
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
四
に
お
い
て
も
、

研
究
・
調
査
が
続
行
中
で
あ
る
。（
↓『
Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｂ
Ｅ
』１
０
４
号
）

こ
の
分
野
に
お
い
て
パ
イ
オ
ニ
ア
の
一
人
で
あ
り
約
半
世
紀

に
わ
た
り
こ
の
テ
ー
マ
を
追
う
ス
ー
ザ
ン
・
ゴ
ロ
ン
ボ
ク
の
業

績
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。
彼
女
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
家

族
研
究
セ
ン
タ
ー
長
で
あ
り
、
日
本
語
訳
出
版
さ
れ
た
共
著
も

あ
る
。
自
ら
の
研
究
の
端
緒
を
、「
一
九
七
六
年
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
雑
誌
『
ス
ペ
ア
リ
ブ
』
の
記
事
が
、
そ
の
後
の
、
私
の
研
究

人
生
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
テ
ー
マ
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
」

と
記
し
て
い
る
。
当
時
は
、
司
法
の
場
で
も
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

へ
の
偏
見
が
強
く
、
離
婚
に
際
し
、
性
的
指
向
を
理
由
に
監
護

権
を
失
う
レ
ズ
ビ
ア
ン
マ
ザ
ー
の
事
案
が
圧
倒
的
だ
っ
た
。
そ

の
こ
と
を
受
け
て
、
親
の
性
的
指
向
の
子
へ
の
影
響
を
検
証
す

る
実
証
研
究
に
着
手
す
る
。
彼
女
の
調
査
は
、
二
〇
一
五
年
合

衆
国
最
高
裁
の
オ
ー
バ
ー
グ
フ
ェ
ル
対
ホ
ッ
ジ
ス
裁
判
（
い
わ

ゆ
る
同
性
婚
裁
判
）
に
お
い
て
も
、
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
て

い
る
。

ゴ
ロ
ン
ボ
ク
は
二
〇
〇
七
年
に
、
三
〇
年
を
回
顧
し
な
が
ら
、

こ
の
分
野
の
研
究
史
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

一
九
七
〇
年
代
に
提
起
さ
れ
た
問
い
、「
レ
ズ
ビ
ア
ン
や
ゲ
イ

家
族
は
、
子
に
発
達
心
理
上
の
悪
影
響
を
与
え
る
の
か
」
に
は
、

す
で
に
答
え
が
出
た
。
そ
れ
は
「
ノ
ー
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
父

母
の
そ
ろ
っ
た
」
家
族
を
標
準
と
し
て
そ
こ
か
ら
の
距
離
を
測

る
研
究
姿
勢
に
は
す
で
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が
起
き
て
い
る
。

そ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
が
、

二
〇
〇
一
年
の
ス
テ
イ
シ
ー
と
ビ
ブ
ラ
ー
ツ
の
研
究
だ
と
し
て

い
る
。

二
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降

ス
テ
イ
シ
ー
ら
は
、「『
レ
ズ
ビ
ア
ン
マ
ザ
ー
と
ヘ
テ
ロ
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
マ
ザ
ー
の
子
育
て
を
比
較
し
て
差
異
は
な
い
』、と〝
マ

ン
ト
ラ
〞
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
マ

ザ
ー
に
育
て
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
も
っ
と
ユ
ニ
ー
ク
で
魅

力
的
な
と
こ
ろ
も
あ
る
の
に
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
残

念
に
感
じ
て
き
た
」
と
し
て
、
違
い
は
違
い
と
し
て
尊
重
で
き

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
子
育
て
に
つ
い
て
、

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
子
育
て
に
つ
い
て
、

　

Ｓ
．
ゴ
ロ
ン
ボ
ク
の
研
究
に
学
ぶ

　

Ｓ
．
ゴ
ロ
ン
ボ
ク
の
研
究
に
学
ぶ

　
　

―
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
子
育
て
の
模
索

　
　

―
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
子
育
て
の
模
索
――

研
究
セ
ン
タ
ー
嘱
託
研
究
員

立
命
館
大
学
生
存
学
研
究
所
客
員
研
究
員

　
　

有
田　

啓
子
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る
時
代
が
よ
う
や
く
到
来
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
冒
頭
の
通
り
、
関
連
分
野
の
量
的
調
査

と
と
も
に
質
的
研
究
が
着
目
さ
れ
て
い
く
。
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

家
族
の
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
よ
り
柔
軟
に
認
識
し
な
が
ら
成
長
し
て
い

る
こ
と
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
は
、
オ
ー
プ
ン
ド
ナ
ー
を
利
用
し
、

出
自
に
つ
い
て
も
幼
少
期
か
ら
伝
え
る
傾
向
が
強
い
こ
と
、
養

子
縁
組
に
お
い
て
異
な
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
子
ど
も
と
縁
組
す

る
割
合
も
多
く
、
子
ど
も
の
ル
ー
ツ
の
文
化
を
積
極
的
に
家
族

で
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
も
定
性
調
査
で
見
出
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
出
生
か
ら
成
人
ま
で
を
追
跡
し
た
長

期
調
査
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
引
用
も
さ
れ
る
。
そ
の
研
究
で
は
、

二
〇
一
八
年
、
子
ど
も
が
二
五
歳
に
な
っ
た
と
き
に
、
母
親
た

ち
一
三
一
人
に
子
育
て
を
振
り
返
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
最
も

困
難
だ
っ
た
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
性
的
指
向
の
た
め
に
、
周

囲
か
ら
排
除
さ
れ
、
差
別
を
受
け
た
こ
と
、
親
族
に
快
く
受
け

入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
社
会
に
対
し
て
理
解
を
促
し
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ビ

ア
な
偏
見
・
差
別
を
同
じ
よ
う
に
受
け
て
も
、
立
ち
直
れ
る
子

と
そ
う
で
な
い
場
合
と
の
違
い
に
も
着
目
さ
れ
て
い
る
。

直
近
で
は
、コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、ゲ
イ
フ
ァ
ー
ザ
ー
の
家
族
、

異
性
愛
の
家
族
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
マ
ザ
ー
の
家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
困

難
を
聴
き
取
っ
た
調
査
も
あ
る
。
特
に
レ
ズ
ビ
ア
ン
家
族
が
被
っ

て
い
る
ス
ト
レ
ス
の
強
度
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

三
、
今
後
の
課
題

ゴ
ロ
ン
ボ
ク
に
も
ど
る
と
、
彼
女
は
さ
ら
に
二
〇
二
〇
年
に
、

こ
の
分
野
の
総
括
と
今
後
の
展
望
を
あ
げ
て
い
る
。欧
米
・
白
人
・

高
学
歴
層
以
外
の
社
会
人
口
学
的
多
様
性
へ
の
配
慮
、
生
殖
関

連
産
業
の
国
際
的
拡
大
の
倫
理
的
意
味
、
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン

ト
等
の
「
新
し
い
家
族
」、
そ
れ
に
対
す
る
政
治
的
反
発
な
ど
課

題
は
残
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
一
方
、
法
的
な
親
を
三
人
認
め

る
ケ
ー
ス
が
登
場
し
た
こ
と
、
恋
愛
関
係
、
性
的
関
係
の
あ
る

な
し
に
関
わ
ら
な
い
非
モ
ノ
ガ
ミ
ー
の
親
に
よ
る
共
同
子
育
て

な
ど
も
ふ
ま
え
つ
つ
、「
子
ど
も
の
健
全
な
心
理
的
発
達
に
と
っ

て
、
家
族
関
係
の
質
や
家
族
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
環
境
な

ど
の
家
族
プ
ロ
セ
ス
は
、
親
の
人
数
や
性
別
、
性
自
認
、
性
的

指
向
や
親
子
間
の
生
物
学
的
関
係
性
よ
り
も
、
は
る
か
に
重
要

で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
総
括
は
、

彼
女
の
半
世
紀
近
い
研
究
を
ふ
ま
え
る
と
、
重
み
が
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
子
育
て
の
実
態
を

知
り
、
困
り
ご
と
を
可
視
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、

同
時
に
思
う
の
は
、
困
難
を
招
い
て
い
る
の
は
規
範
で
統
べ
る

側
で
あ
っ
て
、
子
育
て
に
悩
み
、
支
援
の
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
両
親
の
揃
っ
た
核
家
族
」
と
い
う
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
を
体
現
す
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
も
同
様
な
の
で
は
な
い

か
、
現
代
に
お
け
る
子
育
て
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
開
く
ヒ
ン

ト
は
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
実
践
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
聞
き

分
け
な
が
ら
、
実
態
調
査
に
取
り
組
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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コ
ロ
ナ
感
染
者
の
数
が
劇
的
に
急
増
し
て
日
本
の
医
療
が
危

ぶ
ま
れ
て
い
る
な
ど
と
い
う
状
況
の
中
、
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
肯
定
的
な
レ
ガ
シ
ー
は
と
聞
か
れ
て
返
答
に
詰
ま

る
人
が
多
い
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
筆
者
の
立
場
で
一

つ
だ
け
言
え
る
と
す
れ
ば
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
日
本
企
業
が
ビ
ジ

ネ
ス
と
人
権
の
国
際
的
ル
ー
ル
を
意
識
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
〇
一
四
年
に
私
が
パ
レ
ス
チ
ナ
か
ら
帰
国
し
て
、
国
際
人
権

Ｎ
Ｇ
Ｏ
のBusiness&

H
um
an Rights Resource Centre

（BH
RRC

）
日
本
代
表
に
就
任
し
た
時
、
多
く
の
企
業
が

二
〇
一
一
年
に
国
連
人
権
理
事
会
に
採
択
さ
れ
た
「
ビ
ジ
ネ
ス
と

人
権
の
指
導
原
則
」
を
す
で
に
熟
知
し
て
、そ
れ
を
実
行
す
る（
少

な
く
と
も
実
行
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
る
）
こ
と
の
重
要
性
を
認

識
し
て
い
ま
し
た
。
無
論
そ
れ
ら
は
日
本
を
代
表
す
る
有
名
ブ
ラ

ン
ド
で
、
海
外
展
開
も
多
く
資
金
敵
及
び
人
的
リ
ソ
ー
ス
も
豊
富

な
大
企
業
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
で
も
第
一
歩
を
す
で
に
踏
み
出

し
て
い
る
と
い
う
感
触
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
大
企
業
が
皆

口
を
揃
え
て
話
し
て
い
た
の
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る

ま
で
に
日
本
企
業
が
こ
の
国
際
基
準
を
守
っ
て
い
る
こ
と
を
国

際
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
の
必
要
性
で
し
た
。

指
導
原
則
に
よ
っ
て
企
業
に
求
め
ら
れ
る
具
体
的
な
行
動
は

大
き
く
分
け
て
、
人
権
方
針
の
策
定
、
人
権
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ

ン
ス
の
実
施
、
そ
し
て
救
済
申
立
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
三
つ
で

す
。
完
全
な
統
計
は
あ
り
ま
せ
ん
が
二
〇
一
四
年
辺
り
よ
り
「
人

権
方
針
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
も
い
え
る
現
象
が
あ
り
、
か
な
り
の
数
の

企
業
が
指
導
原
則
に
基
づ
く
人
権
方
針
を
策
定
し
て
公
表
し
て

い
る
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
人
権
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ

ジ
ェ
ン
ス
に
も
取
り
組
ん
で
、
企
業
と
し
て
最
も
注
意
が
必
要
と

思
わ
れ
る
人
権
課
題
や
事
業
国
な
ど
の
特
定
に
動
き
出
し
た
企

業
も
増
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
必
ず
し
も
完

璧
で
な
く
、
例
え
ば
人
権
方
針
に
は
実
施
体
制
の
明
記
（
例
え
ば

「
役
員
に
人
権
担
当
を
任
命
し
て
、
毎
年
報
告
書
を
発
行
す
る
」

な
ど
）
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
人
権
方
針
は
そ
こ
が

曖
昧
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
日
本
語

で
し
か
対
応
で
き
な
い
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
な
ど
で
な
く
、
サ
プ
ラ
イ

日
本
企
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
と

日
本
企
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
と

　

人
権
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
：

　

人
権
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
：

  Business & Human Rights Resource Centre
 Business & Human Rights Resource Centre

　
　
　
　

日
本
代
表
の
四
年
半
を
振
り
返
っ
て

日
本
代
表
の
四
年
半
を
振
り
返
っ
て

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

大
阪
女
学
院
大
学
教
授

　
　

高
橋　

宗
瑠
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ヤ
ー
で
働
く
労
働
者
な
ど
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
救
済
申
立
に
関

し
て
は
ま
だ
手
付
か
ず
と
い
う
企
業
が
多
い
と
い
う
の
も
実
態

で
す
。
そ
れ
で
も
、
日
本
、
少
な
く
と
も
日
本
企
業
に
お
け
る
ビ

ジ
ネ
ス
と
人
権
は
全
体
的
に
「
動
い
て
い
る
」
と
感
じ
ら
れ
ま
し

た
。そ

う
は
い
う
も
の
の
、
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
九
年
に
現
職

に
就
く
ま
で
実
質
四
年
半BH

RRC

の
日
本
代
表
を
務
め
ま
し

た
が
、
日
本
企
業
の
体
質
は
昔
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
感
じ
る

こ
と
も
や
は
り
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
、
サ
イ
ト

に
宣
伝
と
し
て
掲
載
で
き
る
人
権
方
針
な
ど
も
重
要
で
す
が
、
や

は
り
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
に
問
題
を
指
摘
さ
れ
た
時
の
対
応
が
企
業
の

姿
勢
を
測
る
一
番
の
も
の
さ
し
で
す
。
指
摘
さ
れ
た
問
題
を
真

に
受
け
止
め
て
、
社
内
調
査
の
結
果
や
効
果
的
な
改
善
策
を
公
表

す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
指
摘
を
無
視
し
た
り
、
言
い
訳
で
誤
魔
化

そ
う
と
し
た
り
す
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
後
者
の
道
を
選
ぶ
日
本

企
業
は
依
然
と
し
て
多
い
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
対

等
な
立
場
で
話
し
合
う
相
手
な
ど
で
な
く
、
企
業
よ
り
下
の
存
在

と
考
え
て
い
る
企
業
関
係
者
は
依
然
と
し
て
か
な
り
多
い
も
の

と
感
じ
ま
す
。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
対
す
る
姿
勢
は
も
と
よ
り
、
日
本
企
業
（
と
い
う
よ

り
、
日
本
社
会
全
体
）
の
閉
鎖
性
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
も

多
々
あ
り
ま
し
た
。
企
業
関
係
者
は
よ
く
、
私
に
「
同
業
他
社
は

ど
こ
ま
で
人
権
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
」
と
聞
い
た
も
の
で
し

た
。
そ
の
「
同
業
他
社
」
は
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る
国
際
的
大

企
業
な
ど
で
な
く
丸
の
内
界
隈
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ム
ラ
の
仲

間
の
評
価
だ
け
で
満
足
し
て
、
国
際
的
な
動
向
に
な
か
な
か
真
剣

に
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
姿
勢
が
垣
間
見
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
に
、
日
本
企
業
の
人
権
に
対
す
る
取
り
組
み
に
は

往
々
に
し
て
「
形
だ
け
取
り
繕
っ
て
い
る
」
と
感
じ
る
こ
と
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
最
低
限
の
お
飾
り
は
す
る
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
を
人
権
を
尊
重
し
た
も
の
に
転
換
す
る
こ
と
を
本
気
で
考

え
て
い
る
日
本
企
業
は
片
手
で
数
え
ら
れ
る
程
度
で
し
ょ
う
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
は
日
本
企
業
だ
け
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
企
業

（
と
い
う
よ
り
日
本
社
会
全
体
）
の
特
殊
な
排
他
性
と
相
ま
っ
て
、

余
計
に
障
壁
を
高
く
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

日
本
に
限
ら
ず
企
業
に
直
接
人
権
の
重
要
性
を
説
く
の
は
大

切
で
す
が
、
結
局
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
の
が
私
個
人
の
結
論

で
す
。
指
導
原
則
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
際
法
に
よ
っ

て
人
権
保
障
の
義
務
は
国
家
に
あ
る
の
で
、
国
レ
ベ
ル
で
法
体

制
や
規
制
が
作
ら
れ
、
人
権
を
侵
害
す
る
（
も
し
く
は
侵
害
に

加
担
す
る
）
企
業
が
罰
せ
ら
れ
る
、
拘
束
力
の
あ
る
仕
組
み
が

構
築
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
欧
州
各
国
な
ど
で
は
少
し
ず

つ
そ
の
よ
う
な
法
律
が
で
き
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
政
府
の

動
き
は
か
な
り
遅
く
、
二
〇
二
〇
年
に
策
定
さ
れ
た
「
二
〇
二
〇

年
－
二
〇
二
五
年
行
動
計
画
」
も
効
果
性
に
乏
し
い
内
容
ば
か

り
と
い
う
の
が
実
態
で
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
終
わ
り
、
ビ
ジ

ネ
ス
と
人
権
が
忘
れ
去
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
政
府
が
本
腰
を
入

れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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人
権
と
は
、
人
が
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
す
る
権
利
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
人
権
概
念
を
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

近
代
以
降
で
あ
る
。
近
代
と
は
、
少
な
く
と
も
理
念
上
は
、
身
分

制
度
や
カ
リ
ス
マ
や
慣
習
で
は
な
く
、
法
に
よ
っ
て
人
々
の
自
由

と
平
等
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
時
代
だ
か
ら
で
あ
り
、
人
権
は
近

代
の
要
件
と
も
さ
れ
る
。
と
は
言
え
私
た
ち
は
、
そ
う
し
た
理
想

上
の
近
代
と
は
異
な
る
歴
史
と
現
実
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ

て
い
る
。
同
じ
人
で
あ
る
の
に
、
人
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る

人
権
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
々
が
い
る
。
そ
し
て

そ
う
し
た
人
々
の
勇
気
あ
る
度
重
な
る
告
発
に
よ
っ
て
、
人
権
概

念
は
絶
え
ず
拡
張
・
再
編
さ
れ
て
き
た
し
、
私
た
ち
は
今
も
そ
の

道
程
に
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
人
権
問
題
を
研
究
す
る
世
界
人
権
問
題
研

究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
世
人
研
」）
の
研
究
も
、
そ
の
多
く
は
近

代
が
排
除
し
て
き
た
人
々

―
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
「
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
」
と
呼
ぼ
う

―
を
対
象
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
上
述
し

た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
研
究
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
生
み
続
け
る
私
た
ち
の

社
会
の
あ
り
様
を
問
う
営
為
で
あ
る
と
言
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
研
究
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
や
社
会
が
孕
む
問
題
を

こ
そ
照
射
す
る
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
外
国
人
と
い
っ

て
も
障
害
と
い
う
指
標
に
お
い
て
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
し
、

ま
た
障
害
の
あ
る
女
性
の
性
的
少
数
者
の
よ
う
に
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
性
が
重
な
る
場
合
も
あ
る
）。

こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
問
題

に
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
に
相
対
す
る
の
か
、
ど
う
い
っ

た
姿
勢
で
臨
む
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
決
定
的
に
重
要
に
な
っ
て

く
る
。
本
橋
哲
也
は
か
つ
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
他
者

か
ら
学
ぶ
と
は
、
社
会
体
制
の
な
か
で
搾
取
さ
れ
抑
圧
さ
れ
自
己

決
定
権
を
持
た
な
い
他
者
（
＝
サ
バ
ル
タ
ン
）
に
な
り
代
わ
っ
て

語
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
声
を
聴
か
な
い

で
い
ら
れ
る
特
権
的
な
状
況
に
置
か
れ
た
私
た
ち
の
ほ
う
に
こ

そ
問
題
が
あ
る
と
知
る
べ
き
な
の
だ
。
他
者
の
存
在
や
声
が
あ
る

人
権
問
題
を
研
究
す
る
意
味　

人
権
問
題
を
研
究
す
る
意
味　

　
　
　
　
　

―
専
任
研
究
員
五
年
間
―

　
　
　
　
　

―
専
任
研
究
員
五
年
間
―

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

鳥
取
大
学
地
域
学
部
准
教
授

　
　

呉　
　

永
鎬
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こ
と
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
分
自
身
の
存
在
や
声
に

と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
聞
き
、
関
わ
る
こ
と
。「
倫
理

的
で
あ
る
」
と
は
道
徳
的
に
正
し
い
こ
と
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、

そ
の
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
を
作
ろ
う
と
す
る
営
み
を
怠
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
五
年
）。
同
性
婚
、
Ｂ
Ｌ
Ｍ
運
動
、
入
管
施
設
で

外
国
人
が
死
亡
し
た
問
題
等
々
、
昨
今
に
お
い
て
も
枚
挙
に
暇
が

な
い
が
、
こ
う
し
た
問
題
を
気
に
し
な
い
で
い
ら
れ
る
自
身
の
特

権
性
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
を
改
善
・
解
決

し
て
い
く
た
め
に
求
め
ら
れ
る
第
一
歩
で
あ
ろ
う
。

と
は
言
え
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
存
在
や
声
を
「
自
分
自
身
の
存

在
や
声
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
聞
き
、
関
わ
る
こ

と
」
は
容
易
で
は
な
い
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
社
会
な
い
し
私
た
ち

の
関
係
を
捉
え
る
う
え
で
、
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
＝
ス
ズ
キ
は
、

法
律
用
語
で
事
後
共
犯
を
意
味
す
る
「
連
累
」
を
用
い
て
、
示
唆

に
富
む
指
摘
を
し
て
い
る
（『
批
判
的
想
像
力
の
た
め
に

―
グ

ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
日
本
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
三

年
）。

  　

わ
た
し
は
直
接
に
土
地
を
収
奪
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
の
盗
ま
れ
た
土
地
の
上
に
住
む
。
わ
た
し
は
虐
殺
を
実
際

に
行
わ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
虐
殺
の
記
憶
を
抹
殺
す
る

プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す
る
。
わ
た
し
は
「
他
者
」
を
具
体
的
に
迫
害

し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
当
な
対
応
が
な
さ
れ
て
い
な

い
過
去
の
迫
害
に
よ
っ
て
受
益
し
た
社
会
に
生
き
て
い
る
。

  　

わ
た
し
た
ち
が
今
、
そ
れ
を
撤
去
す
る
努
力
を
怠
れ
ば
、
過
去

の
侵
略
的
行
為
に
よ
っ
て
生
起
し
た
差
別
と
排
除
（prejudices

）

は
、
現
世
代
の
心
の
中
に
生
き
続
け
る
。
現
在
生
き
て
い
る
わ
た

し
た
ち
は
、
過
去
の
憎
悪
や
暴
力
を
作
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
過
去
の
憎
悪
や
暴
力
は
、
何
ら
か
の
程
度
、
わ
た
し
た
ち

が
生
き
て
い
る
こ
の
物
質
世
界
と
思
想
を
作
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
も
た
ら
し
た
も
の
を
「
解
体
（unm

ake

）」
す
る
た
め
に
わ

た
し
た
ち
が
積
極
的
な
一
歩
を
踏
み
出
さ
な
い
限
り
、
過
去
の
憎

悪
や
暴
力
は
な
お
こ
の
世
界
を
作
り
つ
づ
け
て
い
く
だ
ろ
う
。

  　

す
な
わ
ち
、「
責
任
」
は
、わ
た
し
た
ち
が
作
っ
た
。
し
か
し
、「
連

累
」
は
、
わ
た
し
た
ち
を
作
っ
た
。

こ
の
社
会
に
生
き
る
誰
も
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
抑
圧
や
暴

力
と
無
関
係
な
存
在
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
持
つ
（
連
累
に
気

付
く
）
と
き
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
問
題
と
な

る
だ
ろ
う
。
世
人
研
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

問
題
を
研
究
し
社
会
に
発
信
し
て
い
く
重
要
な
機
関
で
あ
る
。
そ

の
営
み
に
専
任
研
究
員
と
し
て
関
わ
れ
た
こ
と
を
、
心
か
ら
光
栄

に
思
う
。
私
は
こ
れ
か
ら
も
人
権
問
題
を
研
究
し
て
い
き
た
い
。
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■
施
設
紹
介

ツ
ラ
ッ
テ
ィ
千
本
は
、
千
本
地
域
（
京
都
市
北
区
）
の
歴
史
や

住
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
な
ど
を
通
し
て
同
和
問
題
を
は
じ
め
広

く
人
権
に
つ
い
て
学
ん
で
い
た
だ
く
展
示
施
設
と
し
て
、
平
成
六

（
一
九
九
四
）
年
一
二
月
に
楽
只
市
営
住
宅
の
一
角
に
開
設
し
ま

し
た
。
以
来
、
二
五
年
余
り
に
わ
た
り
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
等
を
は
じ
め
、
様
々
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た
企
画
展

示
を
行
い
、
市
内
だ
け
で
は
な
く
全
国
か
ら
、
教
育
関
係
者
等
延

べ
九
万
人
を
超
え
る
多
く
の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

楽
只
市
営
住
宅
の
老
朽
化
や
人
口
減
少
に
伴
う
ま
ち
の
再
整
備

が
進
む
中
、
令
和
三
（
二
〇
二
一
）
年
六
月
に
、「
子
育
て
・
人
権
・

文
化
芸
術
の
拠
点
」
と
し
て
開
設
し
た
元
楽
只
小
学
校
跡
地
複
合

施
設
「
ふ
れ
あ
い
共
生
館
」
に
移
転
し
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
し
ま
し
た
。

■
元
楽
只
小
学
校
跡
地
複
合
施
設
「
ふ
れ
あ
い
共
生
館
」

平
成
三
一
（
二
〇
一
九
）
年
に
閉
校
し
た
楽
只
小
学
校
は
、
明

治
初
頭
に
地
域
の
方
々
の
手
に
よ
っ
て
開
校
さ
れ
た
私
塾
を
ル
ー

ツ
と
し
、
一
四
五
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
保

障
と
、
同
和
教
育
・
人
権
教
育
の
精
力
的
な
実
践
に
よ
り
、
地
域

住
民
の
、
差
別
か
ら
の
解
放
の
願
い
に
寄
り
添
っ
て
き
ま
し
た
。

時
を
経
て
、
次
代
を
担
う
子
供
た
ち
の
た
め
の
楽
只
保
育
所
や

楽
只
児
童
館
、
市
民
活
動
や
自
治
活
動
の
拠
点
と
な
る
「
北
い
き

い
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
」、
文
化
芸
術
活
動
を
支
え
る
「
Ｈ
Ａ

Ｐ
Ｓ
ス
タ
ジ
オ
」「
天
才
ア
ー
ト
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
」
と
共
生
す
る
こ

と
で
、
楽
只
の
今
と
昔
を
つ
な
ぎ
、
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
場
所

と
し
て
「
ふ
れ
あ
い
共
生
館
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。

■
千
本
地
域
の
歩
み

千
本
地
域
は
、
か
つ
て
蓮
台
野
村
と
呼
ば
れ
刑
吏
等
の
公
役
を

担
っ
て
い
た
ほ
か
、
雪
駄
等
の
履
物
業
な
ど
で
栄
え
て
い
ま
し
た

が
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）

年
の
解
放
令
に
伴
う
公
役
の

は
く
奪
や
松
方
デ
フ
レ
に
よ

る
深
刻
な
不
況
に
よ
り
貧
困

化
が
進
み
ま
し
た
。
そ
の
よ

う
な
中
、
村
年
寄
の
益
井
元

右
衛
門
と
そ
の
子
・
茂
平
は
、

ツ
ラ
ッ
テ
ィ
千
本

ツ
ラ
ッ
テ
ィ
千
本

　

〜
人
権
資
料
展
示
施
設
の
未
来
〜

　

〜
人
権
資
料
展
示
施
設
の
未
来
〜

京
都
市
共
生
社
会
推
進
室
担
当
部
長

　
　

北
條　

昌
代

〇益井茂平
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被
差
別
身
分
の
廃
止
を
明
治
政
府
に
訴
え
、
ま
た
、
楽
只
小
学
校

の
前
身
と
な
る
寺
子
屋
の
建
設
や
眼
科
医
院
の
開
設
な
ど
、
住
民

の
生
活
向
上
の
た
め
に
尽
力
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
一
一

（
一
九
二
二
）
年
の
全
国
水
平
社
創
立
に
際
し
て
は
、
こ
の
地
に

住
む
南
梅
吉
が
初
代
委
員
長
に
選
出
さ
れ
、
そ
の
居
宅
に
総
本
部

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
昭
和
四
七
（
一
九
七
二
）
年
か
ら
は
部
落
解
放
研
究
北

区
集
会
（
二
〇
〇
三
年
か
ら
は
「
き
た
け
ん
」）
が
取
り
組
ま
れ

る
な
ど
、
千
本
地
域
は
、
人
権
文
化
創
造
の
拠
点
・
発
信
基
地
と

し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
行
政
に
よ
る

同
和
問
題
の
解
決
に
向
け
た
住
環
境
整
備
事
業
が
本
格
的
に
始
ま

り
、
三
〇
年
余
り
で
住
宅
地
区
改
良
事
業
が
完
成
。
平
成
五

（
一
九
九
三
）
年
に
は
、
改

良
住
宅
建
替
え
を
契
機
に

新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
し
て
、
住
民
ら
が
基
本

計
画
を
作
り
、
市
内
で
初

め
て
の
改
良
住
宅
の
建
替

え
事
例
と
な
る
「
ら
く
し

二
一
」（
楽
只
市
営
住
宅
第

二
一
棟
）
や
、
全
国
初
と

な
る
定
期
借
地
権
を
利
用

し
た
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
住

宅
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
は
、
楽
只
市
営
住
宅
団
地
再
生
事
業
に
よ
り
、
楽
只
の
ま

ち
の
再
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

■
未
来
へ

ツ
ラ
ッ
テ
ィ
千
本
は
、
古
く
か
ら
の
学
び
の
地
で
、
引
き
続
き
、

千
本
地
域
の
歴
史
や
ま
ち
の
変
遷
、
ま
ち
づ
く
り
運
動
の
歩
み
な

ど
を
資
料
展
示
に
よ
り
紹
介
し
、
市
民
の
皆
様
が
人
権
に
つ
い
て

深
く
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
拠
点
と
し
て
、
ま
た
、
研
修
の
実
施
や

様
々
な
人
権
課
題
を
テ
ー
マ
と
し
た
特
別
展
示
を
展
開
し
、「
人

権
文
化
の
息
づ
く
ま
ち
・
京
都
」
を
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

〇展示室一

〇展示室三

〇千本の赤
千本教育推進協議会作成の絵本
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ふ
れ
あ
い
共
生
館

ふ
れ
あ
い
共
生
館

■
概
要

京
都
市
で
は
、
楽
只
小
学
校
と
紫
野
小
学
校
の
統
合
に
伴
い
、

平
成
三
一
年
三
月
に
閉
校
し
た
元
楽
只
小
学
校
の
跡
地
活
用
に
つ

い
て
、
楽
只
学
区
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
地
域
の
皆
様
か
ら
の
御

要
望
を
受
け
、
検
討
、
協
議
を
重
ね
た
結
果
、「
子
育
て
・
人
権
・

文
化
芸
術
の
拠
点
」
と
し
て
、
複
合
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

楽
只
学
区
全
体
の
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か
ら
、
北
い
き
い
き
市

民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
ツ
ラ
ッ
テ
ィ
千
本
、
京
都
市
楽
只
児
童
館
、

京
都
市
楽
只
保
育
所
を
移
転
整
備
す
る
と
と
も
に
、
元
新
道
小
学

校
か
ら
Ｈ
Ａ
Ｐ
Ｓ
ス
タ
ジ
オ
及
び
天
才
ア
ー
ト
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ア
ト

リ
エ
が
移
転
し
、「
ふ
れ
あ
い
共
生
館
」
と
し
て
開
設
し
ま
し
た
。

■
各
施
設
・
団
体
の
活
動
内
容

○
北
い
き
い
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

市
民
公
益
活
動
や
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
市
民
活
動
を
幅
広
く

支
援
し
て
い
く
た
め
、
市
民
が
い
き
い
き
と
活
動
で
き
る
場
所
と

機
会
を
提
供
す
る
施
設
で
す
。
会
議
室
と
多
目
的
ホ
ー
ル
を
備
え

る
ほ
か
、
市
民
活
動
に
関
す
る
情
報
発
信
・
交
流
の
た
め
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

https://kyoto-kita-ikiiki.jim
dofree.com

/

○
ツ
ラ
ッ
テ
ィ
千
本

千
本
地
域
の
歴
史
や
住
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
な
ど
を
通
じ

て
、同
和
問
題
を
は
じ
め
人
権
に
つ
い
て
学
ぶ
展
示
施
設
で
す
。

  https://w
w
w
.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/00000

49462.htm
l

○
Ｈ
Ａ
Ｐ
Ｓ
ス
タ
ジ
オ

Ｈ
Ａ
Ｐ
Ｓ
（
東
山

ア
ー
テ
ィ
ス
ツ
・
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
・

サ
ー
ビ
ス
）
は
、
若
手
芸
術
家
の
居
住
、
制
作
、
発
表
を
支
援

す
る
団
体
。
公
募
に
よ
っ
て
選
出
し
た
若
手
芸
術
家
に
制
作
場

所
を
提
供
し
ま
す
。

http://haps-kyoto.com
/
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○
天
才
ア
ー
ト
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ア
ト
リ
エ

  　

障
害
の
あ
る
方
の
芸
術
活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
空
き
教
室

を
活
用
し
た
ア
ト
リ
エ
。
登
録
ア
ー
テ
イ
ス
ト
が
ア
ト
リ
エ
を

拠
点
に
様
々
な
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

http://tensai-art.kyoto/

○
京
都
市
楽
只
児
童
館

  　

〇
歳
か
ら
一
八
歳
未
満
の
児
童
を
対
象
に
、
健
全
な
遊
び
の

場
の
提
供
、
遊
び
の
指
導
、
ク
ラ
ブ
活
動
の
育
成
と
指
導
、
学

童
ク
ラ
ブ
事
業
（
小
学
一
〜
六
年
の
昼
間
留
守
家
庭
児
童
が
対

象
）
を
行
う
児
童
福
祉
施
設
で
す
。

http://w
w
w
.kyo-yancha.ne.jp/rakushi/

○
京
都
市
楽
只
保
育
所
【
令
和
四
年
四
月
移
転
予
定
】

  　

保
育
を
必
要
と
す
る
産
休
明
け
か
ら
就
学
前
ま
で
の
子
ど
も

の
保
育
を
実
施
す
る
児
童
福
祉
施
設
。
一
時
預
か
り
事
業
等
の

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
事
業
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

  https://w
w
w
.city.kyoto.lg.jp/hagukum

i/page/00000
85806.htm

l

ふれあい共生館入口
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センター事業案内

◆人権講座の開催

人権大学講座
　当センターの研究員をはじめ人権問題の各分野に
おいて活躍されている方々を講師に招き、府･市民
をはじめとして、各方面で人権問題について指導的
な役割を期待される方々に人権問題を総合的に学ん
でいただく講座です。 世界人権宣言 50 周年を契機
に1998 年度に開設しました。
内容：  人権シンポジウム、講義、ワークショップ、

フィールドワーク
　今年度の日程は次ページをご覧ください。

人権ゆかりゼミ
　「人権ゆかりの地」旧跡を視点とした登録研究員
講師による会員制のゼミナール。古文書や絵巻物
から見る京都の変遷や渡来文化と京都のかかわり
など、多面的に京都について学び、意見交換しま
す。年 6回の連続講座で、1グループは 15人限定。
2018 年度に開設しました。
　今年度は、「歴史都市『京都』の移り変わり」と
「京都と渡来文化」の２講座を開設しています。

◆ボランティア人権ガイドの派遣
　当センターが養成･認定した人権にゆかりのある地をガイドするボランティア人権ガイドの派遣
事業を2001年度から実施しています。人権という視点で、京都に数多くある名刹･名庭･史跡
などの観光地を案内しています。

◆人権学習出前講座
　当センターの研究員がボランティアで府立学校･市立学校へ出向き、生徒等を対象に人権問題
に関する講座を行うもので 2009 年度から実施しています。

◆行政機関等への協力
　人権に関する事業の受託･協力、講師派遣等を行っています。



2021年度  人権大学講座

　　■ 講座日程

⽉⽇曜 種 別 時 間 講 座 名 講 師

7 10⽉7⽇
（⽊）

フィールド
ワーク 13:00〜16:45 在⽇コリアンの歴史・現状、多⽂化共⽣、東九条

の成り⽴ち

南  珣賢
村⽊美都⼦
⼭本 崇記

8 10⽉18⽇
（⽉） 講 義 14:00〜15:40 ⽣きるための⽇本語 〜移住者と⼈権〜 ⽊之本マリル

内⽥ 晴⼦

9 11⽉15⽇
（⽉）

ワーク
ショップ 14:00〜16:00 ワークショップで考える「病と⼈権」 渡辺  毅

10 11⽉29⽇
（⽉） 講 義 14:00〜15:40 近世京都の町家の継承と⼥性⼾主

―京都市太⼦⼭町の事例から― 秋元 せき

11 12⽉20⽇
（⽉） 講 義 14:00〜15:40 外国⼈の追放と⼦どもの最善利益原則 村上 正直

12 １⽉21⽇
（⾦）

講 義 14:00〜15:00 ⼈権について考える ― 私の⼈権論 ⼤⾕  實

修了式 15:00〜15:20 研究センター理事⻑ ⼤⾕ 實

会場
講義・ワークショップ ハートピア京都 （中京区⽵屋町通烏丸東⼊る）

フィールドワーク 受講者に別途案内します。

■ 講座の中⽌について （中⽌する場合はホームページ等でお知らせします。）
 ○   新型コロナウイルス感染症の状況により、中⽌する場合があります。ご理解くださるようお願い

します。
■ 受講申込みについて
 ○ 新型コロナウイルス感染症の感染を防⽌するため、定員（50名）を超える場合は、受講できません。
 ○ 受講⽇当⽇の申込みはできませんので、ご注意ください。
 ○   受講⽇前⽇までに、郵送⼜はFAXで申込みをしてください。複数の受講希望⽇をまとめて申込む

ことができます。
■ ご受講について
 ○ 新型コロナウイルス感染症の感染を防⽌するため、マスクを着⽤してください。
 ○ 体調がすぐれない場合は、受講を控えてください。
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◆人権問題研究叢書
　当研究センターが取り組む調査・研究のさらなる
活性化とその成果を広く国内外に発信し、人権文化
の発展に寄与することを目的に創刊しました。当研
究センター研究員が調査・研究活動を通じ、人権問
題を科学的に考察し論究したものです。

◆京都人権歴史紀行
　京都市内や府域に残る、人権にゆかりの場所や
事柄、人びとをたずね、先人たちが築いた文化を学
び、人権文化の伝統を探ります。
　従来の名所旧跡案内とは異なる新鮮なガイドブッ
クで、人権について考えてみませんか。

◆誰一人取り残さない 
　～ SDGs がめざすもの～
　当研究センターの創立 25周年を記念して開催し
たシンポジウムの記録です。

◆ブックレット 
・企業と人権の現代的問題 
・考えたくなる人権教育ｷｰｺﾝｾﾌﾟﾄ 
・真の女性活躍のために
　当研究センターの研究成果をまとめたブックレット
です。気軽に手に取っていただけます。

◆研究紀要
　当研究センターでは、共同研究方式を中心として
いますが。特定の課題についてさらに掘り下げた研
究を行うために、個々の研究員による個人研究にも
取り組んでおり、その成果を「研究紀要」で毎年度、
公表しています。

◆季刊誌グローブ
　当研究センターの研究活動やその他の事業につい
ての報告や予定、研究課題、研究員の紹介、外部
からの声などを掲載しています。
　当研究センターのホームページで年 4回掲載


