
19 － 人種中立的手段優先使用原則の理論的背景（西條）
　
　

人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
の
理
論
的
背
景

　
　
　

 
―― 

人
種
間
の
分
断
・
対
立
の
抑
止
と
厳
格
審
査 

――

西　

條　
　
　

潤

は
じ
め
に

第
１
章　

Fisher
事
件
の
概
要

　

第
１
節　

Fisher

事
件
と
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度

　

第
２
節　

Fisher

事
件
と
成
績
上
位
10
％
法

第
２
章　

Fisher

Ⅱ

に
お
け
る
手
段
審
査

　

第
１
節　

証
明
責
任
を
め
ぐ
る
対
立

　

第
２
節　

Fisher

Ⅱ

に
お
け
る
人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
の
適
用
の
厳
格
度

　

第
３
節　

Fisher

Ⅱ

の
意
義

第
３
章　

人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
と
そ
の
理
論
的
根
拠

　

第
１
節　

人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
に
対
す
る
批
判

　

第
２
節　

人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
の
理
論
的
根
拠
―K

ennedy

裁
判
官
と
同
原
則
―

第
４
章　

人
種
間
の
分
断
・
対
立
の
抑
止
と
手
段
審
査

　

第
１
節　

入
学
者
選
抜
に
お
け
るIndividualized consideration
の
意
義

　

第
２
節　

手
段
審
査
の
担
う
役
割

む
す
び
に
代
え
て



広島法学　42 巻１号（2018 年）－ 20

は
じ
め
に

　

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
（
以
下
、「
Ａ
Ａ
」
と
略
記
す
る
。）

（
１
）

の
是
非
ほ
ど
、
論
争
を
呼
び
、
軋
轢
を
生
む
問
題
は
他
に
な

い（
２
）。

そ
う
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
近
時
、Texas

大
学
の
実
施
す
る
Ａ
Ａ
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
たFisher v. U

niversity of Texas at 

A
ustin （

３
）に

お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
（
以
下
、「
連
邦
最
高
裁
判
所
」
と
略
記
す
る
。）
の
裁
判
官
の
間
で
激
し
い

見
解
の
対
立
が
み
ら
れ
た
。

　

Fisher

事
件
に
お
け
る
争
点
は
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
るTexas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
が
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
憲
法
修
正
14
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
し
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
す

れ
ば
、
志
願
者
は
そ
の
人
種
に
よ
り
合
否
を
左
右
さ
れ
う
る
。
こ
の
点
に
お
い
てTexas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
人
種
を
基
準
に
す

る
区
別
を
行
っ
て
い
る
た
め（

４
）、

当
該
制
度
は
、「
目
的
に
つ
い
て
も
手
段
に
つ
い
て
も
厳
密
な
検
証
」
を
行
う
厳
格
審
査
に
服
せ
し
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る（

５
）。

こ
の
と
き
、
当
該
制
度
は
、「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
政
府
利
益
（com

pelling governm
ental interests

）
を
促
進
す
る

た
め
に
厳
密
に
設
え
ら
れ
て
い
る
（narrow

ly tailored
）
場
合
に
限
り
」
合
憲
と
さ
れ
る（

６
）。

　

最
終
的
に
合
憲
判
断
が
下
さ
れ
た
本
件
に
お
い
て
本
稿
が
特
に
注
目
す
る
の
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
手
段
審
査
に
お
い
て
、「
人
種

を
基
準
に
す
る
分
類
に
た
よ
る
前
に
、
利
用
可
能
な
人
種
中
立
的
手
段
で
は
実
効
性
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
」
よ
うTexas

大
学
に
求

め
た
こ
と
で
あ
る（

７
）。

こ
の
一
節
は
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
よ
り
も
人
種
中
立
的
手
段
の
使
用
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
人
種
中
立

的
手
段
優
先
使
用
原
則
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
原
則
を
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
同
原
則
の
理
論
的
背
景
に
つ
き
若
干
の
検
討
を

行
う
も
の
で
あ
る
。
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第
１
章　

Fisher

事
件
の
概
要

　

本
件
原
告A

bigail N
oel Fisher

がTexas

大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
２
０
０
８
年
の
時
点
で
、
同
大
学
の
入
学
者
選
抜
は

２
種
類
の
制
度
を
併
用
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
１
つ
は
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
し
つ
つ
人
物
の
全
体
像
の
全
人
的
評

価
（holistic review
）
に
よ
り
合
否
判
定
を
行
う
も
の
で（

８
）、も

う
１
つ
が
成
績
上
位
10
％
法
（Top Ten Percent Law

）
で
あ
る（

９
）。

同
法
は
、

Texas

州
の
高
等
学
校
に
お
い
て
成
績
が
学
年
の
上
位
10
％
に
入
る
生
徒
す
べ
て
に
、Texas

大
学
を
含
む
す
べ
て
のTexas

州
立
大
学
へ

の
入
学
を
自
動
的
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
、
学
生
集
団
の
多
様
性
を
確
保
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
の

制
度
を
併
用
す
る
点
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
ま
で
に
そ
の
合
憲
性
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
ど
の
入
学
者
選
抜
制
度
と
も

異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
同
大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
「
特
異
（sui generis

）
で
あ
る
」）

10
（

。
こ
の
た
め
、
連
邦
最
高
裁
判

所
が
先
例
を
ふ
ま
え
ど
の
よ
う
な
判
断
を
示
す
か
が
注
目
を
集
め
た
。

　

２
０
１
３
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、Texas
大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
平
等
保
護
条
項
に
違
反
し
な
い
と
し
た
下
級
審
判
決
を
破

棄
し
、
再
審
理
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
た
（
以
下
、「Fisher

Ⅰ

」
と
略
記
す
る
。））

11
（

。
そ
の
後
、
連
邦
第
５
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
再
び

Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
を
合
憲
と
し
た
と
こ
ろ）

12
（

、
２
０
１
６
年
、
裁
量
上
訴
を
認
め
た
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
上
記
制
度
は
平

等
保
護
条
項
に
違
反
し
な
い
と
す
る
判
決
を
下
し
た
（
以
下
、「Fisher

Ⅱ

」
と
略
記
す
る
。））

13
（

。

第
１
節　

Fisher

事
件
と
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度

　

連
邦
最
高
裁
判
所
はG

rutter v. B
ollinger

）
14
（

に
お
い
て
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
るM

ichigan

大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー

ル
（
以
下
、「
Ｌ
Ｓ
」
と
略
記
す
る
。）
の
入
学
者
選
抜
制
度
を
合
憲
と
し
た
。
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同
大
学
Ｌ
Ｓ
は
、
学
生
集
団
の
多
様
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
以
下
の
教
育
効
果
が
生
ま
れ
る
と
す
る）

15
（

。
そ
れ
は
、
第
１
に
、

人
種
に
基
づ
く
偏
見
が
解
消
さ
れ
人
種
相
互
の
理
解
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
、
第
２
に
、
教
室
に
お
け
る
討
議
が
よ
り
活
発
で
よ
り
興
味
深

い
も
の
に
な
る
こ
と
、
第
３
に
、
多
様
化
の
進
む
職
場
と
社
会
に
う
ま
く
適
応
す
る
た
め
の
訓
練
と
、
そ
こ
に
お
け
る
専
門
家
に
な
る
た

め
の
訓
練
を
学
生
に
積
ま
せ
ら
れ
る
こ
と
、
第
４
に
、
指
導
者
へ
と
続
く
途
が
人
種
・
民
族
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
の
個
人
に
開
か
れ
て

い
る
と
い
う
確
信
を
は
っ
き
り
と
誰
も
が
も
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
市
民
の
目
か
ら
み
て
正
当
性
を
有
す
る
一
群
の
指
導
者

を
養
成
す
る
」
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
は
、
こ
れ
ら
の
教
育
効
果
を
生
み
出
す
た
め
に
学
生
集
団
の
多

様
性
を
確
保
す
る
に
は
、
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
に
入
れ
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学

生
の
数
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
ス
、
す
な
わ
ち
「
有
意
義
な
数
（m

eaningful num
bers

）」）
16
（

に
到
達
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
と
い

う
の
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
の
数
が
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
ス
に
達
し
て
は
じ
め
て
、「
彼
ら
に
教
室
に
お
け
る
参
加
を

促
し
、
彼
ら
が
孤
独
感
を
覚
え
ず
に
す
む
」
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、「
彼
ら
が
自
分
の
人
種
を
代
弁
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ず
に

す
む
」
よ
う
に
な
り
、「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
さ
な
い
学
生
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
観
点
（m

inority view
point

）
な
ど
存
在
せ
ず
む
し

ろ
彼
ら
の
な
か
に
も
様
々
な
観
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
学
ぶ
た
め
に
、
人
種
に
基
づ
く
偏
見
が
影
響
力
を
失
う
」）

17
（

か
ら
で
あ
る
。
以
上
の

主
張
に
つ
き
、G

rutter

判
決
は
、「M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
は
学
生
集
団
の
多
様
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
き
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
を

有
し
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
学
生
集
団
の
多
様
性
は
教
育
目
的
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
るM

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ

の
教
育
上
の
判
断
は
、
当
裁
判
所
が
敬
譲
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し
た）

18
（

。

　

さ
ら
にG

rutter

判
決
は
、「M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
、
目
的
達
成
に
向
け
て
厳
密
に
設
え
ら
れ
た
制
度
の
顕
著
な

特
徴
（hallm

arks

）
を
備
え
て
い
る
」
と
す
る）

19
（

。
同
判
決
に
よ
れ
ば
、「
目
的
達
成
に
と
っ
て
厳
密
に
設
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
た
め
に
は
、

志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
は
、
割
当
制
を
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
が
、「
合
格
定
員
枠
を
め
ぐ
る
他
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の
す
べ
て
の
志
願
者
と
の
競
争
か
ら
あ
る
特
定
の
志
願
者
を
隔
て
る
こ
と
な
く
、
人
種
ま
た
は
民
族
を
も
っ
ぱ
ら
当
該
志
願
者
の
合
否
判

定
に
関
す
る
評
価
デ
ー
タ
に
お
け
る
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
」
と
さ
れ
る）

20
（

。
さ
ら
にG

rutter

判
決
は
、
志
願
者

の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
に
入
れ
る
入
学
者
選
抜
制
度
は
、「
各
志
願
者
の
個
別
の
特
性
（particular qualifications

）
を
考
慮
に

入
れ
つ
つ
多
様
性
と
直
接
関
連
す
る
す
べ
て
の
要
素
を
評
価
検
討
し
、
必
ず
し
も
同
じ
重
み
づ
け
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
そ
れ

ら
の
要
素
を
同
じ
評
価
検
討
の
俎
上
に
載
せ
る
ほ
ど
十
分
に
柔
軟
な
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず）

21
（

、「
各
志
願
者
が
個
人
と
し
て
評
価
さ
れ
、

そ
の
人
種
ま
た
は
民
族
が
合
格
を
決
定
づ
け
る
特
徴
に
な
る
よ
う
な
や
り
方
で
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
を
保
証
で
き
る
ほ
ど
十
分
に
柔
軟

な
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る）

22
（

。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
きG

rutter

判
決
は
、M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
―
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
の
数
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
ス
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
と
は
い
え
―
割
当
制
と
し
て

機
能
し
て
い
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、
当
該
制
度
は
、
志
願
者
そ
れ
ぞ
れ
に
備
わ
る
、
多
様
性
に
富
ん
だ
教
育
環
境
に
貢
献
し
う
る
点
を
す

べ
て
真
摯
に
評
価
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
種
を
含
め
加
点
に
値
す
る
点
が
何
か
１
つ
あ
る
だ
け
で
自
動
的
に
合
格
を
決
定
づ
け
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る）

23
（

。
そ
の
う
え
で
同
判
決
は
、「
平
等
保
護
条
項
は
、M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
が
学
生
集
団
の
多
様
性
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
る
教
育
効
果
を
得
る
こ
と
に
関
す
る
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
を
促
進
す
る
た
め
に
合
否
判
定
に
お
い
て
厳
密
に
設
え
ら

れ
た
や
り
方
で
人
種
を
考
慮
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
な
い
」
と
し）

24
（

、M
ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
を
合
憲
と
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
はG

ratz v. B
ollinger

）
25
（

に
お
い
て
は
、M

ichigan

大
学
の
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
は
「
教
育
上
の
多

様
性
に
関
す
る
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
厳
密
に
設
え
ら
れ
て
い
な
い
」と
し）

26
（

、こ
れ
を
違
憲
と
し
た
。
当
該
制
度
は
、

数
少
な
い
入
学
者
し
か
輩
出
で
き
て
い
な
い
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
（underrepresented m

inority

）
に
属
す
る
志
願
者
に
対
し
、

合
格
に
必
要
な
点
数
の
５
分
の
１
を
占
め
る
20
点
を
機
械
的
に
加
点
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、M

ichigan

大
学
の
学

部
入
学
者
選
抜
制
度
は
こ
の
加
点
措
置
を
講
じ
る
に
あ
た
り
「
志
願
者
個
人
が
こ
れ
ら
の
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
し
て
い
る
か
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否
か
」
と
い
う
事
実
し
か
考
慮
し
て
い
な
い
う
え
に
、当
該
加
点
措
置
は
「
当
該
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
最
低
限
の
資
質
は
備
わ
っ

て
い
る
志
願
者
の
ほ
ぼ
全
員
に
と
っ
て
、
人
種
と
い
う
要
素
を
…
決
定
的
な
も
の
に
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る）

27
（

。

M
ichigan

大
学
の
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
は
、以
上
の
点
に
お
い
て
Ｌ
Ｓ
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
お
り
、「
各
志
願
者
を
個
人
と
し
て
考
慮
し
、

志
願
者
の
有
す
る
資
質
す
べ
て
を
評
価
し
つ
つ
、
当
該
志
願
者
が
高
等
教
育
特
有
の
環
境
に
貢
献
し
う
る
か
否
か
を
検
討
す
る
」
も
の
で

な
い
た
め
に
違
憲
と
さ
れ
た）

28
（

。

　

M
ichigan

大
学
の
２
種
類
の
入
学
者
選
抜
制
度
に
つ
き
連
邦
最
高
裁
判
所
が
示
し
た
以
上
の
判
断
は
、Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制

度
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。Texas

大
学
の
実
施
し
た
調
査
に
よ
り
、
①
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の

学
生
の
数
が
著
し
く
少
な
い
講
義
科
目
が
相
当
数
に
の
ぼ
る
こ
と
、
②
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
大
学
内
お
よ
び
教
室
内
に
お
い
て
孤
立
感
を

覚
え
て
お
り
、
多
数
の
学
生
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
が
教
室
内
に
十
分
い
れ
ば
生
ま
れ
る
は
ず
の
教
育
効
果
を
実
感
で

き
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
調
査
結
果
を
受
け
てTexas

大
学
は
、G

rutter

判
決
お
よ
びG

ratz

判
決
の
翌
年
の
２
０
０
４
年
、

望
ま
し
い
教
育
効
果
を
生
み
出
す
に
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
の
数
が
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
ス
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
は
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て

Texas

大
学
は
、
志
願
者
に
対
す
る
全
人
的
評
価
に
よ
り
合
否
判
定
を
行
う
際
に
そ
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に

し
た
の
で
あ
る
。

　

Texas

大
学
が
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
を
導
入
し
た
目
的
に
つ
い
て
、Fisher

Ⅱ

は
、
同
大
学

の
掲
げ
る
目
的
は
「
一
般
的
な
こ
と
が
ら
と
し
て
は
、
当
裁
判
所
が
先
例
に
お
い
て
認
め
て
き
た
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
に
倣
っ
た
も

の
で
あ
る
」
と
し
、
学
生
集
団
の
多
様
化
に
よ
り
「
人
種
相
互
の
理
解
を
促
進
し
、
人
種
に
基
づ
く
偏
見
を
打
破
す
る
」
こ
と
が
可
能
に

な
る
等
の
教
育
効
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
の
入
学
率
を
高
め
る
こ
と
は
、
こ
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れ
ら
の
教
育
効
果
に
資
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
す
る）

29
（

。
さ
ら
にFisher

Ⅱ

は
、「
大
学
が
自
ら
の
経
験
お
よ
び
専
門
技
術
的
判
断
に
基
づ

き
下
し
た
、
学
生
集
団
の
多
様
性
は
教
育
目
的
に
資
す
る
と
す
る
結
論
に
対
し
て
敬
譲
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る）

30
（

。
こ
の

よ
う
に
、Fisher

Ⅱ

はG
rutter

判
決
同
様
に
、
望
ま
し
い
教
育
効
果
を
得
る
に
は
学
生
集
団
の
多
様
性
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
確
保
す

る
た
め
で
あ
れ
ば
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
志
願
者
の
人
種
を
加
味
し
て
合
否
判
定
を
行
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
す
る）

31
（

。

　

さ
ら
にFisher

Ⅱ

は
、Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
も
と
で
は
、「
人
種
が
志
願
者
に
対
す
る
全
人
的
評
価
に
お
け
る
考
慮
要
素

の
な
か
の
考
慮
要
素
の
な
か
の
考
慮
要
素
に
す
ぎ
な
い
こ
と
」
と
、「
志
願
者
の
人
種
は
文
脈
に
応
じ
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
数
少
な
い
入
学
者
し
か
輩
出
で
き
て
い
な
い
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
に
関
す
る
機
械
的
な
加
点
要
素
と
し
て
扱
わ
れ

る
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る）

32
（

。
こ
れ
は
、Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
がG

rutter

判
決
に
お
い
て
合
憲
と
さ
れ
た

M
ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
そ
れ
と
同
様
の
も
の
で
あ
り
、G

ratz

判
決
に
お
い
て
違
憲
と
さ
れ
た
同
大
学
の
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
と
は
異

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
先
例
に
照
ら
せ
ば
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
るTexas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
合
憲
性
は
比

較
的
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
２
節　

Fisher

事
件
と
成
績
上
位
10
％
法

　

Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
合
憲
性
に
影
を
落
と
し
て
い
る
の
は
、
成
績
上
位
10
％
法
の
存
在
で
あ
る）

33
（

。
同
法
は
、H

opw
ood v. 

Texas

）
34
（

を
契
機
にTexas

州
議
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。H

opw
ood

判
決
に
お
い
て
連
邦
第
５
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
学

生
集
団
の
多
様
性
を
実
現
す
る
こ
と
は
平
等
保
護
条
項
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て

Texas

大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が
学
生
集
団
の
多
様
性
を
実
現
す
る
た
め
に
志
願
者
の
人
種
ま
た
は
民
族
を
合
否
判
定
に
お
い
て
考
慮
に
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入
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た）

35
（

。
こ
れ
に
よ
りTexas

大
学
は
、
同
判
決
ま
で
実
施
し
て
い
た
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
し
た
入

学
者
選
抜
を
と
り
や
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り）

36
（

、
結
果
と
し
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
同
大
へ
の
入
学
率
は
大
き
く
低

下
し
た
。
そ
こ
で
事
態
の
改
善
を
図
る
た
め
にTexas

州
議
会
が
制
定
し
た
の
が
、
成
績
上
位
10
％
法
で
あ
る）

37
（

。

　

同
法
はTexas
州
立
大
学
へ
の
合
否
を
志
願
者
の
高
等
学
校
に
お
け
る
成
績
に
か
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
志
願
者
の
人
種

が
合
否
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
同
法
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
のTexas

州
立
大
学
へ
の

入
学
率
を
高
め
る
た
め
に
、
志
願
者
の
人
種
が
間
接
的
に
合
否
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
意
図
的
に
仕
組
ん
で
い
る）

38
（

。Texas

州
内
の
多

く
の
地
域
さ
ら
に
は
高
等
学
校
は
依
然
と
し
て
人
種
分
離
状
態
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
同
州
内
の
高
等
学

校
の
成
績
上
位
10
％
の
生
徒
にTexas

州
立
大
学
へ
の
入
学
機
会
を
与
え
れ
ば
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
が
多
数
を
占
め
る
高
等
学
校
か
ら

は
自
ず
と
当
該
集
団
に
属
す
る
数
多
く
の
志
願
者
がTexas

州
立
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
学
生
集
団
の
多
様
性
は

増
す
こ
と
に
な
る）

39
（

。
実
際
に
成
績
上
位
10
％
法
はTexas

大
学
に
お
け
る
学
生
集
団
の
多
様
性
を
増
進
さ
せ
、H

opw
ood

判
決
直
後
の

１
９
９
７
年
に
は
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
学
生
は
新
入
生
全
体
の
2
・
7
％
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
学
生
は
新
入
生
全
体
の
12
・
6
％

で
あ
っ
た
が
、
２
０
０
４
年
に
は
い
ず
れ
も
4
・
5
％
と
16
・
9
％
ま
で
上
昇
し
た）

40
（

。

　

こ
の
事
実
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
、Texas
大
学
は
そ
の
時
点
ま
で
で
既
に
、
成
績
上
位
10
％
法
と
志
願
者
の
人
種
を
顧

慮
し
な
い
全
人
的
評
価
に
基
づ
き
合
否
判
定
を
行
う
制
度
（race-neutral holistic review

）
に
よ
っ
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学

生
の
数
に
つ
き
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
ス
を
確
保
し
て
お
り
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
を
導
入
す

る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
該
制
度
を
通
じ
てTexas

大
学
に
入
学
を
果
た
す
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
が
新
入
生
全
体
の
な
か
で
わ
ず
か
で
し
か
な
い
こ
と
も
、
そ
の
疑
問
に
拍
車
を
か
け
る
。
と
い
う
の
も
、

人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
が
、
学
生
集
団
の
多
様
性
を
増
進
さ
せ
て
望
ま
し
い
教
育
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
と
っ
て
わ
ず
か
な
効
果
し
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か
な
い
な
ら
、
そ
も
そ
も
当
該
分
類
を
用
い
る
必
要
は
な
く
、
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
に
よ
っ
て
も
お
お
よ
そ
同
じ
効
果
を
生
み
出
し

う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る）

41
（

。

　

志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
の
必
要
性
に
関
連
し
て
、Fisher

Ⅰ

は
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て

い
る
。
手
段
審
査
は
、「
多
様
性
の
も
た
ら
す
教
育
効
果
を
得
る
た
め
に
大
学
が
人
種
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
か
否
か
」、
換
言

す
れ
ば
、「
大
学
が
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
を
行
う
こ
と
な
く
十
分
な
多
様
性
を
実
現
で
き
る
か
否
か
を
入
念
に
審
査
す
る
」
も
の
で

あ
る）

42
（

。
そ
の
た
め
裁
判
所
は
、「
大
学
が
実
効
性
の
あ
る
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
を
真
摯
に
誠
実
に
検
討
し
た
か
否
か
」、さ
ら
に
は
、「
人

種
中
立
的
手
段
を
用
い
て
も
、
お
お
よ
そ
満
足
ゆ
く
程
度
に
、
許
容
し
う
る
代
償
で
（about as w

ell and at tolerable adm
inistrative 

expen se

）
重
要
な
利
益
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
否
か
を
、「
大
学
に
敬
譲
せ
ず
に
入
念
に
吟
味
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

43
（

。
こ

の
判
断
枠
組
の
も
と
で
は
、Texas
大
学
が
「
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
に
た
よ
る
前
に
、
利
用
可
能
な
人
種
中
立
的
手
段
で
は
実
効
性

が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
」）

44
（

を
果
た
せ
な
け
れ
ば
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
に
入
れ
る
入
学
者
選
抜
制
度
は
そ
の

必
要
性
を
否
定
さ
れ
、
違
憲
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
成
績
上
位
10
％
法
が
実
効
性
の
あ
る
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
た
り
う
る
か
と
い
う
と
、G

rutter

判
決
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
こ
れ
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。「
当
該
制
度
が
仮
に
人
種
中
立
的
な
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
当
該
制
度
は
、
大
学
が
、
人

種
的
に
み
て
多
様
な
だ
け
で
な
く
、
大
学
の
評
価
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
資
質
に
関
し
て
多
様
な
学
生
集
団
を
集
め
る
た
め
に
必
要
不
可

欠
な
志
願
者
の
全
人
的
評
価
（individualized assessm

ents

）
を
実
施
す
る
こ
と
を
妨
げ
か
ね
な
い
」）

45
（

。
こ
の
指
摘
ど
お
り
、
成
績
上
位

10
％
法
に
は
、
学
力
面
以
外
でTexas

大
学
の
求
め
る
多
様
性
に
貢
献
し
う
る
志
願
者
を
排
除
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る）

46
（

。
こ
の
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
望
ま
し
い
教
育
効
果
を
生
み
出
す
の
に
必
要
な
学
生
集
団
の
多
様
性
を
実
現
す
る
た
め
に
、
志
願
者
ご
と
に
全
人
的
評
価
を

実
施
し
、
学
力
面
以
外
で
同
大
学
に
お
け
る
多
様
性
に
寄
与
し
う
る
志
願
者
を
選
抜
す
る
制
度
の
必
要
性
は
失
わ
れ
て
い
な
い
と
も
い
い
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う
る
。

　

と
は
い
え
、Fisher

Ⅰ

の
示
し
た
判
断
枠
組
の
も
と
で
、G

rutter

判
決
と
同
じ
結
論
が
導
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

Fisher

Ⅰ

とG
rutter

判
決
は
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
の
存
否
の
判
断
枠
組
を
異
に
し
て
お
り
、
前
者
は
後
者
よ
り
も
厳
格
に
人
種
中
立

的
な
代
替
手
段
の
使
用
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

47
（

。G
rutter

判
決
は
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制

度
に
代
替
し
う
る
、
実
効
性
の
あ
る
人
種
中
立
的
手
段
の
存
否
を
真
摯
に
誠
実
に
検
討
す
る
よ
う
大
学
に
求
め
る
に
す
ぎ
ず
、「
人
種
中

立
的
な
入
学
者
選
抜
制
度
を
見
つ
け
ら
れ
れ
ば
申
し
分
な
く
、
実
行
可
能
に
な
れ
ば
す
ぐ
に
、
人
種
を
意
識
し
た
入
学
者
選
抜
制
度
を
廃

止
す
る
つ
も
り
で
あ
る
、
と
す
るM

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
言
葉
を
額
面
通
り
に
受
け
と
る
」
と
し
てM

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
に
敬
譲
し
て

い
る）

48
（

。
こ
れ
に
対
しFisher

Ⅰ

は
、
先
述
の
と
お
り
、
裁
判
所
が
手
段
審
査
に
お
い
てTexas

大
学
に
「
敬
譲
を
払
う
こ
と
は
ま
っ
た
く

な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
実
効
性
の
あ
る
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
ま
で
大
学
に
求
め
て
い
る）

49
（

。

　

こ
う
し
て
本
件
に
お
い
て
は
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
の
必
要
性
が
、
換
言
す
れ
ば
、
成
績

上
位
10
％
法
等
の
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
の
実
効
性
が
厳
格
に
審
査
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
注
目
を
集
め
た
の
で
あ
る
。

第
２
章　

Fisher

Ⅱ

に
お
け
る
手
段
審
査

　

Fisher

Ⅱ

は
、「
原
告
の
主
張
す
る
代
替
手
段
は
い
ず
れ
も
|
本
件
訴
訟
の
な
か
で
検
討
さ
れ
、
ま
た
は
議
論
さ
れ
た
他
の
手
段
も
ま
た

|
、
そ
れ
ら
を
用
い
れ
ばTexas

大
学
が
２
０
０
８
年
時
点
に
お
い
て
解
釈
し
明
確
に
し
て
い
た
そ
の
教
育
目
標
を
達
成
し
う
る
で
あ
ろ

う
利
用
可
能
な
、実
効
性
の
あ
り
う
る
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、「
こ
の
た
め
、Texas

大
学
は
、

原
告
が
同
大
学
に
不
合
格
に
な
っ
た
時
点
に
お
い
て
運
営
し
て
い
た
入
学
者
選
抜
制
度
が
目
的
達
成
の
た
め
に
厳
密
に
設
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
証
明
す
る
責
任
を
果
た
し
て
い
る
」
と
し
た）

50
（

。
こ
れ
に
対
しA

lito

裁
判
官
は
、
反
対
意
見
に
お
い
て
、「
こ
の
結
論
は
驚
く
べ
き
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も
の
|
驚
く
べ
き
誤
り
で
あ
る
」
と
し）

51
（

、Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
目
的
に
沿
っ
た
形
で
厳
密
に
設
え
ら
れ
て
は
い
な
い
と
す

る）
52
（

。
以
下
で
検
討
す
る
と
お
り
、
法
廷
意
見
と
反
対
意
見
で
は
手
段
審
査
の
あ
り
方
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

第
１
節　

証
明
責
任
を
め
ぐ
る
対
立

　

法
廷
意
見
と
反
対
意
見
は
、
厳
格
審
査
に
お
け
る
証
明
責
任
の
所
在
を
め
ぐ
り
対
立
し
て
い
る）

53
（

。
法
廷
意
見
は
、「
す
べ
て
の
合
理
的

推
論
を
原
告
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
行
い
つ
つ
、
原
告
が
、
証
拠
の
優
越
（preponderance of the evidence

）
に
よ
っ
て
、Texas

大
学

へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
当
時
の
そ
の
時
点
に
お
い
て
平
等
な
取
り
扱
い
を
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
せ
て
い
る
か
否
か
、

と
い
う
論
点
の
み
を
扱
う
」
と
述
べ）

54
（

、「
証
拠
を
審
査
す
る
と
、
原
告
がTexas

大
学
に
志
願
し
た
時
点
に
お
い
て
は
、
原
告
の
提
案
す
る

代
替
手
段
は
い
ず
れ
も
同
大
学
の
求
め
る
多
様
性
の
も
た
ら
す
教
育
効
果
を
確
保
し
う
る
実
効
的
手
段
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
」
と
す
る）

55
（

。
こ
れ
に
対
しA

lito

裁
判
官
は
、
法
廷
意
見
は
「
原
告
が
本
件
に
お
け
る
証
明
責
任
を
負
う
か
の
よ
う
な
審
査
の
あ
り

方
を
組
み
立
て
て
い
る
」
点
に
お
い
て
、
通
常
の
厳
格
審
査
の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
す
る）

56
（

。A
lito

裁
判
官
に
よ
れ
ば
、「
厳
格

審
査
と
は
、
厳
密
な
審
査
で
あ
っ
て
、
証
明
責
任
を
負
う
の
は
国
家
機
関
で
あ
る
」
た
め）

57
（

、
原
告
に
証
明
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
誤
り

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

証
明
責
任
を
め
ぐ
る
両
者
の
対
立
の
な
か
で
も
特
に
目
を
引
く
の
は
、
成
績
上
位
10
％
法
が
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
と
し
て
実
効
的

か
否
か
を
証
明
す
る
責
任
に
関
す
る
対
立
で
あ
る）

58
（

。
法
廷
意
見
は
、「
証
拠
上
、
成
績
上
位
10
％
法
に
よ
っ
てTexas

大
学
へ
の
入
学
を
果

た
し
た
学
生
に
関
す
る
情
報
が
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
」
た
め
、「
高
等
学
校
に
お
け
る
成
績
が
学
年
上
位
10
％
に
入
っ
て
い
た
こ

と
の
み
に
基
づ
きTexas

大
学
へ
の
入
学
を
果
た
し
た
学
生
と
、
全
人
的
評
価
を
通
じ
て
同
大
学
へ
の
入
学
を
果
た
し
た
学
生
と
の
間
で
、

多
様
性
へ
の
貢
献
度
が
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
る）

59
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
成
績
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上
位
10
％
法
等
の
人
種
中
立
的
な
入
学
者
選
抜
制
度
の
も
と
でTexas

大
学
へ
の
入
学
を
果
た
し
た
学
生
よ
り
も
全
人
的
評
価
に
よ
っ
て

入
学
し
た
学
生
の
ほ
う
が
多
様
性
に
寄
与
す
る
度
合
が
大
き
く
、
望
ま
し
い
教
育
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
貢
献
し
う
る
と
い
う
こ
と
を

示
す
証
拠
が
な
け
れ
ば
、
成
績
上
位
10
％
法
の
み
で
は
教
育
効
果
を
十
分
に
得
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
す
る
入
学

者
選
抜
制
度
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
完
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
は
ず
で
あ
る）

60
（

。A
lito

裁
判
官
は
、
上
記
の
一
節
に

よ
り
、Texas
大
学
が
提
示
す
べ
き
証
拠
を
示
せ
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
同
大
学
が
志
願
者
の
人
種
を
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
考
慮

す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
の
証
明
責
任
を
果
た
せ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
同
大
学
の
入
学
者

選
抜
制
度
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
出
る
は
ず
で
あ
る
と
し
て
法
廷
意
見
を
批
判
し
て
い
る）

61
（

。
以
上
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、Texas

大
学
が
「
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
に
頼
る
の
に
先
立
ち
、
多
様
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
教

育
効
果
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
重
い
責
任
」）

62
（

を
果
た
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。

第
２
節　

Fisher

Ⅱ

に
お
け
る
人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
の
適
用
の
厳
格
度

　

法
廷
意
見
と
反
対
意
見
で
は
、
人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
の
適
用
の
厳
格
さ
も
異
な
っ
て
い
る
。

　

法
廷
意
見
は
、
成
績
上
位
10
％
法
に
よ
り
、「
学
年
に
お
け
る
成
績
順
位
と
い
う
一
面
だ
け
で
入
学
者
選
抜
を
実
施
し
た
場
合
に
は
見

い
だ
す
こ
と
の
で
き
な
い
見
地
を
も
っ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
」
学
生）

63
（

、
例
え
ば
「
日
々
の
練
習
と
鍛
錬
が
も
と
で
成
績
の
悪
か
っ
た
ス

タ
ー
選
手
や
花
形
奏
者
」、「
人
文
学
系
科
目
で
平
均
以
上
の
成
績
を
維
持
す
る
の
に
苦
心
し
た
才
能
あ
る
若
き
生
物
学
者
」
等
が
排
除
さ

れ
る
と
す
る）

64
（

。
法
廷
意
見
は
、G

rutter

判
決
に
倣
い
つ
つ
、
成
績
上
位
10
％
法
は
学
力
面
以
外
でTexas

大
学
の
求
め
る
多
様
性
に
貢
献

し
う
る
志
願
者
を
排
除
し
て
し
ま
う
た
め
、
か
え
っ
て
同
大
学
の
求
め
る
学
生
集
団
の
多
様
性
を
損
な
い
か
ね
な
い
と
す
る）

65
（

。
く
わ
え
て

法
廷
意
見
は
、G

ratz

判
決
に
お
け
るG

insburg

裁
判
官
反
対
意
見
を
引
用
し
つ
つ
、「
も
っ
ぱ
ら
学
年
に
お
け
る
成
績
順
位
に
依
拠
す
る
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入
学
者
選
抜
制
度
は
、
志
願
者
に
有
害
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
生
み
出
す
」
と
し
、
成
績
上
位
10
％
法
は
、「
両
親
が
、
人
種
分
離
状
態

に
あ
る
実
績
の
さ
ほ
ど
ふ
る
わ
な
い
学
校
に
自
分
の
子
ど
も
を
通
わ
せ
続
け
る
こ
と
を
助
長
し
、
さ
ら
に
は
、
Ｇ
Ｐ
Ａ
を
低
下
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
難
し
い
科
目
を
学
生
が
と
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
」
と
指
摘
す
る）

66
（

。
こ
れ
は
、
成
績
上
位
10
％
法
が
高

水
準
の
教
育
か
ら
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
遠
ざ
け
、
彼
ら
の
社
会
的
地
位
の
改
善
を
阻
害
す
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
無
視

で
き
な
い
代
償
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
払
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る）

67
（

。
こ
れ
ら
の
点
を
指
摘
す
る
法
廷
意
見
は
、
成
績
上

位
10
％
法
は
の
ぞ
ま
し
い
教
育
効
果
を
も
た
ら
す
多
様
性
を
お
お
よ
そ
満
足
ゆ
く
程
度
に
促
進
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
許
容
し
え
な
い

代
償
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
反
対
意
見
は
、
法
廷
意
見
が
成
績
上
位
10
％
法
に
よ
っ
て

排
除
さ
れ
て
し
ま
う
と
す
る
志
願
者
の
唯
一
無
二
の
特
徴
や
彼
ら
の
個
人
的
事
情
は
、
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
し
な
い
全
人
的
評
価
に
基

づ
き
合
否
判
定
を
行
う
制
度
の
も
と
で
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
と
す
る）

68
（

。
反
対
意
見
か
ら
す
れ
ば
、
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
し
な
い
人
種

中
立
的
な
入
学
者
選
抜
制
度
だ
け
で
は
そ
の
よ
う
な
志
願
者
が
排
除
さ
れ
か
ね
な
い
と
す
る
法
廷
意
見
の
懸
念
は
杞
憂
で
あ
り
、
当
該
制

度
は
学
生
集
団
の
多
様
性
を
実
効
的
に
増
進
し
う
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
廷
意
見
と
反
対
意
見
は
、
人
種
中
立
的
な
入
学
者
選

抜
制
度
の
実
効
性
に
対
す
る
評
価
を
異
に
し
て
お
り
、そ
の
点
に
お
い
て
、人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
の
適
用
の
厳
格
度
も
異
な
っ

て
い
る
。

　

法
廷
意
見
と
反
対
意
見
は
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
るm

inim
al effect

理
論
を
本
件
に
適
用
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
も
対
立
し
て
い
る
。
両

者
が
人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
の
適
用
の
厳
格
度
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
に
も
表
さ
れ
て
い
る
。M

inim
al effect

理
論
は
、Parents Involved

判
決
に
お
け
るR

oberts

首
席
裁
判
官
法
廷
意
見
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
学
校
区
が
学

校
に
お
け
る
人
種
比
率
を
調
節
し
て
人
種
統
合
を
図
る
た
め
に
人
種
を
基
準
に
し
て
児
童
・
生
徒
を
各
学
校
に
割
り
振
る
制
度
を
平
等
保

護
条
項
違
反
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
判
決
に
お
い
てR

oberts

首
席
裁
判
官
は
、
当
該
制
度
は
「
学
校
間
で
少
数
の
児
童
・
生
徒
を
移
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動
さ
せ
た
だ
け
の
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、「
児
童
・
生
徒
へ
の
学
校
の
割
り
振
り
に
わ
ず
か
な
効
果
し
か
も
た
ら
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
手
段
の
ほ
う
が
よ
り
効
果
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
」
と
と
も
に
、「
人
種
を
基
準
に
す
る

分
類
を
用
い
る
必
要
不
可
欠
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
」
と
し
て
い
る）

69
（

。
そ
の
う
え
でR

oberts

首
席
裁
判
官
は
、
学
校
区
は
「
実
効
性

の
あ
る
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
に
つ
い
て
真
摯
に
誠
実
に
検
討
し
て
い
な
い
」
と
し
、
上
記
制
度
を
違
憲
と
し
た）

70
（

。Parents Involved

判
決
に
お
い
て
は
、K

ennedy

裁
判
官
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
述
べ
てm

inim
al effect

理
論
を
適
用
し
て
い
る
。
同
裁
判
官
は
、「
人
種

を
明
示
的
な
基
準
に
す
る
分
類
に
よ
っ
て
学
校
の
割
振
に
つ
き
影
響
を
受
け
た
児
童
・
生
徒
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
注

目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
本
件
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
制
度
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
影
響
を
受
け
る
学
校
割
振
の
件

数
が
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
校
は
そ
の
主
張
す
る
目
的
を
別
の
手
段
に
よ
っ
て
達
成
で
き
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、
自
身
の
例
示
す
る
「
文
面
上
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
」
に
よ
っ
て
上
記
目
的
が
達
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
し
た）

71
（

。
こ
れ
に
対
し
、
本
件
に
お
い
て
は
一
転
し
てm

inim
al effect

理
論
を
適
用
し
な
か
っ
た
理
由
を
、K

ennedy

裁
判
官
は
次
の

よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
２
０
０
３
年
に
お
い
て
は
、
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
し
な
い
全
人
的
評
価
に
基
づ
き
合
否
判
定
を
行
う
制
度
を

通
じ
てTexas

大
学
に
入
学
し
た
学
生
の
11
％
が
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
で
、
3
・
5
％
が
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
。
対
照
的
に

２
０
０
７
年
に
お
い
て
は
、
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
す
る
全
人
的
評
価
に
基
づ
き
合
否
判
定
を
行
う
制
度
を
通
じ
てTexas

大
学
に
入
学

を
果
た
し
た
学
生
の
16
・
9
％
が
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
で
、
6
・
8
％
が
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
増
加
―
そ
れ
ぞ
れ

54
％
と
94
％
の
増
加
―
は
、
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
、Texas

大
学
の
新
入
生
の
多
様
性
に
対
し
、
依
然
と
し
て
限
定
的
で

は
あ
る
が
、
重
要
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
」）

72
（

。K
ennedy

裁
判
官
は
次
の
よ
う
に
付
言
す
る
。「
人
種
を
顧
慮

す
る
こ
と
の
与
え
る
影
響
が
些
細
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
目
的
達
成
の
た
め
に
手
段
が
厳
密
に
設
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
人
種
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
合
否
判
定
の
わ
ず
か
な
部
分
に
お
い
て
し
か
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
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目
的
達
成
の
た
め
に
手
段
が
厳
密
に
設
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
違
憲
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
は
な

い
は
ず
で
あ
る
」）

73
（

。
対
照
的
にA

lito

裁
判
官
は
、「
人
種
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
合
否
判
定
の
わ
ず
か
な
部
分
に
お
い
て
し
か
そ
の
役
割
を

果
た
し
て
い
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ずm

inim
al effect

理
論
を
適
用
し
な
い
こ
と
は
先
例
と
矛
盾
し
て
い
る
と
し）

74
（

、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

本
件
に
お
い
て
も
同
理
論
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。「
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
は
、
そ
の
合
憲
性
の
き
わ
め
て
疑
わ
し
い

手
段
で
あ
る
た
め
、最
後
の
手
段
と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
こ
ろ
、「
本
件
の
よ
う
に
、人
種
優
遇
措
置
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
に
対
し
て
わ
ず
か
な
影
響
し
か
与
え
な
い
場
合
に
は
、
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
に
よ
っ
て
も
同
じ
結

果
が
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
」）

75
（

。

　

M
inim

al effect

理
論
を
本
件
に
適
用
し
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
、K

ennedy

裁
判
官
は
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
の
使
用
をTexas

大

学
に
強
く
迫
っ
て
い
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
、
以
下
の
諸
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
１
は
、Parents 

Involved

判
決
に
お
い
てm

inim
al effect

理
論
を
採
用
し
たR

oberts

首
席
裁
判
官
自
身
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、G

rutter

事
件
を
同
理

論
の
適
用
除
外
例
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「G

rutter

事
件
に
お
い
て
は
、
志
願
者
の
人
種
を
考
慮
す
る
こ
と
が
、M

ichigan

大
学
Ｌ

Ｓ
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
入
学
者
の
割
合
を
―
４
％
か
ら
14
・
5
％
へ
と
―
３
倍
以
上
に
増
加
さ
せ
る
う
え
で
必
要
不

可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
た
」）

76
（

。
こ
の
こ
と
に
着
目
す
る
と
、G

rutter

事
件
の
よ
う
に
３
倍
増
と
ま
で
は
い
か
な
い
に
せ
よ
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
が
少
な
く
と
も
微
増
と
は
い
え
な
い
程
度
に
上
昇
し
た
本
件
も
ま
た
、
同
理
論
の
適
用
除
外
例
と
し
て

位
置
づ
け
う
る
。
第
２
は
、Parents Involved

判
決
に
お
い
てK

ennedy

裁
判
官
が
、「
本
件
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
制
度
の
文

脈
に
お
い
て
は
」
と
述
べ）

77
（

、m
inim

al effect

理
論
の
適
用
に
慎
重
に
留
保
を
付
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
理
論
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
に

応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
は
、Fisher

Ⅱ

法
廷
意
見
に
お
い
てK

ennedy

裁
判
官
が
、
人
種
を

顧
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
「
依
然
と
し
て
限
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
有
意
義
な
効
果
」
が
生
じ
て
い
る
と
指
摘
し）

78
（

、
本
件
とParents 
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Involved

事
件
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
高
等
教
育
機
関
の
文
脈
に
お
い
て
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属

す
る
学
生
の
数
が
微
増
す
る
だ
け
で
も
大
き
な
効
果
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば）

79
（

、
高
等
教
育
機
関
の
実
施
す

る
Ａ
Ａ
にm

inim
al effect

理
論
が
適
用
さ
れ
る
余
地
は
相
当
程
度
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
３
節　

Fisher

Ⅱ

の
意
義

　

Fisher

Ⅰ

お
よ
びFisher

Ⅱ

は
、Texas

大
学
が
「
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
に
た
よ
る
前
に
、
利
用
可
能
な
人
種
中
立
的
手
段
で
は
実

効
性
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
最
終
的
な
責
任
」
を
負
う
こ
と）

80
（

、
換
言
す
れ
ば
「
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者

選
抜
制
度
に
頼
る
の
に
先
立
ち
、
多
様
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
教
育
効
果
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
重
い
責
任
」
を
負

う
こ
と）

81
（

を
明
確
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
と
お
り
、Fisher

Ⅱ

は
、
そ
の
重
い
証
明
責
任
をTexas

大
学
に
果
た
さ
せ
て
い
る
と

も
、
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
の
優
先
使
用
をTexas

大
学
に
厳
格
に
求
め
て
い
る
と
も
い
い
難
く
、Fisher

Ⅰ

が
示
唆
す
る
ほ
ど
の
厳
格

な
厳
格
審
査
が
行
わ
れ
た
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
む
し
ろFisher

Ⅱ

の
審
査
の
厳
格
度
はG

rutter

判
決
と
さ
ほ
ど
異
な
っ
て
い

な
い
と
す
ら
い
え
よ
う）

82
（

。

　

も
っ
と
も
、Fisher

Ⅱ
は
、
今
後
は
厳
格
な
厳
格
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。Fisher

Ⅱ

は
、

Texas

大
学
を
は
じ
め
高
等
教
育
機
関
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
か
の
よ
う
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
本
日
、
当
裁
判
所
がTexas

大

学
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
合
憲
性
を
肯
定
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
、
同
大
学
が
入
学
者
選
抜
制
度
を
改
良
す
る
こ

と
な
く
同
じ
制
度
に
依
拠
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
入
学
者
選
抜
制
度
に
つ
い
て
不
断
に
熟
慮
し
内
省
を
継
続

す
る
こ
と
は
、Texas

大
学
が
引
き
続
き
負
い
続
け
る
責
務
で
あ
る
」）

83
（

。
さ
ら
にFisher

Ⅱ

は
、
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「Texas

大
学
は
、
定
期
的
に
デ
ー
タ
を
評
価
し
、
学
生
が
現
に
体
験
し
て
い
る
こ
と
（student experience

）
を
吟
味
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
人
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種
が
同
大
学
の
主
張
す
る
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
を
み
た
す
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
範
囲
を
超
え
て
そ
の
役
割
を
果
た
さ
な
い
こ

と
を
保
証
し
つ
つ
、状
況
の
変
化
に
鑑
み
、そ
の
手
法
を
目
的
達
成
の
た
め
に
厳
密
に
設
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、

Texas
大
学
は
、
平
等
保
護
条
項
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
制
約
を
最
大
限
尊
重
し
つ
つ
、
原
告
が
同
大
学
を
志
願
し
た
時
点
以
降
に
取
得
し

た
デ
ー
タ
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
種
類
の
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
く
わ
え
て
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う

に
考
慮
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、Texas

大
学
が
今
後
厳
格
審
査
に
耐
え
ら
れ
る
入
学
者
選
抜
制
度
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
、
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
ろ
う
」）

84
（

。
こ
の
部
分
は
、
裁
判
所
が
今
後
、
成
績
上
位
10
％
法
等
の
人
種

中
立
的
な
代
替
手
段
の
実
効
性
を
証
拠
に
基
づ
き
厳
密
に
検
証
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る）

85
（

。
多
様
性
を
実
現
す
る
た
め
の

手
段
が
ど
の
よ
う
に
、
そ
し
て
ど
の
程
度
厳
格
に
統
制
さ
れ
る
の
か
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る）

86
（

。

第
３
章　

人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
と
そ
の
理
論
的
根
拠

　

Fisher

Ⅰ

お
よ
びFisher

Ⅱ

に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
要
求
の
厳
格
さ
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
実
効
性
の
あ
る
人
種
中
立
的

な
代
替
手
段
の
優
先
使
用
を
求
め
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
が
一
様
に
人
種

中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
を
支
持
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
は
な
い）

87
（

。Fisher

Ⅰ

反
対
意
見
に
お
い
て
、G

insburg

裁
判

官
は
同
原
則
そ
の
も
の
に
異
論
を
唱
え
て
い
る
。G

insburg
裁
判
官
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
と

い
う
、
特
定
の
人
種
を
利
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
〝
人
種
中
立
的
〞
な
手
段
な
ど
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
く
わ
え
、
上
記

目
的
の
正
当
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
な
ぜ
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
人
種
中
立
的
手
段
を
優
先
的
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
原
則
を
ど
の
程
度
厳
格
に
適
用
す
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
は
る
か
に
根
本
的
な

問
題
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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第
１
節　

人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
に
対
す
る
批
判

　

本
件
原
告
は
、
成
績
上
位
10
％
法
の
上
限
を
撤
廃
す
れ
ば
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
を
さ
ら
にTexas

大
学
へ
入
学
さ
せ

ら
れ
る
た
め
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
は
不
要
で
あ
る
と
す
る）

88
（

。A
lito

裁
判
官
反
対
意
見
も
こ

れ
に
賛
同
し
、
成
績
上
位
10
％
法
を
実
効
性
の
あ
る
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
と
位
置
づ
け
て
い
る）

89
（

。
た
し
か
に
成
績
上
位
10
％
法
は
、

文
面
上
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
を
行
う
も
の
で
な
い
点
に
お
い
て
は
人
種
中
立
的
で
あ
る）

90
（

。
と
は
い
え
、Fisher

Ⅱ

法
廷
意
見
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
同
法
の
「
基
本
的
な
目
的
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
こ
と
に
あ
る
」
こ
と）

91
（

、
そ
し
て
、

先
述
の
と
お
り
同
法
が
そ
の
こ
と
に
奏
功
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
成
績
上
位
10
％
法
に
は
人
種
中
立
的
と
は
い
い
が
た
い
側
面
も

あ
る）

92
（

。

　

成
績
上
位
10
％
法
の
人
種
中
立
性
が
表
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。G

ratz

判
決
反
対
意
見
に
お
い

てSouter

裁
判
官
は
、
成
績
上
位
10
％
法
は
「
特
定
の
人
種
で
あ
る
こ
と
に
対
し
加
点
を
施
す
制
度
と
ま
さ
し
く
同
じ
く
人
種
を
意
識
し

た
（race conscious

）
も
の
で
あ
る
が
、
成
績
上
位
10
％
法
の
よ
う
な
制
度
は
、
そ
れ
が
何
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
そ
れ
が
な
ぜ

そ
う
す
る
の
か
を
直
接
表
明
す
る
こ
と
な
く
人
種
的
多
様
性
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る）

93
（

。
た
し
か
に
成
績
上
位
10
％
法
は
、

Texas

州
内
全
域
の
高
等
学
校
の
卒
業
生
に
同
州
立
大
学
へ
の
入
学
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
学
生
集
団
の
地
域
的
多
様
性
を
高
め
よ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
、
高
等
学
校
に
お
い
て
優
れ
た
学
業
成
績
を
収
め
た
生
徒
を
報
奨
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る）

94
（

。
し

か
し
な
が
ら
、Souter

裁
判
官
は
、
同
法
の
真
意
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
こ
と
に
あ
る
と
し
、
同

法
に
は
「
意
図
的
に
そ
の
真
意
が
不
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
難
点
（the disadvantage of deliberate obfuscation

）」
が
あ
る
と
す

る）
95
（

。
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G
insburg

裁
判
官
も
同
様
に
、Fisher

Ⅰ

反
対
意
見
に
お
い
て
、
成
績
上
位
10
％
法
に
つ
い
て
、「
駝
鳥
の
よ
う
に
現
実
を
直
視
し
な
い

人
物
（ostrich

）
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
人
種
中
立
的
と
い
わ
れ
て
い
る
そ
の
手
段
を
、
人
種
を
意
識
し
な
い
（race unconscious

）
手
段

と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
、
同
法
を
人
種
中
立
的
手
段
と
捉
え
る
こ
と
の
欺
瞞
性
を
痛
烈
に
批
判
す
る）

96
（

。
そ
の
う
え
で
同
裁
判

官
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
憲
法
上
許
容
さ
れ
う
る
手
段
と
し

て
は
、「
人
種
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
率
直
に
明
ら
か
に
す
る
手
段
の
ほ
う
が
そ
の
こ
と
を
隠
す
手
段
よ
り
も
の
ぞ
ま
し
い
」
と

す
る）

97
（

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、G

insburg

裁
判
官
が
、「
人
種
間
の
不
平
等
を
維
持
す
る
た
め
」
で
は
な
く
、「
平
等
を
実
現
す
る
た
め

に
人
種
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
を
機
械
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
」
と
し
た
う
え

で）
98
（

、
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん）

99
（

、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者

に
対
し
機
械
的
な
加
点
を
実
施
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
す
ら
許
容
さ
れ
う
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

100
（

。G
insburg

裁
判
官
の
見
地
か
ら

す
れ
ば
、「
明
白
に
差
別
的
で
あ
っ
た
過
去
の
残
滓
に
、
す
な
わ
ち
、
何
世
紀
に
も
わ
た
り
法
が
認
め
て
き
た
不
平
等
の
も
た
ら
す
遺
産

に
州
立
大
学
を
含
む
国
家
機
関
は
目
を
瞑
る
必
要
が
な
い
」
の
で
あ
る）

101
（

。

第
２
節　

人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
の
理
論
的
根
拠
―K

ennedy

裁
判
官
と
同
原
則
―

　

Fisher

Ⅱ

法
廷
意
見
に
お
い
てK

ennedy

裁
判
官
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
こ
と
は
や
む
に
や

ま
れ
ざ
る
利
益
で
あ
る
種
々
の
教
育
効
果
に
資
す
る
と
し
、G

insburg
裁
判
官
と
同
じ
く
、
そ
う
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
認
め
て
い
る）

102
（

。

く
わ
え
て
、K

ennedy

裁
判
官
はFisher

Ⅱ

法
廷
意
見
に
お
い
て
、
原
告
の
主
張
ど
お
り
に
「Texas

大
学
が
よ
り
一
層
成
績
上
位
10
％
法

に
依
存
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
同
大
学
の
入
学
者
選
抜
は
よ
り
人
種
中
立
的
な
も
の
に
な
る
」
わ
け
で
は
な
い
と
す
る）

103
（

。
こ
の
一
節
は

G
insburg

裁
判
官
の
指
摘
を
酌
ん
だ
も
の
で
あ
る）

104
（

。も
っ
と
もK

ennedy

裁
判
官
は
、や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
を
実
現
す
る
た
め
で
す
ら
、
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人
種
中
立
的
手
段
の
使
用
を
優
先
さ
せ
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
の
使
用
に
き
わ
め
て
謙
抑
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、

G
insburg

裁
判
官
と
対
照
的
で
あ
る）

105
（

。K
ennedy

裁
判
官
は
そ
の
理
由
をParents Involved

判
決
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

K
ennedy

裁
判
官
は
、「
多
様
性
は
、
そ
の
意
味
お
よ
び
定
義
に
も
よ
る
が
、
学
校
区
が
追
求
で
き
る
教
育
上
の
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る

目
的
で
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で）

106
（

、「
多
様
な
背
景
を
も
つ
児
童
・
生
徒
お
よ
び
多
様
な
人
種
の
児
童
・
生
徒
を
集
め
る
と
い
う
目
的
」
は
、

「
学
校
を
新
設
す
る
際
に
戦
略
的
に
立
地
を
選
ぶ
こ
と
、
近
隣
区
域
の
人
口
統
計
を
概
略
的
に
認
識
し
つ
つ
通
学
区
の
線
引
き
を
行
う
こ

と
」
等
の
手
段
に
よ
っ
て
も
達
成
で
き
る
と
指
摘
す
る）

107
（

。
た
し
か
に
、
人
種
構
成
の
多
様
な
地
域
に
学
校
を
新
設
し
た
り
、
児
童
・
生
徒

の
人
種
構
成
が
多
様
に
な
る
よ
う
に
通
学
区
を
設
定
し
た
り
す
れ
ば
、
学
校
に
は
自
ず
と
多
様
な
人
種
の
児
童
・
生
徒
が
通
学
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
上
記
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
人
種
を
基
準
に
し
て
児
童
・
生
徒
を
分
類
し
た
う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
の
通
学
先
を
決
定
す
る

制
度
を
用
い
る
必
要
性
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る）

108
（

。
さ
ら
にK

ennedy

裁
判
官
は
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
は
、
個
々
の
児
童
・
生

徒
の
地
位
を
貶
め
、
異
な
る
取
り
扱
い
を
受
け
る
人
種
間
に
お
け
る
分
断
・
対
立
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
当
該
分
類
を
極

力
用
い
る
べ
き
で
な
い
と
す
る）

109
（

。
同
裁
判
官
は
、
人
種
に
基
づ
き
児
童
・
生
徒
の
就
学
先
を
決
定
す
る
と
い
う
「
粗
雑
な
分
類
方
法
は
、

子
ど
も
た
ち
を
、
学
校
相
互
の
需
要
と
供
給
に
応
じ
て
価
値
を
重
く
ま
た
は
軽
く
み
ら
れ
、
取
引
さ
れ
る
人
種
識
別
証
明
書
（racial 

chits

）
へ
と
変
え
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
」
う
え
に
、「
国
家
機
関
が
、
人
種
に
よ
る
類
型
化
に
基
づ
き
人
々
を
様
々
な
方
向
へ
と
歩

ま
せ
る
分
類
を
行
え
ば
、
新
た
な
分
断
・
対
立
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
す
る）

110
（

。
こ
れ
に
対
し
、K

ennedy

裁
判
官
は
、
自

身
の
例
示
す
る
人
種
中
立
的
手
段
を
用
い
れ
ば
こ
の
よ
う
な
害
悪
は
さ
ほ
ど
深
刻
化
し
な
い
と
す
る）

111
（

。
こ
の
理
由
は
明
確
に
説
か
れ
て
い

な
い
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
当
該
手
段
が
個
々
の
児
童
・
生
徒
に
通
学
先
の
変
更
を
強
い
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
学
校
に
お

け
る
多
様
性
を
増
進
す
る
た
め
に
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
に
基
づ
き
特
定
の
人
種
の
児
童
・
生
徒
の
通
学
先
を
変
更
す
れ
ば
、
そ
れ
に

伴
う
代
償
は
通
学
先
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
特
定
の
人
種
の
人
々
に
は
っ
き
り
と
目
に
見
え
る
形
で
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

112
（

。
こ
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の
こ
と
は
、
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
扱
い
を
受
け
る
人
種
の
人
々
の
な
か
に
敵
意
を
生
み
、
や
が
て
は
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
引
き
起
こ
す

お
そ
れ
が
あ
る
。
く
わ
え
て
、
人
種
に
応
じ
て
通
学
先
が
変
更
さ
れ
う
る
制
度
の
も
と
で
は
、
児
童
・
生
徒
は
特
定
の
人
種
に
過
不
足
が

生
じ
て
い
る
学
校
間
で
随
意
に
取
引
さ
れ
る
駒
の
よ
う
に
扱
わ
れ
か
ね
な
い
。
だ
が
、
個
々
の
児
童
・
生
徒
に
通
学
先
の
変
更
を
迫
る
こ

と
の
な
い
人
種
中
立
的
手
段
を
用
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
さ
ほ
ど
深
刻
化
せ
ず
に
す
む
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
のTexas

大
学
へ
の
入
学
率
を
高
め
る
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

つ
ま
り
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
よ
り
も
成
績
上
位
10
％
法
に
よ
る
ほ
う
が
種
々
の
害
悪
を
生
ま
ず
に
す
む
の
で

あ
る
。

　

Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
よ
う
な
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
を
用
い
た
Ａ
Ａ
は
、Thom

as

裁
判
官
に
よ
れ
ば
、「
究
極
的
に

は
個
人
と
社
会
に
破
滅
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る）

113
（

」。
同
裁
判
官
は
、
Ａ
Ａ
は
多
く
の
人
々
に
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
「
庇
護
の
も

と
に
恩
恵
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、自
分
た
ち
と
競
争
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、そ
の
結
果
と
し
て
Ａ
Ａ
は
、

「
不
可
避
的
に
、
優
越
感
を
生
み
出
す
か
、
あ
る
い
は
、
人
種
に
基
づ
き
不
当
な
別
扱
い
を
受
け
た
と
考
え
る
人
々
の
な
か
に
敵
意
を
生

み
出
す
こ
と
に
な
る
」
と
と
も
に
、「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
劣
等
の
烙
印
を
刻
印
し
、
彼
ら
に
依
存
心
を
も
た
せ
る
原
因
に
な
る
か
、
ま
た

は
彼
ら
に
自
分
た
ち
は
優
遇
措
置
を
受
け
る
に
値
す
る
と
い
う
考
え
を
も
た
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
す
る）

114
（

。Scalia

裁
判
官
も
同
様
に
、

「
特
定
の
人
種
集
団
に
対
し
て
恩
恵
を
も
た
ら
す
施
策
を
実
施
す
る
と
い
う
考
え
（concept of racial entitlem

ent

）
を
追
求
す
れ
ば
、
―

そ
れ
が
非
常
に
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
、
良
性
の
目
的
の
た
め
で
あ
る
と
し
て
も
―
人
種
奴
隷
制
度
、
人
種
に
基
づ
く
特
別
扱
い
お
よ
び
人
種

に
基
づ
く
敵
意
を
生
み
出
し
た
、
災
い
の
も
と
に
な
る
思
想
を
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
増
幅
さ
せ
、
残
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述

べ）
115
（

、
Ａ
Ａ
は
人
種
に
基
づ
く
固
定
観
念
を
強
化
し
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
激
化
さ
せ
か
ね
な
い
と
す
る
。

　

対
照
的
に
、
成
績
上
位
10
％
法
の
よ
う
な
人
種
中
立
的
手
段
を
用
い
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
害
悪
は
緩
和
さ
れ
う
る）

116
（

。
人
種
中
立
的
手
段
の
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も
と
で
は
、
人
種
以
外
の
基
準
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
様
々
な
人
種
の
人
々
が
一
様
に
有
利
ま
た
は
不
利
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

と
き
、
有
利
に
扱
わ
れ
る
人
々
の
な
か
に
も
不
利
に
扱
わ
れ
る
人
々
の
な
か
に
も
様
々
な
人
種
の
個
人
が
含
ま
れ
る
た
め
、
人
種
を
基
準

に
す
る
分
類
に
よ
り
特
定
の
人
種
の
人
々
が
有
利
に
扱
わ
れ
る
場
合
と
は
異
な
り
、
特
定
の
人
種
の
人
々
に
劣
等
の
烙
印
が
押
さ
れ
る
お

そ
れ
は
さ
ほ
ど
な
か
ろ
う）

117
（

。
く
わ
え
て
、
人
種
中
立
的
手
段
の
も
と
で
は
、
利
益
を
得
る
人
々
の
な
か
に
も
不
利
益
を
被
る
人
々
の
な
か

に
も
同
じ
人
種
の
個
人
が
含
ま
れ
る
た
め
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
を
通
じ
特
定
の
人
種
の
人
々
が
有
利
に
扱
わ
れ
る
反
面
で
他
の
人

種
の
人
々
が
不
利
に
扱
わ
れ
る
場
合
と
は
異
な
り
、
不
利
益
を
被
っ
た
人
々
が
特
定
の
人
種
の
人
々
に
敵
意
を
抱
く
よ
う
に
な
る
こ
と
も
、

強
く
は
懸
念
さ
れ
ま
い）

118
（

。
こ
の
よ
う
に
、
人
種
中
立
的
手
段
を
用
い
れ
ば
、
特
定
の
人
種
の
人
々
に
利
益
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、

ど
の
人
種
の
人
々
が
有
利
に
ま
た
は
不
利
に
扱
わ
れ
る
か
が
不
明
瞭
に
な
り
、
特
定
の
人
種
の
人
々
が
利
益
を
得
る
反
面
で
彼
ら
以
外
の

人
々
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
は
明
瞭
に
認
識
さ
れ
ず
に
す
む
。
こ
の
お
か
げ
で
、
人
種
中
立
的
手
段
は
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
ほ
ど

は
ス
テ
ィ
グ
マ
、
人
種
間
の
敵
意
等
の
害
悪
を
生
じ
さ
せ
ず
に
す
む
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
敷
衍
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。

成
績
上
位
10
％
法
は
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
や
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
等
の
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
反
面
で
彼
ら
以
外
の
志
願
者
の
入

学
率
を
低
下
さ
せ
る
た
め
、
人
種
に
よ
りTexas

州
立
大
学
へ
の
合
否
を
左
右
す
る
側
面
を
有
し
て
い
る）

119
（

。
と
は
い
え
、
同
法
は
人
種
と

合
否
を
直
接
結
び
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
志
願
者
の
人
種
が
合
否
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
特
定
の
人
種
の
志
願
者
に
加

点
を
施
す
入
学
者
選
抜
制
度
ほ
ど
は
鮮
明
に
な
ら
ず
、
そ
の
お
か
げ
で
、
同
法
は
人
種
に
よ
り
合
否
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
と
明
瞭
に

認
識
さ
れ
ず
に
す
む）

120
（

。
こ
の
た
め
に
成
績
上
位
10
％
法
は
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
ほ
ど
は
ス

テ
ィ
グ
マ
や
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
生
ま
ず
に
す
む
の
で
あ
る
。

　

不
利
な
境
遇
に
お
か
れ
疎
外
さ
れ
が
ち
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
も
「
平
等
な
機
会
を
保
障
す
る
統
合
さ
れ
た
社
会
（integrated 

society

）」）
121
（

を
実
現
す
る
た
め
、
さ
ら
に
は
「
人
種
相
互
の
理
解
を
促
進
し
、
人
種
に
基
づ
く
偏
見
を
打
破
す
る
」）

122
（

た
め
の
手
段
が
人
種
間



41 － 人種中立的手段優先使用原則の理論的背景（西條）

の
分
断
・
対
立
等
の
害
悪
を
生
ん
で
し
ま
う
の
で
は
、
こ
れ
ら
の
目
的
の
達
成
は
一
層
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る）

123
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
人
種

中
立
的
手
段
を
用
い
れ
ば
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
激
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
こ
れ
ら
の
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。Parents 

Involved
判
決
に
お
い
てK

ennedy

裁
判
官
は
、「
国
家
機
関
が
あ
る
一
定
の
手
段
に
よ
っ
て
様
々
な
人
種
の
児
童
・
生
徒
が
ど
の
よ
う

な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
を
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
も
、
何
ら
憲
法
に
違
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
述
べ
、
学
校
に
多
様
な
人

種
の
児
童
・
生
徒
が
集
ま
る
よ
う
に
人
種
中
立
的
手
段
を
通
じ
て
意
図
的
に
仕
組
む
こ
と
を
後
押
し
し
て
い
る）

124
（

。
成
績
上
位
10
％
法
も
同

様
に
、
表
面
的
な
人
種
中
立
性
と
は
裏
腹
に）

125
（

、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
人
種
中
立
的
手
段
は
、
そ
れ
が
生
み
出
す
利
益
と
人
種
を
間
接
的
な
形
で
結
び
つ
け
て
い
る
た
め
に
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分

類
を
用
い
る
場
合
と
同
様
の
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
人
種
中
立
的
手
段
は
、
そ
れ
が
生
み
出
す
利
益
と
人
種
を
直
接

的
な
形
で
結
び
つ
け
る
こ
と
な
く
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
利
害
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
意
図
的
に
不
明
瞭
に
す
る
か
ら
こ
そ
、

そ
の
こ
と
を
鮮
明
に
す
る
手
段
と
は
異
な
り
、
深
刻
な
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
招
か
ず
に
す
む
。K

ennedy

裁
判
官
が
人
種
中
立
的
手

段
の
優
先
使
用
を
強
調
す
る
の
は
、
以
上
の
理
由
に
よ
る）

126
（

。

第
４
章　

人
種
間
の
分
断
・
対
立
の
抑
止
と
手
段
審
査

　

人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
回
避
し
つ
つ
社
会
統
合
を
促
進
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
重
く
受
け
と
め
こ
れ
を
回
避
し
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
は
、G

rutter

判
決
とG

ratz

判
決
に
も
表
れ
て
い
る）

127
（

。

第
１
節　

入
学
者
選
抜
に
お
け
るIndividualized consideration

の
意
義
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既
述
の
と
お
り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
はG

rutter

判
決
とG

ratz

判
決
に
お
い
て
、M
ichigan

大
学
の
２
種
類
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
合

憲
性
に
つ
き
結
論
を
異
に
し
た
。
い
ず
れ
の
制
度
も
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
、
人
種
面
を
含
め
学
生

集
団
の
多
様
性
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
両
者
の
明
暗
を
分
け
た
の
は
、
そ
れ
が
志
願
者
を
個
人
と
み
な
し
全

人
的
評
価
を
行
う
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
志
願
者
の
人
種
を
加
味
し
て
合
否
判
定
を
行
う

入
学
者
選
抜
制
度
は
、「
各
志
願
者
が
個
人
と
し
て
評
価
さ
れ
、
か
つ
、
志
願
者
の
人
種
ま
た
は
民
族
が
合
否
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る

態
様
で
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
ほ
ど
十
分
に
柔
軟
な
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
志
願
者
を
個
人
と
み
な
し
全
人

的
評
価
を
行
う
こ
と
（individualized consideration

）
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
す
る）

128
（

。
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
人

種
の
志
願
者
に
既
定
の
点
数
を
機
械
的
に
加
点
す
るM

ichigan

大
学
の
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
は
、
志
願
者
が
特
定
の
人
種
で
あ
る
と
い

う
「
１
つ
の
特
徴
を
も
っ
て
無
条
件
に
大
学
に
お
け
る
多
様
性
に
は
っ
き
り
と
目
に
見
え
る
形
で
貢
献
し
て
く
れ
る
も
の
（specific and 

identifiable contribution

）
と
み
な
し
て
い
る
」
点
に
お
い
て）

129
（

、「
各
志
願
者
を
個
人
と
し
て
考
慮
し
、
志
願
者
の
有
す
る
資
質
す
べ
て
を

評
価
し
つ
つ
、
当
該
志
願
者
が
高
等
教
育
特
有
の
環
境
に
貢
献
し
う
る
か
否
か
を
検
討
す
る
」
も
の
に
な
っ
て
い
な
い）

130
（

。
そ
れ
ば
か
り
か
、

M
ichigan

大
学
の
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
は
、
特
定
の
人
種
の
志
願
者
に
対
し
機
械
的
に
20
点
の
加
点
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
数
少

な
い
入
学
者
し
か
輩
出
で
き
て
い
な
い
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
最
低
限
の
資
質
は
備
わ
っ
て
い
る
志
願
者
の
ほ
ぼ
全
員
に
と
っ

て
、
人
種
と
い
う
要
素
を
…
決
定
的
な
も
の
に
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
」）

131
（

。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
以
上
の
点
に
お
い
て
、M

ichigan

大
学
の
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
は
Ｌ
Ｓ
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
志
願
者
を
個
人
と
し
て
評
価
し
て
い
な
い
と
す
る）

132
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
志
願
者
の
人
種
が
合
否
を
左
右
す
る
決
定
的
要
素
に
な
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、M

ichigan

大
学

の
２
種
類
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
と
も
に
径
庭
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
あ
る
志
願
者
が
自
身
の
人
種
の
お
か
げ
で
他
の
志
願
者

を
お
さ
え
て
合
格
を
手
に
す
る
こ
と
が
起
こ
り
う
る
点
に
お
い
て
は
、M

ichigan
大
学
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
も
志
願
者
の
人
種
を
合
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否
判
定
に
お
け
る
決
定
的
要
素
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
す
る

M
ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
も
と
で
は
、
加
点
の
度
合
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
の
人
種
の
志
願
者
を
随
意
に
合
格

さ
せ
る
こ
と
す
ら
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

133
（

。
実
際
、M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
は
、
志
願
者
の
人
種
を
合
否
判
定
に
お
け
る
決
定
的

要
素
に
す
る
こ
の
よ
う
な
操
作
を
通
じ
て
特
定
の
人
種
の
志
願
者
を
一
定
数
合
格
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
、G

rutter

判
決
反
対
意
見
に

よ
り
批
判
さ
れ
て
い
る
。
反
対
意
見
を
執
筆
し
たR

ehnquist

首
席
裁
判
官
は
、M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
人
種
間
の

均
衡
を
と
る
こ
と
（racial balancing

）
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
明
白
に
憲
法
に
違
反
す
る
そ
の
よ
う
な
試
み
を
法
廷
意
見
は
看

過
し
て
い
る
と
す
る）

134
（

。
同
旨
の
批
判
は
学
説
に
も
み
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
る
と
、M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
は
公
然
と
露
骨
に
は
行
え
な
い
人
種

間
の
均
衡
維
持
を
秘
密
裡
に
巧
妙
に
行
っ
て
い
る
だ
け
で
、G

rutter

判
決
は
こ
れ
を
黙
認
し
て
い
る
と
さ
れ
る）

135
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、M

ichigan
大
学
の
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
の
み
が
違
憲
と
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
志
願
者
の
人
種
を
合
否

判
定
に
お
け
る
決
定
的
要
素
に
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
。
連
邦
最
高
裁
判
所
が
問
題
視
し
た
の
は
、
当
該
制
度
が
、
特
定
の
人
種

の
志
願
者
を
無
条
件
に
多
様
性
に
寄
与
す
る
も
の
と
み
な
し
、
当
該
志
願
者
に
既
定
の
点
数
を
機
械
的
に
加
算
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
てSouter

裁
判
官
は
、G

ratz
判
決
反
対
意
見
に
お
い
て
、
特
定
の
人
種
の
志
願
者
に
与
え
ら
れ
る
加
点
の

度
合
を
予
め
数
値
化
し
明
確
化
し
て
お
く
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
種
的
多
様
性
に
価
値
を
見
い
だ
す
と
い
う
こ
と
は
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
や
り
方
で
人
種
を
顧
慮
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
特
定
の
人
種

で
あ
る
こ
と
自
体
を
加
点
に
値
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
で
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
人
種
を

加
点
要
素
と
し
て
扱
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
加
点
の
度
合
を
予
め
数
値
化
し
明
確
化
し
て
お
く
こ
と
も
必
ず
し
も
不
適
切
と
は
い
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。Souter

裁
判
官
は
、
特
定
の
人
種
で
あ
る
こ
と
自
体
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う
点
に
お
い
て
、M

ichigan

大
学
の
２
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種
類
の
入
学
者
選
抜
制
度
に
本
質
的
な
差
異
は
な
い
と
す
る）

136
（

。
さ
ら
にG

insburg

裁
判
官
は
、G

ratz

判
決
反
対
意
見
の
な
か
で
、「
正
直

が
最
良
の
策
で
あ
る
な
ら
ば
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
、
口
裏
を
合
わ
せ
、
実
態
を
隠
し
て
（through w

inks, nods, and disguises

）
同
程

度
の
数
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
を
入
学
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
、
実
態
を
的
確
に
表
し
完
全
に
つ
ま
び
ら
か
に
す
る

M
ichigan

大
学
の
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
を
通
じ
た
Ａ
Ａ
の
ほ
う
が
、
間
違
い
な
く
の
ぞ
ま
し
い
」
と
述
べ）

137
（

、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属

す
る
学
生
の
数
を
増
加
さ
せ
る
手
段
と
し
て
は
、
特
定
の
人
種
で
あ
る
こ
と
自
体
が
加
点
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
を
率
直
に
公
然
と
認
め

る
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
の
ほ
う
が
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
よ
り
も
の
ぞ
ま
し
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
の
数
を
不
明
瞭
な
態
様
で
半
ば
秘
密
裡
に
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
が
合
憲
と
さ

れ
、
同
じ
こ
と
を
公
然
と
行
お
う
と
す
る
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
が
違
憲
と
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
解
と
い
う
ほ
か
な
か
ろ
う）

138
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、M

ichigan

大
学
の
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
に
は
以
下
の
難
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
特
定
の
人
種
の
志
願
者
に
無
条
件
に

既
定
の
点
数
を
加
算
す
る
当
該
制
度
の
も
と
で
は
、
当
該
人
種
の
志
願
者
と
社
会
全
体
に
向
け
て
、
当
該
人
種
で
あ
る
こ
と
自
体
に
価
値

が
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
当
該
制
度
は
、
当
該
人
種
の
人
々
の
な
か
に
自
分
は
優
遇
に
値

す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
浸
透
さ
せ
、
同
時
に
当
該
人
種
以
外
の
人
々
の
な
か
に
敵
意
を
醸
成
し
か
ね
な
い
。
こ
の
と
き
人
種
間

の
分
断
・
対
立
の
激
化
す
る
お
そ
れ
は
き
わ
め
て
大
き
い）

139
（

。
こ
れ
に
対
し
、
特
定
の
人
種
で
あ
る
こ
と
を
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
す
る
に

と
ど
ま
る
入
学
者
選
抜
制
度
の
も
と
で
は
、
志
願
者
の
人
種
に
基
づ
く
加
点
の
有
無
も
人
種
に
よ
り
志
願
者
の
評
価
に
ど
の
程
度
の
差
が

生
じ
て
い
る
か
も
表
面
化
し
な
い
不
透
明
な
過
程
を
通
じ
て
合
否
判
定
が
行
わ
れ
る
た
め
、
そ
の
お
そ
れ
も
幾
分
弱
ま
る
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
、M

ichigan

大
学
の
２
種
類
の
入
学
者
選
抜
制
度
を
比
較
す
る
と
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
激
化
さ
せ
る
お
そ
れ
に
程
度
差
の

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
定
の
人
種
で
あ
る
こ
と
自
体
に
加
点
に
値
す
る
価
値
を
無
条
件
に
認
め
る
学
部
入
学
者
選
抜
制
度
は
、
志
願
者

を
も
っ
ぱ
ら
特
定
の
人
種
集
団
の
一
員
と
し
て
評
価
す
る
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
る
た
め
に
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
招
く
危
険
性
が
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大
き
い
。
対
照
的
に
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
、
志
願
者
を
特
定
の
人
種
集
団
の
一
員
と
し
て
で
は
な
く
、
当
該
集
団
と
は
別
個
独
立

の
存
在
で
あ
る
個
人
と
し
て
評
価
す
る
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
る
か
ら
こ
そ）

140
（

、
そ
の
危
険
性
は
小
さ
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
、
特
定
の
人
種
集
団
と
は
別
個
独
立
の
存
在
で
あ
る
個
人
と
し
て
志
願
者
を
評
価
さ
せ
る

こ
と
に
は
、
あ
る
重
要
な
意
義
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
人
種
は
優
遇
に
値
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
観
念
が

社
会
全
体
に
浸
透
し
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
が
生
じ
る
こ
と
を
抑
止
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る）

141
（

。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
こ
の
観
点
か
ら
、

G
rutter

判
決
とG

ratz
判
決
に
お
い
て
、
特
定
の
人
種
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
加
点
を
施
し
て
当
該
人
種
の
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る

こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
そ
の
加
点
措
置
を
機
械
的
な
も
の
に
し
加
点
の
度
合
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
具
体
的
な
判

断
枠
組
を
示
し
た
の
で
あ
る）

142
（

。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
こ
の
枠
組
の
も
と
で
、
露
骨
な
態
様
で
特
定
の
人
種
の
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
よ

う
と
す
る
こ
と
を
制
約
し
つ
つ
も
、
不
透
明
な
態
様
で
あ
れ
ば
そ
う
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
の
で
あ
る）

143
（

。

第
２
節　

手
段
審
査
の
担
う
役
割

　

こ
れ
ま
で
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
高
等
教
育
機
関
が
学
生
集
団
の
多
様
性
を
実
現
す
る
一
環
と
し
て
、
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
Ａ
Ａ
を

通
じ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
こ
と
を
認
め
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
Ａ
Ａ
は
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
招
く
お

そ
れ
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
抑
止
し
つ
つ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
を
利
す
る
に
は
、
人
種
的
に
偏
頗
し
て
い
る
と
広
く
社
会
一
般
に
受
け
と

め
ら
れ
る
こ
と
が
極
力
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る

）
144
（

。
そ
こ
で
連
邦
最
高
裁
判
所
が
注
目
す
る
の
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の

利
害
を
顧
慮
し
て
い
る
こ
と
が
表
面
化
・
顕
在
化
し
な
い
手
段
で
あ
る
。

　

Fisher

判
決
に
お
い
て
優
先
使
用
が
求
め
ら
れ
た
成
績
上
位
10
％
法
の
よ
う
な
人
種
中
立
的
手
段
も
、G

rutter

判
決
に
お
い
て
合
憲
と

さ
れ
た
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
も
、
い
ず
れ
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
を
有
利
に
扱
う
も
の
で
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あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
が
も
た
ら
す
利
益
・
不
利
益
は
人
種
と
直
接
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
関
連
性
は
間
接

的
な
い
し
不
透
明
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
手
段
を
用
い
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
を
有
利
に
扱
う
と
し
て
も
、
彼
ら

の
利
害
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
表
面
化
・
顕
在
化
せ
ず
、
そ
の
こ
と
に
伴
う
代
償
が
彼
ら
以
外
の
人
種
集
団
に
負
わ
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
さ
ほ
ど
鮮
明
に
な
ら
な
い
。
透
明
性
が
欠
け
て
い
る
お
か
げ
で
、
深
刻
な
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
呼
ぶ
こ
と
な
く
、
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
集
団
を
利
す
る
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る）

145
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
深
刻
な
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
招
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
Ａ
Ａ

に
用
い
ら
れ
る
手
段
を
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
る）

146
（

。
換
言
す
れ
ば
、
手
段
審
査
の
主
眼
は
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
抑
制
す
る
こ
と
に

お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

147
（

。

む
す
び
に
代
え
て

　

西
村
裕
三
先
生
は
、「
教
育
上
も
雇
用
上
も
重
要
な
利
益
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
民
主
的
政
治
シ
ス
テ
ム
を
機
能
さ
せ

る
上
で
も
重
要
で
あ
る
」
多
様
性
の
価
値
を
実
現
す
る
と
い
う
目
的
は
「"com

pelling"

で
あ
る
と
、
厳
格
審
査
基
準
の
下
で
評
価
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
指
摘
さ
れ
た
う
え
で
、
裁
判
所
は
「
目
的
と
手
段
の
整
合
性
の
審
査
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
は

な
い
か
」
と
い
う
問
題
提
起
を
さ
れ
て
い
る）

148
（

。

　

多
様
性
を
実
現
す
る
と
い
う
目
的
は
重
要
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
Ａ
Ａ
に
は
、
人
種
相
互
の
理
解
を
妨
げ
、

民
主
政
を
蝕
む
（dem

ocracy-destroying

）
お
そ
れ
の
あ
る）

149
（

、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
と
い
う
大
き
な
代
償
が
伴
う
。
こ
の
代
償
が
軽
視

し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
手
段
審
査
に
お
い
て
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
深
刻
化
さ
せ
る
手
段
の
使
用
を
制

約
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る）

150
（

。
民
主
制
が
健
全
に
機
能
す
る
こ
と
等
の
諸
々
の
社
会
的
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
根
拠
に
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Ａ
Ａ
の
正
当
化
を
図
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
利
益
を
損
な
う
社
会
の
分
断
・
対
立
を
招
か
ず
に
す
む
態
様
で
Ａ
Ａ
を
実
施
す
る
方
途
が
模

索
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か）

151
（

。

〔
付
記
〕  
西
村
裕
三
先
生
は
、
路
頭
に
迷
い
か
け
て
い
た
私
を
拾
い
あ
げ
、
博
士
課
程
後
期
よ
り
ご
指
導
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
ご
学
恩
に

深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
恩
師
の
ご
退
職
を
記
念
す
る
論
文
集
に
稚
拙
な
論
文
を
献
呈
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お

詫
び
し
た
い
。

（
１
） 　

本
稿
に
お
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
Ａ
Ａ
と
は
、
人
種
、
民
族
そ
の
他
の
一
定
の
集
団
に
属
す
る
人
々
を
対
象
に
、
当
該
集
団
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
顧
慮

す
る
方
策
を
通
じ
て
そ
の
深
刻
な
過
少
代
表
状
態
（significant underrepresentation

）
を
是
正
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
る
措
置
、
と
定
義
し
て
お
く
。See 

Paul B
rest &

 M
iranda O

shige, A
ffirm

ative A
ction for W

hom
?, 47 Stan. L. R

ev. 855, 856 (1995) ; see also R
andall K

ennedy, For D
iscrim

ination 

20-21 (2013).

（
２
） 　

See Erw
in C

hem
erinsky, M

aking Sense of the A
ffirm

ative A
ction D

ebate, 22 O
hio N

.U
.L. R

ev. 1159 (1996).

（
３
） 　Fisher v. U

niversity of Texas at A
ustin, 136 S. C

t. 2198 (2016).

（
４
） 　

Id. at 2207.

（
５
） 　A

darand C
onstructors v. Pena, 515 U

.S. 200, 236 (1995).

（
６
） 　Fisher v. U

niversity of Texas at A
ustin, 570 U

.S. 297, 310 (2013).

（
７
） 　

Id. at 312.

（
８
） 　Texas

大
学
は
、学
業
成
績
指
標
（A

cadem
ic Index

）
と
個
人
業
績
指
標
（Personal A

chievem
ent Index

）
を
考
慮
し
つ
つ
入
学
者
選
抜
を
実
施
し
て
い
た
。
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学
業
成
績
指
標
と
は
、
志
願
者
の
受
験
し
た
Ｓ
Ａ
Ｔ
な
い
し
Ａ
Ｃ
Ｔ
の
得
点
お
よ
び
高
等
学
校
に
お
け
る
学
業
成
績
を
も
と
に
算
出
さ
れ
る
評
価
点
で
あ
り
、

個
人
業
績
指
標
と
は
、
志
願
者
の
執
筆
し
た
小
論
文
２
本
に
対
す
る
評
価
と
、
志
願
者
の
統
率
力
（student's leadership

）、
職
歴
の
有
無
、
課
外
活
動
歴
等

の
ほ
か
、
志
願
者
の
人
物
像
を
把
握
で
き
る
特
別
な
事
情
（special circum

stances

）
に
対
す
る
評
価
を
あ
わ
せ
て
算
出
さ
れ
る
評
価
点
で
あ
る
。
特
別
な
事

情
の
１
つ
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
の
が
志
願
者
の
人
種
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
志
願
者
が
一
人
親
家
庭
で
成
長
し
た
か
、
家
庭
で
英
語
以
外
の
言
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
か
、
志
願
者
の
家
族
の
置
か
れ
た
社
会
的
・
経
済
的
状
況
、
志
願
者
の
出
身
高
等
学
校
の
社
会
的
・
経
済
的
地
位
等
が
特
別
な
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
。

（
９
） 　Tex. Educ. C

ode A
nn. 

§ 51.803 (W
est 2009). 

現
在
、
成
績
上
位
10
％
法
の
適
用
を
受
け
てTexas

大
学
に
入
学
で
き
る
の
は
新
入
生
の
75
％
に
限
ら
れ

て
い
る
た
め
、
高
等
学
校
に
お
い
て
成
績
が
上
位
10
％
に
入
る
生
徒
で
あ
っ
て
もTexas

大
学
へ
の
入
学
が
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。Tex. Educ. C

ode 

A
nn. 

§51.803(a-1) (W
est 2015).

（
10
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2208.

（
11
） 　

本
判
決
に
お
い
て
はK

ennedy
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
、
こ
れ
にR

oberts

首
席
裁
判
官
、Scalia

裁
判
官
、Thom

as

裁
判
官
、B

reyer

裁
判
官
、

A
lito

裁
判
官
、Sotom

ayor

裁
判
官
が
加
わ
っ
て
い
る
。Scalia

裁
判
官
とThom

as

裁
判
官
が
そ
れ
ぞ
れ
結
果
同
意
意
見
を
執
筆
し
て
い
る
ほ
か
、

G
insburg

裁
判
官
が
反
対
意
見
を
執
筆
し
て
い
る
。K

agan

裁
判
官
は
本
件
の
審
理
お
よ
び
判
決
に
加
わ
っ
て
い
な
い
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を

参
照
さ
れ
た
い
。
有
澤
知
子
「
大
学
入
学
と
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
阪
学
41
巻
２
号
１
頁
以
下
（
２
０
１
５
年
）、
井
上
一
洋
「
ア
メ
リ
カ
の

大
学
入
学
制
度
に
お
け
るA

ffirm
ative A

ction

に
つ
い
て
」
広
法
37
巻
２
号
230
頁
以
下
（
２
０
１
３
年
）、
茂
木
洋
平
『A

ffirm
ative A

ction

の
正
当
化
の
法

理
論
|

合
衆
国
判
例

学
説
検
討

中
心

』
69
頁
以
下
（
商
事
法
務
、
２
０
１
５
年
）、
吉
田
仁
美
『
平
等
権
の
パ
ラ
ド
ク
ス
』
129
頁
以
下
（
ナ

カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
２
０
１
５
年
）、
拙
稿
「Post-racialism
の
時
代
に
お
け
る
平
等
保
護
法
理
|
人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
を
機
縁
と
し
て
|
」
松
井

茂
記
、
長
谷
部
恭
男
、
渡
辺
康
行
編
『
自
由
の
法
理　

阪
本
昌
成
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
635
頁
以
下
（
成
文
堂
、
２
０
１
５
年
）。

（
12
） 　Fisher v. U

niversity of Texas at A
ustin, 758 F.3d 633 (5th C

ir. 2014).

（
13
） 　

本
判
決
に
お
い
て
はK

ennedy

裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
、
こ
れ
にG

insburg

裁
判
官
、B

reyer

裁
判
官
、Sotom

ayor

裁
判
官
が
加
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
しThom

as

裁
判
官
が
反
対
意
見
を
執
筆
し
て
い
る
ほ
か
、A

lito
裁
判
官
も
反
対
意
見
を
執
筆
し
、
こ
れ
にR

oberts

首
席
裁
判
官
、Thom

as

裁

判
官
が
加
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、K

agan

裁
判
官
は
本
件
の
審
理
お
よ
び
判
決
に
加
わ
っ
て
お
ら
ず
、Scalia

裁
判
官
は
２
０
１
６
年
２
月
に
急
逝
し
た
た
め
、

本
件
の
審
理
お
よ
び
判
決
は
７
名
の
裁
判
官
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
石
田
若
菜
「
大
学
入
試
と
ア
フ
ァ
ー

マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
比
雑
51
巻
３
号
249
頁
以
下
（
２
０
１
７
年
）、
大
林
啓
吾
「
多
様
な
学
生
を
確
保
す
る
た
め
に
人
種
を
考
慮
要
素
の
一
つ
と
す
る
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テ
キ
サ
ス
大
学
の
入
試
制
度
（
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
）
を
合
憲
と
し
た
事
例
」
判
時
２
３
０
４
号
19
頁
以
下
（
２
０
１
６
年
）、
岡
田
高
嘉
「
大

学
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
合
憲
性
」
県
立
広
島
大
学
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
２
号
１
頁
以
下
（
２
０
１
７
年
）、
髙

橋
正
明
「
大
学
入
試
に
お
い
て
人
種
を
考
慮
し
て
実
施
さ
れ
た
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
合
憲
性
」
帝
京
30
巻
２
号
259
頁
以
下
（
２
０
１
７
年
）、

茂
木
洋
平
「
大
学
の
入
学
者
選
抜
に
お
け
るA

ffirm
ative A

ction

と
厳
密
な
厳
格
審
査
」
桐
蔭
23
巻
１
号
49
頁
以
下
（
２
０
１
６
年
）、
拙
稿
「
州
立
大
学
が

入
学
者
選
抜
に
お
い
て
実
施
す
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
合
憲
性
に
つ
い
て
」
近
畿
大
学
工
学
部
紀
要
46
号
19
頁
以
下
（
２
０
１
６
年
）。

（
14
） 　G

rutter v. B
ollinger, 539 U

.S. 306 (2003). G
rutter 

判
決
と
後
述
す
るG

ratz

判
決
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
植
木
淳
「
ア
フ
ァ
ー
マ

テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
再
検
討
―
『
厳
格
審
査
』
と
『
多
様
性
』」
北
九
州
32
巻
１
号
118
頁
以
下
（
２
０
０
４
年
）、
大
沢
秀
介
「
高
等
教
育
機
関
に
お
け

る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
大
沢
秀
介
、
大
林
啓
吾
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
の
物
語
』
３
頁
以
下
（
成
文
堂
、
２
０
１
４
年
）、
紙
谷
雅
子
「
大

学
と
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
米
法
２
０
０
４
年
１
号
53
頁
以
下
（
２
０
０
４
年
）、安
西
文
雄
「
ミ
シ
ガ
ン
大
学
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
」
ジ
ュ
リ
１
２
６
０
号
227
頁
以
下
（
２
０
０
４
年
）、
吉
田
仁
美
「
高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
関
東
学
院

13
巻
３
号
49
頁
以
下
（
２
０
０
３
年
）。

（
15
） 　

G
rutter, 539 U

.S. at 330-332.

（
16
） 　

Id. at 318.

（
17
） 　

Id. at 318-320.

（
18
） 　

Id. at 328. G
rutter

判
決
は
、「
学
生
集
団
の
多
様
性
を
確
保
す
る
こ
と
はM

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
と
い
う
組
織
固
有
の
目
的
の
核
心
部
分
に
あ
り
、
反
証
の

な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
（a show

ing to the contrary

）、M
ichigan

大
学
は
誠
実
に
（good faith

）
行
動
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、

M
ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
は
、「
単
に
あ
る
特
定
の
集
団
が
そ
の
人
種
ま
た
は
民
族
的
出
自
（ethnic origin

）
の
み
を
理
由
に
学
生
集
団
の
な
か
に
あ
る
特
定
の
割

合
を
占
め
て
い
る
状
態
を
確
保
す
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
は
い
な
い
と
す
る
。
同
判
決
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
え
ば
、
あ
か
ら
さ
ま

に
人
種
均
衡
状
態
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
（outright racial balancing

）
の
も
同
然
で
あ
っ
て
、
明
白
な
憲
法
違
反
（patently unconstitutional

）
で
あ
る
」。

Id. at 329-330.

（
19
） 　

Id. at 334.

（
20
） 　

Id.

（
21
） 　

Id.
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（
22
） 　

Id. at 336-337.
（
23
） 　

Id. at 335-339.
（
24
） 　

Id. at 330-332.

（
25
） 　G

ratz v. B
ollinger, 539 U

.S. 244 (2003).

（
26
） 　

Id. at 270.

（
27
） 　

Id. at 271-272.

（
28
） 　

Id. at 271. M
ichigan

大
学
の
２
種
類
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
明
暗
を
分
け
た
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
４
章
第
１
節
で
検
討
す
る
。

（
29
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2210-2211. Fisher

Ⅱ

は
、「
学
部
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利

益
と
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
を
一
定
数
入
学
さ
せ
る
こ
と
に
関
す
る
利
益
で
は
な
い
」
と
注
記
し
て
い
る
。

（
30
） 　

Id. at 2208.

（
31
） 　

本
件
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
学
生
集
団
の
多
様
性
を
確
保
し
て
望
ま
し
い
教
育
効
果
を
得
る
こ
と
が
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
と
い
え
る
か
否

か
と
い
う
争
点
に
つ
い
て
、
あ
え
て
新
た
な
判
断
を
示
す
必
要
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、Fisher
Ⅰ

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、G

rutter

判
決
が
学
生
集
団
の

多
様
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
教
育
効
果
を
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
も
の
と
認
め
た
点
に
お
い
て
平
等
保
護
の
諸
原
理
と
矛
盾
し
な
い
か
否
か
に
つ
い
て

は
、
見
解
の
相
違
が
あ
る
」
が
、「
本
件
当
事
者
ら
は
、G

rutter

判
決
の
示
し
た
当
該
解
釈
を
再
考
す
る
よ
う
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
求
め
て
は
い
な
い
」
か

ら
で
あ
る
。See F

isher, 570 U
.S. at 311 ; see also Transcript of O

ral A
rgum

ent at 8, Fisher v. U
niversity of Texas at A

ustin, 133 S. C
t. 2411 (2013) 

(N
o. 11-345). 

し
か
し
な
が
ら
、Fisher

Ⅱ

法
廷
意
見
と
反
対
意
見
は
、Grutter

判
決
の
示
し
た
上
記
判
断
の
妥
当
性
を
め
ぐ
り
対
立
し
て
い
る
。
法
廷
意
見
は
、

「Texas

大
学
の
目
的
は
、
理
解
し
難
い
、
ま
た
は
不
明
確
な
（elusory or am

orphous

）
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
―Texas

大
学
の
目
的
は
、
そ
れ
を
達

成
す
る
べ
く
採
用
さ
れ
て
い
る
入
学
者
選
抜
制
度
に
対
す
る
審
査
を
可
能
な
ら
し
め
る
程
度
に
評
価
可
能
な
（m

easurable

）
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
た
う
え
で
、
同
大
学
の
掲
げ
る
目
的
に
こ
れ
に
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
。F

isher, 136 S. C
t. at 2211. 

こ
れ
に
対
し
て
反
対
意
見
は
、
人
種
に
基

づ
く
偏
見
が
十
分
に
解
消
さ
れ
た
か
、
人
種
相
互
の
理
解
が
十
分
に
進
ん
だ
か
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
ス
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
等
の
諸
点
に
つ
い
て
裁
判

所
が
明
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、学
生
集
団
の
多
様
性
を
確
保
し
て
種
々
の
望
ま
し
い
教
育
効
果
を
生
み
出
す
と
い
うTexas

大
学
の
目
的
は
、

や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
と
認
め
う
る
ほ
ど
の
明
確
性
を
も
ち
あ
わ
せ
て
は
い
な
い
と
す
る
。A

lito

裁
判
官
は
、Texas

大
学
の
掲
げ
る
目
的
が
明
確
に
な

ら
な
い
か
ぎ
り
、「
多
様
性
の
も
た
ら
す
教
育
効
果
を
得
る
た
め
に
大
学
が
人
種
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
か
否
か
」、
換
言
す
れ
ば
、「
大
学
が
人
種
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を
基
準
に
す
る
分
類
を
用
い
る
こ
と
な
く
十
分
な
多
様
性
を
実
現
で
き
る
か
否
か
を
入
念
に
審
査
す
る
」
こ
と
な
ど
、
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

A
lito

裁
判
官
の
批
判
の
最
重
要
点
は
、次
の
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
、裁
判
所
が
手
段
審
査
に
お
い
てTexas

大
学
に
敬
譲
を
一
切
払
わ
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
で
、

曖
昧
模
糊
と
し
た
、
Ａ
Ａ
を
継
続
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
す
ら
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
な
目
的
を
設
定
し
こ
れ
を
追
求
す
る

こ
と
を
認
め
る
と
、「
裁
判
所
は
、大
学
の
判
断
に
敬
譲
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、Ａ
Ａ
は
裁
判
所
に
よ
る
審
査
が
完
全
に
及
ば
な
い
も
の
」

に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。See id. at 2222-2223 ; see also F

isher, 758 F.3d at 661-662, 666-667. 

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
は
、

Fisher

Ⅱ

が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
大
学
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
客
観
的
評
価
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
生
み
出
し
て
い

る
触
知
し
難
い
固
有
の
性
質
（intangible qualities

）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
学
生
集
団
の
多
様
性
の
よ
う
な
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
お
よ
び

教
育
目
的
の
中
核
に
あ
る
触
知
し
難
い
特
質
を
定
義
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
学
に
対
し
相
応
の
敬
譲
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
多

様
性
を
追
求
す
る
こ
と
と
憲
法
が
平
等
な
取
り
扱
い
お
よ
び
尊
厳
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
、
わ
が
国
の
教
育
制
度
に

と
っ
て
の
終
わ
り
の
な
い
挑
戦
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
こ
の
微
妙
な
均
衡
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
、
州
立
大
学
は
、
州
そ
れ
自
体
と
同
様
に
、
実
験
の
場

（laboratories for experim
entation

）
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
」。F

isher, 136 S. C
t. at 2214. 

こ
の
部
分
は
、
高
等
教
育
機
関
が
様
々
な
手
段

を
実
験
的
に
用
い
て
多
様
性
を
実
現
す
る
こ
と
に
対
し
裁
判
所
は
敬
譲
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
よ
う
に
理
解
し
う
る
。See Erw

in C
hem

erinsky, The 

2016 E
lection, the Suprem

e C
ourt, and R

acial Justice, 83 U
. C

hi. L. R
ev. O

nline 49, 54 (2016). 

大
林
・
前
掲
注
（
13
）
20
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
多

様
性
の
確
保
と
い
う
目
的
が
認
定
さ
れ
れ
ば
、
敬
譲
的
ス
タ
ン
ス
が
セ
ッ
ト
さ
れ
た
上
で
、
手
段
審
査
に
つ
な
が
っ
て
い
く
」
こ
と
の
是
非
が
重
要
な
問
題

に
な
る
。

（
32
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2207.

（
33
） 　

連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
成
績
上
位
10
％
法
の
存
在
を
除
け
ば
、Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
はM

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
と
指

摘
し
た
う
え
で
、「G

rutter

判
決
が
現
在
に
お
い
て
も
妥
当
性
を
失
っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、Texas

大
学
の
現
行
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
合
憲
で
あ
る
」
と
す
る
。

Fisher v. U
niversity of Texas at A

ustin, 645 F. Supp. 2d 587, 613 (W
.D

. Tex. 2009). 

成
績
上
位
10
％
法
が
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る

制
度
の
必
要
性
を
減
じ
て
い
る
と
す
る
連
邦
第
５
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
も
ま
た
、「
成
績
上
位
10
％
法
を
さ
て
お
く
と
す
れ
ば
、
当
該
判
断
が
正
し
い
事
は
明

白
で
あ
る
」
と
す
る
。F

isher, 631 F.3d at 216-218.

（
34
） 　H

opw
ood v. Texas, 78 F.3d 932 (5th C

ir. 1996).　

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
西
村
裕
三
「H

opw
ood v. Texas, 78 F.3d 932 (5th C

ir.), cert. denied, 116 S. 
C

t. 2581 (1996)

―
州
立
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
入
学
制
度
上
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
合
衆
国
憲
法
第
14
修
正
の
平
等
保
護
条
項
違
反
と
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さ
れ
た
事
例
」
米
法 

１
９
９
９
年
２
号
313
頁
以
下
（
２
０
０
４
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
35
） 　

See H
opw

ood, 78 F.3d at 934-935, 944, 948. H
opw

ood

判
決
は
、
人
種
そ
の
も
の
を
合
否
判
定
に
お
け
る
考
慮
要
素
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、

人
種
と
相
関
関
係
の
あ
る
要
素
を
顧
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
す
る
。See id. at 946, 948.

（
36
） 　

先
述
の
と
お
り
、
同
大
学
は
後
に
、G

rutter

判
決
を
受
け
て
、
志
願
者
の
人
種
を
考
慮
に
入
れ
る
入
学
者
選
抜
を
再
開
さ
せ
た
。

（
37
） 　Texas
大
学
も
ま
た
事
態
の
改
善
を
図
る
た
め
に
、
個
人
業
績
指
標
を
も
と
に
合
否
判
定
を
行
う
制
度
を
導
入
し
た
。
当
初
、
個
人
業
績
指
標
を
算
出
す
る

際
に
志
願
者
の
人
種
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
顧
慮
さ
れ
る
特
別
な
事
情
の
多
く
は
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
や
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
等
の
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
に
有
利
な
評
価
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
制
度
に
よ
り
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
の
回

復
が
見
込
ま
れ
た
。See F

isher, 645 F. Supp. 2d at 592 ; see also F
isher, 136 S. C

t. at 2213. 

先
述
の
と
お
り
、
後
に
、
個
人
業
績
指
標
を
算
出
す
る
際
に

志
願
者
の
人
種
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
38
） 　

See F
isher, 136 S. C

t. at 2213. 
こ
の
こ
と
が
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
は
第
３
章
第
２
節
で
検
討
す
る
。

（
39
） 　

See F
isher, 570 U

.S. at 335.

（
40
） 　

See F
isher, 645 F. Supp. 2d at 592-593 ; see also F

isher, 631 F.3d at 224.

（
41
） 　

本
件
原
告
がTexas

大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
２
０
０
８
年
、
２
９
５
０
１
名
の
志
願
者
の
な
か
か
ら
人
種
が
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
た

お
か
げ
でTexas

大
学
へ
の
入
学
を
果
た
し
た
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
学
生
は
216
名
で
、
彼
ら
が
新
入
生
全
体
に
占
め
る
割
合
は

わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
本
件
原
告
は
こ
の
こ
と
を
根
拠
に
、Texas

大
学
は
人
種
中
立
的
手
段
に
よ
っ
て
目
的
を
達
成
で
き
た
は
ず
で
あ
る
と
主
張
す
る
。See 

B
rief for Petitioner at 46, Fisher v. U

niversity of Texas at A
ustin, 136 S. C

t. 2198 (2016) (N
o. 14-981). 

こ
の
主
張
は
い
わ
ゆ
るm

inim
al effect

理
論
に

依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
理
論
に
つ
い
て
は
第
２
章
第
２
節
で
検
討
す
る
。

（
42
） 　

See F
isher, 570 U

.S. at 312.

（
43
） 　

Id ; see also F
isher, 136 S. C

t. at 2208. Fisher

Ⅰ

は
、
目
的
審
査
と
は
異
な
り
、
裁
判
所
が
手
段
審
査
に
お
い
てTexas

大
学
に
敬
譲
を
払
う
こ
と
は
ま
っ

た
く
な
い
と
し
、
手
段
審
査
に
お
い
てTexas

大
学
に
敬
譲
を
払
っ
た
下
級
審
判
決
を
批
判
し
て
い
る
。See F

isher, 570 U
.S. at 311-313. 

連
邦
第
５
巡
回

区
控
訴
裁
判
所
は
、「
反
証
の
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
大
学
は
誠
実
に
活
動
し
て
い
る
も
の
と
推
定
す
る
」
と
し
たG

rutter

判
決
に
依
拠
し
つ
つ
、Texas

大

学
は
志
願
者
の
人
種
を
考
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
を
誠
実
に
（in good faith

）
構
築
し
運
用
し
て
い
る
と
推
定
し
た
う
え
で
、
当
該
推
定
に
反
証
す
る
責

任
を
原
告
に
課
す
と
と
も
に
、「
手
段
審
査
は
―
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
に
関
す
る
審
査
と
同
じ
く
―
あ
る
程
度
の
敬
譲
を
払
い
つ
つ
行
わ
れ
る
」
と
し
て
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い
る
。F

isher, 631 F.3d at 231-232 ; see also F
isher, 645 F. Supp. 2d at 603, 611. 

後
にFisher

Ⅱ
が
、連
邦
第
５
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に
よ
る
審
査
は
「
過

度
に
敬
譲
的
な
、Texas

大
学
が
誠
実
に
活
動
し
た
か
否
か
を
問
題
に
す
る
審
査
基
準
（overly deferential "good-faith" standard)

」
を
適
用
す
る
不
十
分
な

も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、Fisher

Ⅰ

は
、
下
級
審
判
決
が
過
度
に
敬
譲
的
な
審
査
を
行
っ
た
こ
と
を
問
題
視
し
た
の
で
あ
る
。See F

isher, 136 S. 
C

t. at 2207. 

な
お
、K

ennedy

裁
判
官
の
手
に
よ
るFisher

Ⅰ

法
廷
意
見
の
内
容
は
、G

rutter

判
決
に
お
い
て
法
廷
意
見
が
過
度
に
敬
譲
的
で
あ
る
こ
と
を
批

判
し
た
自
身
の
反
対
意
見
の
内
容
と
大
き
く
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
同
裁
判
官
はFisher

Ⅰ

に
お
い
て
、G

rutter

判
決
に
お
け
る
自
身
の
反
対
意
見
を
法
廷

意
見
に
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注
（
11
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
差
戻
審
の
連
邦
第
５
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
判
決
も
同
様
の

認
識
を
示
し
て
い
る
。See F

isher, 758 F.3d at 642.

（
44
） 　

See F
isher, 570 U

.S. at 312.

（
45
） 　

G
rutter, 539 U

.S. at 340.

（
46
） 　

See F
isher, 645 F. Supp. 2d at 612-613 ; see also F

isher, 631 F.3d at 239. 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
２
章
第
２
節
で
検
討
す
る
。

（
47
） 　Fisher

Ⅱ

法
定
意
見
は
、「Fisher

Ⅰ

は
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
す
る
制
度
を
採
用
し
て
い
る
大
学
が
厳
格
審
査
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
責
任
が
厳
格
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
」
し
た
と
し
、
反
対
意
見
も
ま
た
、「Fisher

Ⅰ

は
厳
格
審
査
が
厳
格
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
件
に
適

用
さ
れ
る
法
を
大
き
く
変
更
し
た
」
と
す
る
。F

isher, 136 S. C
t. at 2209, 2242.

（
48
） 　

See G
rutter, 539 U

.S. at 339, 343.

（
49
） 　

See F
isher, 570 U

.S. at 311-312. Tom
iko B

row
n-N

agin

は
、
こ
の
よ
う
に
「
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、入
学
者
選
抜
に
お
い
て
志
願
者
の
人
種
を
明
示
的
に
顧
慮
す
る
こ
と
か
ら
手
を
引
く
よ
う
に
大
学
を
後
押
し
す
る（nudge

）こ
と
を
意
図
し
て
い
る
」

と
指
摘
す
る
。See Tom

iko B
row

n-N
agin, R

ethinking P
roxies for D

isadvantage in H
igher E

ducation: A F
irst G

eneration Students' P
roject, 2014 U

. 

C
hi. Legal F. 433, 460-461 (2014).

（
50
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2214.

（
51
） 　

Id. at 2243.

（
52
） 　

Id. at 2236.

（
53
） 　

See generally G
eorge R

utherglen, F
isher II: W

hose B
urden, W

hat P
roof?, 20 G

reen B
ag 2d 19, 19-21, 30-31 (2016). 

く
わ
え
て
石
田
・
前
掲
注

（
13
）
274
-275
頁
、
髙
橋
・
前
掲
注
（
13
）
276
-277
頁
、
茂
木
・
前
掲
注
（
13
）
58
-59
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
54
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2210.
（
55
） 　

Id. at 2212.
（
56
） 　

See id. at 2238-2239.

（
57
） 　

Id. at 2222 ; see also F
isher, 570 U

.S. at 300.

（
58
） 　

See R
utherglen, supra note 53, 19-21, 30-31. 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
髙
橋
・
前
掲
注
（
13
）
281
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
59
） 　

F
isher, 136 S. C

t at 2209.

（
60
） 　

も
っ
と
も
法
廷
意
見
は
、
こ
の
証
拠
が
欠
け
て
い
て
も
本
件
の
結
論
は
左
右
さ
れ
な
い
と
す
る
。See id. 

こ
れ
に
対
しA

lito

裁
判
官
は
、
法
廷
意
見
は
説

得
力
を
欠
く
と
し
て
詳
細
な
反
論
を
展
開
し
て
い
る
。See id. at 2238-2242. 

両
者
の
議
論
の
応
酬
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注
（
13
）
44
-51
頁
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
61
） 　

See F
isher, 136 S. C

t. at 2238.

（
62
） 　

Id. at  2211.

（
63
） 　

F
isher, 758 F.3d at 653.

（
64
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2213.

（
65
） 　

Id. at 2213-2214 ; see also G
rutter, 539 U

.S. at 340. Texas

大
学
は
、
成
績
上
位
10
％
法
に
よ
っ
て
同
大
に
入
学
し
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学

生
は
、
貧
し
く
不
遇
な
環
境
で
育
ち
、
学
力
的
に
劣
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
同
じ
人
種
の
な
か
で
も
恵
ま
れ
た
環
境
で
育
ち
、
学
力
に
秀
で
た
生
徒

を
入
学
さ
せ
る
に
は
、
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
し
つ
つ
全
人
的
評
価
を
行
う
入
学
者
選
抜
制
度
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。See B

rief for R
espondents at 

31-34, Fisher v. U
niversity of Texas at A

ustin, 133 S. C
t. 2411 (2013) (N

o. 11-345) ; see also B
rief for R

espondents at 32-34, 43, Fi sher v. 
U

niversity of Texas at A
ustin, 136 S. C

t. 2198 (2016) (N
o. 14-981) [hereinafter B

rief for R
espondents in FisherⅡ

]. 

こ
の
同
一
人
種
内
の
多
様
性

（intraracial diversity

）
に
つ
い
て
は
、
岡
田
・
前
掲
注
（
13
）
12
頁
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
13
）
51
-55
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
66
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2214 ; see also G
ratz, 539 U

.S. 244 at 303 n.10.

（
67
） 　

成
績
上
位
10
％
法
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
脚
注
98
で
言
及
す
る
反
従
属
原
理
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
大

き
く
問
題
視
さ
れ
よ
う
。

（
68
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2236-2237.
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（
69
） 　Parents Involved in C

om
m

unity Schools v. Seattle School D
istrict N

o. 1, 551 U
.S. 701, 733-734 (2007).　

本
件
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
さ

れ
た
い
。
井
上
一
洋「
ア
メ
リ
カ
の
公
立
学
校
に
お
け
る
生
徒
割
当
制
度
の
合
憲
性
に
つ
い
て
」広
法
34
巻
号
３
号
97
頁
以
下（
２
０
１
１
年
）、芹
澤
英
明「
人

種
別
学
解
消
措
置
と
合
衆
国
憲
法
」
樋
口
範
雄
ほ
か
編
『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』
86
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
２
０
１
２
年
）、
溜
箭
将
之
「
初
中
等
教
育
機
関

に
お
け
る
人
種
統
合
の
ゆ
く
え
」
大
沢
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
14
）
47
頁
以
下
（
成
文
堂
、
２
０
１
４
年
）、
藤
井
樹
也
「
学
校
に
お
け
る
人
種
統
合
と
ア
フ
ァ
ー

マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
（
一
）、（
二
・
完
）」
筑
波
ロ
ー
２
号
69
頁
（
２
０
０
７
年
）、
３
号
161
頁
（
２
０
０
８
年
）、
吉
田
・
前
掲
注
（
11
）
113
頁
以
下
。

（
70
） 　

P
arents Involved, 551 U

.S. at 735.

（
71
） 　

Id. at 789-790. K
ennedy

裁
判
官
の
例
示
す
る
人
種
中
立
的
手
段
に
つ
い
て
は
第
３
章
第
２
節
で
検
討
す
る
。

（
72
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2212.

（
73
） 　

Id. Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
も
と
で
は
、志
願
者
の
人
種
は
合
否
判
定
に
お
け
る
考
慮
要
素
の
な
か
の
考
慮
要
素
の
な
か
の
考
慮
要
素
に
す
ぎ
ず
、

人
種
を
根
拠
に
な
さ
れ
る
加
点
の
度
合
い
が
制
約
さ
れ
て
い
る
た
め
、
志
願
者
の
人
種
が
合
否
に
及
ぼ
す
影
響
は
比
較
的
小
さ
い
。See F

isher, 136 S. C
t. at 

2207 ; see also F
isher, 645 F. Supp. 2d at 596-598. K

ennedy

裁
判
官
の
指
摘
は
、Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
が
志
願
者
の
人
種
を
根
拠
に
大
き
な

加
点
を
行
う
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
合
憲
判
断
に
至
っ
た
理
由
の
１
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
裏
を
返
せ
ば
、K

ennedy

裁
判
官
の
見
地

に
お
い
て
は
、Texas

大
学
の
も
の
以
上
に
志
願
者
の
人
種
を
根
拠
に
し
て
大
き
な
加
点
措
置
を
講
じ
る
入
学
者
選
抜
制
度
は
、
そ
の
合
憲
性
を
疑
わ
れ
る
こ

と
に
な
り
う
る
。See K

im
berly Jenkins R

obinson, 

E
qual A

ccess to an E
xcellent E

ducation, 130 H
arv. L. R

ev. 185, 203-204 (2016). 

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
べ
き
は
、K

ennedy

裁
判
官
がG

rutter

判
決
反
対

意
見
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
志
願
者
の
人
種
が
合
否
に
過
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
多
様
性
を
実
現
す
る
た

め
に
適
度
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
（m

odest factor

）
の
１
つ
と
し
て
、
他
の
考
慮
要
素
に
く
わ
え
て
人
種
を
評
価
す
る
と
い
う
目
的
に
対
す
る
憲
法
上
の

疑
義
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
教
育
機
関
は
、
十
分
な
手
続
を
通
じ
て
、
志
願
者
そ
れ
ぞ
れ
が
個
人
と
み
な
さ
れ
全
人
的
評
価
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、

人
種
が
合
否
判
定
に
お
け
る
決
定
的
な
要
素
（predom

inant factor

）
に
な
ら
な
い
こ
と
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。G

rutter, 539 U
.S. at 392-393. 

K
ennedy

裁
判
官
は
、M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
実
態
が
、
志
願
者
の
人
種
を
過
度
に
評
価
し
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者

を
一
定
数
合
格
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
入
学
者
選
抜
制
度
の
現
実
の
機
能
に
目
を
向
け
るK

ennedy

裁
判
官
は
、FisherⅠ

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
厳
格
審
査
は
、「
入
学
者
選
抜
過
程
に
お
い
て
は
許
容
さ
れ
う
る
や
り
方
で
人
種
を
考
慮
し
て
い
る
と
す
る
教
育
機
関

の
主
張
」
の
真
偽
を
確
か
め
る
べ
く
、「
当
該
過
程
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
（w

orks in practice

）
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
証
拠
を
厳
密
に
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審
査
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
裁
判
所
は
、「
大
学
が
誠
実
な
検
討
を
経
た
結
果
と
し
て
人
種
を
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
を
採
用
す
る
と
い
う
判

断
に
至
っ
た
こ
と
を
確
か
め
よ
う
と
試
み
る
」
だ
け
で
は
不
十
分
で
、「
入
学
者
選
抜
過
程
が
、
各
志
願
者
が
個
人
と
し
て
評
価
さ
れ
、
志
願
者
の
人
種
ま
た

は
民
族
が
合
否
を
決
定
す
る
役
割
を
果
た
す
や
り
方
で
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
確
認
す
る
た
め
に
、「
当
該
過
程
が
実
際
に

ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
証
拠
を
厳
密
に
審
査
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。See F

isher, 570 U
.S. 297 at 300 ; see also 

G
rutter, 539 U

.S. at 330. 

も
っ
と
も
、FisherⅡ

は
入
学
者
選
抜
制
度
の
実
態
に
踏
み
込
む
こ
の
よ
う
な
審
査
を
行
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、Texas

大
学
の

入
学
者
選
抜
制
度
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
審
査
を
行
う
必
要
性
は
さ
ほ
ど
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度

は
、
志
願
者
の
人
種
を
根
拠
に
な
さ
れ
る
加
点
の
度
合
い
を
制
約
し
、
人
種
に
よ
っ
て
合
否
が
左
右
さ
れ
る
余
地
を
相
当
程
度
狭
め
て
い
る
た
め
、
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
を
一
定
数
入
学
さ
せ
て
人
種
間
の
均
衡
を
と
る
形
で
当
該
制
度
が
機
能
す
る
お
そ
れ
は
、M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選

抜
制
度
ほ
ど
は
強
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
74
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2237-2238.

（
75
） 　

Id.

（
76
） 　

P
arents Involved, 551 U

.S. at 734-735.

（
77
） 　

Id. at 790.

（
78
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2212.

（
79
） 　

See B
rief of Legal Scholars D

effending D
iversity in H

igher Education as A
m

ici C
uriae in Support of R

espondents at 22, Fisher v. U
niversity of 

Tex as at A
ustin, 136 S. C

t. 2198 (2016) (N
o. 14-981). 

こ
れ
に
よ
る
と
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
は
比
較
的
少
な
い
数
で
も
、
大
学
内
の
多
様

性
に
有
意
義
な
効
果
を
も
た
ら
し
う
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
の
数
が
わ
ず
か
に
増
加
す
る
だ

け
で
も
望
ま
し
い
教
育
効
果
が
生
じ
う
る
た
め
、
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
が
学
生
集
団
の
多
様
性
を
実
現
す
る
こ
と
に
と
っ

て
わ
ず
か
な
効
果
し
か
も
た
な
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。See also V

inay H
arpalani, D

iversity W
ithin R

acial G
roups and the C

onstitutionality 

of R
ace-C

onscious A
dm

issions, 15 U
. Pa. J. C

onst. L. 463, 532 n.311 (2012).

（
80
） 　

See Fisher, 570 U
.S. at 312.

（
81
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2211.

（
82
） 　

See Elise C
. B

oddie, R
esponse, The F

uture of A
ffirm

ative A
ction, 130 H

arv. L. R
ev. F. 38, 40 (2016) ; see also K

erm
it R

oosevelt III &
 Patricia 
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Stottlem
yer, The F

ight for E
qual P

rotection: R
econstruction-R

edem
ption R

edux, 83 U
. C

hi. L. R
ev. O

nline 36, 41 (2016) ; see also Peter N
. 

K
irsanow, R

ace D
iscrim

ination R
ationalized A

gain, 2015-2016 C
ato Sup. C

t. R
ev. 59, 65-66, 77 (2016).
（
83
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2215.

（
84
） 　

Id. at 2210.

（
85
） 　

See R
obinson, supra note 73, at 188, 198-205.

（
86
） 　

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、Fisher

Ⅱ

は
将
来
に
お
け
る
同
種
の
事
案
の
解
決
指
針
と
し
て
は
限
定
的
な
意
義
し
か
も
た
な
い
と
し
て
い
る
。See F

isher, 136 S. 
C

t. at 2209.

（
87
） 　

髙
橋
正
明
「
平
等
―
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
影
響
力
の
増
加
」
大
林
啓
吾
、溜
箭
将
之
編
『
ロ
バ
ー
ツ
コ
ー
ト
の
立
憲
主
義
』
89
頁
（
成
文
堂
、２
０
１
７
年
）

は
、「
平
等
判
例
に
限
っ
て
言
え
ば
、『
ケ
ネ
デ
ィ
コ
ー
ト
』
な
る
も
の
が
成
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
」
と
し
た
う
え
で
、「
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
憲
法
解

釈
が
説
得
的
な
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
早
計
で
」、「
ケ
ネ
デ
ィ
を
除
く
リ
ベ
ラ
ル
と

保
守
派
の
裁
判
官
の
間
で
見
解
の
相
違
が
大
き
い
か
ら
こ
そ
、
中
間
的
な
立
場
を
と
り
、
事
件
の
結
論
を
左
右
す
る
こ
と
が
多
い
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
意
見

を
尊
重
せ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
ど
お
り
だ
と
す
れ
ば
、
他
の
裁
判
官
はK

ennedy

裁
判
官

の
票
欲
し
さ
に
、
同
裁
判
官
の
強
調
す
る
人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
を
表
面
上
受
け
入
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
後
述

の
と
お
り
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
抑
制
す
る
こ
と
が
人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
の
本
義
で
あ
る
こ
と
、
く
わ
え
て
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
の

抑
制
は
ひ
と
りK

ennedy

裁
判
官
だ
け
が
関
心
事
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、Grutter

判
決
とG

ratz

判
決
に
も
通
底
す
る
関
心
事
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

同
裁
判
官
の
見
解
に
説
得
力
が
な
い
と
す
る
こ
と
に
は
若
干
の
疑
問
が
残
る
。

（
88
） 　

See B
rief for Petitioner, supra note 41, at 24 ; see also F

isher, 136 S. C
t. at 2213.

（
89
） 　

See F
isher, 136 S. C

t. at 2236.

（
90
） 　

連
邦
地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
成
績
上
位
10
％
法
は
、「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
学
生
の
入
学
率
を
高
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
た
め
、
実
際
に
は
、

人
種
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
」
が
、「
文
面
上
は
人
種
中
立
的
で
あ
る
た
め
」、同
法
を
人
種
中
立
的
な
も
の
と
し
て
扱
う
と
注
記
し
て
い
る
。F

isher, 645 F. 
Supp. 2d at 592.

（
91
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2213.

（
92
） 　Fisher

Ⅱ

は
、FisherⅠ

に
お
け
るG

insburg

裁
判
官
反
対
意
見
を
引
用
し
、「
成
績
上
位
10
％
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
人
種
を
顧
み
な
か
っ
た
か
ら
で
は
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な
く
、
人
種
を
意
識
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
。Id. 

な
お
、
成
績
上
位
10
％
法
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
第
１
章
第
２
節
で
詳
説
し
た
。

（
93
） 　

See G
ratz, 539 U

.S. at 297-298.
（
94
） 　

See D
anielle H

olley &
 D

elia Spencer, The Texas Ten P
ercent P

lan, 34 H
arv. C

.R
.-C

.L. L. R
ev. 245, 253 (1999) ; see also M

ichelle A
dam

s, Isn't It 

Ironic? The C
entral P

aradox at the H
eart of "P

ercentage. P
lans", 62 O

hio St. L.J. 1729, 1737-1738 (2001).

（
95
） 　

See G
ratz, 539 U

.S. at 297-298. Souter

裁
判
官
は
、
成
績
上
位
10
％
法
の
よ
う
な
制
度
に
は
「
何
ら
違
憲
の
疑
義
は
存
在
し
な
い
」
が
、
そ
れ
で
も
な
お

こ
の
深
刻
な
難
点
を
抱
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。See id.

（
96
） 　

See F
isher, 570 U

.S. at 335. G
insburg

裁
判
官
の
見
地
に
お
い
て
は
、「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
」
と
い
う
人
種
を
意

識
し
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
る
手
段
は
、
文
面
上
は
人
種
中
立
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
種
中
立
的
手
段
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、有
澤
・
前
掲
注
（
11
）
34
頁
は
、Fisher

Ⅰ

に
お
け
る
「
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
裁
判
官
の
反
対
意
見
に
賛
成
す
る
」
と
し
つ
つ
も
、「Top 

Ten Percent Law

は
人
種
に
中
立
的
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
」
と
す
る
。

（
97
） 　

See F
isher, 570 U

.S. at 336. G
insburg

裁
判
官
はG

ratz

判
決
反
対
意
見
に
お
い
て
、
高
等
教
育
機
関
は
Ａ
Ａ
に
よ
っ
て
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す

る
志
願
者
の
入
学
率
―
に
く
わ
え
、
卒
業
後
の
彼
ら
に
開
か
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
機
会
―
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
、
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
と
い
う
目
的
の
正
当
性
を
強
調
し
て
い
る
。G

ratz, 539 U
.S. at 304.

（
98
） 　

G
ratz, 539 U

.S. at 301. G
insburg

裁
判
官
は
、
裁
判
所
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
利
益
を
も
た
ら
し
彼
ら
の
境
遇
を
改
善
す
る
Ａ
Ａ
の
よ
う
な
法
政
策
と

彼
ら
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
そ
の
境
遇
を
悪
化
さ
せ
る
法
政
策
を
区
別
す
る
べ
き
で
、
前
者
に
対
す
る
審
査
の
厳
格
度
は
後
者
に
対
す
る
も
の
よ
り
も
緩
や
か

で
よ
い
と
す
る
。
こ
の
立
場
の
理
論
的
背
景
に
は
、「
過
去
に
お
い
て
広
範
な
差
別
を
被
っ
た
黒
人
を
は
じ
め
と
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に

対
し
機
会
の
平
等
を
よ
り
効
果
的
に
保
障
す
る
た
め
に
は
、
特
別
な
努
力
と
配
慮
が
必
要
で
あ
る
」
と
す
る
グ
ル
ー
プ
指
向
的
平
等
観
が
あ
る
。
当
該
平
等
観

に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
西
村
裕
三
「
差
別
と
救
済
―
ア
メ
リ
カ
社
会
と
平
等
」
阪
本
昌
成
、
村
上
武
則
編
『
人
権
の
司
法
的
救
済
』
28

頁（
有
信
堂
高
文
社
、１
９
９
０
年
）、西
村
裕
三「A

ffirm
ative action

を
め
ぐ
る
合
衆
国
最
高
裁
判
例
の
動
向
」米
法
１
９
８
９
年
２
号
237
頁
以
下（
１
９
８
９

年
）、
井
上
一
洋
「A

ffirm
ative A

ction

を
め
ぐ
る
平
等
観
の
対
立
と
厳
格
審
査
基
準
の
適
用
方
法
」
広
法
36
巻
２
号
266
頁
以
下
（
２
０
１
２
年
）。　

G
insburg

裁
判
官
の
立
脚
す
る
見
地
は
学
説
上
、
反
従
属
原
理
と
呼
ば
れ
、
同
原
理
に
よ
れ
ば
、
平
等
保
護
条
項
は
、「
州
が
、
歴
史
上
抑
圧
さ
れ
て
き
た
集

団
を
劣
等
の
社
会
的
地
位
に
留
め
お
く
（enforce the inferior social status

）
こ
と
に
な
る
行
為
」
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。See 
R

eva B
. Siegel, E

quality Talk: A
ntisubordination and A

nticlassification Values in C
onstitutional Struggles over B

row
n, 117 H

arv. L. R
ev. 1470, 
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1472-1473 (2004). 

同
原
理
に
よ
れ
ば
、
あ
る
社
会
集
団
を
従
属
さ
せ
る
目
的
ま
た
は
効
果
を
も
つ
い
か
な
る
行
為
も
許
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
目
的
も

効
果
も
も
た
な
い
Ａ
Ａ
は
許
容
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。See Jack M

. B
alkin, W

hat B
row

n v. B
oard of Education Should H

ave Said 56 (2002). 

反
従
属

原
理
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
髙
橋
正
明
「
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
正
当
化
根
拠
に
関
す
る
憲
法
学
的
考
察
（
一
）、（
二
）、（
三
・
完
）」
論
叢

173
巻
１
号
96
頁
（
２
０
１
３
年
）、
173
巻
４
号
129
頁
（
２
０
１
３
年
）、
174
巻
２
号
126
頁
（
２
０
１
３
年
）、
安
西
文
雄
「
法
の
下
の
平
等
に
つ
い
て
（
一
）」
国

家
１
０
５
巻
５
・
６
号
１
頁
以
下
（
１
９
９
２
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
に
対
し
、学
説
上
、反
分
類
原
理
と
呼
ば
れ
る
見
地
か
ら
す
れ
ば
、人
種
を
含
め
、

一
定
の
基
準
を
用
い
る
分
類
は
、
個
人
の
価
値
を
貶
め
ス
テ
ィ
グ
マ
を
強
め
る
た
め
、
平
等
保
護
条
項
は
、
そ
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
人
々
を
分
類
す
る

こ
と
を
禁
止
す
る
と
さ
れ
る
。See Scott G

rinsell,  “The P
rejudice of C

aste":The M
isreading of Justice H

arlan and the A
scendency of 

A
nticlassification, 15 M

ich. J. R
ace &

 L. 317, 318 (2010) ; see also Jack M
. B

alkin &
 R

eva B
. Siegel, The A

m
erican C

ivil R
ights Tradition: 

A
nticlassification or A

ntisubordination?, 58 U
. M

iam
i L. R

ev. 9, 10 (2003). 

同
原
理
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ａ
は
受
益
者
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
を
強
め
る
と
と

も
に
、
彼
ら
に
対
す
る
敵
意
を
深
め
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
激
化
さ
せ
る
た
め
、
許
容
さ
れ
え
な
い
。H

elen N
orton, The Suprem

e C
ourt's P

ost-R
acial 

, 52 W
m

. &
 M

ary L. R
ev. 197, 208 (2010). 

以
上
の
２
つ
の
原
理
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照

さ
れ
た
い
。
植
木
淳
「
平
等
保
護
原
理
とA

ffirm
ative-A

ction

」
六
甲
台
46
巻
２
号
17
頁
以
下
（
１
９
９
９
）、
茂
木
・
前
掲
注
（
11
）
34
頁
以
下
、
拙
稿
・

前
掲
注
（
13
）
60
-63
頁
。

（
99
） 　Texas

大
学
は
、
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
す
る
べ
き
で
な
い
（
無
視
す
る
べ
き
で
あ
る
）
と
す
る
「
原
告
の
立
場
は
、
個
性
を
貶
め
、

現
実
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
同
大
学
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
の
使
用
を
厳
格
に
制
約
し
て
き
た
の
は
、
当
該
分
類

が
「
自
身
の
真
価
お
よ
び
本
質
（m

erits and essential qualities
）
で
は
な
く
出
自
（ancestry

）
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
個
人
の
尊
厳
と
価
値
を

貶
め
る
」
か
ら
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
不
幸
な
こ
と
に
人
種
が
依
然
と
し
て
問
題
に
な
り
続
け
て
い
る
我
々
自
身
の
社
会
に
お
い
て
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

で
あ
る
と
い
う
特
有
の
経
験
も
ま
た
、
個
人
の
見
解
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
高
い
」
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、「
あ
る
個
人
の
人
種
が
当
該
個
人
の
経
験
お
よ

び
見
解
を
形
作
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
も
当
該
個
人
を
貶
め
る
」
こ
と
に
な
る
と
す
る
。Texas

大
学
は
、「
入
学
者
選
抜
に
お
い

て
人
種
を
顧
慮
す
る
こ
と
は
、
志
願
者
そ
れ
ぞ
れ
を
唯
一
無
二
の
も
の
に
し
て
い
る
す
べ
て
の
要
素
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
性
を
尊
重

し
て
い
る
」
と
す
る
。See B

rief for R
espondents in FisherⅡ

, supra note 65, at 35-36.

（
100
） 　

See G
ratz, 539 U

.S. at 305. 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
４
章
第
１
節
で
検
討
す
る
。

（
101
） 　

See F
isher, 570 U

.S. at 336.
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（
102
） 　

See F
isher, 136 S. C

t. at 2210. K
ennedy

裁
判
官
は
、G

rutter

判
決
反
対
意
見
に
お
い
て
、「
人
種
を
数
多
く
の
考
慮
要
素
の
な
か
の
１
つ
と
し
て
適
度

に
考
慮
し
て
多
様
性
を
実
現
す
る
と
い
う
目
的
に
対
し
て
は
、
憲
法
上
の
疑
義
は
存
在
し
な
い
」
と
断
言
し
て
い
る
。G

rutter, 539 U
.S. at 392-393.

（
103
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2213.

（
104
） 　

も
っ
と
も
、K

ennedy

裁
判
官
がG

insburg

裁
判
官
と
完
全
に
見
解
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注

（
13
）
63
-66
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
105
） 　K

ennedy
裁
判
官
は
、Parents Involved

判
決
に
お
い
て
は
、人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
は
、「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
を
実
現
す
る
た
め
の
最
後
の
手
段
」

と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
に
限
り
正
当
化
さ
れ
う
る
と
し
、
そ
れ
以
外
の
手
段
を
ま
ず
は
使
い
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、Fisher

Ⅰ

お
よ

びFisher

Ⅱ

に
お
い
て
は
、「
手
段
審
査
は
、考
え
う
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
種
中
立
的
な
代
替
手
段
を
使
い
尽
く
す
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
。

C
om

pare P
arents Involved, 551 U

.S. at 790, 798 w
ith F

isher, 570 U
.S. at 312, and F

isher, 136 S. C
t. at 2208.

（
106
） 　

P
arents Involved, 551 U

.S. at 783.

（
107
） 　

Id. at 789.

（
108
） 　

See id. at 797-798. 

第
２
章
第
２
節
で
述
べ
た
と
お
り
、K

ennedy

裁
判
官
は
、m

inim
al effect

理
論
を
適
用
し
、
当
該
制
度
の
必
要
性
を
否
定
し
た
。

（
109
） 　

See id. at 796-798. 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
11
）
648
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
110
） 　

P
arents Involved, 551 U

.S. at 796-798. K
ennedy

裁
判
官
は
、「
個
人
を
、
異
な
る
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
の
根
拠
と
な
る
人
種
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
与
え
ら
れ
た
存
在
へ
と
格
下
げ
す
る
こ
と
は
、
国
家
機
関
の
行
為
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
有
害
な
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。Id. at 795. 

く
わ
え
て

同
裁
判
官
は
、「
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
が
行
わ
れ
る
と
、
人
種
が
多
様
性
と
い
う
財
産
の
一
部
と
し
て
で
は
な
く
政
治
過
程
に
お
け
る
交
渉
を
有
利
に
す

る
切
り
札
と
し
て
機
能
す
る
、
本
来
の
姿
を
む
し
ば
む
や
り
と
り
（corrosive discourse

）
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
す
る
。Id. at 797.

（
111
） 　

See id.

（
112
） 　

See R
ichard A

.Prim
us, The F

uture of D
isparate Im

pact, 108 M
ich. L. R

ev. 1341, 1369 (2010).

（
113
） 　

A
darand, 515 U

.S. at 240. Thom
as

裁
判
官
は
、「
人
種
に
基
づ
く
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（racial paternalism

）
と
そ
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結
が
、
他
の
形
態
の

い
か
な
る
差
別
と
も
同
じ
ほ
ど
有
害
で
致
命
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
が
な
い
」
と
す
る
。See also F

isher, 570 U
.S. at 333-334. 

Ａ
Ａ
が
人

種
に
基
づ
く
敵
意
を
引
き
起
こ
し
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
助
長
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
学
説
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。See M

ichael J. Perry, 

W
e the People: The Fourteenth A

m
endm

ent and the Suprem
e C

ourt 104-105 (1999) ; see also K
im

 Forde-M
azrui, The C

onstitutional Im
plications of 
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 88 G
eo. L.J. 2331, 2356-2359 (2000). 

人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
が
ス
テ
ィ
グ
マ
、
人
種
間
の
敵
意
等
の
有
害
な
効
果

を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
脚
注
98
で
言
及
し
た
反
分
類
原
理
に
立
脚
す
る
裁
判
官
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
114
） 　

A
darand, 515 U

.S. at 241.

（
115
） 　

Id. at 239.

（
116
） 　

See M
azrui, supra note 113, at 2371-2375. 

人
種
中
立
的
手
段
の
も
と
で
は
、
様
々
な
人
種
の
人
々
が
利
益
を
得
る
と
同
時
に
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な

る
た
め
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
を
通
じ
た
Ａ
Ａ
の
よ
う
に
特
定
の
人
種
の
人
々
を
利
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
人
種
中
立
的
手
段
に
よ
る
Ａ
Ａ
を
勝
ち

取
る
こ
と
を
政
治
的
目
標
に
し
て
様
々
な
人
種
集
団
が
政
争
を
繰
り
広
げ
る
お
そ
れ
は
さ
ほ
ど
な
い
と
い
え
よ
う
。
以
下
で
指
摘
す
る
こ
と
に
く
わ
え
、
こ

の
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

（
117
） 　

こ
の
こ
と
に
関
連
す
るThom

as

裁
判
官
の
以
下
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
同
裁
判
官
は
、「Texas

大
学
に
在
学
し
て
い
る
黒
人
お
よ
び
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の

学
生
の
大
部
分
は
、
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
成
績
上
位
10
％
法
の
適
用
を
受
け
て
入
学
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
学
生
と
入
学
時
に
人
種
が
役

割
を
果
た
し
た
学
生
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
誰
に
も
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
、「
人
種
差
別
の
結
果
と
し
て

入
学
を
認
め
ら
れ
た
学
生
す
べ
て
の
業
績
に
汚
点
を
残
す
」
だ
け
で
な
く
、「
人
種
差
別
の
結
果
入
学
を
認
め
ら
れ
た
学
生
と
同
じ
人
種
の
学
生
す
べ
て
の
業

績
に
汚
点
を
残
す
」
と
す
る
。F

isher, 570 U
.S. at 333-334. 

こ
の
指
摘
に
よ
る
と
、
成
績
上
位
10
％
法
は
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し
て
顧
慮
す
る

入
学
者
選
抜
制
度
と
は
異
な
り
、
ス
テ
ィ
グ
マ
を
生
み
出
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
118
） 　

人
種
中
立
的
手
段
は
、
む
し
ろ
人
種
間
の
融
和
に
資
す
る
可
能
性
す
ら
あ
る
と
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
種
中
立
的
な
基
準
に
よ
っ

て
画
さ
れ
て
同
じ
取
り
扱
い
を
受
け
る
様
々
な
人
種
の
人
々
は
、
人
種
が
異
な
れ
ど
お
か
れ
た
状
況
が
同
じ
で
同
じ
扱
わ
れ
方
を
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
人

種
が
同
じ
で
も
お
か
れ
た
状
況
が
違
い
扱
わ
れ
方
が
異
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
人
種
が
自
分
た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
に
差
異
を
生
み

出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
種
に
意
味
は
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
。See M

azrui, supra note 113, at 2372.

（
119
） 　

こ
の
こ
と
は
、Fisher

Ⅱ

反
対
意
見
に
お
け
るA

lito

裁
判
官
の
以
下
の
指
摘
を
ふ
ま
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。A

lito

裁
判
官
は
、
法
廷
意
見
が
「
志
願
者

の
人
種
を
顧
慮
す
るTexas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
が
成
功
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
同
大
学
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
ヒ
ス
パ

ニ
ッ
ク
の
学
生
の
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
引
照
し
て
い
る
こ
と
」
を
ふ
ま
え
、「Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
明
ら
か
に
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ

カ
人
お
よ
び
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
志
願
者
の
合
格
率
を
他
の
志
願
者
よ
り
も
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
学
生

の
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
でA

lito

裁
判
官
は
、「
合
格
定
員
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
ア
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フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
こ
と
は
不
可
避
的
に
、
同
じ
だ
け
入
学
率
を
高
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
他
の

志
願
者
に
対
し
、
合
格
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
。See F

isher, 136 S. C
t. at 2227 n.4. 

以
上
の
指
摘
は
、

成
績
上
位
10
％
法
に
も
あ
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
成
績
上
位
10
％
法
も
ま
た
、
そ
れ
に
よ
るTexas

大
学
へ
の
合
格
定
員
が
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
志
願
者
の
入
学
率
を
高
め
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
不
可
避
的
に
、
同
じ
だ

け
入
学
率
を
高
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
他
の
志
願
者
に
対
し
、
合
格
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
利
益
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
脚
注
145
で
言

及
す
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
を
理
由
に
、
成
績
上
位
10
％
法
自
体
が
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
。

（
120
） 　

See Prim
us, supra note 112, at 1370.

（
121
） 　

P
arents Involved, 551 U

.S. at 797.

（
122
） 　

F
isher, 136 S. C

t. at 2210.

（
123
） 　K

ennedy

裁
判
官
は
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
は
、「
分
断
・
対
立
を
招
く
や
り
方
で
用
い
ら
れ
る
と
、Texas

大
学
が
価
値
を
お
く
教
育
効
果
を
台
無

し
に
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
す
る
。See id. 

な
お
、K

ennedy

裁
判
官
は
、Schuette

判
決
に
お
い
て
、「
人
種
を
基
準
に
し
て
個
人
を
分
類
す
る

国
家
機
関
の
行
為
は
、
本
質
的
に
み
て
合
憲
性
の
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
と
い
う
、
わ
が
国
が
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の

そ
の
も
の
を
永
続
さ
せ
る
危
険
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。Schuette v. C

oalition to D
efend A

ffirm
ative A

ction, 134 S. C
t. 1623, 1634-

1635 (2014). 

本
判
決
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
井
上
一
洋
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
現
状
と
課
題

―Fisher 

判
決
お
よ
びSchuette 

判
決
を
素
材
に
し
て
―
」
人
間
福
祉
研
究
14
号
17
頁
以
下
（
２
０
１
６
年
）、
岸
野
薫
「
大
学
入
学
選
考
に
お
け
る
人
種
に

基
づ
く
優
遇
措
置
を
禁
止
す
る
州
憲
法
改
正
は
合
衆
国
憲
法
修
正
第
14
条
に
反
す
る
か
」
香
川
法
学
34
巻
３
・
４
号
65
頁
以
下
（
２
０
１
５
年
）、
吉
田
・
前

掲
注（
11
）141
頁
以
下
、拙
稿「Post-racialism

社
会
に
臨
む
平
等
保
護
法
理
―Schuette v. C

oalition to D
efend A

ffirm
ative A

ction, 134 S. C
t. 1623 (2014).

を
機
縁
と
し
て
―
」
近
畿
大
学
工
学
部
紀
要
45
号
39
頁
以
下
（
２
０
１
５
年
）。

（
124
） 　

P
arents Involved, 551 U

.S. at 789.

（
125
） 　

成
績
上
位
10
％
法
を
通
じ
てTexas

大
学
に
入
学
を
果
た
す
志
願
者
の
数
に
上
限
を
設
け
ず
、
そ
れ
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
同
法
は
、

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
志
願
者
の
志
願
者
の
同
大
学
へ
の
入
学
率
を
で
き
る
だ
け
高
め
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
と
引
き
か
え

に
彼
ら
以
外
の
人
種
の
志
願
者
の
合
格
率
を
低
め
る
こ
と
に
な
る
と
は
っ
き
り
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
同
法
は
、
表
面
的

な
人
種
中
立
性
す
ら
失
い
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
の
火
種
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
第
４
章
第
２
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
同
法
の
合
憲
性
を
危
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う
く
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。See F

isher, 631 F.3d at 246-247 ; see also R
ichard A

. Prim
us, O

f Visible R
ace-C

onsciousness and 

Institutional R
ole: E

qual P
rotection and D

isparate Im
pact after R

icci and Inclusive C
om

m
unities, in TITLE V

II O
F TH

E C
IV

IL R
IG

H
TS A

C
T 

A
FTER

 50 Y
EA

R
S: PR

O
C

EED
IN

G
S O

F TH
E N

EW
 Y

O
R

K
 U

N
IV

ER
SITY

 67TH
 A

N
N

U
A

L C
O

N
FER

EN
C

E O
N

 LA
B

O
R

 295, 309-315 (2015).　

「Texas
大
学
が
よ
り
一
層
成
績
上
位
10
％
法
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
同
大
学
の
入
学
者
選
抜
は
よ
り
人
種
中
立
的
な
も
の
に
な
る
と
単
純
に
主
張
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
同
法
は
「
原
告
がTexas

大
学
に
合
格
で
き
た
可
能
性
に
あ
ま
り
に
大
き
な
影
響
（outsized effect

）
を
も
た
ら

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
は
、
そ
の
適
法
性
を
争
っ
て
い
な
い
」
と
指
摘
す
るK

ennedy

裁
判
官
も
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。See F

isher, 136 S. C
t. at 2208-2209, 2213. 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
13
）
66
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
126
） 　K

ennedy

裁
判
官
は
、
自
身
の
立
場
に
は
「
も
ど
か
し
い
二
面
性
（frustrating duality

）」
が
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
同
裁
判
官
の
立
場
は
、
多
様
性
の

実
現
と
い
う
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
利
害
を
意
識
し
た
目
的
の
正
当
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
当
該
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
彼
ら
の
利
害
を
顧
慮
し
て
い

る
こ
と
を
直
接
的
な
形
で
示
す
手
段
を
極
力
使
用
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。See P

arents Involved, 551 U
.S. at 797.

（
127
） 　

以
後
の
記
述
は
次
の
文
献
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。R

obert C
. Post, The Suprem

e C
ourt, 2002 Term

 - F
orew

ord: F
ashioning the Legal C

onstitution: 

C
ulture, C

ourts, and Law, 117 H
arv. L. R

ev. 4 (2003).

（
128
） 　

G
rutter, 539 U

.S. at 3 37. G
rutter

判
決
は
、「Pow

ell

裁
判
官
がB

akke

判
決
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
真
に
志
願
者
を
個
人
と
み
な
し
全
人
的

評
価
を
行
う
（truly individualized consideration
）
な
ら
、
人
種
を
柔
軟
で
機
械
的
で
は
な
い
態
様
で
顧
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
し
、B

akke

判

決
に
お
い
てPow

ell

裁
判
官
の
示
し
た
考
え
方
がG

rutter
判
決
お
よ
びG

ratz

判
決
の
根
底
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。See id. at 334.

（
129
） 　

G
ratz, 539 U

.S.at 271.

（
130
） 　

Id.

（
131
） 　

Id. at 272.

（
132
） 　

Id. at 271-272.

（
133
） 　

See C
ass R

. Sunstein, P
roblem

s w
ith M

inim
alism

, 58 Stan. L. R
ev. 1899, 1904 (2006).

（
134
） 　

See G
rutter, 539 U

.S. at 379. K
ennedy

裁
判
官
も
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。See id. at 386-38 9.

（
135
） 　

See Lino A
. G

raglia

 78 Tul. L. R
ev. 2037 (2004).
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（
136
） 　

See G
ratz, 539 U

.S.at 295. 

松
井
茂
記「
平
等
保
護
理
論
の
展
開
と
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」米
法
２
０
０
９
年
１
号
41
頁（
２
０
０
９
年
）は
、

両
者
が
「
本
質
的
に
異
な
る
の
か
ど
う
か
に
も
疑
問
の
余
地
が
あ
り
え
よ
う
」
と
す
る
。。

（
137
） 　

See G
ratz, 539 U

.S.at 305.

（
138
） 　

See R
obert P. G

eorge, G
ratz and G

rutter: Som
e H

ard Q
uestions, 103 C

olum
. L. R

ev. 1634, 1634-1635 (2003).

（
139
） 　

See Post, supra note 127, at 74. 

当
該
制
度
の
も
と
で
合
格
し
た
当
該
人
種
の
志
願
者
は
、
特
定
の
人
種
で
あ
る
こ
と
が
加
点
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
う
る

に
と
ど
ま
る
入
学
者
選
抜
制
度
の
も
と
で
合
格
し
た
志
願
者
以
上
に
、
自
分
は
自
身
の
能
力
・
努
力
で
は
な
く
人
種
の
お
か
げ
で
合
格
で
き
た
の
だ
と
い
う

考
え
に
苛
ま
れ
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。See Sunstein, supra note 13 3, at 1906. 

こ
の
と
き
、Thom

as

裁
判
官
の
危
惧
す
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
々
が
こ
の

志
願
者
と
同
じ
人
種
の
人
々
に
対
し
劣
等
の
烙
印
を
押
す
と
と
も
に
敵
意
を
抱
く
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
も
あ
ろ
う
。

（
140
） 　

も
ち
ろ
ん
、G

rutter

判
決
反
対
意
見
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
も
っ
と
も
、Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
、
志
願
者
を
特
定
の
人
種
集
団
の
一
員
と
し
て
扱
っ
て
い
る
（
評
価
し
て
い
る
）
と
受
け
と
め
ら
れ

る
側
面
を
相
当
程
度
払
し
ょ
く
し
て
お
り
、G

rutter

判
決
に
お
い
て
反
対
意
見
を
述
べ
たK

ennedy

裁
判
官
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
制
度
とM

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
入
学
者
選
抜
制
度
の
区
別
を
図
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
、
志
願
者
の
人
種
を
加
点
要
素
と
し

て
扱
う
に
と
ど
め
て
い
る
う
え
に
、
脚
注
73
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
実
態
に
お
い
て
も
、
特
定
の
人
種
集
団
に
属
す
る
志
願
者
を
一
定
数
合
格
さ
せ
る
よ

う
に
機
能
す
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
く
わ
え
て
、当
該
制
度
は
、「
新
入
生
の
人
種
構
成
お
よ
び
民
族
構
成
を
把
握
し
こ
れ
を
伝
達
す
る
毎
日
の
記
録（daily 

reports

）」
の
よ
う
な
仕
組
み
を
も
た
な
い
。See G

rutter, 539 U
.S. at 336. G

rutter

判
決
反
対
意
見
に
お
い
てK

ennedy

裁
判
官
は
、M

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ

の
利
用
す
る
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
、
合
否
判
定
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
を
一
定
数
入
学
さ
せ
る
た
め
に
「
人
種

と
い
う
考
慮
要
素
に
与
え
ら
れ
る
加
点
度
合
を
再
調
整
す
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
人
種
以
外
の
点
で
個
人
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
さ
ら

な
る
試
み
は
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
」
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。See id. at 392. 

こ
れ
に
対
しTexas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
は
、

最
終
的
な
合
否
判
定
に
お
い
て
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
す
る
こ
と
は
な
く
、
個
人
業
績
指
標
の
算
定
時
に
人
種
を
考
慮
に
入
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。See F

isher, 

136 S. C
t. at 2206-2207. 

以
上
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、Texas

大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
はM

ichigan

大
学
Ｌ
Ｓ
の
も
の
と
比
べ
、
志
願
者
を
人
種
集
団
の
一

員
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
受
け
と
め
ら
れ
る
お
そ
れ
は
弱
ま
り
、
そ
の
分
だ
け
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
深
刻
化
さ
せ
ず
に
す
む
と
思
わ
れ
る
。

（
141
） 　

See Post, supra note 127, at 75 ; see also N
eil S. Siegel, R

ace-C
onscious Student A

ssignm
ent P

lans: B
alkanization, Integration, and Individualized 

C
onsideration, 56 D

uke L.J. 781, 797-800 (2006) ; see also M
ichelle A

dam
s, Searching for Strict Scrutiny in G

rutter v. B
ollinger, 78 Tul. L. R

ev. 
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1941, 1946-1947, 1952-1953 (2004).
（
142
） 　

See Ian Ayres &
 Sydney Foster, 

 85 Tex. L. R
ev. 517, 519 (2007).

（
143
） 　

See D
avid A

. Strauss, 
 2016 Sup. C

t. R
ev. 1, 7-10 (2017) ; see also 

A
dam

s, supra note 141, at 1946-1947, 1950. D
avid A

. Strauss

に
よ
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
割
当
制
の
よ
う
な
手
段
を
用

い
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属
す
る
志
願
者
を
一
定
数
合
格
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
を
露
骨
な
態
様
で
行
う
こ
と
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
こ
の
た
め
、
合
否
判
定
に
お
い
て
志
願
者
の
人
種
を
顧
慮
す
る
入
学
者
選
抜
制
度
は
不
透
明
な
態
様
で
そ
う
す
る
も
の
ほ
ど
合
憲
と
さ
れ
や
す
い
と

D
avid A

. Strauss
は
指
摘
す
る
。

（
144
） 　

See R
eva B

. Siegel, F
rom

 C
olorblindness to A

ntibalkanization: A
n E

m
erging G

round of D
ecision in R

ace E
quality C

ases, 120 Yale L.J. 1278, 
1354-1355 (2011).

（
145
） 　R

obert C
. Post

は
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
抑
止
す
る
に
は
、
Ａ
Ａ
が
「
ど
の
よ
う
な
受
け
と
め
ら
れ
方
を
す
る
か
が
ま
さ
に
重
要
に
な
る
（appearance 

do m
atter

）」
と
し
、
本
来
で
あ
れ
ば
重
視
さ
れ
る
べ
き
透
明
性
も
一
歩
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
。See Post, supra note 127, at 75. 

し
か
し
な
が
ら
、

人
種
中
立
的
手
段
を
用
い
た
Ａ
Ａ
は
、
透
明
性
を
欠
く
が
ゆ
え
に
反
民
主
的
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。
人
種
中
立
的
手
段
は
人
種
に
よ
り
有
利
不
利
が
左
右

さ
れ
る
こ
と
を
意
図
的
に
不
明
瞭
に
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
手
段
を
用
い
た
Ａ
Ａ
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
た
う
え
で
そ
の
是
非
を
判
断
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
た
め
人
種
中
立
的
手
段
を
用
い
た
Ａ
Ａ
に
は
十
分
な
民
主
的
統
制
が
及
び
に
く
く
な
る
。See A

yres &
 Foster,  supra note 142, at 

568. 

透
明
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
幸
一
「
立
法
過
程
の
合
理
化
・
透
明
化
」
法
教
440
号
36
頁
以
下
（
２
０
１
７
）、
赤
坂
幸
一
「
統
治
機
構
論

探
訪
11
-透
明
性
の
原
理
」
法
セ
（
ミ
）
63
巻
３
号
53
頁
以
下
（
２
０
１
８
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
同
じ
く
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
人
種
中
立
的
手
段
は
人
種

に
よ
っ
て
有
利
不
利
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
自
体
が
差
別
的
意
図
に
根
差
し
て
お
り
平
等
保
護
条
項
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
る
指

摘
も
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、「
あ
る
特
定
の
集
団
に
不
利
益
な
効
果
が
及
ぶ
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
特
定
の
一
連
の
行
為
が
な
さ
れ
た
と
い
う

に
と
ど
ま
ら
ず
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
当
該
集
団
に
不
利
益
な
効
果
が
及
ぶ
か
ら
こ
そ
当
該
行
為
が
な
さ
れ
た
」
場
合
、
差
別
的
意
図
の
存
在
が
認

定
さ
れ
る
。Personnel A

dm
inistrator of M

assachusetts v. Feeney, 442 U
.S. 256, 279 (1979). 

脚
注
119
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人

や
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
等
の
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
入
学
者
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
制
定
さ
れ
た
成
績
上
位
10
％
法
は
、
必
然
的
に
、
少
な
く
と

も
部
分
的
に
は
、
彼
ら
以
外
の
人
種
の
入
学
者
数
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
同
法
は
差
別
的
目
的
に
根
差

し
て
い
る
と
す
ら
い
い
う
る
。See A

dam
s, supra note 94, at 1764. 

以
上
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
成
績
上
位
10
％
法
の
よ
う
な
人
種
中
立
的
手
段
を
用
い
た
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Ａ
Ａ
は
、
人
種
中
立
的
手
段
優
先
使
用
原
則
の
も
と
で
推
奨
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
ど
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
人
種
差
別
的
意
図
の
存
在
を
不
明
瞭
に
し

て
隠
蔽
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
違
憲
な
動
機
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
厳
格
審
査
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、

厳
格
審
査
が
「
違
憲
な
動
機
を
あ
ぶ
り
出
す
（flushing out unconstitutional m

otivations

）」
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
、John H

art Ely

に
よ
っ
て
体
系
的
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。See John H

art Ely, D
em

ocracy and D
istrust 146-153 (1980). 

こ
れ
に
対
し
てK

ennedy

裁
判
官
は
、Parents 

Involved
判
決
に
お
い
て
、
自
身
の
例
示
す
る
種
類
の
人
種
中
立
的
手
段
は
、「
人
種
を
意
識
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
自
分
は
人
種
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
児
童
・
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
に
認
識
さ
せ
る
（tells

）、
分
類
に
基
づ
く
異
な
る
取
り
扱
い
（different treatm

ent based on a 

classification

）
を
行
う
も
の
で
は
な
い
」
た
め
、
厳
格
審
査
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。See P

arents Involved, 551 U
.S. at 789. K

ennedy

裁
判
官
は
、
人
種
を
意
識
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
国
家
機
関
の
行
為
が
厳
格
審
査
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、

国
家
機
関
は
自
身
の
行
為
が
様
々
な
人
種
の
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
か
を
考
慮
に
入
れ
て
も
よ
く
、
そ
の
こ
と
は
何
ら
憲
法
に
違

反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。See id. 

し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、K

ennedy

裁
判
官
の
見
解
は
、
違
憲
な
動
機
を
あ
ぶ
り
出
す
こ

と
を
期
待
さ
れ
る
厳
格
審
査
を
潜
脱
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
よ
う
。See Ian Ayres, 

, 43 U
C

LA
 L. R

ev. 1781, 1795 -1796 
(1996). 

付
言
す
る
と
、K

ennedy

裁
判
官
も
す
べ
て
の
人
種
中
立
的
手
段
を
厳
格
審
査
か
ら
免
れ
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
同
裁
判
官
の
見
地

に
お
い
て
も
、
人
種
に
よ
っ
て
有
利
不
利
の
あ
る
こ
と
が
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
ほ
ど
明
瞭
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
人
種
中
立
的

手
段
は
、
厳
格
審
査
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
該
手
段
は
多
く
の
人
々
に
、
自
分
は
人
種
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
だ
と
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注
（
13
）
66
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
146
） 　

See Prim
us, supra note 125, at 313. R

ichard A
. Prim

us
は
、
Ａ
Ａ
が
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
を
激
化
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
が
、
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
う
え
で
有
用
で
あ
る
と
す
る
。

（
147
） 　Ian Ayres

は
、
Ａ
Ａ
の
惹
起
す
る
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
抑
制
す
る
こ
と
が
手
段
審
査
の
仕
え
る
よ
り
高
次
の
目
的
（m

eta-purpose

）
で
あ
る
と
す
る

解
釈
の
成
立
可
能
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
こ
の
解
釈
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
。See Ayres, supra note 145, at 1789-1790. 

手
段
審
査
に
対
す
る
こ
の

よ
う
な
捉
え
方
に
は
、
Ａ
Ａ
の
合
憲
性
は
そ
れ
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
社
会
的
利
益
と
そ
れ
が
生
み
出
す
害
悪
を
勘
案
し
つ
つ
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
比
較
衡
量
的
発
想
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
も
ま
た
、A

darand

判
決
に
お
い
て
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
が
個
人
の
み
な
ら
ず

「
一
国
全
体
」
に
ま
で
害
悪
を
及
ぼ
す
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
で
、「
厳
格
審
査
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
、
当
該
害
悪
を
も
た
ら
す
こ
と
が
や
む
に
や
ま
れ
ざ

る
政
府
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
が
決
ま
る
」
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
比
較
衡
量
的
発
想
を
採
用
し
て
い
る
。A

darand, 515 U
.S. at 229-230, 
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236. 

こ
の
よ
う
な
比
較
衡
量
的
発
想
の
も
と
で
は
、
人
種
間
の
分
断
・
対
立
等
の
害
悪
を
生
み
出
さ
ず
に
す
む
手
段
に
よ
っ
て
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
を

実
現
で
き
な
い
か
を
検
証
す
る
役
割
が
厳
格
審
査
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。See Jed R
ubenfeld, A

ffirm
ative A

ction, 107 Yale L.J. 427, 437-439 
(1997) ; see also M

azrui, supra note 113, at 2361. 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注
（
11
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
般
的
に
は
、厳
格
審
査
の
主
眼
は
、

こ
の
よ
う
な
比
較
衡
量
で
は
な
く
、
違
憲
な
動
機
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
もParents Involved

判
決
に
お
い
て
、

G
rutter

判
決
に
お
け
る
厳
格
審
査
の
主
眼
は
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
が
、
明
白
な
憲
法
違
反
で
あ
る
「
人
種
均
衡
状
態
（racial balance

）
を
実
現
す
る

た
め
の
試
み
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。See P

arents Involved, 551 U
.S. at 723. 

井
上
一
洋

「
差
別
的
な
立
法
目
的
を
め
ぐ
る
司
法
審
査
の
方
法
に
つ
い
て
―G

rutter

判
決
お
よ
びW

indsor

判
決
を
素
材
に
し
て
―
」広
法
38
巻
３
号
87
頁（
２
０
１
５
年
）

も
、G

rutter

判
決
に
お
け
る
厳
格
審
査
は
「
人
種
的
均
衡
の
実
現
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
炙
り
出
す
」
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
も
っ
と
も
、

Parents Involved

判
決
が
厳
格
審
査
を
行
う
べ
き
根
拠
と
し
て
、
人
種
を
基
準
に
す
る
分
類
が
重
大
な
「
代
償
（cost

）」
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
を
要
す
る
。See id. at 742-746. M

ichelle A
dam

s

は
、G

rutter

判
決
とG

ratz

判
決
に
お
け
る
厳
格
審
査
は
単
に
違
憲
な
動
機
を

あ
ぶ
り
出
す
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。M

ichelle A
dam

s

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
判
決
に
お
け
る
厳
格
審
査
は
、
Ａ
Ａ
が
人
種
間
の
分
断
・

対
立
を
呼
ぶ
許
容
し
え
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
、
許
容
さ
れ
え
な
い
態
様
（appearance

）
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
か
を
あ
ぶ
り
出
す
た
め
の
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
Ａ
Ａ
の
も
た
ら
す
社
会
的
利
益
と
そ
れ
が
副
産
物
と
し
て
生
み
出
す
社
会
的
害
悪
を
比
較
衡
量
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。See 

A
dam

s, supra note 141, at 1946-1947, 1949, 1952-1953. M
ichelle A

dam
s

の
見
解
に
つ
い
て
は
、
今
井
健
太
郎
「
厳
格
審
査
基
準
と
人
種
中
立
的
規
定
の

審
査
手
法
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
差
別
的
意
図
の
「
燻
り
出
し
」
に
関
す
る
一
考
察
―
」
浅
倉
む
つ
子
、
西
原
博
史
編
『
平
等
権
と
社
会
的
排
除
―
人
権
と

差
別
禁
止
法
理
の
過
去
・
現
在
・
未
来
―
』
131
頁
以
下
（
成
文
堂
、
２
０
１
７
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
厳
格
審
査
の
２
種
類
の
役
割
・
機
能
に
つ
い
て
は
、

植
木
淳「
平
等
原
則
に
お
け
る
厳
格
審
査
基
準
の
再
検
討
―
厳
格
審
査
に
お
け
る『
真
意
探
求
』と『
費
用
便
益
分
析
』」六
甲
台
46
巻
３
号
１
頁
以
下（
２
０
０
０

年
）、
阪
口
正
二
郎
「
人
権
論
Ⅱ
・
違
憲
審
査
基
準
の
二
つ
の
機
能
―
憲
法
と
理
由
」
辻
村
み
よ
子
、
長
谷
部
恭
男
編
『
憲
法
理
論
の
再
創
造
』
147
頁
以
下
（
日

本
評
論
社
、
２
０
１
１
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
148
） 　

西
村
裕
三
「
多
様
性
の
価
値
と "A

ffirm
ative A

ction"

」
阪
本
昌
成
編
『
立
憲
主
義
―
過
去
と
未
来
の
間
―
』（
有
信
堂
高
文
社
、
２
０
０
０
年
）
342
頁
。

（
149
） 　

See A
dam

s, supra note 141, at 1950.

（
150
） 　

西
村
裕
三
先
生
は
、
Ａ
Ａ
を
め
ぐ
る
問
題
に
は
「
そ
の
正
当
化
根
拠
に
係
わ
る
問
題
」
と
「
そ
の
実
施
に
伴
う
コ
ス
ト
の
配
分
を
め
ぐ
る
問
題
」
が
あ
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
西
村
裕
三『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
』大
阪
府
立
大
学
経
済
研
究
業
書
第
66
冊（
昭
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和
62
年
）
96
頁
。
本
稿
で
検
討
し
た
こ
と
を
後
者
の
問
題
に
関
連
づ
け
る
と
、
Ａ
Ａ
に
伴
う
コ
ス
ト
を
特
定
の
人
種
集
団
に
は
っ
き
り
と
目
に
み
え
る
形
で
負

わ
せ
る
手
段
は
深
刻
な
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
当
該
手
段
の
使
用
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
151
） 　R

eva B
. Siegel

は
、
人
種
別
の
極
端
な
階
層
構
造
化
（racial stratification

）
が
進
み
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
属

す
る
個
人
は
、
社
会
へ
の
愛
着
も
自
身
が
そ
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
感
覚
（attachm
ent and sense of m

em
bership

）
も
も
て
な
く
な
る
と
す
る
。
人
種
間
の

分
断
・
対
立
を
招
き
社
会
連
帯
（social cohesion

）
を
脅
か
す
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
人
種
統
合
の
た
め
の
Ａ
Ａ
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、

Ａ
Ａ
を
通
じ
て
人
種
に
基
づ
き
利
益
の
再
分
配
を
行
う
こ
と
（racial redistribution

）
は
、
不
公
正
な
扱
い
を
受
け
た
と
感
じ
る
人
々
に
敵
意
を
植
え
つ
け
、

や
が
て
は
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
人
種
別
の
階
層
構
造
が
で
き
あ
が
る
こ
と
も
そ
れ
を
是
正
・
解
消
す
る
こ
と
も
、

い
ず
れ
も
人
種
間
の
分
断
・
対
立
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
に
よ
り
社
会
連
帯
は
危
殆
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
る
。R

eva B
. Sigel

に
よ
れ
ば
、Pow

ell

裁
判
官
、

O
'C

onnor

裁
判
官
、K

ennedy
裁
判
官
の
よ
う
に
、
Ａ
Ａ
の
合
憲
性
の
争
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
結
論
を
左
右
す
る
票
を
投
じ
て
き
た
裁
判
官
は
、
人
種
間

の
分
断
・
対
立
を
抑
止
し
社
会
連
帯
を
維
持
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
Ａ
Ａ
を
正
当
化
す
る
と
同
時
に
こ
れ
を
制
約
す
る
必
要
性
を
強
調
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。

See Siegel, supra note 144, at 1299-1303, 1308. 

植
木
淳
「
現
代
ア
メ
リ
カ
平
等
保
護
法
理
の
一
断
面
―
差
別
的
効
果
法
理
（
間
接
差
別
禁
止
法
理
）
を
中

心
に
」
門
田
孝
、
井
上
典
之
編
『
憲
法
理
論
と
そ
の
展
開　

浦
部
法
穂
先
生
古
稀
記
念
』
343
頁
以
下
（
信
山
社
、
２
０
１
７
年
）
は
、
人
種
間
の
分
断
・
対

立
の
抑
止（A

ntibalkanization

）を
重
視
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
わ
が
国
へ
の
導
入
可
能
性
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。




