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生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整

田

口

精

一
、
序

言

　
最
近
、
地
域
住
民
の
間
に
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
利
害
関
係
の
対
立
が
著
し
い
。
た
と
え
ば
公
害
に
よ
る
生
活
環
境
の
破
壊
に
対
抗
し
て
環
境
権
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》

と
い
う
新
た
な
権
利
の
観
念
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
憲
法
の
生
存
権
お
よ
び
幸
福
追
求
権
に
関
す
る
条
項
に
よ
つ
て
、
こ
う
し
た
権
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利
の
成
立
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
生
活
利
益
の
侵
害
に
対
す
る
防
禦
の
請
求
を
憲
法
の
段
階
に
ま
で
た
か
め
て
基
本
的
人
権
の
援
用

に
ょ
り
．
こ
れ
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
公
害
に
起
因
す
る
人
権
侵
害
の
問
題
は
、
現
在
、
国
、
公
共
団
体
の

権
力
作
用
に
よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
民
間
に
お
け
る
各
人
相
互
の
生
活
利
害
の
競
合
と
対
立
に
よ
つ
て
引
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ

の
理
由
は
、
い
ま
で
は
国
民
の
権
利
自
由
を
公
権
力
に
よ
る
侵
害
に
対
し
て
保
障
し
よ
う
と
す
る
立
憲
主
義
の
確
立
に
よ
つ
て
、
現
行
憲
法
は
、

ひ
と
ま
ず
公
権
力
の
発
動
に
対
す
る
制
約
の
役
割
を
果
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
各
人
相
互
の
利
害
の
競
合
に

つ
い
て
は
．
必
ず
し
も
的
確
な
判
定
の
基
準
を
定
め
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
叉
、
ま
た
そ
う
し
た
利
害
の
調
整
に
関
す
る
適
切
な
措
置
を
指
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示
す
る
も
の
で
は
な
く
て
．
も
つ
ば
ら
人
権
保
障
の
基
本
原
理
だ
け
を
宣
言
し
て
い
る
こ
と
も
一
つ
の
原
因
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
従
来
、
人
権
保
障
の
重
点
は
．
あ
く
ま
で
も
公
権
力
の
憲
法
に
よ
る
抑
制
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
つ
て
、
自
由
不
可
侵
の
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
憲
法
、
法
律
に
基
づ
く
こ
と
な
く
理
由
な
し
に
国
家
か
ら
の
命
令
、
強
制
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
、
国
民
の
権
力
に
対

抗
す
る
意
識
は
、
そ
の
歩
調
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
に
権
力
の
分
立
、
法
治
行
政
の
原
理
．
裁
判
に
よ
る
権
利
保
護
の
制
度
等
の

確
立
に
よ
つ
て
、
国
民
の
権
利
自
由
が
公
権
力
に
対
し
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
憲
法
に
よ
る
人
権
保
障
に
対
す
る
国

民
の
一
致
し
た
要
請
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
民
間
で
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
は
、
過
失
責
任
の
原
則
に
基
づ
い
て
民
事
法
上
の
損
害
賠
償
の
制
度
に
よ
り
加
害
者
が
被
害
者

の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
．
し
か
し
公
害
問
題
の
よ
う
な
新
た
な
利
害
の
対
立
情
況
に
直
面
し

た
場
合
に
、
従
来
の
よ
う
な
過
失
責
任
の
原
則
に
よ
る
加
害
者
の
個
人
的
な
賠
償
負
担
の
み
で
は
．
被
害
者
の
揖
害
を
完
全
に
救
済
す
る
こ
と
が

不
可
能
に
な
つ
た
。
そ
の
た
め
に
公
害
発
生
の
防
止
と
そ
れ
に
必
要
な
規
制
措
置
の
実
施
が
要
請
さ
れ
、
さ
ら
に
住
民
相
互
の
利
害
の
調
整
手
続

と
権
利
の
保
護
な
ら
び
に
損
害
の
救
済
制
度
の
創
設
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
一
連
の
新
た
な
社
会
生
活
環
境
の
整
備
と
保
護
に
関
す

る
法
制
度
な
ら
び
に
、
そ
の
維
持
運
営
に
つ
い
て
の
法
理
論
の
確
立
が
要
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
ま
だ
完
成
さ
れ
た

も
の
と
は
い
い
き
れ
ず
、
な
お
今
後
の
充
実
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
最
近
の
公
害
問
題
は
、
不
特
定
多
数
の
地
域
住
民
が
営
む
集

団
生
活
の
な
か
で
、
相
互
の
連
鎖
的
な
交
渉
関
係
を
通
じ
、
各
人
の
通
常
の
生
活
活
動
の
集
積
に
よ
つ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
．
こ
れ
を

各
人
の
個
別
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
不
法
行
為
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
都
市
公
害
の
よ
う
に
、
大
気
汚
染
、
騒

音
、
廃
棄
物
、
下
水
等
に
ょ
る
生
活
環
境
の
悪
化
は
、
人
口
の
集
中
に
よ
る
各
人
の
生
活
活
動
の
巨
大
な
集
積
が
原
因
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
一
人

ひ
と
り
の
行
動
に
分
解
し
た
の
で
は
、
そ
れ
ら
の
行
為
は
、
な
ん
ら
非
難
さ
れ
る
べ
ぎ
要
因
を
も
た
な
い
日
常
の
正
常
な
生
活
行
動
に
過
ぎ
な
い

も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
個
別
的
な
民
事
法
上
の
個
人
責
任
の
追
及
に
よ
つ
て
処
理
す
べ
き
不
法
行
為
と
み
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
い
わ



ば
各
人
が
公
害
の
被
害
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
加
害
者
と
し
て
、
そ
の
原
因
を
互
に
つ
く
ウ
出
し
て
い
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
そ

れ
故
に
公
害
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
社
会
生
活
の
利
害
の
対
立
に
関
す
る
間
題
は
．
個
人
主
義
・
自
由
主
義
の
思
想
に
基
づ
く
私
的
自
治
の
原
則
と

過
失
責
任
の
民
事
法
上
の
法
理
の
み
で
は
．
そ
の
解
決
を
期
待
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
つ
て
、
社
会
公
共
の
機
関
に
よ
る
調
整
の
措
置
が
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
《
2
》

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
現
在
の
公
害
紛
争
処
理
法
は
、
公
害
に
関
す
る
対
立
の
調
整
と
紛
争
の
解
決
を
目
的
と
す
る
制
度
の
創
設
を

意
図
し
た
一
連
の
新
立
法
の
囲
つ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
も
つ
と
も
右
の
よ
う
に
述
べ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
公
権
力
に
ょ
る
人
権
侵
害
の
脅
威
が
．
現
在
ま
つ
た
く
、
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
も
し
国
家
機
関
が
憲
法
の
規
律
を
無
視
し
て
恣
意
的
な
権
限
の
行
使
を
す
れ
ば
．
人
権
は
．
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
押
し
流
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
故
に
人
権
の
公
権
力
に
対
す
る
保
障
は
、
現
在
で
も
、
な
お
人
権
思
想
の
基
盤
と
な
つ
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
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い
。
つ
ま
り
基
本
的
人
権
の
特
質
は
．
国
に
対
す
る
国
民
の
防
禦
権
（
》
薯
魯
幕
。
算
留
。
象
夷
器
o
q
農
。
巳
8
0
ρ
“
鶏
酔
）
と
い
う
こ
と
に
あ
り
．
そ

れ
は
自
己
の
生
活
内
部
を
公
権
力
に
よ
つ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
権
を
意
味
す
る
も
の
で
．
各
人
の
自
活
領
域
に
お
け
る
自
主
性
と
み

ず
か
ら
の
支
配
権
の
絶
対
的
な
尊
重
、
不
可
侵
を
も
つ
て
、
そ
の
核
心
と
な
す
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
に
伝
統
的
な
人
権
思
想
か
ら
み
れ
ぽ
、

人
間
の
生
存
に
と
つ
て
国
家
の
権
力
は
最
も
危
険
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
命
令
強
制
の
執
行
手
段
と
も
い
う
べ
き
警
察
力
は
、
国
民
の
自
由
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
》

つ
て
は
、
い
わ
ば
そ
の
最
大
の
敵
対
者
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
れ
ば
公
権
力
に
対
す
る
憲
法
の
厳
重
な
規
制
に
よ
つ
て
人
権
侵
害
を
阻
止

し
、
し
か
も
民
主
的
な
国
民
の
政
治
参
加
と
責
任
政
治
の
体
制
と
を
強
化
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
国
家
機
関
の
活
動
を
国
民
一
般
の
監
視
と
批
判
の
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も
と
に
お
く
こ
と
に
な
つ
た
も
の
で
、
こ
う
し
た
法
制
上
の
制
約
を
も
つ
て
公
権
力
に
よ
る
人
権
侵
害
事
件
を
減
少
さ
せ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。

　
し
か
し
右
の
公
害
問
題
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
．
人
権
侵
害
は
、
公
権
力
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
だ
け
だ
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
現
在
、
多
く
の

人
権
問
題
は
各
人
の
権
利
自
由
に
基
づ
く
日
常
の
活
動
に
起
因
す
る
も
の
で
、
各
人
相
互
の
関
係
に
お
け
る
生
活
利
益
の
侵
害
が
、
そ
の
ほ
と
ん
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ど
の
場
合
の
事
例
と
い
つ
て
も
よ
い
。
特
に
右
の
公
害
問
題
に
集
中
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
・
各
人
の
生
活
利
害
の
対
立
が
多
様
化
し
複
雑
に
錯

綜
し
て
く
る
と
、
公
権
力
の
ほ
か
に
．
む
し
ろ
民
間
の
私
的
な
実
力
の
格
差
の
た
め
に
各
人
の
生
活
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
る
事
例
が
、
著
し
く
増

大
し
て
き
て
い
る
。
現
在
そ
の
最
も
深
刻
な
問
題
が
公
害
に
よ
る
生
活
環
境
の
破
壊
で
あ
つ
て
．
こ
う
し
た
生
活
の
危
険
を
除
去
し
て
、
公
共
の

安
全
と
公
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
国
、
公
共
団
体
の
当
然
の
責
務
で
あ
つ
た
か
ら
．
い
ま
改
め
て
人
権
の
尊
重
擁
護
を
掲
げ
な
く
て
も
、

公
害
の
規
制
と
除
去
は
国
家
的
な
任
務
と
し
て
当
然
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
権
利
自
由
の
濫
用
に
よ
つ
て
他
人
の
生

活
を
脅
か
す
こ
と
を
禁
止
し
、
こ
れ
を
阻
止
、
鎮
圧
す
る
こ
と
は
．
各
人
の
生
活
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
当
然
に
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

国
家
的
な
任
務
で
あ
り
、
そ
れ
は
公
権
力
に
対
抗
す
る
基
本
的
人
権
の
思
想
が
確
立
さ
れ
て
も
、
な
ん
ら
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
現
在
、
人
権
の

尊
重
は
従
来
よ
り
も
な
お
一
層
、
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
公
権
力
の
発
動
に
対
す
る
法
律
上
の
制
約
も
、
ま
す
ま
す
厳

格
な
も
の
に
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
逆
に
国
家
的
な
措
置
に
よ
る
社
会
生
活
の
統
制
を
求
め
る
要
請
が
た
か
ま
り
つ

つ
あ
る
。
そ
う
し
た
傾
向
は
．
深
刻
な
公
害
問
題
に
直
面
し
た
と
き
必
然
的
な
成
り
行
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
際
限
の
な
い
公
権
力
の
拡
大
強
化

は
、
人
権
思
想
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
や
は
り
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
憲
法
問
題
を
包
蔵
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
観
点
に
お
い
て
環
境
破
壊
の
問
題
を
め
ぐ
る
人
権
主
張
の
対
立
と
．
そ
の
調
整
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
の
考
察
を
加
え

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
1
）
仁
藤
．
池
尾
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
マ
環
境
権
』
の
法
理
」
法
律
時
報
四
三
巻
三
号
一
五
八
頁
、
大
阪
弁
護
士
会
環
境
権
研
究
会
「
環
境
権
確
立
の
た
め

　
の
提
言
』
ジ
昌
リ
ス
ト
四
七
九
号
六
〇
頁
．
仁
藤
『
環
境
権
の
提
唱
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
二
号
二
二
八
頁
、
原
田
ほ
か
「
公
害
訴
訟
と
環
境
権
』
同
二
三
五

頁
、
阿
部
『
現
代
人
権
論
の
一
側
面
』
．
公
法
研
究
三
四
号
九
四
頁
以
下
、
原
田
・
公
害
と
行
政
法
八
O
頁
以
下
等
参
照
。

（
2
）
　
原
田
・
公
害
と
行
政
法
榊
○
頁
参
照
。

（
3
）
田
鼻
零
げ
＆
聾
o
q
8
3
・
響
＆
。
巽
。
浮
器
蓉
o
砲
⑩
。
q
。
誉
耳
¢
（
国
＜
O
国
）
噂
臣
．
S
切
●
8
“
．

（
4
）
蜜
塁
4
二
》
鼠
僻
宇
毒
昔
9
。
言
（
寓
建
慧
と
謹
斡
民
§
タ
）
．
一
〇
舞
＞
昼
鱒
＞
び
。
」
・
o慶
。
謡
●



（
5
）
私
人
相
互
閥
に
お
け
る
人
権
侵
害
は
．
ま
た
基
本
的
人
権
の
第
三
者
効
力
の
問
題
で
も
あ
る
。
第
三
者
効
力
に
つ
い
て
は
、
芦
部
．
私
人
間
に
お
け
る
基

本
的
人
権
の
保
障
』
東
大
社
研
・
基
本
的
人
権
1
．
総
論
二
五
五
頁
以
下
．
な
お
公
法
研
究
二
六
号
に
お
け
る
第
三
者
効
力
に
関
す
る
各
報
告
参
照
。

（
6
）
　
芦
部
前
掲
二
五
五
頁
参
照
。

二
、
環
境
権
提
唱
の
意
図
と
根
拠

　
ま
ず
環
境
権
の
提
唱
は
、
こ
れ
を
人
権
享
有
の
具
体
的
な
顕
現
の
一
つ
と
し
て
．
憲
法
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
の
な
か
に
加
え
よ

　
　
ハ
ユ
リ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
環
境
権
と
い
う
新
し
い
観
念
の
成
立
を
主
張
す
る
意
図
は
、
現
在
、
急
激
に
進
行
し
て
い
る
公
害
問
題
に
対

処
し
て
．
地
域
住
民
が
主
体
的
に
自
ら
の
生
活
の
安
全
を
環
境
破
壊
に
対
抗
し
て
確
保
し
よ
う
と
す
る
地
域
ぐ
る
み
の
活
動
を
正
当
化
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
》

に
、
そ
の
根
拠
を
憲
法
の
人
権
保
障
に
求
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
生
活
環
境
を
万
人
の
共
有
と
し
、
こ
れ
が
一
部
の
者

の
企
業
活
動
に
よ
つ
て
侵
害
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
・
こ
れ
に
対
抗
し
て
環
境
の
保
全
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
人
権
に
基
づ
く
地
域
住
民
の
当
然

の
権
利
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
現
行
憲
法
は
、
こ
う
し
た
住
民
の
権
利
を
予
測
し
て
、
こ
れ
を
保
障
す
る
よ
う
な
条
項
を
設
け
て
は
い
な
か
つ

た
。

　
そ
こ
で
ま
ず
憲
法
二
五
条
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
権
利
の
観
念
の
な
か
に
含
め
て
、
各
人
が
良
好
な
環
境
の
な
か
で
健
康
な
生
活
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

営
み
、
快
適
な
生
活
を
享
受
す
る
こ
と
は
．
生
存
権
の
保
障
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
う
し
た
著
想
は
、
・
現
在
の
自
然
環
境
保

全
法
二
条
が
環
境
保
全
行
政
の
指
導
理
念
を
定
め
て
、
　
『
自
然
環
箋
の
保
全
は
、
自
然
環
境
が
人
間
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
広
く
国
民
が
そ
の
恵
沢
を
享
受
す
る
と
と
も
に
、
将
来
の
国
民
に
自
然
環
境
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
適
正
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
ま
た
公
害
対
策
基
本
法
一
条
が
こ
の
法
律
の
目
的
に
つ
い
て
、
　
『
国
民
の
健
康
で
文

化
的
な
生
活
を
確
保
す
る
う
え
に
お
い
て
公
害
の
防
止
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
…
…
国
民
の
健
康
を
保
護
す
る
と
と
も

　
　
　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匠
　
　
　
（
二
五
三
）



　
　
　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
　
（
二
五
四
）

に
、
生
活
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
な
か
に
明
白
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
最
近
の
こ
う
し
た
立
法
例

を
根
拠
に
公
害
防
止
お
よ
び
環
境
保
全
の
行
政
は
．
国
民
の
生
存
権
の
保
障
に
対
応
す
る
も
の
で
．
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
を
実
質
的
に
充
足
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
》

る
た
め
の
必
要
な
措
置
で
あ
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
右
の
法
律
の
ほ
か
に
環
境
保
護
に
関
す
る
最
近
の
一
連
の
立
法
も
、
住
民
の
利

益
に
、
公
害
か
ら
自
己
の
生
活
環
塊
を
防
衛
す
る
権
利
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
．
公
害
環
境
行
政
の
単
な
る
反
射
的
効
果
と
し
て
住
民

の
利
益
を
と
ら
え
る
よ
り
も
．
環
境
権
を
、
さ
ら
に
、
一
段
た
か
め
て
憲
法
二
五
条
と
の
結
合
に
よ
り
、
住
民
の
健
全
な
生
活
環
境
を
保
持
す
る
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

利
と
し
て
、
憲
法
か
ら
直
接
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。

　
も
っ
と
も
生
存
権
の
保
障
は
、
歴
史
的
な
由
来
に
よ
れ
ば
社
会
の
弱
者
に
対
す
る
生
活
援
助
の
給
付
を
実
体
と
す
る
も
の
で
、
こ
こ
に
環
境
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

全
の
請
求
権
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
憲
法
二
五
条
の
趣
旨
に
ま
つ
た
く
新
た
な
内
容
を
付
加
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
、
単
に
条
文
の
拡
張
解
釈
に
よ
つ
て
こ
う
し
た
別
個
の
内
容
を
持
ち
こ
む
こ
と
は
、
ま
さ
に
解
釈
に
よ
る
新
立
法
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
、
条
文
の
客
観
的
な
解
釈
と
し
て
は
、
そ
の
限
界
を
こ
え
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
法
方
法
論
上
の
疑
義
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
理
論
上
の
問
題
は
別
と
し
て
、
現
実
に
生
活
環
境
悪
化
の
情
況
に
直
面
し
た
と
き
、
住
民
の
健
康
と
生
活
の
安
全
と
を
保
護
す
る

こ
と
が
緊
急
の
問
題
と
し
て
切
追
し
て
い
る
現
状
で
は
、
環
境
権
の
法
理
は
、
む
し
ろ
現
状
の
社
会
情
勢
に
応
じ
た
新
立
法
の
促
進
を
動
き
か
け

る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
真
意
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
確
か
に
社
会
権
の
特
質
は
、
生
活
援
助
の
給
付
請
求
権
に
あ
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
具
体
的
な
講
求
権
は
、
憲
法
の
条
項
よ
り
直
接
に
導
き
出

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
活
保
護
に
関
す
る
法
制
の
創
設
を
も
つ
て
初
め
て
承
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
．
も
し
環
境
権
が
社
会
権
と
し
て

の
生
存
権
の
観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
環
境
保
護
請
求
権
は
、
環
境
保
護
法
制
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ
り
初
め
て

承
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
環
境
権
を
た
だ
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
に
よ
つ
て
根
拠
づ
け
た
だ
け
で
は
．
直

接
に
そ
れ
に
よ
つ
て
裁
判
所
に
対
し
、
行
政
庁
に
よ
る
公
害
規
制
な
い
し
は
環
境
改
善
の
措
置
を
権
利
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
倣
、
現
行
制
度
の
も



と
で
は
不
可
能
と
み
る
べ
き
で
戯
魏
・
そ
の
理
由
喚
ま
ず
そ
う
し
た
行
政
措
置
の
執
行
を
行
政
庁
に
授
権
す
べ
き
法
律
の
制
定
が
必
要
で
あ
る

が
、
裁
判
所
に
は
立
法
を
な
す
ぺ
ぎ
旨
の
命
令
強
制
の
権
限
は
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
裁
判
所
に
対
し
て
法
律
の
制
定
を
請
求
す
る
こ
と

は
．
現
在
の
法
制
の
も
と
で
は
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
問
題
は
、
周
知
の
よ
う
に
社
会
権
一
般
に
共
通
の
も
の
で
、
す
で
に
生
活
保
護
基
準
の
改
善
に
関
す
る
講
求
に
つ
い
て
、
社
会
権
の

プ
R
グ
ラ
ム
的
な
性
格
と
あ
わ
せ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
．
最
近
で
は
．
社
会
権
を
具
体
的
な
請
求
権
を
と
も
な
う
実
質
的
な
権

利
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
立
法
の
不
作
為
に
ょ
る
違
憲
確
認
訴
訟
を
一
種
の
無
名
抗
告
訴
訟
と
し
て
承
認
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
有
力

　
　
ハ
　
り

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
見
解
は
、
社
会
権
も
ま
た
権
利
で
あ
る
か
ら
に
は
．
最
終
的
に
は
必
ず
裁
判
に
よ
る
司
法
的
な
救
済
が
認
め
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
、
も
し
立
法
機
関
が
社
会
権
の
実
現
に
と
つ
て
必
要
な
立
法
措
置
を
と
ら
な
い
場
合
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
人
権
侵
害
が
あ
る
と
し

て
．
裁
判
所
に
対
し
立
法
機
関
に
よ
る
不
作
為
の
違
憲
確
認
を
請
求
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
必
要
な
法
律
の
制
定
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
違
憲
確
認
訴
訟
に
よ
る
司
法
的
な
救
済
を
も
つ
て
環
境
権
を
実
効
性
の
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
．

し
か
し
裁
判
所
の
判
決
に
そ
う
し
た
義
務
づ
け
の
効
力
を
付
与
す
る
に
は
．
な
お
違
憲
審
査
制
度
に
お
け
る
裁
判
機
関
の
権
限
、
判
決
の
効
力
．

訴
訟
当
事
者
お
よ
び
違
憲
争
訟
手
続
等
に
つ
い
て
、
新
た
な
制
度
な
い
し
は
手
続
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
．
環
境
権
を
生
存
権
の
一
種

と
し
て
制
度
的
に
確
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
う
し
た
法
制
上
の
基
盤
と
も
な
る
べ
き
前
提
条
件
を
準
備
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
立
法
論
と
し
て
、
そ
う
し
た
新
た
な
違
憲
争
訟
制
度
と
い
う
も
の
を
提
唱
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
を
実
効
あ
ら
し
め
る

た
め
に
有
意
義
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
現
行
制
度
の
も
と
で
．
立
法
の
不
作
為
に
よ
る
違
憲
審
査
請
求
と
結
合
し
た
環
境
権
を
．
憲
法

上
、
生
存
権
の
保
障
か
ら
直
接
に
導
き
出
せ
る
と
断
定
す
る
に
は
、
な
お
法
制
上
の
要
件
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
し
か
も
現
在
、
裁
判
所
の
判
決
は
司
法
作
用
の
本
質
と
し
て
当
該
事
件
に
関
す
る
個
別
的
な
拘
束
力
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
通
説

で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
判
決
の
個
別
的
効
力
に
よ
つ
て
立
法
機
関
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
も
し
立
法
機
関
に
対

　
　
　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
（
二
置
五
）



　
　
　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
翻
肇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
（
二
五
六
）

し
て
も
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
．
そ
れ
は
当
然
に
判
決
の
一
般
的
効
力
を
そ
の
前
提
と
し
て
承
認
し
て
い
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
判
決
の
効
力
は
あ
く
ま
で
も
個
別
的
な
も
の
で
、
そ
の
拘
束
力
は
当
該
事
件
に
と
ど
ま
る
も
の

で
あ
る
か
ら
．
そ
の
た
め
に
違
憲
判
決
が
あ
れ
ば
．
実
際
に
は
立
法
機
関
も
判
決
の
趣
旨
を
尊
重
し
て
、
そ
れ
に
呼
応
し
た
法
律
の
制
定
ま
た
は

改
廃
の
方
針
を
決
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
ま
た
そ
う
し
た
議
決
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
さ
れ
る
と
い
う
希
望
的
な
観
測
を
述
べ
る
に
過

ぎ
な
い
。
つ
ま
り
判
決
を
契
機
と
し
て
事
実
上
つ
く
り
出
さ
れ
る
政
治
的
な
影
響
力
を
期
待
し
た
ま
で
の
こ
と
で
、
決
し
て
判
決
そ
れ
自
体
の
法

　
　
の

律
上
の
効
力
に
よ
つ
て
、
立
法
機
関
が
裁
判
所
の
判
決
に
従
う
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も

行
政
事
件
訴
訟
法
で
は
取
消
判
決
は
関
係
行
政
庁
を
も
拘
束
す
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
三
条
一
項
）
、
こ
れ
を
根
拠

に
国
会
の
法
律
制
定
に
関
す
る
議
決
ま
で
も
判
決
が
拘
束
す
る
と
考
え
る
の
は
無
理
な
拡
張
解
釈
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
社
会
権
の
実

質
的
な
充
足
と
そ
の
具
体
的
な
享
有
に
関
す
る
裁
判
上
の
保
障
に
つ
い
て
は
、
社
会
権
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
立
法
権
と
の
関
係
に
お
い
て
．

権
力
の
分
立
と
司
法
裁
判
の
本
質
に
基
づ
く
限
界
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
こ
え
る
裁
判
所
の
新
た
な
権
限
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
司
法
裁
判
制
度
の
根
本
的
な
改
正
を
必
要
と
す
る
。

　
そ
こ
で
現
行
憲
法
の
も
と
で
環
境
権
の
意
味
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
提
唱
は
、
物
権
的
な
請
求
権
を
随
伴
す
る
財
産
権
の
よ
う
に
、
他
か

ら
の
侵
害
を
排
除
す
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
な
支
配
権
、
管
理
権
そ
し
て
さ
ら
に
生
活
環
境
の
整
備
、
改
善
を
求
め
る
給
付
請
求
権
ま
で
も
、

憲
法
か
ら
直
接
に
導
き
出
す
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
生
活
環
境
の
保
全
と
改
善
に
、
そ
の
主
体
と
な
つ
て
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
求
め

る
地
域
住
民
の
要
求
と
理
解
し
た
い
。
そ
れ
は
権
利
侵
害
に
対
す
る
個
々
の
被
害
者
の
救
済
講
求
権
と
い
う
よ
り
も
、
さ
ら
に
積
極
的
に
公
害
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
》

な
い
生
活
環
境
の
整
備
、
建
設
に
関
し
、
住
民
が
共
同
で
参
加
す
る
こ
と
の
権
利
が
基
盤
と
な
る
べ
ぎ
も
の
で
、
つ
ま
り
環
境
の
保
全
と
健
康
な

生
活
の
享
有
に
関
す
る
地
域
社
会
に
共
通
な
法
益
を
維
持
す
る
た
め
に
新
た
な
共
同
の
生
活
秩
序
を
創
設
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
故

に
佳
民
各
人
の
権
利
は
、
裁
判
所
へ
出
訴
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
充
た
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
．
自
分
た
ち
の
期
待
す
る
生
活
環
境
の
建
設
へ
民
主



的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
住
民
共
同
の
合
意
と
了
解
を
形
づ
く
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
満
足
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
環
境
権

の
よ
う
な
地
域
住
民
の
集
団
的
な
権
利
幅
．
裁
判
上
の
請
求
権
と
し
て
訴
訟
手
続
の
過
程
に
の
せ
て
論
ず
る
よ
り
も
．
民
主
的
な
合
意
の
形
成
に

参
加
す
る
こ
と
の
政
治
的
な
過
程
に
お
い
て
．
そ
の
意
義
を
認
め
る
の
が
本
筋
で
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

（
1
〉

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

阿
部
前
掲
論
文
公
法
研
究
三
四
号
九
四
頁
、
原
田
・
公
害
と
行
政
法
八
一
頁
参
照
。

仁
藤
『
環
境
権
の
提
唱
』
ジ
昌
リ
ス
ト
四
九
二
号
二
二
九
頁
以
下
参
照
。

阿
部
前
掲
論
文
公
法
研
究
三
四
号
九
八
頁
以
下
．
仁
藤
．
池
尾
前
掲
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
法
律
時
報
四
三
巻
三
号
一
五
八
頁
参
照
．

金
沢
．
公
害
基
本
法
（
註
釈
公
害
法
大
系
一
巻
）
八
頁
以
下
参
照
。

阿
部
前
掲
論
文
公
法
研
究
三
四
号
九
四
頁
参
照
．

生
活
保
障
と
環
境
保
護
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
環
墳
権
を
憲
法
二
五
条
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
見
解
の
誤
り
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て

は
．
小
林
直
樹
『
憲
法
と
環
境
権
』
ジ
晶
リ
ス
ト
四
九
二
号
二
二
四
頁
参
照
。

（
7
）
　
大
西
「
公
害
・
環
境
権
・
生
存
権
」
立
命
館
法
学
九
〇
号
三
頁
参
照
。
環
境
権
を
抽
象
的
な
権
利
と
し
て
の
み
承
認
す
る
も
の
と
し
て
は
．
原
田
「
公
害

訴
訟
と
環
境
権
』
ジ
轟
リ
ス
ト
四
九
二
号
二
三
五
頁
以
下
．
な
お
同
「
環
境
権
と
裁
判
所
の
役
割
』
判
例
タ
イ
ム
ス
ニ
六
五
号
二
頁
以
下
参
照
．

（
8
）
大
須
賀
『
祉
会
権
の
権
利
性
』
法
律
時
報
四
三
巻
一
号
三
二
頁
、
同
『
社
会
権
の
法
理
』
公
法
研
究
三
四
号
一
一
三
頁
以
下
、
．
一
二
〇
頁
以
下
参
照
。
ま

　
た
高
田
敏
「
生
存
権
』
判
例
演
習
講
座
憲
法
一
六
六
頁
参
照
。

（
9
）
　
清
宮
・
憲
法
1
（
新
版
V
三
七
〇
頁
参
照
。

（
⑳
）
　
原
田
・
前
掲
書
八
四
頁
参
照
。

三
、
一
般
的
自
由
権
の
保
障
と
環
境
権

環
境
の
悪
化
に
よ
つ
て
健
康
を
害
さ
れ
、

　
　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
撫
の
競
合
と
詞
整

生
活
の
危
険
が
発
生
し
て
い
る
と
ぎ
に
、

被
害
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
（
二
五
七
）



　
　
　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
（
二
五
八
）

　
、
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
カ
　
ま
た
被
害
者
は
．
そ
う
し
た
公
害
の
原
因
と
な
る
べ
ぎ
行
為
に
対
し
て
行
政
機
関
の
取
締
を
権
利
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
従
来
の
伝
統
的
な
理
論
で
は
、
ま
ず
特
定
人
相
互
の
関
係
に
お
い
て
は
相
隣
関
係
の
民
事
法
上
の
法
理
に
よ
つ
て
、
利

害
の
調
整
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
．
ま
た
加
害
者
、
被
害
者
の
特
定
し
て
い
る
場
合
に
ぱ
．
不
法
行
為
に
関
す
る
民
事
法
の
理
論
に
基
づ

く
加
害
者
の
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
よ
つ
て
救
済
が
な
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
社
会
公
共
の
生
活
関
係
に
あ
つ
て
は
、
公
共
の
安
全

と
公
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
は
．
国
、
公
共
団
体
の
責
務
で
あ
つ
て
、
こ
う
し
た
任
務
の
遂
行
に
よ
つ
て
各
人
の
生
活
の
安
全
が
一
般
的
に
保

護
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
生
活
環
境
の
保
全
は
、
こ
う
し
た
社
会
公
共
の
安
全
の
維
持
に
関
す
る
警
察
行
政

の
任
務
と
し
て
．
行
政
機
関
の
担
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
．
一
般
私
人
が
個
人
的
な
利
益
の
保
護
を
求
め
て
、
こ
れ
に
関
係
す
る
こ
と
は
、
各
人

の
権
利
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
各
人
の
生
活
の
安
全
は
、
行
政
機
関
の
責
務
遂
行
に
よ
る
反
射
的
な
利
益
と

し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
各
人
の
生
活
安
全
の
享
有
に
関
す
る
利
益
は
、
決
し
て
そ
の
た
め
に
各
人
の
個
人
的
な
権
利
を
根
拠
づ
け
る
も

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
公
共
の
安
全
を
維
持
す
べ
き
行
政
機
関
の
義
務
は
、
個
人
の
利
益
の
保
護
の
た
め
に
課
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
》

れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て
、
公
共
の
利
益
を
維
持
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
つ
と
も
実
際
に
は
各
人
が
規
制
の

対
象
と
な
る
べ
き
事
実
を
伝
え
て
、
行
政
機
関
の
権
限
の
発
動
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
得
る
が
、
そ
れ
は
各
人
の
権
利
に
対
応
し
て
行
政
機
関

が
、
そ
の
た
め
の
義
務
と
し
て
規
制
を
行
な
う
の
で
は
な
く
て
、
行
政
機
関
が
独
自
の
立
場
で
取
締
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
断
す
べ
ぎ
も
の
で
あ

り
、
行
政
権
の
発
動
は
個
人
の
権
利
の
主
張
に
応
ず
る
義
務
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
公
害
環
境
行
政
の
領
域
で
は
、
公
害
の
被
害
者
が
、
そ
の
原
因
と
な
る
べ
き
行
為
に
対
す
る
規
制
を
求
め
て
生
活
環
境
の
保
護
を
主

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
》

張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
住
民
の
権
利
の
所
在
を
も
つ
て
証
明
す
る
た
め
に
は
．
環
境
権
の
成
立
が
論
証
さ
れ
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
は
、
ま
た
憲
法
二
五
条
の
ほ
か
に
憲
法
一
三
条
の
生
命
．
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
援
用
さ
れ
て
い

ハ
　
りる

。
つ
ま
り
憲
法
一
三
条
の
一
般
的
自
由
権
が
、
憲
法
の
各
条
項
に
明
記
さ
れ
た
名
目
的
な
個
々
の
自
由
権
の
保
障
に
属
し
な
い
無
名
の
人
権
享



有
の
態
様
に
対
し
て
も
．
憲
法
上
の
保
障
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
憲
法
コ
ニ
条
の
一
般
的
条
項
を
根
拠
に
し
て
環
境
権
の
観
念
を
．
そ
の
な
か
に

包
含
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
著
想
は
、
こ
れ
が
最
初
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
海
外
旅
行
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

が
憲
法
二
二
条
の
居
住
移
転
の
自
由
ま
た
は
外
国
へ
の
移
住
の
自
由
に
含
ま
れ
な
い
と
し
て
も
．
な
お
憲
法
に
よ
つ
て
そ
れ
渉
保
障
さ
れ
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
》

も
の
で
、
そ
の
理
由
は
、
そ
う
し
た
無
名
の
自
由
も
ま
た
幸
福
追
求
の
権
利
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
最
近
の
実
例
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
：
の
権
利
の
保
障
に
つ
い
て
も
、
憲
法
コ
ニ
条
の
一
般
的
条
項
の
援
用
に
よ
つ
て
、
憲
法
に
明
文
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
な
く
て
も
、
こ
れ
を
基
本
的
人
権
の
な
か
に
含
め
て
憲
法
上
の
保
障
を
認
め
よ
う
と
し
た
、

　
も
つ
と
も
幸
福
追
求
権
の
よ
う
な
一
般
的
条
項
に
よ
つ
て
具
体
的
な
権
利
を
基
礎
づ
け
よ
5
と
す
る
思
考
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
が
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

明
確
で
薄
弱
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
条
文
上
の
根
拠
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
凶
般
条
項
以
外
に
は
該
当
す

る
も
の
が
な
く
、
ま
た
条
文
上
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
個
別
的
な
人
権
の
保
障
に
比
較
し

て
．
そ
う
し
た
無
名
の
権
利
自
由
に
対
す
る
憲
法
上
の
保
障
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
故
に
、
い
わ
ぽ
憲
法
の
条

項
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
無
名
の
人
権
と
も
い
う
べ
き
各
人
の
基
本
的
な
法
益
に
つ
い
て
も
人
権
と
し
て
の
保
障
を
考
慮
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
》

根
拠
ば
、
ど
う
し
て
も
幸
福
追
求
の
一
般
的
自
由
権
に
求
め
る
よ
り
仕
方
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
思
考
方
法
の
根
底
に
は
、
お
よ
そ
各

人
の
全
人
格
を
内
容
と
し
て
成
立
す
る
基
本
的
人
権
は
、
個
別
的
な
権
利
自
由
の
態
様
に
区
分
さ
れ
て
別
々
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
．
各
人

の
生
活
の
全
領
域
を
ふ
く
め
た
包
括
的
な
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
人
権
に
つ
い
て
の
基
本
思
想
が
支
え
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま

た
憲
法
の
権
利
自
由
の
保
障
に
関
す
る
各
条
項
は
、
歴
史
的
な
由
来
と
経
験
か
ら
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
理
論
的
に
各
人
の
生
活
活
動
の
す
べ
て

の
も
の
を
網
羅
的
に
包
含
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
由
と
な
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
》

　
こ
う
し
た
一
般
的
自
由
権
の
観
念
は
．
西
ド
イ
ッ
の
基
本
法
二
条
一
項
に
お
け
る
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
つ
い
て
も
、
わ
が
憲
法
一
三

条
と
同
様
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
同
基
本
法
二
条
二
項
に
は
、
生
命
身
体
の
不
可
侵
権
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
国
家
的

　
　
　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
（
二
五
九
）



　
　
　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
鴛
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
（
二
六
Q
）

な
権
力
に
対
す
る
保
障
の
み
な
ら
ず
．
社
会
の
共
同
生
活
の
な
か
で
．
生
命
、
身
体
に
対
す
る
種
々
の
危
険
に
対
し
て
、
そ
の
保
障
が
な
さ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
広
く
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
生
命
、
身
体
の
不
可
侵
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
人
身
の
自
由
と
い
う
国

の
権
力
作
用
に
よ
る
迫
害
に
つ
い
て
の
保
護
の
み
な
ら
ず
、
生
活
環
境
に
お
け
る
身
体
の
健
康
の
保
護
、
そ
の
他
、
・
飢
餓
、
生
活
の
困
窮
、
生
命

の
危
険
に
対
処
す
る
一
切
の
必
要
な
保
護
を
も
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
各
人
が
良
好
な
生
活
環
境
の
も
と
で
、
健
康
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
．
人
権
享
有
に
つ
い
て
の
不
可
欠
の
要

　
　
0

件
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
各
人
の
生
存
に
関
す
る
基
本
的
な
法
益
は
、
そ
の
こ
と
自
体
、
基
本
的
人
権
の
内
容
を
な
す
も
の
で
、
こ
れ
を
特
に

環
境
権
と
し
て
独
立
の
権
利
の
類
型
に
ま
と
め
あ
げ
な
く
て
も
、
憲
法
の
人
権
保
障
の
趣
旨
を
貫
け
ば
、
そ
の
な
か
に
は
当
然
に
生
活
環
境
の
．
保

全
も
包
含
さ
れ
る
ご
と
に
な
る
。
し
か
も
．
行
政
機
関
の
職
務
執
行
に
よ
る
反
射
的
な
利
益
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
よ
つ
て
公

共
の
安
全
と
生
活
環
境
の
保
全
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
に
住
民
の
側
に
環
境
権
と
い
う
も
の
を
認
め
な
く
て
も
、
十
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貧
》

人
権
の
享
有
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
環
境
保
護
の
措
置
が
的
確
に
施
行
さ
れ
ず
に
、
現
状
で
は
公
害
に
よ
る
生
活
環
境
の
破
壊
が
進
行
し
て
い
る
と
み
る
も

の
だ
か
ら
．
国
、
公
共
団
体
に
対
し
て
公
害
対
策
の
実
施
を
強
く
せ
ま
り
、
さ
ら
に
は
被
害
の
救
済
を
求
め
て
行
政
機
関
に
対
決
す
る
と
こ
ろ

に
、
自
己
の
立
場
を
強
く
訴
え
る
も
の
と
し
て
、
地
域
住
民
の
環
境
権
と
い
う
独
創
的
な
人
権
観
念
を
導
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
れ
ば
、

い
ま
直
ち
に
環
境
権
と
い
う
新
た
な
人
権
の
観
念
が
法
論
理
的
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
現
実
に
生
活
環
境
の

悪
化
を
阻
止
し
住
民
の
生
活
の
安
全
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
環
境
保
全
の
法
益
は
．
法
律
上
、
こ
れ
を
保
護
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
現
在
．
そ
れ
が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
、
そ
う
し
た
環
境
保
全
の
法
益
を
明
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

す
る
意
味
で
は
、
環
境
権
の
観
念
を
導
入
す
る
こ
と
の
意
義
は
十
分
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
つ
て
も
よ
い
。
こ
う
し
て
地
域
住
民
は
、
憲
法
二

五
条
の
生
存
権
の
一
環
と
し
て
生
活
環
境
の
改
善
を
将
来
に
向
つ
て
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
現
に
侵
害
さ
れ
、
ま
た



は
そ
の
危
険
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
各
人
の
健
康
と
生
活
の
安
全
の
維
持
．
回
復
の
た
め
に
、
各
人
の
権
利
と
し
て
被
害
の
救
済
と
防
止
と
を
求
め

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
講
求
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
、
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
の
保
障
に
加
え
て
、
個
人
生
活
へ
の
侵
害

に
対
抗
す
る
防
禦
権
と
し
て
の
自
由
権
的
な
根
拠
を
憲
法
一
三
条
の
一
般
的
自
由
権
の
保
障
に
関
す
る
条
項
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
．

（
1
）
O
’
犀
9
9
N
畦
く
の
繕
餓
3
静
当
o
q
惚
箆
黄
。
ぎ
q
舅
萄
。
芽
爵
暮
国
秀
騨
・
O
鍛
望
騒
。
享
響
鑓
響
』
霞
蕊
黛
婆
浮
馨
¢
喜
霧
お
鐸
幹
ε
刈
9

（
2
）
口
．
P
O
‘
の
レ
S
o。．

（
3
）
　
P
鉾
9
皿
ε
鐸
ε
お
．
西
ド
イ
ッ
で
も
一
般
に
生
活
の
安
全
は
公
安
の
維
持
の
反
尉
的
な
効
果
で
．
個
人
の
個
別
的
な
保
護
請
求
権
を
認
め
る
も

　
の
で
は
な
い
が
．
環
境
保
護
行
政
の
分
野
で
は
．
個
人
の
保
護
請
求
権
を
認
め
．
そ
れ
は
関
係
行
政
庁
の
規
制
措
置
の
発
動
を
求
め
る
権
利
と
し
て
承
認
さ
れ

　
て
い
る
。

（
4
）
　
阿
部
前
掲
論
文
公
法
研
究
三
四
号
九
四
頁
以
下
ま
た
・
む
し
ろ
幸
福
追
求
権
に
環
境
権
の
根
拠
を
求
め
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
．

　
小
林
前
掲
諭
文
ジ
畠
リ
ス
ト
四
九
二
号
ニ
ニ
五
頁
以
下
参
照
．

（
5
）
最
高
大
法
廷
・
昭
和
妻
干
九
・
一
〇
民
集
一
二
巻
コ
一
喜
一
九
六
九
頁
、
特
に
田
中
（
耕
）
．
下
飯
坂
補
足
意
見
（
一
九
七
三
頁
）
参
照
、
『
憲
法
の
人

　
権
と
自
由
の
保
障
リ
ス
ト
は
歴
史
的
に
認
め
ら
れ
た
重
要
性
の
あ
る
も
の
だ
け
を
拾
つ
た
も
の
で
．
網
羅
的
で
な
い
。
…
－
我
々
が
日
常
生
活
に
お
い
て
享
有

　
し
て
い
る
権
利
や
自
由
は
数
か
ぎ
り
な
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
名
称
が
鮒
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
一
般
的
な
自
由
ま
た
は
幸
福
追
求

　
の
権
利
の
一
部
を
な
し
て
い
る
』
。

（
6
）
　
最
高
大
法
廷
・
昭
和
四
四
・
一
二
・
二
四
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
六
二
五
頁
参
照
。
ま
た
著
名
な
モ
デ
ル
小
説
事
件
と
し
て
は
．
東
京
地
裁
．
昭
和
三
九

　
・
九
・
二
八
下
級
民
集
一
五
巻
九
号
二
一
三
七
頁
参
照
．

（
7
）
　
伊
藤
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
六
九
頁
以
下
、
同
ヲ
ラ
イ
パ
シ
ー
と
表
現
の
自
由
』
憲
法
の
判
例
一
二
〇
頁
参
照
。

（
8
）
　
栃
本
・
憲
法
（
現
代
法
律
学
全
集
2
）
一
七
〇
頁
．
ま
た
拙
稿
「
ボ
ソ
基
本
法
に
お
け
る
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
つ
い
て
』
法
学
研
究
三
六
巻
醐

　
一
号
二
八
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
拙
稿
前
掲
論
文
法
学
研
究
三
六
巻
二
号
二
三
頁
以
下
．
圃
慕
ソ
基
本
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
』
法
学
研
究
三
三
巻
一
二
号
九
二
頁
以
下

　
　
　
室
舌
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ご
　
　
　
（
二
六
一
）



　
　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整

参
照
。

（
⑳
）
冒
暫
暮
雫
9
蔚
．
O
旨
且
豊
器
貫
＞
罫
ド
＞
げ
。
戸

（
n
）
　
阿
部
前
掲
論
文
公
法
研
究
三
四
号
九
六
頁
参
照
．

（
諺
）
　
原
田
・
公
害
と
行
政
法
一
八
一
頁
参
照
．

の
為
o
o
ぬ
●
国
即
舅
鶏
5
＼
富
醤
．
O
ρ
＞
罫
瞬
国
P
ψ
一
窓
幽
●

一
四

（
二
ゐ
ハ
ニ
）

四
、
私
人
相
互
間
に
お
け
る
人
権
の
保
障

　
公
害
の
発
生
源
が
、
多
く
は
民
間
の
企
業
活
動
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
．
そ
れ
故
に
公
害
に
対
す
る
人
権
の
保
護
は
、
当
然

に
基
本
的
人
権
の
私
人
相
互
間
に
お
け
る
第
三
者
効
力
（
U
曇
一
三
鱒
巨
㎎
）
の
問
題
に
直
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
人
権
保
障
が
公
害
に

対
す
る
救
済
お
よ
び
環
境
保
全
と
の
関
係
で
、
加
害
者
と
被
害
者
と
の
間
の
利
害
関
係
に
対
し
て
．
ど
の
よ
う
な
効
力
を
及
ぼ
す
か
。
ま
ず
被
害

者
は
加
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
、
公
害
防
止
の
設
備
．
操
業
の
制
限
な
い
し
は
一
時
的
な
停
止
．
事
業
の
差
止
め
等
の
被
害
の
防
止
に
必
要
な

対
抗
措
置
ま
た
は
損
害
の
賠
償
、
損
失
の
補
填
等
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
．
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
特
に
富
山
県
神
通
川
流
域
の
カ

ド
ミ
ウ
ム
事
件
．
新
潟
県
阿
賀
野
川
お
よ
び
熊
本
県
水
俣
の
有
機
水
銀
事
件
そ
し
て
最
近
の
四
日
市
公
害
訴
訟
事
件
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
著
名

な
公
害
事
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
公
害
の
因
果
関
係
と
被
害
者
の
範
囲
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
限
り
．
そ
れ
は
特
定
の
企
業
体
に
よ
る
操
業
が
原

因
で
あ
る
こ
と
を
、
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
う
し
た
明
白
な
侵
害
事
件
の
場
合
に
は
．
ま
さ
に
不
法
行
為
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
つ

て
、
公
法
上
の
特
別
な
行
政
措
置
に
よ
ら
な
く
て
も
．
民
事
法
の
理
論
に
よ
つ
て
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
．
そ
う
し
た
重
大
な

公
害
の
防
止
は
、
こ
と
さ
ら
に
憲
法
二
一
一
条
の
幸
福
追
求
権
を
援
用
し
て
人
権
擁
護
を
う
た
わ
な
く
て
も
．
生
命
．
健
康
に
対
す
る
危
険
の
防
止

と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
す
ぐ
に
公
害
規
制
の
必
要
性
、
正
当
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
法
秩
序
は
．
各
人
相
互
の
社
会
共
同
生

活
の
安
全
を
維
持
す
る
た
め
に
あ
り
、
公
権
力
に
対
す
る
人
権
擁
護
の
思
想
が
確
立
さ
れ
て
も
．
法
が
、
他
人
の
生
活
に
対
す
る
侵
害
を
禁
止
し



て
い
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
く
・
こ
う
し
た
侵
害
行
為
を
制
止
す
る
た
め
の
公
権
力
は
、
決
し
て
害
悪
で
は
な
く
て
．
法
秩
序
を
支
え
る
た
め
の

正
当
な
手
段
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
公
害
の
規
制
も
・
ま
た
そ
の
効
果
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
ま
ず
民
問
で

の
人
権
侵
害
は
、
当
事
者
相
互
の
民
事
法
上
の
調
整
と
公
権
力
に
よ
る
規
制
に
よ
つ
て
、
そ
の
解
決
が
は
か
ら
れ
、
ま
た
防
止
の
措
置
が
な
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
》

　
と
こ
ろ
が
公
害
は
・
主
と
し
て
個
人
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
日
常
の
生
活
活
動
の
集
積
に
起
因
す
る
の
を
特
質
と
す
る
か
ら
．
、
公

害
の
防
止
、
規
制
の
た
め
に
は
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
理
由
の
な
い
正
常
な
行
為
で
あ
つ
て
も
．
い
ず
れ
は
公
害
の
原
因
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
れ

ば
・
規
制
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
鶴
磁
・
こ
の
点
が
人
権
保
障
の
要
請
と
対
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
従
来
公
共
の
福
祉
を
理
由
と
す

る
警
察
規
制
は
、
損
害
発
生
の
高
度
の
危
険
の
あ
る
場
合
に
、
初
め
て
各
人
の
権
利
自
由
に
対
す
る
取
締
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
り
．
こ
の
裁
量
を

誤
る
な
ら
ば
、
逆
に
違
法
な
権
力
行
使
と
し
て
、
人
権
侵
害
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
公
害
の
防
止
や
環
境
保
全
に
必
要
な
規
制
措
置

は
、
従
来
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
違
憲
、
違
法
の
取
締
と
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
、
公
害
行
政
と
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
、
各
人
の

行
動
に
対
す
る
規
制
の
措
置
砥
む
し
ろ
強
化
さ
れ
．
逆
に
各
人
の
自
由
の
範
囲
は
．
そ
れ
だ
け
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
た
め
に
公
害
規
制
な
い
し
は
環
境
基
準
の
制
定
お
よ
び
そ
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
公
権
力
を
手
段
と
す
る
強
制
的
な
取
締
に
ょ
る

よ
り
も
、
ま
ず
地
域
住
民
お
よ
び
企
業
関
係
者
に
よ
る
自
主
的
な
合
意
に
基
づ
く
調
整
が
優
先
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
で
．
国
．
公
共
団
体
は
．
第
三

者
と
し
て
そ
の
調
停
の
役
割
を
担
当
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
個
々
の
住
民
が
直
接
に
企
業
関
係
者
と
折
衝
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

は
・
環
境
保
全
を
事
業
目
的
と
す
る
住
民
団
体
さ
ら
に
は
住
民
の
利
益
を
代
表
し
て
公
共
団
体
自
身
が
交
渉
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
当

事
者
の
合
意
の
上
に
支
え
ら
れ
た
協
定
は
、
私
人
相
互
間
の
人
権
享
有
関
係
を
調
整
す
る
う
え
で
、
自
主
的
に
そ
の
基
準
を
設
定
し
よ
う
と
す
る

の
だ
か
ら
、
そ
の
成
果
は
法
律
上
、
当
然
に
尊
重
さ
れ
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
最
近
．
公
害
防
止
の
た
め
に
地
方
公
共
団
体
と
企
業
関

嚢
あ
間
に
韓
砦
公
誘
止
簸
誓
及
し
て
い
途
そ
れ
議
讐
の
畠
容
蓼
嚢
の
根
拠
に
し
て
．
地
域
の
特
肇
健

　
　
　
盤
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
指
の
競
合
と
調
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
（
二
六
三
）



　
　
　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
講
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
　
　
（
二
六
四
）

応
じ
た
公
害
防
止
の
措
置
を
取
り
き
め
て
い
く
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
人
権
の
競
合
、
衝
突
の
問
題
を
権
力
的
な
手
段
に
よ
ら
ず
に
、
当
事
者
の
自

由
意
思
に
基
づ
く
自
主
的
な
調
整
を
成
立
さ
せ
る
契
約
の
方
式
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
私
人
相
互
間
に
お
け
る
人
権
の
競
合
は
．
一
方
の
人
権
享
有
を
絶
対
的
に
尊
重
し
て
．
他
方
の
人
権
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
常
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

調
整
を
考
慮
し
て
処
理
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
表
現
の
自
由
の
否
定
で
は
な

く
．
逆
に
表
現
の
自
由
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
否
定
に
よ
つ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
環
境
保
全
に
関
す
る
生
活
権
は
、
他

人
の
生
活
利
益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
憶
な
く
．
相
互
の
利
害
の
調
整
を
無
視
し
て
、
自
己
の
利
益
を
絶
対
的
に
主
張

す
る
根
拠
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
産
業
公
害
の
影
響
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
工
場
の
操
業
を
差
止
め
る
こ
と
も
必

要
に
な
る
が
、
そ
れ
ぱ
決
し
て
正
当
な
営
業
活
動
ま
で
も
排
除
す
る
と
い
5
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
環
境
権
を
認
め
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
地
域
住
民
の
絶
対
権
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
地
域
住
民
の
生
活
の
利
害
を
比
較
衡
量
し
、
相
互
の
利
害
の
調
整
に
際
し
て
公

平
な
配
慮
を
求
め
る
趣
旨
の
も
の
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
人
権
の
私
人
相
互
間
に
お
け
る
保
障
の
効
力
を
、
当
事
者
間
の
直
接
的
な

関
係
に
求
め
ず
に
、
そ
の
調
整
に
関
す
る
国
家
的
な
配
慮
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
住
民
の
環
境
権
は
漕
直
接
に
他
の
民

間
企
業
や
私
人
の
活
動
に
対
し
て
、
そ
れ
を
制
限
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
ぱ
な
く
て
、
各
人
が
良
好
な
環
境
の
な
か
で
健

康
と
生
活
の
安
全
を
相
互
に
享
有
で
き
る
よ
う
に
、
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
国
．
公
共
団
体
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
権

（
5
》

利
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
と
え
ば
汚
水
処
理
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
、
付
近
の
居
住
者
か
ら
健
康
に
対
す
る
被
害
の
あ
り
得
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
生
命
身
体
に
対
す
る
侵
害
の
予
防
の
た
め
に
、
施
設
の
設
置
を
事
前
に
差
し
生
め
る
こ
と
も
必
要
に
な
る
。
し
か
し
ま
た
．
そ
う
し
た
施
設
を

設
置
す
る
こ
と
は
、
地
域
の
環
境
を
整
備
し
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
環
擁
権
の
範
囲
．
共
有
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
》

範
囲
が
不
明
で
．
単
に
利
己
的
な
反
対
に
す
ぎ
な
い
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
主
張
は
排
除
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
故
に
大
気
汚
染
，



汚
水
、
騒
音
、
悪
臭
，
日
照
の
妨
害
、
健
康
に
対
す
る
害
悪
等
、
そ
れ
が
公
害
、
環
境
汚
染
と
し
て
排
除
さ
れ
る
た
め
に
は
、
住
宅
地
、
工
場
地

帯
、
都
心
部
と
郊
外
と
い
う
よ
う
な
地
域
的
な
状
況
、
施
設
の
地
域
社
会
に
お
け
る
有
用
性
・
重
要
性
・
居
住
者
相
互
の
生
活
関
係
、
先
住
闘
係

等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
調
整
の
基
準
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
工
場
建
設
計
画
の
た
め
に
公
用
水
面
の
埋
立
免
許
を
す
る

場
合
に
、
単
に
工
場
建
設
に
よ
る
経
済
的
な
利
益
と
漁
業
権
の
喪
失
に
よ
る
権
利
者
の
損
害
と
を
計
数
的
に
比
較
す
る
の
み
な
ら
ず
、
地
方
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
だ
ワ

の
生
活
環
境
に
対
す
る
影
響
を
も
当
然
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
社
会
の
共
同
生
活
に
お
い
て
、
相
互
に
享
有
す
べ
き
生
活
利

益
と
、
互
に
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
利
益
と
負
担
は
、
公
平
に
配
分
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
両
者
の
比
較
衡
量
に
よ
れ
ば
、
社
会
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
》

活
上
、
当
然
に
了
承
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
受
忍
の
限
度
を
こ
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
．

こ
の
場
合
に
無
名
の
人
権
．
自
由
で
あ
つ
て
も
憲
法
上
の
保
障
が
考
慮
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
権
利
自
由
の
存
在
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
、
比
較
衡
量
の
公
平
を
期
す
る
意
味
で
必
要
な
こ
と
で
、
環
境
権
の
提
唱
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
法
益
と
同
様
に
、
そ
う
し
た
効
果

と
実
益
と
を
目
標
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

原
田
・
公
害
と
行
政
法
一
四
頁
以
下
．
七
一
頁
以
下
参
照
．

原
田
・
前
掲
書
七
三
頁
以
下
参
照
．

公
害
防
止
協
定
の
意
義
と
特
質
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
書
一
厳
三
頁
以
下
参
照
．

拙
積
『
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
』
法
学
研
究
三
八
巻
六
号
七
七
頁
以
下
参
照
。

原
田
・
前
掲
婁
八
○
頁
以
下
．
阿
部
前
掲
論
文
公
法
研
究
三
四
号
九
四
頁
以
下
参
照
。

住
民
の
利
益
を
認
め
て
．
建
設
の
中
止
を
命
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
広
島
地
裁
・
昭
和
四
六
・
五
・
二
〇
判
例
時
報
六
一
三
号
二
四
頁
参
照
。

住
民
の
差
止
請
求
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
は
、
鹿
児
島
地
裁
・
昭
和
四
七
・
五
・
一
九
判
例
時
報
六
七
匠
号
二
六
頁
参
照
。

大
分
地
裁
・
昭
和
四
六
・
七
・
二
〇
行
政
例
集
二
二
巻
七
号
一
一
八
六
頁
、
特
に
＝
二
二
頁
以
下
参
照
。

阿
部
前
掲
論
文
公
法
研
究
三
四
号
一
〇
二
頁
参
照
。

生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
撫
の
競
合
と
調
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
（
二
六
五
）



生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整

一
八

（
二
六
六
）

五
、
公
権
力
発
動
の
請
求
権

環
境
保
護
を
め
ぐ
る
基
本
的
人
権
の
第
三
者
効
力
に
関
す
る
問
題
は
、
最
後
に
自
己
の
権
利
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
、
他
人
に
対
し
公
権
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
よ
る
規
制
、
取
締
の
発
動
を
請
求
す
る
こ
と
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
権
保
障
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
に
必
要
な
公
権
力
の

発
動
は
．
個
々
の
権
利
主
体
が
こ
れ
を
当
然
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
警
察
法
の

　
　
ゆ

原
理
に
よ
れ
ば
．
．
警
察
権
の
発
動
は
個
人
的
な
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
社
会
公
共
の
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
本

来
の
任
務
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
公
害
行
政
の
領
域
で
は
従
来
の
原
則
を
変
え
て
、
被
害
者
に
公
害
源
に
対
す
る
規
制
の
請
求
を
認
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
こ
う
し
た
権
利
の
承
認
は
、
環
境
保
護
行
政
の
特
質
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
．
し
か
し
ま
た
基
本
的
人
権
の
第
三
者
効
力
に
よ

る
私
人
相
互
間
に
お
け
る
権
利
の
保
障
を
実
効
性
の
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
常
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
間
題
で
あ
る
。
つ
ま
り

人
権
の
保
障
は
従
来
、
公
権
力
を
抑
制
し
て
権
力
に
よ
る
干
渉
．
侵
害
か
ら
個
人
の
権
利
自
由
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は

逆
に
人
権
の
保
障
の
た
め
に
、
む
し
ろ
公
権
力
の
発
動
を
う
な
が
す
こ
と
の
請
求
権
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
公
権
力
に
対
抗
し
て
自

己
の
生
活
の
自
主
性
を
維
持
す
る
の
で
は
な
く
、
公
権
力
に
よ
つ
て
自
己
の
生
活
の
安
全
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
転
換
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
右
の
よ
う
な
思
想
的
な
転
換
に
は
．
従
来
の
法
治
主
義
の
原
理
が
そ
の
ま
ま
に
通
用
し
な
く
な
つ
た
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
る
影
響

が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
ま
た
従
来
の
法
治
行
政
の
原
理
だ
け
で
は
、
各
人
が
主
体
と
な
つ
て
権
利
の
保
護
に
必
要
な
国
家
機
関
の
活
動

を
促
が
す
こ
と
が
十
分
に
は
な
し
得
な
か
つ
た
と
い
う
制
度
的
、
理
論
的
な
欠
陥
も
、
そ
の
理
由
と
な
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
公
害
の
発
生
の
危

険
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
必
要
な
規
制
措
置
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
ぎ
に
、
権
利
と
し
て
行
政
機
関
の
規
制
を
請
求
で
ぎ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
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環
境
権
の
提
唱
は
、
そ
う
し
た
行
政
機
関
の
職
務
の
忠
実
な
履
行
を
裁
判
所
へ
提
訴
で
き
る
請
求
権
を
導
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

つ
た
。
た
と
え
ば
違
法
建
築
の
取
締
は
行
政
機
関
の
権
限
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
各
人
の
個
人
的
な
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な



く
、
も
つ
ば
ら
公
益
的
な
配
慮
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
、
住
民
の
受
け
る
利
益
は
反
射
的
な
効
果
で
あ
り
．
従
つ
て
取
締
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
と
し

て
も
、
住
民
は
権
利
と
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
住
民
は
、
違
法
建
築
が
規
制
さ
れ
る
の
を
消
極
的
に
待
つ
だ
け

の
こ
と
で
．
行
政
機
関
が
必
要
な
措
置
を
と
る
ま
で
は
、
違
法
建
築
に
よ
る
侵
害
を
自
ら
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
ょ
り

近
隣
の
者
が
迷
惑
を
被
る
こ
と
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
や
む
を
得
た
い
こ
と
と
さ
れ
て
ぎ
た
。
し
か
し
．
こ
れ
で
は
公
害
は
防
止
で
き

な
い
。
そ
こ
で
生
活
の
安
全
が
、
行
政
機
関
の
職
務
執
行
に
よ
る
単
な
る
反
射
的
な
効
果
と
し
て
．
受
動
的
に
期
待
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な

状
態
を
是
正
し
て
、
行
政
機
関
の
職
務
執
行
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
環
境
権
の
発
想
は
、
従
来
の
反
射
的

利
益
を
住
民
が
主
体
的
に
確
保
で
ぎ
る
権
利
に
ま
で
、
た
か
め
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
に
環
境
保
全
の
分
野
で
は
、
地
域
住
民
の
生
存
権
を

確
保
す
る
た
め
の
請
求
権
と
し
て
、
行
政
機
関
の
不
作
為
に
対
し
、
不
作
為
の
違
法
確
認
の
訴
（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
条
五
項
）
を
認
め
、
さ
ら
に
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行
政
機
関
の
職
務
執
行
を
促
す
た
め
に
義
務
づ
け
訴
訟
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
問
題
は
、
従
来

の
よ
う
に
消
極
的
に
公
権
力
か
ら
の
侵
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
考
え
て
お
れ
ば
よ
か
つ
た
の
と
違
つ
て
、
人
権
の
享
有
を
実
質
的
に
保
護
し
充
実

さ
せ
る
た
め
に
、
公
権
力
を
し
て
、
い
か
に
国
民
に
奉
仕
さ
せ
る
か
を
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
つ
た
。
つ
ま
り
公
権
力
を
害
悪
と
し
て
敵
視

し
、
そ
れ
か
ら
遠
去
か
る
の
で
は
な
く
て
、
い
か
に
国
民
が
、
こ
れ
を
掌
握
し
管
理
し
て
、
国
民
の
生
活
の
安
全
を
維
持
す
る
た
め
に
活
用
す
べ

ぎ
か
を
考
え
る
べ
き
情
勢
に
変
り
つ
つ
あ
る
。
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
第
三
者
効
力
の
間
題
は
．
人
権
保
障
罷
関
す
る
従
来
の
理
論
に
、
一
つ
の

転
機
を
促
が
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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原
田
・
前
掲
書
一
七
九
頁
以
下
、
高
田
「
現
代
行
政
の
展
開
と
警
察
法
」
公
法
研
究
三
四
号
二
三
三
頁
参
照
。
な
お
営
業
警
察
の
分
野
で
警
察
権
発
動
の

請
求
権
に
つ
い
て
は
．
保
木
本
『
ド
イ
ッ
に
お
け
る
営
業
警
察
の
展
開
㊧
』
社
会
科
学
研
究
二
〇
巻
二
号
一
〇
二
頁
以
下
．
特
に
＝
三
頁
以
下
参
照
。
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生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整

原
田
。
菌
掲
書
一
八
四
頁
以
下
、
高
田
前
掲
論
文
公
法
研
究
三
四
号
二
三
三
頁
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

阿
部
前
掲
論
文
公
法
研
究
三
四
号
一
〇
三
頁
以
下
、

（
二
六
八
）

一
〇
五
頁
参
照
。

六
、
結

語

　
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
利
害
の
対
立
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
各
人
ば
、
そ
の
周
囲
の
仲
間
の
行
動
に
よ
つ
て
多
大
の
生
活
侵
害
の
脅
威
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
個
人
主
義
的
な
自
由
絶
対
の
思
想
に
よ
れ
ぱ
．
む
し
ろ
そ
れ
は
自
由
の
享
有
の
現
実
的
な
姿
で
あ
り
、
各
人
の
自
由
競
争

こ
そ
幸
福
追
求
の
道
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
自
由
競
争
は
同
時
に
各
人
の
自
由
と
自
由
と
の
衝
突
を
招
き
、
そ
の
結
末
は
優
勝
劣
敗
の
宿
命
と

し
て
．
い
ず
れ
か
が
倒
さ
れ
准
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
生
活
環
境
の
破
壊
に
対
す
る
抵
抗
は
、
そ
う
し
た
各
人
の
生
存
に
対
す
る
切
実

な
要
求
の
顕
現
で
あ
る
と
い
つ
て
も
過
書
で
は
な
い
。
憲
法
を
基
礎
法
と
す
る
法
の
秩
序
は
、
こ
う
し
た
社
会
生
活
の
混
乱
を
克
服
す
る
た
め

に
、
社
会
共
同
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
秩
序
を
支
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
憲
法
は
単
に
国
家
の
統
治
組
織
に
関
す
る
基
礎
法
た
る
に
と

ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
す
べ
て
の
社
会
生
活
の
基
本
秩
序
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
憲
法
の
定
め
る
人
権
保
障
も
、
単
に

公
権
力
か
ら
の
侵
害
に
対
し
て
各
人
の
権
利
自
由
を
防
衛
す
る
の
み
で
は
な
く
て
、
人
間
の
生
存
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
共
同
生
活
秩
序
を
形
成

し
、
国
家
の
組
織
機
構
を
も
つ
て
、
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
が
確
実
に
担
保
さ
れ
得
る
よ
う
な
憲
法
の
基
本
原
理
と
結
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
も
し
民
間
の
実
力
が
各
人
の
生
存
を
脅
か
す
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
人
権
保
障
を
目
的
と
す
る
憲
法
の
規
律
は
、
各
人
相
互
の

対
等
な
平
面
的
な
関
係
に
お
い
て
も
、
人
権
の
侵
害
に
対
処
し
得
る
だ
け
の
法
と
し
て
の
力
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
．
結
局
、
そ
の
存
在
意
義

は
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
憲
法
は
、
単
な
る
宣
書
文
を
掲
げ
た
政
治
綱
領
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
憲
法
は
す
べ
て
の
社
会
生
活
に
通
ず
る
基

本
法
と
し
て
、
そ
の
規
範
力
（
琴
毒
9
践
お
疹
3
を
実
現
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。


