
は
じ
め
に

　

令
和
の
時
代
に
な
っ
て
の
新
年
を
迎
え
る
。「
令
」

は
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

「
和
」
に
つ
い
て
は
異
な
っ
た
考
え
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
新
し
い
一
年
の
始
ま
り
と
し
て
、
様
々
な
考
え
を

「
和
」
の
行
為
の
中
で
共
存
し
て
い
く
、
令
和
の
時
代

の
幕
開
け
で
あ
る
。

　

人
は
生
き
て
い
く
日
々
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
傷
や

害
に
遭
う
。自
然
災
害
で
あ
っ
た
り
、人
身
被
害
で
あ
っ

た
り
、
心
の
中
の
傷
で
あ
っ
た
り
す
る
。

　

攻
撃
や
応
報
的
手
段
、
あ
る
い
は
傷
つ
い
た
ま
ま
で
、

そ
の
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
赦
す
こ
と
が
出
来

な
い
こ
と
は
多
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
状
況
こ
そ
、

自
分
を
取
り
巻
く
環
境
や
人
、
シ
ス
テ
ム
を
振
り
返
る

契
機
と
視
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
修
復
で

き
な
い
「
過
去
」
に
、「
現
在
」
は
停
止
す
る
が
、「
未

来
」
は
自
分
で
拓
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
連
載
で
は
生
命
倫
理
と
医
療
倫
理
を

考
え
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、「
今
、
こ
こ
で
の
問
題
を
、

ど
う
考
え
る
の
か
、
最
善
た
る
こ
と
と
は
何
な
の
か
、

何
を
す
べ
き
か
」
と
い
う
見
方
が
中
心
で
あ
る
よ
う
に

思
え
る
。
そ
れ
は
、
起
き
る
前
の
倫
理
思
考
で
あ
る
。

今
年
は
、
そ
の
見
方
を
変
え
て
「
起
き
て
し
ま
っ
た
後

の
問
題
を
ど
う
す
る
の
か
、
何
が
よ
り
善
い
行
為
と
な

る
の
か
、
何
を
、
今
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と

い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
昨
今
問
題

と
な
っ
て
い
る
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
人
身
事
故
は
、

裁
判
に
よ
る
判
決
で
社
会
的
な
決
着
（
応
報
的
正
義
）

が
な
さ
れ
て
終
結
す
る
。
ま
た
、
医
療
に
お
け
る
予
期

せ
ぬ
事
故
な
ど
の
最
終
的
決
着
も
応
報
的
正
義
に
な
り

や
す
い
。
こ
の
決
着
が
な
さ
れ
れ
ば
、
社
会
的
に
は
終

結
し
た
と
本
当
に
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
一
回
と
し
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
い
じ
め
、
な
ど
、

犯
罪
被
害
を
被
り
、
傷
つ
い
た
人
た
ち
に
お
け
る
倫
理

問
題
に
つ
い
て
応
報
的
正
義
に
か
わ
る
修
復
的
正
義
と

い
う
考
え
方
と
そ
の
研
究
の
一
端
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　
１
．
修
復
的
正
義
と
は
何
か

　

１
９
７
０
年
代
よ
り
、
刑
事
司
法
批
判
か
ら
新
し

い
紛
争
解
決
の
方
法
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
で
Ｖ
Ｏ
Ｒ
Ｐ

（V
ictim

-O
ff ender Reconciliation Program

）

と
い
う
先
駆
的
な
取
り
組
み
が
実
践
さ
れ
た
（1）

。
こ
れ
は
、

少
年
司
法
の
場
で
、
加
害
者
が
被
害
者
を
訪
ね
、
謝
罪

し
赦
し
を
請
う
と
い
う
実
験
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
従

来
の
刑
事
司
法
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
被
害
者
と
加
害

者
の
関
係
性
に
焦
点
を
当
て
る
当
事
者
同
士
の
対
話
を

重
視
す
る
取
り
組
み
で
あ
り
、Restorative Justice

（
修
復
的
正
義
（
司
法
）、
以
下
、
Ｒ
Ｊ
）
と
呼
ば
れ

�� �È
�y

�� �L�Ÿ	š�™�g
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従
っ
て
、
修
復
的
正
義
（
Ｒ
Ｊ
）
で
重
要
な
こ
と
は
赦

し
と
和
解
を
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
①
被
害
者
へ
の

支
援
と
癒
し
を
優
先
す
る
こ
と
、
②
加
害
者
が
自
ら
の

過
ち
に
対
す
る
責
任
を
と
る
こ
と
、
③
理
解
に
達
す
る

ま
で
の
対
話
が
あ
る
こ
と
、
④
犯
し
た
過
ち
を
正
そ
う

と
す
る
試
み
が
あ
る
こ
と
、
⑤
加
害
者
が
将
来
の
再
犯

を
避
け
る
方
法
を
見
据
え
て
い
る
こ
と
、
⑥
被
害
者
と

加
害
者
と
の
双
方
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
再
統
合
す
る
の

を
助
け
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
前
掲
⑶
⑷
（
図
２
）。

　

こ
の
Ｒ
Ｊ
は
、
医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
実
践
の

て
い
る
（2）（
図
１
）。
ハ
ワ
ー
ド
・
ゼ
ア
の
〝Changing 

Lenses
：A

 N
ew

 Focus for Crim
e and 

Justice
〟
は
、
そ
の
バ
イ
ブ
ル
本
と
し
て
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
（3）

。
こ
の
Ｒ
Ｊ
の
目
的
は
、「
す
べ
て
の
人
を

尊
重
し
、
人
々
の
関
係
を
侵
害
し
た
害
に
つ
い
て
、
被

害
者
、
加
害
者
、
地
域
社
会
関
係
者
等
が
対
話
を
通
し

て
犯
罪
の
事
後
問
題
の
解
決
を
図
る
」、
こ
と
で
あ
る
。

臨床倫理メディエーション

場
で
も
あ
る
。

　

医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
医
療
事
故
を
め
ぐ
っ

て
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
発
生
し
た
時
に
、
患
者
・
家
族
側

の
期
待
か
ら
の
視
点
と
、
医
療
者
側
の
考
え
る
安
全
か

ら
の
視
点
の
認
識
の
差
を
対
話
と
情
報
共
有
の
過
程
の

な
か
で
乗
り
越
え
、
両
当
事
者
の
関
係
修
復
を
す
る
こ

と
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
日
常
診
療
の
場
面
で
、「
対

話
に
基
づ
く
信
頼
関
係
」
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
何
か
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
完
全
な
不
信
と

デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
陥
ら
な
い
よ
う
な
関

係
性
を
創
り
上
げ
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
頼

関
係
の
中
で
、
一
定
の
リ
ス
ク
を
め
ぐ
る
情
報
を
患
者

側
と
も
共
有
で
き
、
か
つ
支
え
て
い
け
る
よ
う
な
対
話

過
程
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、
実
際
に
問
題
が
発
生
し
た
際
に
、
ど
の
よ
う

な
対
応
を
取
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

　

医
療
者
側
が
合
理
的
な
説
明
を
こ
の
時
点
で
行
っ
た

と
し
て
も
、「
不
幸
な
結
果
」
に
直
面
し
た
患
者
側
に

は
ま
っ
た
く
伝
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
ま

ず
、
失
意
と
感
情
的
反
応
に
と
ら
わ
れ
た
患
者
側
の
苦

悩
に
共
感
し
な
が
ら
、「
最
低
限
の
信
頼
」
を
回
復
し
、

そ
の
上
で
、
そ
の
気
づ
き
を
促
し
て
い
く
過
程
を
援
助

す
る
よ
う
な
対
話
を
行
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
当
事
者
に
と
っ
て
有
効
な
対
話
過
程
を
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な
る
見
方
の
あ
る
こ
と
へ
の
気
づ
き
を
支
援
す
る
。
そ

の
結
果
、
平
和
的
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
少

し
で
も
不
毛
な
対
立
を
避
け
、
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
苦

し
い
体
験
を
乗
り
越
え
て
い
く
き
っ
か
け
を
見
い
だ
し

て
い
く
た
め
の
対
話
過
程
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
感
情
を
考
慮
す
る
紛
争
解
決
の
視
点
で
、
既
に

社
会
的
決
定
が
な
さ
れ
た
後
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
解
決

し
よ
う
と
す
る
試
み
が
修
復
的
正
義
（
Ｒ
Ｊ
）
の
取
り

組
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、

修
復
的
正
義
に
よ
る
対
話
を
推
進
す
る
試
み
な
の
で
あ

る
。

　

医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
Ｒ
Ｊ
の
視
点
か
ら
検
討

し
た
事
例
を
紹
介
す
る
（
図
３
）。

　
２
．
医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る

　
　

修
復
的
正
義
（Restorative Justice

）

　
　

の
試
み

○ 

事
例
の
紹
介

　

修
復
的
正
義
で
重
要
な
点
は
、
赦
し
と
和
解
を
求
め

る
こ
と
で
は
な
い
。
両
当
事
者
が
エ
ン
パ
ワ
ー
さ
れ
て

代
替
的
視
点
を
持
て
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
、
害
へ
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
最
初
か
ら
協

働
で
考
慮
す
る
。
そ
し
て
、
被
害
や
特
定
の
犯
罪
に
対

促
進
し
、
当
事
者
自
身
に
よ
る
問
題
解
決
の
達
成
を
援

助
し
て
い
く
関
わ
り
方
の
概
念
枠
組
み
と
方
法
論
が
、

〝
医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
〟
で
あ
る
。

　

感
情
と
認
知
的
評
価
は
不
可
分
で
あ
る
。
医
療
メ

デ
ィ
エ
ー
タ
ー
は
、
異
な
る
価
値
観
・
異
な
る
利
害
を

も
っ
た
患
者
と
医
療
者
、
ま
た
事
故
に
直
面
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
固
有
の
立
場
か
ら
感
情
的
に
も
混
乱
し
て
い
る

患
者
・
家
族
と
医
療
者
を
エ
ン
パ
ワ
ー
し
、
相
互
の
リ

ス
ク
や
状
況
認
識
に
つ
い
て
少
し
ず
つ
新
し
い
又
は
異

し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
全
て
の
者
が
集
ま
り
、
協
働

し
て
そ
の
犯
罪
の
影
響
（the afterm

ath of the 
offence

）
及
び
そ
の
将
来
に
お
け
る
潜
在
的
影
響
を
、

ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
過
程
を
設
け

る
こ
と
で
あ
る
。

　

２
０
１
７
年
の
暴
言
暴
力
を
め
ぐ
る
２
件
（
２
集

団
）
に
実
施
し
た
（
図
４
）。
面
談
視
点
は
、
前
述
の
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う
つ
、
疲
労
、
緊
張
で
あ
っ
た
（
図
５
）。
変
化
を
認

め
な
か
っ
た
も
の
は
、
怒
り
と
混
乱
で
あ
っ
た
。
増
加

し
た
の
は
活
気
で
あ
っ
た
。

　

⑵
面
談
の
評
価
で
は
、
１
回
目
に
お
い
て
は
他
の
参

加
者
と
比
較
し
て
本
人
に
大
き
な
変
化
を
認
め
た
（
図

６
、
７
）。
２
回
目
に
は
他
の
参
加
者
で
も
変
化
が
現

Ｒ
Ｊ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
①~

⑥
の
６
点
と
し

た
。
こ
の
面
談
の
前
後
で
、
記
入
し
や
す
く
し
た
、
⑴

気
分
・
感
情
の
短
期
Ｐ
Ｏ
Ｍ
Ｓ
尺
度
質
問
紙
票
と
、
⑵

不
偏
性
と
面
談
の
意
義
・
内
容
を
口
述
・
自
記
式
質
問

紙
票
を
用
い
て
参
加
者
か
ら
聴
取
し
た
。

　

⑴
感
情
・
気
分
で
は
、
低
下
が
み
ら
れ
た
も
の
は
抑

臨床倫理メディエーション

れ
て
い
た
（
図
８
、
９
）。

　

こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
る
修
復
的
正
義
の
意
義
が
認
め
ら
れ
た
、と
い
え
る
。

３
．
修
復
的
正
義
の
限
界

　

修
復
的
正
義
の
限
界
は
あ
る
。
犯
罪
の
な
か
に
は
、
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害
に
対
す
る
寛
容
と
赦
し
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
今
回
の
２
集
団
の
面
談

が
う
ま
く
い
っ
た
の
は
、
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

（
図
10
）。
ま
ず
、
加
害
者
に
対
す
る
受
容
的
意
見
は
障

害
や
死
亡
事
件
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
次

に
、
事
前
の
被
害
者
・
加
害
者
間
の
関
係
性
が
有
る
か

無
い
か
に
よ
っ
て
も
、
受
容
的
態
度
は
違
う
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
被
害
者
の
加
害
者
に
対
す
る
応
報
的
感
情
の
有

無
と
程
度
に
よ
っ
て
も
面
談
そ
の
も
の
が
開
催
さ
れ
る

か
ど
う
か
は
疑
念
を
持
た
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　

人
を
赦
せ
な
い
の
は
、
そ
の
人
へ
の
思
い
が
強
い
か

ら
で
あ
る
。
怒
り
も
苦
し
み
も
、
関
係
性
が
あ
る
か
ら

こ
そ
生
み
出
さ
れ
る
感
情
で
あ
る
。

　

新
年
に
あ
た
り
、
人
に
優
し
く
寛
容
で
あ
り
た
い
。

た
と
え
、
騙
さ
れ
た
り
、
陥
れ
ら
れ
た
り
し
て
も
、
騙

す
よ
り
、
騙
さ
れ
た
こ
と
で
熟
考
す
る
機
会
を
与
え
ら

れ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
騙
さ
れ

る
こ
と
は
、
傷
心
や
損
害
を
被
る
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
の
連
載
の
中
で
、「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」

を
例
え
に
、
倫
理
を
述
べ
た
稿
が
あ
る
。
そ
の
通
説
の

解
釈
は
、
隣
人
へ
の
愛
と
い
っ
た
宗
教
的
な
こ
と
や
人

種
差
別
を
な
く
す
こ
と
の
示
唆
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
人
類
学
的
な
修
復
的
な
営
み

な
の
で
あ
る
。
天
変
地
異
の
異
常
事
態
が
続
く
近
年
、

地
球
規
模
で
、
相
互
に
今
、
ト
レ
ラ
ン
ス
（
寛
容
）
の

心
を
、
人
類
も
世
界
も
必
要
と
し
て
い
る
。

　

地
球
温
暖
化
、
天
候
不
順
、
自
然
災
害
、
政
治
不
安
、

信
頼
へ
の
揺
ら
ぎ
な
ど
、
予
期
せ
ぬ
事
態
、
未
曽
有
の

事
態
が
人
間
を
襲
う
。
人
間
こ
そ
が
人
間
を
救
う
。
今

後
、
人
類
や
平
和
な
世
界
を
滅
ぼ
し
て
い
く
の
か
、
持

続
的
な
社
会
を
創
生
し
て
い
く
の
か
は
、
個
々
の
人
の

思
考
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
競
争
や
責
め
る
こ
と
を
超

え
て
、
予
期
せ
ぬ
こ
と
、
起
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、

責
任
を
ど
う
果
た
す
の
か
と
い
う
、
修
復
的
な
正
義
を

再
考
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
も
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か
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メ
デ
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エ
ー
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ン
と

倫
理
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、「
共
創
」
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醒
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で
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ら
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
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図10　

修復的正義の限界：
害に対する寛容と赦しは容易ではない

アリーゴの批判
(1) 階層的な表象の特権化
(2) 秩序を前提としている
(3) 理想的発話行為や合意形成力学の賞賛
(4) 他の言説を犠牲にしての法的言説の継続的侵犯
(5) マクロな領域とミクロの領域との結合をさせた
　  戦略の欠如
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041020163.pdf#search=%27修復的正義%27
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