
「
’
’
一
近
年
、
規
制
緩
和
の
彼
が
法
律
学
に
も
押
し
寄

一
１
－

｛
Ｉ
‐
Ｉ
」
せ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
法
律
学
の
各

分
野
に
お
い
て
も
市
場
や
競
争
と
法
と
の
関
連
が
問
い

直
さ
れ
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
憲
法
学
で
は
、
戦
後

憲
法
学
は
「
営
々
と
し
て
反
・
自
由
競
争
的
な
憲
法
解

釈
論
を
築
き
上
げ
て
き
た
」
と
し
て
、
営
業
の
自
由
の

法
的
規
制
と
司
法
審
査
を
取
り
上
げ
、
社
会
国
家
の
理

念
の
下
で
弱
者
の
生
存
権
確
保
の
観
点
か
ら
積
極
的

規
制
を
認
め
、
そ
の
積
極
的
規
制
立
法
に
は
緩
や
か
な

司
法
審
査
基
準
を
適
用
し
、
経
済
秩
序
維
持
の
消
極
的

ぐ
規
制
立
法
に
は
厳
格
な
そ
れ
を
適
用
す
る
規
制
二
分
論

に
対
し
て
、
消
費
者
の
視
点
の
欠
落
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
自
由
競
争
を
阻
害
す
る
よ
う
な
規
制

立
法
は
、
営
業
主
体
の
営
業
の
自
由
の
制
約
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
消
費
者
と
い
う
受
け
手
の
営
業
の
自
由
に

と
っ
て
も
制
約
に
な
る
」
と
（
棟
井
快
行
「
規
制
緩
和

の
憲
法
論
」
法
律
時
報
六
八
巻
六
号
一
一
一
一
七
、
一
四
○

頁
［
’
九
九
六
年
己
。
ま
た
民
法
学
で
も
、
「
わ
が
国

で
は
、
明
治
以
来
、
競
争
の
価
値
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。

…
…
し
か
し
、
ご
く
最
近
：
．
…
こ
の
よ
う
な
価
値
観
は

労働と法

 
規

制
緩

和
論

を
機

に
改

め
て

考
え

直
し

た
い

こ
と

　

変
容
を
始
め
て
い
る
。
…
…
市
場
の
確
保
、
競
争
の
維

持
は
、
独
占
禁
止
法
や
証
券
取
引
法
に
よ
っ
て
の
み
実

現
さ
れ
る
べ
き
価
値
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
価
値
が
真

に
追
究
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
可

能
な
限
り
、
私
法
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
価
値
の
擁
護

が
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
（
大
村
敦
志
「
取
引

と
公
序
ｌ
法
令
違
反
行
為
効
力
諭
山
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

’
○
一
一
一
一
一
号
六
八
頁
［
’
九
九
三
年
］
）
。
大
村
助
教
授

に
よ
れ
ば
、
競
争
の
自
由
の
軽
視
は
何
も
戦
後
に
始
ま

っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
明
治
以
来
、
そ
う
し
た
傾
向
は

根
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
例
と
し
て
営
業
の
自
由
を
引
き
合
い
に
出
し
、
戦
前

の
競
業
禁
止
の
裁
判
例
は
公
序
違
反
と
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一
九
世

紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
競
争
の
自
由
が
自
然
法
的

価
値
な
い
し
道
徳
的
価
値
と
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
営
業

制
限
で
あ
る
労
働
組
合
が
行
為
自
由
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
、
競
業
禁
止
の
裁
判
例
が
公
序
違
反
と
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
興
味
深
い
。

［川］燗醐雌峨峨岫禅肱川訓肛訓川Ⅷ罹舳肺朏
と
か
競
争
と
い
う
価
値
は
、
明
治
以
来
の
わ
が
国
で
は

軽
視
さ
れ
続
け
て
き
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

わ
が
国
の
民
法
典
逆
人
の
自
然
権
の
保
全
で
は
な
く
、

近
代
国
家
と
し
て
欧
米
列
強
に
キ
ャ
ッ
チ
・
ア
ッ
プ
す

る
た
め
に
富
国
強
兵
や
殖
産
興
業
を
目
的
と
し
て
制
定

さ
れ
た
（
星
野
英
一
「
民
法
の
一
○
○
年
と
現
下
の
立

法
問
題
山
」
法
学
教
室
二
一
○
号
八
～
九
頁
［
’
九
九

八
年
］
こ
と
と
無
縁
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し

た
な
か
で
、
既
に
一
九
二
六
年
に
、
末
弘
厳
太
郎
博
士

は
、
「
生
け
る
法
」
を
志
向
し
て
契
約
の
自
由
の
倫
理

的
基
礎
で
あ
る
自
由
・
平
等
の
理
念
か
ら
説
き
起
こ
し
、

契
約
の
対
等
決
定
と
い
う
倫
理
的
基
礎
の
回
復
の
た
め

に
、
資
本
主
義
生
産
組
織
の
下
に
お
け
る
労
働
者
は
お

互
い
に
競
争
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
団
結
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
初
め
て
労
働
者
は
其
労
働
の
独
占
者
た
る
所

以
を
発
揮
し
、
資
本
家
と
対
立
し
て
平
等
の
契
約
を
締

結
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
（
『
労
働
法
研
究
』
四
六
頁
）
と

述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
集
団
主
義
的
な
理
論
的

基
調
は
、
生
存
権
か
労
働
権
、
団
結
権
等
が
憲
法
上
保

障
さ
れ
た
戦
後
の
労
働
法
学
に
も
継
承
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
戦
後
の
プ
ロ
レ
イ
パ
ー
労
働
法
学
の
代
表
的

論
者
は
、
「
民
法
上
雇
傭
契
約
と
は
、
…
…
『
自
由
』
の

原
理
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
。
民
法
の
基
礎
を
な
す

『
自
由
』
の
原
理
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
の
法
的

構
成
に
当
っ
て
、
平
等
か
つ
個
別
的
な
法
的
主
体
者
（
人

格
）
間
の
自
由
な
合
意
の
み
に
そ
の
基
礎
づ
け
を
求
め

る
こ
と
、
…
…
競
争
を
介
し
て
行
わ
れ
る
商
品
交
換
を

⑳
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媒
介
す
る
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
」
（
片
岡
昇
『
団

結
と
労
働
契
約
の
研
究
』
二
○
六
頁
［
’
九
五
九
年
］
）

こ
と
を
基
本
認
識
と
し
て
、
こ
れ
を
修
正
す
る
原
理
的

基
礎
と
し
て
生
存
権
を
措
定
し
、
「
労
働
契
約
概
念
は
、

団
結
権
と
同
一
の
法
的
原
理
の
う
え
で
の
み
成
立
す

る
」
（
同
書
二
一
一
一
一
頁
）
と
論
じ
た
。
そ
う
し
た
考
え

方
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
者
の
前
近
代
的
意
識
と

個
人
の
自
由
や
契
約
原
理
に
対
す
る
価
値
の
低
さ
を
理

由
と
し
て
、
生
存
権
か
ら
要
請
さ
れ
る
労
働
保
護
法
や

個
人
に
対
す
る
団
結
優
位
と
団
結
に
よ
る
個
人
の
自
由

へ
の
制
限
を
容
易
に
容
認
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
戦
後
型
労
働
法
で
は
、
労
働
市
場

に
お
け
る
競
争
こ
そ
労
働
者
に
災
厄
を
も
た
ら
す
根
源

と
し
て
団
結
と
労
働
保
護
法
に
よ
っ
て
克
服
す
べ
き
対

象
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
‐
’
’
一
し
か
し
、
一
九
七
○
年
前
後
か
ら
顕
在
化
し
始

－
３
一

声
Ｉ
‐
‐
」
め
た
労
働
組
ム
ロ
の
退
潮
、
労
働
者
の
一
雇
用
・
就

労
形
態
の
変
化
と
利
害
・
価
値
観
の
多
様
化
、
そ
し
て

近
年
顕
著
と
な
っ
て
き
た
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
、
女
性
就

業
率
の
高
ま
り
、
高
齢
・
少
子
化
社
会
の
到
来
、
経
済

の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
等
の
現
象
は
、
戦
後
型
労

働
法
の
存
立
根
拠
を
変
容
さ
せ
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を

喪
失
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
規
制
緩
和
で

は
な
く
、
規
制
改
革
が
必
要
な
こ
と
は
、
労
働
関
係
や

労
働
関
係
法
に
携
わ
る
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
九
○
年
代
に
入
っ
て
戦
後
型
労
働

法
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
喪
失
を
克
服
す
る
た
め
の
理
論
的

試
み
が
、
労
働
法
の
体
系
的
思
考
枠
組
み
、
法
規
制
や

紛
争
処
理
の
在
り
方
の
転
換
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
理
論
的
試
み
の
一
つ
は
、
労
働
法
を
「
労
働
市

場
で
の
労
働
者
の
取
引
行
為
（
交
渉
）
を
よ
り
円
滑
に

機
能
さ
せ
る
た
め
に
諸
種
の
支
援
制
度
を
用
意
す
る
法

体
系
」
（
菅
野
和
夫
・
諏
訪
康
雄
「
労
働
市
場
の
変
化

と
労
働
法
の
課
題
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
四
一
八
号
二

頁
二
九
九
四
年
］
）
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
、
労
働
法
を
自
己
決
定
囮
自
由
意
思
主
体
の
理
念

か
ら
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
（
西
谷
敏

『
労
働
法
に
お
け
る
個
人
と
集
団
』
□
九
九
二
年
］
等
）
。

両
者
の
見
解
は
、
そ
の
想
定
す
る
労
働
者
像
に
お
い
て

決
定
的
な
違
い
を
み
せ
る
。
前
者
は
、
「
個
人
と
し
て

市
場
で
評
価
さ
れ
る
た
め
の
職
業
能
力
を
備
え
、
市
場

取
引
に
必
要
な
判
断
能
力
を
有
し
、
自
己
の
責
任
と
リ

ス
ク
を
引
き
受
け
な
が
ら
取
引
を
行
う
と
い
う
労
働

者
」
（
菅
野
・
諏
訪
「
前
掲
論
文
」
八
頁
）
を
想
定
し

て
、
交
渉
力
の
不
均
衡
を
補
正
す
る
総
合
的
な
労
働
法

（
制
）
の
再
編
を
提
示
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者

は
、
労
働
者
の
従
属
性
の
内
容
変
化
は
肯
定
し
つ
つ
も
、

労
働
法
上
の
「
労
働
者
は
使
用
者
に
経
済
的
お
よ
び
人

的
に
従
属
す
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
た
え
ず
そ
の
従

属
状
態
を
自
ら
の
主
体
的
努
力
に
よ
っ
て
克
服
し
、
可

能
な
限
り
契
約
内
容
に
対
し
て
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ

そ
う
と
す
る
能
動
的
人
間
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
（
西
谷
・
前
掲
書
六
九
頁
）
と
し
て
、
平

均
的
労
働
者
像
を
想
定
し
、
そ
の
自
己
決
定
を
支
援
す

る
労
働
法
体
系
を
構
想
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
違
い
は

あ
れ
、
興
味
深
い
の
は
、
両
者
と
も
に
〈
労
働
法
の
主

体
と
し
て
団
結
や
労
働
保
護
法
に
よ
っ
て
パ
タ
ー
ナ
リ

ス
テ
ィ
ク
に
庇
護
さ
れ
る
労
働
者
像
が
想
定
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
個
人
と
し
て
の
労
働
者
と
そ
の
自
己

決
定
が
基
軸
に
据
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
、

筆
者
も
同
感
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ

リ
ス
の
よ
う
に
、
労
働
力
の
市
場
取
引
に
お
け
る
交
渉

力
の
不
均
衡
や
契
約
内
容
の
不
公
正
が
競
争
や
自
由
意

思
・
自
己
決
定
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
で
は
な
い
（
し
庁
ご
＆
》
月
面
の
四
ｍ
の
四
己
可
四
一
一

。
（
可
『
の
＆
・
日
○
命
ｎ
ｏ
冨
日
Ｒ
『
さ
』
‐
色
⑭
［
ご
ろ
］
）
。
競

争
や
自
由
意
思
・
自
己
決
定
の
弊
害
が
団
結
と
労
働
保

護
法
に
よ
っ
て
補
正
・
調
整
さ
れ
た
時
代
を
経
て
、
｜

回
転
し
た
今
日
に
お
け
る
そ
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。

（川］鵬舵牌腓眠鰍蝉僻帥舳川疵姉鴻岬噺櫛川
賛
否
は
と
も
か
く
、
市
場
や
競
争
と
対
時
す
る
こ
と
は

労
働
法
学
に
と
っ
て
も
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い

課
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
機
会
に
、

筆
者
は
、
自
由
意
思
・
自
己
決
定
を
も
含
む
自
由
と
そ

れ
が
生
み
出
し
て
し
ま
う
労
働
者
間
の
不
均
衡
・
不
平

等
や
契
約
内
容
の
不
公
正
を
補
正
・
調
整
す
る
国
家
的

規
制
、
そ
し
て
団
結
を
労
働
市
場
に
お
け
る
交
渉
・
競

争
と
そ
れ
を
支
え
る
法
原
則
（
営
業
の
自
由
・
契
約
の

自
由
）
と
の
関
係
で
改
め
て
考
え
直
し
た
い
と
思
う
の

だ
が
。

（
い
し
ば
し
・
ひ
ろ
し
）

⑤
労働法律旬報
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