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金
澤　

真
理
（大
阪
公
立
大
学
教
授
） 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー　

前 

田 　

朗　

（朝
鮮
大
学
校
講
師
） 

　

刑
事
施
設
収
容
者
の
人
権
を
考
え
る

（
下
）

刑
事
施
設
に
お
け
る
人
権

―
―
刑
事
法
専
門
家
は
し
ば
し
ば
「
刑
事
施
設
に
お
け
る
人
権
は

そ
の
国
の
人
権
状
況
を
表
す
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
し
か

し
、
一
般
的
に
は
、
刑
事
施
設
で
は
人
権
が
制
約
さ
れ
る
の
は
当

た
り
前
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

金
澤　

ま
ず
、
自
由
刑
と
い
う
刑
罰
が
ど
の
よ
う
な
権
利
を
人
か

ら
奪
う
の
か
、
そ
の
根
本
的
な
意
味
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

犯
罪
者
と
し
て
刑
を
受
け
る
者
は
、
悪
い
行
為
の
報
い
を
受
け

て
し
か
る
べ
き
だ
と
い
う
素
朴
な
感
覚
か
ら
、
刑
事
施
設
に
お
け

る
扱
い
が
一
般
社
会
よ
り
も
劣
っ
て
よ
い
と
い
う
「
劣
等
原
則
」

と
い
う
考
え
方
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
刑
事
施
設
の
管
理
運
営
上
制
約
は
仕
方
な
い
と
説
明
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
ど
ん
な
人
か
ら
も
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
人
権
の
保

障
は
、
制
約
を
受
け
る
受
刑
者
に
は
尚
更
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
施
設
の
管
理
運
営
を
優
先
さ
せ
て
人
権
保
障
を
な
い

が
し
ろ
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
す
。

　

刑
事
施
設
等
へ
見
学
に
行
き
、
同
行
者
に
感
想
を
聞
い
て
み
る

と
、
「
予
想
よ
り
快
適
そ
う
。
こ
れ
な
ら
入
り
た
い
と
希
望
す
る

犯
罪
者
も
い
る
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
見
学
さ
せ
て
も
ら
え
る
部
分
は
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
た
め
の
憲
法
再
入
門
：
第
12
回 

差
し
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
犯
罪
行
為
を
し
た

こ
と
や
更
生
の
動
機
づ
け
と
刑
事
施
設
で
の
待
遇
を
簡
単
に
結
び

つ
け
る
の
で
は
な
く
、
刑
罰
と
し
て
科
さ
れ
る
不
利
益
は
何
か
を
、

ま
ず
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

実
際
、
現
在
は
様
々
な
人
が
刑
事
施
設
に
入
り
ま
す
か
ら
、
施

設
で
の
待
遇
が
一
律
に
社
会
で
の
再
出
発
の
動
機
に
な
る
と
は
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
自
由
刑
に
お
い
て
は
、
法
律
が
定
め
る

期
間
の
移
動
の
自
由
を
奪
う
こ
と
に
尽
き
る
と
し
て
、
そ
れ
以
外

の
処
遇
は
受
刑
者
本
人
の
自
律
性
を
尊
重
し
て
個
別
に
社
会
生
活

を
取
り
戻
す
途
を
探
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

―
―
受
刑
者
が
風
邪
を
ひ
い
た
り
虫
歯
に
な
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、

医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
は
贅
沢
で
し
ょ
う
か
。

金
澤　

も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
お
話
し
し

た
よ
う
に
、
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
移
動
の
自
由
を
奪
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
自
由
刑
の
本
質
と
考
え
る
と
、
施
設
収
容
を

理
由
に
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
で
す
。
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関

す
る
法
律
も
、
刑
事
施
設
に
お
い
て
は
「
社
会
一
般
の
保
健
衛
生

及
び
医
療
の
水
準
に
照
ら
し
適
切
な
保
健
衛
生
上
及
び
医
療
上
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
（
第
五
六
条
）
と
定
め
て
い
ま
す
。

人
間
の
尊
厳
を
守
る
と
は

―
―
普
通
の
市
民
で
さ
え
人
間
の
尊
厳
が
十
分
保
障
さ
れ
て
い
な

い
の
に
、
受
刑
者
に
人
間
の
尊
厳
を
保
障
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

人
間
の
尊
厳
は
普
遍
的
と
言
っ
て
も
、
や
は
り
受
刑
者
を
別
扱
い

す
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
が
ち
で
す
。

金
澤　

普
通
の
市
民
で
さ
え
人
間
の
尊
厳
が
十
分
保
障
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
が
改
善
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
受
刑
者
の
尊
厳
の
保
障
を
重
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
の
尊
厳
は
、
通
常
の
生
活
で
は
あ
ま

り
意
識
さ
れ
ず
、
危
機
に
瀕
し
て
は
じ
め
て
求
め
ら
れ
る
も
の
だ

か
ら
で
す
。

　

自
由
を
剥
奪
さ
れ
、
監
視
下
に
お
い
て
集
団
生
活
を
送
る
べ
き

こ
と
が
法
律
で
決
め
ら
れ
て
い
て
も
、
人
間
と
し
て
の
取
扱
い
を

受
け
る
権
利
を
奪
わ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
際
依
拠
す
べ
き

で
あ
る
の
が
人
間
の
尊
厳
の
概
念
で
す
。
刑
事
施
設
に
お
け
る
取

扱
い
に
関
し
て
は
、
基
本
的
人
権
を
擁
護
し
、
社
会
正
義
を
実
現

す
る
弁
護
士
法
第
一
条
の
趣
旨
に
則
っ
て
人
権
救
済
制
度
へ
の
申

立
て
も
行
わ
れ
て
お
り
、
通
信
・
面
会
の
制
限
や
適
切
な
医
療
が

受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
申
立
て
に
対
す
る
救
済
事
例
も
紹
介
さ
れ
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と
に
よ
り
、
福
祉
の
支
援
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
性
質
を
福
祉
の

領
域
で
は
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
（
脆
弱
性
）
と
呼
び
、
支
援
の

指
標
策
定
に
用
い
て
い
ま
す
が
、
刑
事
法
の
領
域
で
も
有
用
で
は

な
い
か
と
注
目
し
ま
し
た
。

　

刑
事
施
設
に
入
る
、
あ
る
い
は
そ
の
前
段
階
で
刑
事
司
法
手
続

き
に
関
わ
る
人
の
困
難
を
、
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う

観
点
で
分
析
し
た
先
行
研
究
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
排
除
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
や
そ
の
克
服
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
集
ま
っ
た
、
専
門
領
域

を
異
に
す
る
研
究
者
と
の
議
論
の
中
で
出
版
し
た
の
が
『
再
犯
防

止
か
ら
社
会
参
加
へ
―
―
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
か
ら
捉
え
る
高

齢
者
犯
罪
』
で
す
。

―
―
社
会
参
加
で
き
な
い
た
め
に
犯
罪
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
に
、
刑
事
施
設
に
収
容
し
て
社
会
性
を
奪
っ
て
お
い
て
、
そ
の

後
に
社
会
復
帰
し
ろ
と
言
わ
れ
て
も
、
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。

金
澤　

は
い
。
犯
罪
は
、
そ
の
行
為
者
の
み
が
悪
い
、
従
っ
て
刑

務
所
で
再
犯
が
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
厳
し
く
処
遇
す
れ
ば
よ
い
と

い
う
考
え
方
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
状
況
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
問
題
の
背
景
に
迫
る
た
め
に
は
、
法
律
学
だ
け
で
は
十
分

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
学
、
経
済
学
、
ま
た
対
人
的
な
ケ
ア
の

て
い
ま
す
。

　

弁
護
士
法
第
一
条
は
「
１
．
弁
護
士
は
、
基
本
的
人
権
を
擁
護

し
、
社
会
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
。
２
．
弁
護
士

は
、
前
項
の
使
命
に
基
き
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
行
い
、
社
会
秩

序
の
維
持
及
び
法
律
制
度
の
改
善
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
と
は
何
か

―
―
刑
事
司
法
手
続
き
に
置
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
人
々
が
抱
え
る

課
題
に
つ
い
て
、
社
会
参
加
や
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
（
傷
つ
き

や
す
さ
）
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
に
検
討
し
て
、
金
澤
さ
ん
は

編
著
『
再
犯
防
止
か
ら
社
会
参
加
へ
―
―
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ

か
ら
捉
え
る
高
齢
者
犯
罪
』
（
日
本
評
論
社
）
を
出
版
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
お
願
い
し
ま
す
。

金
澤　

犯
罪
や
刑
罰
、
刑
事
司
法
を
め
ぐ
る
議
論
に
徐
々
に
変
化

が
生
じ
て
き
ま
し
た
。
各
方
面
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
生

き
づ
ら
さ
」
と
い
う
言
葉
を
法
務
省
も
使
う
よ
う
に
な
り
、
多
様

な
問
題
を
抱
え
る
当
事
者
の
視
点
も
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

自
己
の
権
利
擁
護
や
意
思
決
定
を
自
ら
十
分
に
果
た
せ
な
い
こ

会
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
（
訳
文
は
松
井
芳
郎
・
薬
師
寺
公
夫
・
坂
元
茂
樹
・
小
畑

郁
・
徳
川
信
治
編
『
国
際
人
権
条
約
・
宣
言
集
〔
第
三
版
〕
』
（
東

信
堂
）
に
よ
る
）
と
定
め
て
い
ま
す
。
国
際
準
則
に
お
い
て
も
社

会
へ
の
参
加
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
援
助
が
社
会
諸
機
関
に
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
へ
の
着
目

―
―
日
本
の
受
刑
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
と
は
具
体
的
に
ど
う
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

金
澤　

刑
務
所
に
お
け
る
医
療
の
問
題
に
つ
い
て
は
前
号
で
紹
介

し
ま
し
た
が
、
特
に
取
組
み
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
る
課
題
の
一
つ
に
受
刑
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
が
あ
り

ま
す
。

　

身
体
の
不
調
に
比
べ
て
判
断
が
難
し
く
、
本
人
の
認
識
が
伴
わ

な
け
れ
ば
適
切
に
対
応
し
難
い
の
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
特
徴
で

す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
、
刑
務
所
の
環
境
が
受
刑
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
と
し
て
、
自
殺
予
防
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
中
で
も
リ
ス
ク
あ
る
因
子
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
（W

H
O
 

P
r
e
v
e
n
t
i
n
g
 
s
u
i
c
i
d
e
:
 
A
 
g
l
o
b
a
l
 
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
,
 
2
0
1
4

）
。

実
践
を
踏
ま
え
た
社
会
福
祉
学
、
看
護
学
等
の
知
見
に
学
び
、
各

領
域
の
専
門
知
識
を
活
か
し
、
社
会
的
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
故

に
社
会
参
加
の
機
会
が
阻
ま
れ
て
い
る
者
の
問
題
が
犯
罪
へ
発
展

す
る
場
合
、
参
加
の
機
会
の
実
質
的
保
障
に
よ
り
如
何
に
課
題
解

決
が
は
か
れ
る
か
考
え
よ
う
と
議
論
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

手
続
き
が
法
定
さ
れ
て
い
る
刑
事
司
法
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と

を
意
識
し
て
、
複
雑
な
問
題
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、「
餅
は
餅
屋
」

の
精
神
で
専
門
家
の
話
を
聞
き
つ
つ
、
皆
で
考
え
る
姿
勢
が
大
切

で
あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
実
践
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
思
考
を

重
ね
て
い
ま
す
。

　
―
―
関
連
す
る
国
際
準
則
の
考
え
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
か
。

金
澤　

前
号
（
刑
事
施
設
収
容
者
の
人
権
を
考
え
る
（
上
）
）
で

も
紹
介
し
た
マ
ン
デ
ラ
・
ル
ー
ル
も
、
第
六
一
条
で
、
「
受
刑
者

の
取
扱
い
は
、
社
会
か
ら
の
排
除
で
は
な
く
て
、
引
き
続
き
社
会

に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
、
社
会
諸
機
関
は
、
受
刑
者
の
社
会
復
帰
の
仕
事
に
つ
い

て
施
設
の
職
員
を
援
助
す
る
た
め
に
、
可
能
な
場
合
は
い
つ
で
も
、

積
極
的
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
受
刑
者
の
司

法
上
の
利
益
に
関
す
る
権
利
、
社
会
保
障
上
の
権
利
及
び
他
の
社
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―
―
刑
事
施
設
に
お
け
る
自
殺
は
ど
の
く
ら
い
起
き
て
い
ま
す
か
。

金
澤　

年
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
が
、
法
務
省
矯
正
局
の
資
料
に

よ
る
刑
事
施
設
の
事
故
発
生
状
況
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
九
年
か
ら

増
加
の
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
最
近
で
は
二
〇
一
九
年
七
件
、
二
〇

二
〇
年
は
一
二
件
で
す
。

―
―
日
本
社
会
で
は
「
失
わ
れ
た
三
〇
年
」
の
間
、
ず
っ
と
自
殺

が
社
会
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
社
会
一
般
に
お
け
る
自
殺
問

題
と
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
自
殺
問
題
は
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る

で
し
ょ
う
か
。

金
澤　

こ
の
点
に
つ
い
て
ま
だ
十
分
に
考
察
を
加
え
て
い
な
い
の

で
す
が
、
こ
の
三
〇
年
の
間
に
刑
事
施
設
に
関
す
る
法
改
正
が
あ

り
、
刑
務
所
の
過
剰
収
容
も
落
ち
着
い
て
き
た
こ
と
か
ら
考
え
れ

ば
、
施
設
の
過
剰
収
容
状
態
だ
け
が
自
殺
の
要
因
と
考
え
る
こ
と

は
短
絡
的
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
人
を
自
殺
に
追
い
込
む
よ
う
な
状

況
が
刑
事
施
設
入
所
の
原
因
た
る
犯
罪
行
為
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
う
し
た
困
窮
状
況
に
つ

い
て
根
本
的
解
決
が
は
か
ら
れ
な
い
限
り
、
拘
禁
下
に
お
い
て
自

殺
の
リ
ス
ク
は
減
少
し
な
い
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

外
国
で
は
既
に
自
殺
防
止
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
定

め
、
職
員
の
研
修
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
を
進
め
る
ほ
か
、
施
設

外
の
専
門
家
の
助
言
を
得
な
が
ら
受
刑
者
の
支
援
に
つ
な
げ
て
い

る
例
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
は
、
二
〇
〇
一
年
の
名
古
屋
刑
務

所
事
件
を
受
け
て
立
法
し
た
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の

処
遇
に
関
す
る
法
律
に
保
健
衛
生
・
医
療
一
般
の
規
定
を
設
け
た

も
の
の
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
特
化
し
た
規
定
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
自
殺
防
止
の
対
策
も
自
傷
の
お
そ
れ
が
あ
る
者
へ
の
保

安
的
観
点
か
ら
の
対
処
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
自
殺
し
た
受
刑

者
の
遺
族
が
刑
事
施
設
を
訴
え
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
が
、
自
殺

の
予
見
の
難
し
さ
ゆ
え
に
施
設
の
過
失
が
認
め
ら
れ
る
の
は
稀
で

す
（
こ
れ
を
一
部
認
め
た
福
岡
地
裁
平
成
二
一
年
一
〇
月
六
日
判

決
判
タ
一
三
二
三
号
一
五
四
頁
は
、
控
訴
審
の
福
岡
高
裁
平
成
二

二
年
一
一
月
二
六
日
判
決
判
タ
一
三
五
七
号
九
八
頁
で
取
り
消
さ

れ
ま
し
た
）
。

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
も
人
の
尊
厳
に
根
ざ
す
権
利
の
一
つ
で
、
適

切
な
ケ
ア
や
ア
ク
セ
ス
の
確
保
が
用
意
さ
れ
て
い
て
し
か
る
べ
き

も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
前
掲
『
再
犯
防
止
か
ら
社
会
参
加
』
の
共

同
研
究
メ
ン
バ
ー
に
精
神
看
護
分
野
か
ら
の
示
唆
を
受
け
（
舩
山

健
二
、N

u
r
s
e
 
B
u
s
i
n
e
s
s

一
七
巻
三
号
七
四
頁
参
照
）
、
助
け
を

求
め
る
人
に
如
何
に
関
わ
る
か
を
学
ん
で
い
ま
す
。

報
道
と
刑
事
法
学

―
―
刑
事
施
設
に
関
連
す
る
報
道
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
に
、
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
何
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
逆
に
刑
事
法

研
究
者
に
は
何
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
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マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
み
な
ら
ず
個
人
も
様
々
な
媒
体
を
通
じ

て
情
報
を
発
信
で
き
る
時
代
で
す
が
、
思
考
を
行
動
に
移
す
き
っ

か
け
は
、
判
断
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
正
確
な
情
報
で
す
。
問
題

の
あ
る
実
務
の
先
例
踏
襲
を
変
え
る
に
は
、
多
く
の
国
民
が
関
心

を
も
ち
、
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
つ
き
つ
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
で
も
、
従
来

の
「
当
た
り
前
」
と
い
う
感
覚
を
打
破
し
、
何
が
問
わ
れ
て
い
る

か
を
自
ら
探
求
し
て
真
摯
に
訴
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

も
と
よ
り
刑
事
法
研
究
者
も
進
取
の
気
性
を
も
ち
、
最
善
の
方
策

を
考
え
続
け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
肝
に
銘
じ
て
い
ま
す
。

―
―
精
神
保
健
看
護
学
と
法
学
の
協
働
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い

く
予
定
で
し
ょ
う
か
。
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一
個
別
分
野
で
解
決
で
き
な
い
問
題
に
対
し
て
も
、
領
域

を
横
断
し
て
知
恵
を
出
し
合
い
、
例
え
ば
先
に
ご
紹
介
し
た
ヴ
ァ

ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
の
概
念
を
中
核
に
据
え
、
必
要
な
ケ
ア
は
何
か
、

そ
れ
を
制
度
的
に
如
何
に
支
え
る
か
を
構
想
す
る
こ
と
で
、
互
い

の
専
門
性
を
活
か
す
協
働
に
活
路
が
見
出
せ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

異
な
る
分
野
間
で
も
理
論
モ
デ
ル
の
分
析
・
検
討
等
共
通
の
議
論

の
土
俵
を
設
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
既
に
「
フ
ォ

レ
ン
ジ
ッ
ク
看
護
」
等
の
分
野
で
人
権
擁
護
や
被
害
後
の
ケ
ア
を

中
心
に
共
同
研
究
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
対
象
者
が
抱
え
る
ト
ラ
ウ
マ
や
弱
さ
を
逆
に
強
み
と
し

て
活
か
す
「
ス
ト
レ
ン
グ
ス
モ
デ
ル
」
等
の
新
た
な
考
え
方
は
、

心
身
の
健
康
と
共
に
社
会
関
係
を
と
り
戻
す
リ
カ
バ
リ
を
構
想
す

る
際
に
重
要
な
視
点
と
し
て
、
刑
事
法
学
に
も
示
唆
を
与
え
る
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
。

金
澤
真
理
さ
ん
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
：
大
阪
公
立
大
学
教
授
。
刑
事
法
学
専
攻
。
東
北
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
主
著
に
『
中
止
未

遂
の
本
質
』
（
成
文
堂
）
『
再
犯
防
止
か
ら
社
会
参
加
へ
』
（
編
著
、
日
本
評
論
社
）
『
〈
市
民
〉
と
刑
事
法
』
（
共
著
、
日
本
評
論
社
）

『
新
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
２
版
』
（
共
著
、
日
本
評
論
社
）
な
ど
。


