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移民正義論は何を考えるべきか―ウェルマンとコールの対論を手掛かりにして

論
説

横

濱

竜

也

移
民
正
義
論
は
何
を
考
え
る
べ
き
か 

　
　
　
　
　
│
ウ
ェ
ル
マ
ン
と
コ
ー
ル
の
対
論
を
手
掛
か
り
に
し
て

本
稿
の
目
的
は
、
移
民
を
ホ
ス
ト
国
社
会
に
い
か
に
受
け
入
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
我
々
の
現
在
の
関
心
を
素
描
す
る
こ
と
に
あ
る
。

改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
移
民
を
い
か
に
受
け
入
れ
る
べ
き
か
は
、
近
時
先
進
国
に
お
い
て
喫
緊
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
こ
の
問
い
に
取
り
組
む
手
掛
か
り
を
得
る
た
め
に
、
Ｃ
・
Ｈ
・
ウ
ェ
ル
マ
ン
と
Ｐ
・
コ
ー
ル
に
よ
る
対
論
（『
移
民
倫
理
を
討
論
す

る
―
―
排
除
の
権
利
は
存
在
す
る
か
』（W

ellm
an and Cole 2011

）、
以
下
『
排
除
の
権
利
』
と
略
記
す
る
）
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た

い
。本

論
に
入
る
ま
え
に
、
本
稿
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
第
一
節
で
は
、
ウ
ェ
ル
マ
ン
と
コ
ー
ル
の
対
論
の
紹
介
と
検
討
に

先
立
ち
、
移
民
正
義
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
を
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
示
す
。
第
二
節
で
は
、『
排
除
の
権
利
』
に
お
け
る
ウ
ェ
ル
マ
ン
と

コ
ー
ル
の
対
論
を
、
他
の
移
民
正
義
論
を
加
味
し
つ
つ
検
討
す
る
。
第
三
節
で
は
、
対
論
を
踏
ま
え
て
、
我
々
が
今
後
何
を
考
え
る
べ
き

か
を
展
望
し
た
い
。
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一　

問
題
状
況

移
民
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
も
っ
と
も
移
民
受
け
入
れ
に
対
し
て
積
極
的
な
国
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
。
移
民
に
対
し
て
、
教
育
や
社
会
福
祉
な
ど
の
公
的
サ
ー

ビ
ス
の
受
給
権
を
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
国
民
と
同
等
に
保
障
す
る
だ
け
で
な
く
、
移
民
の
子
ど
も
た
ち
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
教
育
の
み
な
ら
ず
、

子
ど
も
た
ち
の
両
親
の
母
語
の
習
得
を
も
公
費
で
補
助
し
て
い
る
。
国
民
に
占
め
る
外
国
生
ま
れ
人
口
が
一
七
％
に
達
す
る
現
状
は
、
こ

の
よ
う
な
多
文
化
主
義
的
統
合
の
試
み
の
結
果
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
（
渡
辺

　
二
〇
一
三
）。

し
か
し
、
極
右
政
党
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
民
主
党
）
の
台
頭
や
、
二
〇
一
三
年
五
月
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
郊
外
で
起
こ
っ
た
移
民
の
暴
動

な
ど
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
受
け
入
れ
が
ど
れ
だ
け
成
功
し
て
い
る
の
か
問
わ
れ
始
め
て
い
る
。
と
く
に
、
雇
用

に
お
け
る
格
差
―
―
移
民
は
製
造
業
や
飲
食
業
、
介
護
な
ど
に
従
事
す
る
こ
と
が
多
く
、
失
業
率
も
高
い
―
―
や
移
民
の
集
住
化
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
も
移
民
を
多
く
受
け
入
れ
て
き
た
国
で
あ
る
。
国
民
に
占
め
る
「
移
民
の
背
景
の
あ
る
人
口
」
―
―
移
民
第
二
世
代
、
第
三
世

代
を
含
む
―
―
は
、
二
〇
一
一
年
で
一
九
・
五
％
で
あ
る
（
そ
の
う
ち
、
第
一
世
代
は
一
〇
％
程
度
）。
六
〇
年
代
の
高
度
成
長
期
、
労
働

力
需
要
を
満
た
す
た
め
に
、
ト
ル
コ
人
を
中
心
と
し
て
す
る
移
民
が
、
ガ
ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー
と
し
て
大
量
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
彼
ら
が

定
住
化
し
た
。
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
は
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
は
ス
ト
ッ
プ
し
た
が
、
移
民
の
家
族
呼
び
寄
せ
や
一
九
八
九
年
以

降
の
東
欧
か
ら
の
経
済
移
民
な
ど
に
よ
り
、
移
民
人
口
は
増
加
し
て
い
る
。

現
在
の
ド
イ
ツ
の
移
民
政
策
の
特
徴
と
し
て
、
二
〇
〇
五
年
の
移
住
法
の
下
で
の
「
統
合
コ
ー
スIntegrationkurs

」
が
あ
る
。
ド
イ
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ツ
国
内
に
移
住
す
る
外
国
人
に
は
、
六
〇
〇
時
間
の
ド
イ
ツ
語
コ
ー
ス
と
ド
イ
ツ
の
文
化
や
歴
史
、
価
値
観
を
学
ぶ
三
〇
時
間
の
オ
リ
エ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
へ
の
参
加
、
お
よ
び
修
了
認
定
の
た
め
の
テ
ス
ト
受
験
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
彼
ら
が
ド
イ

ツ
社
会
で
自
立
的
に
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
最
低
限
の
ド
イ
ツ
語
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
統
合
コ
ー
ス
へ
の
不

参
加
や
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
小
林

　
二
〇
〇
九
）。

以
上
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ド
イ
ツ
の
事
例
か
ら
示
唆
さ
れ
る
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
望
ま
し
い
移
民
政
策
を
考
え
る
う
え
で
重

要
な
の
は
、
単
に
移
民
を
ホ
ス
ト
国
に
受
け
入
れ
る
べ
き
か
否
か
で
は
な
い
。
彼
ら
が
ホ
ス
ト
国
社
会
の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る

た
め
に
い
か
な
る
対
応
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
移
民
を
ホ
ス
ト
国
社
会
に
包
摂
し
て
い
く
た
め
に
、
い
か
な
る
施
策
を

講
じ
る
べ
き
か
こ
そ
が
、
移
民
正
義
論
の
主
要
な
課
題
で
あ
る
。

か
た
や
日
本
に
目
を
向
け
る
と
、
日
本
の
入
管
政
策
を
め
ぐ
る
状
況
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
（
明
石

　
二
〇
〇
九
）。
一
九
八
九
年
入
管

法
改
正
に
よ
り
、
在
留
資
格
「
定
住
者
」
を
新
設
さ
れ
た
。
し
か
し
「
単
純
労
働
」
を
目
的
と
す
る
入
国
の
た
め
の
在
留
資
格
を
設
け
ら

れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
一
九
九
〇
年
に
、
法
務
省
告
示
に
よ
り
団
体
監
理
型
の
研
修
生
受
け
入
れ
が
な
さ
れ
、
一
九
九
三
年
に
は
技

能
実
習
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
取
沙
汰
さ
れ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
移
民
の
受
け
入
れ
が
日
本
に
ど
の
よ
う
な
利
益
・
不
利
益
を

も
た
ら
す
か
で
あ
っ
た
。
一
方
で
は
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
労
働
力
の
受
け
入
れ
が
、
経
済
的
効
率
性
や
人
を
介
し
た
技
術
移
転
の
促
進
に
適

う
と
す
る
議
論
が
な
さ
れ
、
他
方
で
は
、
高
齢
者
や
女
性
の
雇
用
に
悪
影
響
を
も
た
ら
し
設
備
投
資
や
技
術
革
新
に
よ
る
合
理
化
を
阻
害

す
る
と
い
う
懸
念
が
示
さ
れ
た
。

一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
な
る
と
、
将
来
的
な
生
産
年
齢
の
減
少
を
踏
ま
え
て
、
介
護
・
看
護
分
野
で
の
外
国
人

労
働
者
の
受
け
入
れ
を
促
進
す
べ
き
と
い
う
主
張
が
、
経
済
界
か
ら
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
移
民
政
策
の
変
化
を
も
た
ら
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す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
、
と
く
に
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
、
労
働
需
要
が
拡
大
す
る
な
か
で
、
研
修
・
技
能
実
習
制
度
へ
の

依
存
が
顕
著
と
な
る
。
研
修
制
度
で
の
新
規
入
国
は
、
二
〇
〇
〇
年
で
五
四
、〇
〇
〇
人
、
二
〇
〇
五
年
で
一
〇
万
人
、
そ
の
う
ち
技
能
実

習
へ
移
行
し
た
者
は
、
二
〇
〇
〇
年
で
二
万
人
弱
、
二
〇
〇
五
年
で
五
万
人
超
に
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
を
受
け
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
、
研
修
・
技
能
実
習
制
度
や
日
系
人
の
受
け
入
れ
で
は
な
く
、
日
本
語
能
力
や
職
務

上
の
技
能
に
よ
る
受
け
入
れ
へ
転
換
す
べ
き
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
二
〇
〇
六
年
法
務
省
Ｐ
Ｔ
「
今
後
の
外
国
人
の
受

入
れ
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
」、
二
〇
〇
八
年
自
民
党
Ｐ
Ｔ
「「
外
国
人
短
期
就
労
制
度
」
の
創
設
の
提
言
」）。
そ
し
て
、
二
〇
〇
八

年
五
月
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
経
済
連
携
協
定
が
発
効
し
、
看
護
師
や
介
護
士
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
二
〇
五
名
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人

が
来
日
し
た
。
日
本
の
入
管
政
策
も
、
よ
う
や
く
外
国
人
労
働
者
を
本
格
的
に
受
け
入
れ
て
い
く
方
向
へ
舵
を
切
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
う
な
っ
た
以
上
、
労
働
需
要
に
対
す
る
場
当
た
り
的
な
対
応
に
終
始
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
が
い
か
な
る
移
民
政
策

を
と
る
べ
き
か
、
と
く
に
就
労
目
的
の
移
民
を
い
か
に
受
け
入
れ
て
い
く
べ
き
か
を
、
真
正
面
か
ら
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

二　

開
放
国
境
論
を
め
ぐ
る
対
論

い
か
に
移
民
を
受
け
入
れ
る
べ
き
か
を
考
え
る
際
、
現
代
正
義
論
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
開
放
国
境
論
（open border theory

）」
の
評

価
が
最
大
の
係
争
点
の
一
つ
で
あ
る
。
開
放
国
境
論
と
は
何
か
。
そ
の
主
導
的
論
者
で
あ
る
Ｊ
・
カ
レ
ン
ズ
の
中
心
的
主
張
を
端
的
に
ま

と
め
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
べ
て
の
個
人
は
移
動
の
自
由
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
自
由
は
国
境
の
内
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
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は
な
い
。
移
民
の
受
け
入
れ
を
拒
む
の
は
、
こ
の
移
動
の
自
由
を
不
当
に
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
移
民
が
ホ
ス

ト
国
に
滞
在
す
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
権
利
を
制
約
す
る
移
民
政
策
を
斥
け
る
べ
き
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
我
々
は

移
民
に
対
し
て
国
境
を
開
放
す
べ
き
で
あ
る
（Carens 2010: Ch. 1

）。

カ
レ
ン
ズ
の
開
放
国
境
論
は
額
面
通
り
受
け
と
れ
る
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
で
あ
る
。
一
で
例
示
し
た
よ
う
な
移
民

政
策
は
、
彼
の
主
張
に
抵
触
す
る
。
少
な
か
ら
ぬ
先
進
国
民
は
、
開
放
国
境
論
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
逡
巡
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の

逡
巡
に
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
根
拠
が
あ
る
の
か
示
さ
な
い
か
ぎ
り
、
先
進
国
民
は
不
当
に
現
状
に
甘
ん
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ

て
も
仕
方
な
い
。
そ
れ
で
は
、
開
放
国
境
論
を
論
駁
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
哲
学
的
根
拠
は
何
で
あ

ろ
う
か
。『
排
除
の
権
利
』
で
ウ
ェ
ル
マ
ン
が
試
み
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
へ
の
応
答
で
あ
り
、
コ
ー
ル
は
ウ
ェ
ル
マ
ン
の
議
論
を
受
け

て
、
開
放
国
境
論
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
。
以
下
、
順
に
紹
介
と
検
討
を
行
い
た
い
。

１　

開
放
国
境
論
批
判
―
―
結
社
と
し
て
の
国
家

ウ
ェ
ル
マ
ン
は
、
国
家
を
結
社
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
国
家
が
移
民
を
選
別
・
排
除
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う

と
す
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
ず
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
例
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
ク
ラ
ブ
の
成
員
資
格
を
ク
ラ
ブ
の
会
員
が
決
め
る
こ
と

は
、
正
義
に
ま
っ
た
く
抵
触
し
な
い
。
会
員
権
を
買
え
な
い
者
が
不
満
を
も
っ
た
と
し
て
も
、
彼
を
会
員
に
す
る
義
務
が
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ

に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
結
社
の
自
由
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
結
社
の
成
員
資
格
は
結
社
の
成
員
が
自
由
に
決
め
て
よ
い
。

し
か
し
結
社
が
つ
ね
に
成
員
の
自
由
意
思
で
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
家
族
や
宗
教
集
団
の
場
合
、
一
定
の
関
係
性
や

信
条
が
あ
れ
ば
、
望
む
と
望
ま
ぬ
と
に
よ
ら
ず
結
社
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
う
る
。
そ
こ
で
は
個
々
人
が
結
社
に
属
す
る
経
緯
は
、
自
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由
意
思
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
国
家
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
成
員
資
格
を
国
民
の
選
択
に
委
ね
る
と
い
う
の
で
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。

ウ
ェ
ル
マ
ン
は
Ｙ
Ｅ
Ｓ
と
答
え
る
。
な
ぜ
か
。
最
大
の
理
由
は
、
個
人
の
自
己
決
定
の
尊
重
に
あ
る
。
結
社
の
成
員
資
格
は
結
社
の
性

格
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
自
ら
選
ん
で
成
員
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
と
も
、
所
属
す
る
結
社
の
性
格
を
決
め
る
権
限
は
現

在
の
成
員
に
留
保
さ
れ
る
。
結
社
の
あ
り
方
を
自
ら
決
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
個
々
人
の
生
の
自
律
に
結
び
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（W
ellm

an and Cole 2011: 29-34

）。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ウ
ェ
ル
マ
ン
は
国
家
を
結
社
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
、
移
民
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
ホ
ス
ト
国
の
国
民
の
判

断
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
だ
と
説
く
。
ホ
ス
ト
国
が
移
民
の
受
け
入
れ
を
制
約
し
、
移
民
の
移
動
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
正
義
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
議
論
が
本
当
に
ま
か
り
通
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
国

に
満
足
に
収
入
が
得
ら
れ
る
働
き
口
が
な
く
、
先
進
国
に
移
住
し
て
く
る
途
上
国
民
か
ら
す
れ
ば
、
先
進
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う

か
は
死
活
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
移
民
の
受
け
入
れ
を
拒
む
こ
と
を
正
義
は
許
す
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
も
そ
も
、
安
定
的

な
収
入
が
あ
る
か
ど
う
か
と
は
関
係
な
く
、
個
人
に
は
移
動
の
自
由
が
あ
り
、
ど
こ
で
生
活
す
る
か
を
選
ぶ
権
利
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で

は
な
い
の
か
。

ウ
ェ
ル
マ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
反
論
に
答
え
て
、
国
家
の
排
除
の
権
利
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
。
ど
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
か
見
て
い

こ
う
。

⒜
　
平
等
論
か
ら
の
反
論
へ
の
応
答

平
等
論
か
ら
開
放
国
境
論
を
支
持
す
る
有
力
な
議
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
我
々
が
ど
の
国
に
生
ま
れ
育
つ
か
は
運
次
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第
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
先
進
国
―
―
例
え
ば
ノ
ル
ウ
ェ
ー
―
―
に
生
ま
れ
、
生
活
し
て
い
く
の
に
困
ら
な
い
Ａ
と
、
た
ま
た
ま
貧
困
国
―

―
例
え
ば
チ
ャ
ド
―
―
に
生
ま
れ
、
生
き
て
い
く
の
に
必
要
最
小
限
の
財
す
ら
手
に
入
ら
ず
に
い
る
Ｂ
が
い
る
。
Ａ
と
Ｂ
の
境
遇
の
違
い

を
も
た
ら
し
た
の
は
、
運
で
あ
る
。
Ｂ
は
不
運
の
結
果
貧
困
に
あ
え
ぐ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
平
等
に

扱
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
正
義
に
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
、
自
ら
望
ん
で
行
っ
た
行
為
の
結
果
、
生
活
に
困
る
結
果
と
な
っ

た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
人
に
と
っ
て
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
運
で
、
ま
と
も
な
生
活
が
で
き
る
か
ど
う

か
が
左
右
さ
れ
る
の
は
、
正
義
に
も
と
る
。

こ
こ
で
チ
ャ
ド
の
あ
る
国
民
が
、
貧
困
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
へ
の
移
住
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
し
よ
う
。
彼
ら
を
一

刻
も
早
く
貧
困
か
ら
救
い
出
す
た
め
に
、
入
国
を
認
め
る
と
い
う
の
が
正
義
に
適
う
の
で
は
な
い
の
か
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
チ
ャ
ド
か
ら
の

移
民
の
入
国
を
拒
む
こ
と
は
不
正
で
は
な
い
か
（W

ellm
an and Cole 2011: 57-58

）。

運
の
平
等
論
に
依
拠
し
て
、
ホ
ス
ト
国
の
移
民
受
け
入
れ
義
務
を
正
当
化
す
る
こ
の
よ
う
な
議
論
に
、
ど
の
よ
う
な
応
答
が
可
能
か
。

ウ
ェ
ル
マ
ン
は
以
下
の
二
点
を
説
く
。

①
　
国
際
的
分
配
的
正
義
の
要
請

我
々
は
国
を
越
え
た
不
平
等
を
是
正
す
べ
き
義
務
を
負
う
。
先
進
国
民
、
途
上
国
民
問
わ
ず
、
絶
対
的
貧
困
の
下
に
置
か
れ
る
状
況
を

放
置
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
た
だ
貧
困
か
ら
脱
却
で
き
れ
ば
足
り
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
全
て
の
人
間
に
基
本
的
人
権

が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（W

ellm
an and Cole 2011: 64-68

）。

②
　
排
除
の
権
利
の
正
当
性

他
方
で
、
①
が
満
た
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
全
て
の
国
は
移
民
の
受
け
入
れ
を
拒
否
す
る
権
利
を
有
す
る
。
そ
の
根
拠
は
次
の
と
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お
り
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
生
ま
れ
た
が
、
人
生
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
移
住
す
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
者
が
い
る
と
し
よ
う
。
彼
女
が
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
生
活
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
彼
女
の
自
律
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
条
件
で
あ
る
。

し
か
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
彼
女
の
入
国
を
認
め
な
か
っ
た
と
し
て
も
正
義
に
反
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
単

に
全
て
の
人
々
が
自
ら
の
望
む
場
所
で
生
活
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
個
々
人
が
平
等
に
善
き
生
を
営
め
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
は
、
関
係
性
独
立
的
（relationship-independent

）
な
財
、
例
え
ば
個
々
人
の
財
産
権
の
保
障
や
公
平
性
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
個
々

人
が
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
か
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
あ
る
人
々
が
他
の
人
々
か
ら
一
方
的
に
支
配
し
搾
取
さ
れ

る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
で
は
、
彼
ら
の
善
き
生
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
、
関
係
性
独
立
的
な
財
だ
け

で
な
く
、
関
係
性
依
存
的
（relationship-dependent

）
な
財
の
平
等
に
配
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
く
に
集
団
的
自
己
決
定
権
―

―
自
ら
が
所
属
す
る
集
団
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
権
利
―
―
を
、
成
員
が
平
等
に
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

関
係
性
依
存
的
な
財
の
平
等
に
注
目
す
る
こ
の
よ
う
な
議
論
を
、
関
係
的
平
等
論
と
呼
ぶ
。
関
係
的
平
等
論
に
基
づ
け
ば
、
運
の
平
等

か
ら
移
民
の
受
け
入
れ
を
求
め
る
議
論
は
成
り
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
集
団
的
自
己
決
定
権
の
な
か
に
は
、
誰
を
集
団
の
成
員
と
す
る

か
の
決
定
権
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
成
員
資
格
は
集
団
の
性
格
を
決
め
る
重
要
な
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
国
家
の
場
合
で
も
同
様
で

あ
る
。
国
家
に
つ
い
て
も
、
誰
を
成
員
と
し
誰
を
そ
う
し
な
い
か
を
決
め
る
権
利
が
国
民
に
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
（W

ellm
an and 

Cole 2011: 61-64

）。

⒝
　
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
ら
の
反
論
へ
の
応
答

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
運
の
平
等
論
に
よ
る
移
民
受
け
入
れ
義
務
の
正
当
化
が
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
し
よ
う
。
そ

う
で
あ
っ
て
も
、
排
除
の
権
利
が
正
当
化
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
移
民
受
け
入
れ
義
務
は
、
個
人
の
移
動
の
自
由
に
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直
截
訴
え
る
こ
と
で
も
正
当
化
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
個
人
の
財
産
権
の
制
約
を
最
小
化
す
べ
し
と
説
く
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
な

ら
ば
、
国
民
の
集
団
的
自
己
決
定
権
な
る
も
の
に
よ
り
排
除
の
権
利
を
認
め
る
議
論
に
ま
っ
た
く
魅
力
を
見
出
さ
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

ホ
ス
ト
国
の
企
業
が
外
国
人
Ｘ
と
雇
用
契
約
を
結
び
、
ホ
ス
ト
国
に
呼
び
寄
せ
た
と
し
よ
う
。
Ｘ
の
入
国
を
拒
む
こ
と
は
、
企
業
を
構
成

す
る
個
々
人
の
財
産
権
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
Ｘ
を
排
除
す
る
権
利
を
ホ
ス
ト
国
に
認
め

る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
（W

ellm
an and Cole 2011: 79-80

）。

ウ
ェ
ル
マ
ン
は
、
以
上
の
議
論
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
た
と
え
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
て
も
、
個
人
の
財
産
権
は
絶
対

不
可
侵
の
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
国
家
に
求
め
る
役
割
―
―
例
え
ば
国
防
や
警
察
、
裁
判
な
ど
最
低

限
の
社
会
秩
序
維
持
―
―
に
抵
触
す
る
よ
う
な
財
産
権
行
使
は
、
制
約
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
リ
バ
タ
リ

ア
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
て
も
、
移
民
の
入
国
に
よ
り
、
ホ
ス
ト
国
の
権
利
保
障
に
い
か
な
る
影
響
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
を
考
え
る
こ
と
は
不
可

欠
で
あ
る
。
ホ
ス
ト
国
民
の
権
利
の
保
障
に
大
き
な
負
担
を
与
え
る
よ
う
な
移
民
の
受
け
入
れ
を
認
め
な
く
て
は
い
け
な
い
い
わ
れ
は
な

い
の
で
あ
る
（W

ellm
an and Cole 2011: 87-88

）。

２　

開
放
国
境
論
擁
護
―
―
国
家
は
結
社
で
は
な
い

１
で
述
べ
た
ウ
ェ
ル
マ
ン
の
開
放
国
境
論
批
判
は
ど
こ
ま
で
成
功
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
コ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

第
一
に
、
国
家
を
結
社
に
類
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
で
、
国
家
の
排
除
の
権
利
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
ウ
ェ
ル
マ
ン
の
議
論
に
は
、

限
界
が
あ
る
。
私
的
な
結
社
に
つ
い
て
は
、
あ
る
結
社
に
属
す
る
自
由
が
制
限
さ
れ
た
と
し
て
も
、
別
の
結
社
に
所
属
す
る
自
由
が
致
命

的
に
奪
わ
れ
る
場
合
は
少
な
い
。
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
例
を
用
い
れ
ば
、
あ
る
ク
ラ
ブ
に
入
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
別
の
ク
ラ
ブ
に
入
る
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余
地
は
な
く
な
ら
な
い
。
家
族
に
つ
い
て
も
、
あ
る
相
手
と
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
別
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
所
帯
を
持

つ
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
国
家
の
場
合
、
事
情
は
同
じ
で
は
な
い
。
あ
る
国
Ｘ
が
入
管
政
策
に
基
づ
い
て
移
民
の
受
け
入
れ
を
拒
否
し
た
と
し
よ
う
。
移

民
た
ち
に
は
、
別
の
国
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
Ｘ
の
入
管
政
策
は
不
当
で
は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う

か
。
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
移
民
が
ど
の
国
に
属
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
人
が
私
的
結
社
に
属
す
る
場
合
と
比
べ
て
、

圧
倒
的
に
選
択
肢
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
国
家
を
結
社
に
類
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
と
し
て
も
、
個
々
人
に
平
等
に
国
家
と
い
う

「
結
社
」
に
属
す
る
自
由
を
認
め
る
な
ら
ば
、
ホ
ス
ト
国
に
移
民
を
排
除
す
る
権
利
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か1

（W
ellm

an 

and Cole 2011: 186-187

）。

ウ
ェ
ル
マ
ン
の
他
の
議
論
に
つ
い
て
も
疑
義
が
あ
る
。
１
の
論
点
⒜
と
⒝
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
。

⒜
　
関
係
的
平
等
は
ど
こ
ま
で
排
除
の
権
利
を
正
当
化
で
き
る
か

正
義
が
人
々
の
関
係
に
関
心
を
持
つ
と
す
る
関
係
的
平
等
論
を
と
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し

仮
に
関
係
的
平
等
論
に
与
し
た
と
し
て
も
、
排
除
の
権
利
は
常
に
正
当
化
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
個
々
人
の
あ
い
だ
の
支
配
や
搾
取
の

関
係
は
、
国
境
を
越
え
て
も
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
か
つ
て
の
植
民
地
と
宗
主
国
の
あ
い
だ
に
つ
い
て
は
、
植
民
地
支
配

１ 

コ
ー
ル
の
議
論
に
依
拠
す
れ
ば
、
移
民
に
成
員
資
格
を
与
え
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
ら
が
入
管
法
制
が
定
め
る
条
件

に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
彼
ら
が
ホ
ス
ト
国
と
ど
れ
だ
け
強
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
例
え
ば
ホ
ス
ト
国
で
子
ど
も
時
代
か
ら

育
っ
た
場
合
や
ホ
ス
ト
国
民
と
結
婚
し
た
場
合
に
も
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
あ
る
程
度
長
期
に
ホ
ス
ト
国
に
滞
在
し
生
活
す
れ
ば
、
結
び

つ
き
は
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
定
期
間
―
―
例
え
ば
五
年
以
上
―
―
滞
在
し
て
い
る
移
民
は
、
た
と
え
不
法
移
民
で
あ
っ
て
も
、
も
は
や
ホ
ス
ト

国
の
成
員
で
あ
る
（Cf. Carens 2010: 8-21

）。
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が
も
た
ら
し
た
損
害
の
補
償
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
補
償
の
よ
り
実
効
的
な
実
現
の
方
法
と
し
て
、
移
民
の
受
け
入
れ
が
必
要

で
あ
る
場
合
、
か
つ
て
の
宗
主
国
に
は
排
除
の
権
利
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
（W

ellm
an and Cole 2011: 220-225

）。

⒝
　
完
全
な
メ
ン
バ
ー
と
一
時
的
メ
ン
バ
ー
の
相
対
性

個
人
の
移
動
の
自
由
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ウ
ェ
ル
マ
ン
の
主
張
は
そ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
が

実
際
に
ど
の
よ
う
な
移
民
受
け
入
れ
の
制
限
を
正
当
化
し
う
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
就
労
目
的
で
一
時
的
に
滞
在
す
る
移
民
に
関
し
て

は
、
ホ
ス
ト
国
の
生
活
保
障
に
対
し
て
も
さ
ほ
ど
の
負
担
を
も
た
ら
さ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
い
っ
た
ん
ホ
ス
ト
国
で
生
活
し

は
じ
め
た
移
民
は
、
ホ
ス
ト
国
民
と
一
定
の
関
係
を
結
ば
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
ウ
ェ
ル
マ
ン
は
次
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
移
民
と
ホ
ス
ト
国
民
の
関
係
性
と
、
ホ
ス
ト
国
民
相
互
の
関
係
と
を
わ
け
て
、
関
係
的
平
等
論
が
関
心
を
持

つ
の
は
後
者
の
み
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
、
い
か
な
る
根
拠
が
あ
る
の
か
（Carens 2011: Ch. 4

）。

３　

対
論
の
評
価

以
上
の
ウ
ェ
ル
マ
ン
と
コ
ー
ル
の
対
論
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
。
我
々
は
、
開
放
国
境
論
批
判
の
う
ち
、
結
社
の
自
由
に
基
づ

く
排
除
の
権
利
の
正
当
化
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ル
の
反
論
が
当
た
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
集
団
的
自
己
決
定
の
重
要
性
か
ら
排
除
の

権
利
を
裏
付
け
よ
う
と
す
る
議
論
に
つ
い
て
も
、
成
功
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
仮
に
集
団
的
自
己
決
定
の
重
要
性
を
認
め
た
と
し
て

も
、
全
て
の
個
人
に
平
等
に
そ
の
権
利
を
保
障
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
先
進
国
民
だ
け
が
そ
れ
を
享
受
し
て
い
る
状
態
は
正
義
に
反
す
る
。

し
か
し
、
ウ
ェ
ル
マ
ン
の
議
論
の
う
ち
、
⒝
は
考
慮
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
入
国
を
許
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
移
民

の
ホ
ス
ト
国
で
の
生
活
基
盤
が
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
移
民
に
と
っ
て
は
、
入
国
だ
け
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
わ
け
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で
は
全
く
な
い
。
安
定
的
な
就
労
と
所
得
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
が
ホ
ス
ト
国
で
十
分
に
与
え
ら
れ
る
か
ど
う

か
も
、
望
ま
し
い
移
民
受
け
入
れ
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
コ
ス
ト
を
い
か
に
賄
う
べ
き
か
で
あ
る
。
こ
の

点
を
考
え
る
た
め
の
材
料
と
し
て
、
三
で
は
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
移
民
政
策
に
つ
い
て
、
水
島
治
郎
『
反
転
す
る
国
民
国
家
―
―
オ
ラ
ン

ダ
モ
デ
ル
の
光
と
影
』
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
瞥
見
し
た
い
。

三　

国
境
を
越
え
た
人
々
を
い
か
に
処
遇
す
べ
き
か

一
九
九
〇
年
代
に
至
る
ま
で
、
オ
ラ
ン
ダ
は
失
業
対
策
や
女
性
・
高
齢
者
へ
の
就
労
保
障
に
対
し
て
手
厚
い
国
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
オ
ラ
ン
ダ
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
、
移
民
に
対
し
て
排
他
的
な
政
策
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
第
二
次
バ
ル
ケ
ネ
ン
デ
政
権

に
お
け
る
移
民
政
策
、
な
か
で
も
ト
ル
コ
を
除
く
イ
ス
ラ
ム
諸
国
か
ら
の
移
民
に
対
す
る
政
策
に
、
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
外

国
に
お
け
る
市
民
化
法
」
に
お
い
て
、
結
婚
や
家
族
招
致
に
よ
る
移
民
に
オ
ラ
ン
ダ
語
と
オ
ラ
ン
ダ
社
会
に
関
す
る
知
識
や
価
値
に
関
す

る
試
験
を
課
し
、
さ
ら
に
新
「
市
民
化
法
」
に
お
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
居
住
す
る
外
国
人
の
「
市
民
化
義
務
」
を
定
め
、
彼
ら
に
同
様

の
「
市
民
化
試
験
」
を
課
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
試
験
準
備
の
費
用
は
移
民
が
自
ら
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

さ
れ
た
（
水
島

　
二
〇
一
二
：
一
五
二
‐
一
五
四2

）。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
移
民
政
策
が
と
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
か
。
水
島
治
郎
は
、
そ
の
主
要
因
を
、「
参
加
」
型
社
会
へ
の
転
換
に
求
め
る
。

２ 

一
定
額
以
上
の
賃
金
所
得
を
得
る
見
込
み
が
あ
る
外
国
人
に
は
優
遇
措
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。



191

移民正義論は何を考えるべきか―ウェルマンとコールの対論を手掛かりにして

「
参
加
」
型
社
会
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
国
民
に
雇
用
・
福
祉
政
策
に
お
い
て
労
働
市
場
へ
の
「
参
加
」
を
求
め
、「
参
加
」
し
な
い
人
々

に
は
給
付
を
停
止
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。「
参
加
」
の
義
務
を
果
た
し
て
初
め
て
、
福
祉
給
付
を
受
け
る
権
利
が
与
え
ら

れ
る
。
就
労
へ
向
け
た
活
動
を
せ
ず
に
福
祉
給
付
を
受
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
け
ば
、
言
語
や
文
化
の

ハ
ー
ド
ル
が
原
因
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
参
加
」
が
困
難
な
非
西
洋
圏
出
身
の
移
民
に
は
、
福
祉
給
付
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
そ
れ

は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
国
民
が
就
労
せ
ず
に
社
会
福
祉
の
恩
恵
だ
け
あ
ず
か
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
オ
ラ
ン
ダ
の
移
民
政
策
は
正
義
に
適
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、「
参
加
」
は
移
民
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い

条
件
で
あ
る
と
考
え
る
。
移
民
が
ホ
ス
ト
国
民
と
実
質
的
に
平
等
に
扱
わ
れ
る
た
め
に
は
、
前
者
が
後
者
と
平
等
に
労
働
市
場
へ
参
加
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
肝
心
な
の
は
、
移
民
の
「
参
加
」
を
誰
が
い
か
に
保
障
す
る
か
で
あ
る
。
す
で
に
オ
ラ
ン
ダ
に

定
住
し
て
い
る
移
民
が
、
自
力
で
「
市
民
化
義
務
」
を
果
た
せ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
国
外
に
追
い
出
す
こ
と
は
安
易
に
許
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
追
い
出
さ
れ
た
移
民
が
、
生
活
基
盤
を
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
移
民
政
策
は
、
関
係
的
平
等
論
に
立
っ
た
と
し
て
も

認
め
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
新
し
く
ホ
ス
ト
国
に
移
住
し
て
く
る
移
民
に
つ
い
て
は
話
が
別
で
あ
る
。
移
民
に
一
定
の
「
参
加
」
能
力
―
―
ホ
ス
ト
国
で

就
労
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
言
語
能
力
や
制
度
の
理
解
―
―
を
求
め
、
ホ
ス
ト
国
社
会
に
包
摂
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
肝
心

な
の
は
そ
の
費
用
を
誰
が
負
う
べ
き
か
で
あ
る
。
新
「
市
民
化
法
」
の
よ
う
に
移
民
に
費
用
の
全
部
を
負
担
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を

賄
い
き
れ
な
い
者
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
現
状
、
途
上
国
の
貧
困
の
問
題
が
解
決
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
対
応

は
移
民
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
酷
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
当
座
の
と
こ
ろ
は
、
国
際
的
分
配
的
正
義

に
基
づ
く
再
分
配
の
一
環
と
し
て
、
ホ
ス
ト
国
側
が
費
用
を
負
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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