
は
じ
め
に

田
環
境
権
面
の
動
向

切
環
境
権
を
私
権
と
し
て
確
立
す
る
必
要

③
環
境
権
の
韮
本
的
構
成

山

本

稿

の

日

的

一

憲

法

論

m
ふ
綸
の
到
逹
点

②

9
臨
法
の
位
叩
い
づ
け

二

釘

政

法

論

三

民

rtr法
菰

四

環

境

権

り

4
構
成

む
す
び 目

次

ー人

．． 

ヽ
'

ーしマ

本
り
）

環

境

権

環

境

の

共

同

利

用

権

①

中

山

充
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口

田

一

九

六

0
年
代
に
わ
が
国
の
経
済
は
高
度
成
長
を
遂
げ
、
地
域
開
発
が
促
進
さ
れ
た
結
果
、
全
国
各
地
に
大
気
汚
染
、
水
質
汚

濁
、
騒
音
等
の
公
害
が
多
発
し
、
環
境
破
壊
が
深
刻
化
し
た
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
四
大
公
害
訴
訟
（
新
潟
水
俣
病
事
件
、
四
日
市
公
害

事
件
、

イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
事
件
、
熊
本
水
俣
病
事
件
）

そ
の
最
中
の
一
九
七

0
年
に
、
環
境
権
の
観
念
が
、

や
大
阪
国
際
空
港
公
害
訴
訟
等
が
、
相
次
い
で
提
訴
さ
れ
た
。

わ
が
国
の
法
学
昇
で
初
め
て
提
唱
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
二

0
年
が
過
ぎ
よ

大
阪
国
際
空
港
公
害
訴
訟
の
原
告
の
代
理
人
で
も
あ
る
弁
護
士
達
が
提
唱
す
る
環
境
権
は
、
「
良
き
環
境
を
享
受
し
、
か
つ
こ
れ
を
支
配

し
う
る
権
利
」
を
定
義
さ
れ
た
。
環
境
は
地
域
住
民
が
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
（
「
環
境
共
有
の
法
理
」
）
を
前
提
に
し
て
、

的
遺
産
、
道
路
、
公
園
そ
の
他
の
社
会
的
環
境
も
、

こ
の
環
境
権
は
、
環
境
破
壊
行
為
の
差
止
を
請
求
で
き
る
効
果
を
も
た
ら
す
私
権
で
あ
る
と
同
時
に
、
基
本
的
人
権
の
一
っ
で
も
あ
っ
て
、

公
害
の
公
法
的
規
制
の
根
拠
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
大
気
、
水
、
日
照
、
静
穏
、
土
壌
、
景
観
と
い
う
自
然
的
環
境
の
ほ
か
に
、
文
化

こ
こ
に
い
う
環
境
に
含
ま
れ
る
。

こ
の
主
張
は
、
急
激
な
科
学
技
術
の
進
歩
と
こ
れ
に
伴
う
工
業
化
の
進
展
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
公
害
な
い
し
環
境
の
悪
化
が
、
地

球
上
の
自
然
の
サ
イ
ク
ル
と
均
衡
に
打
臀
を
与
え
つ
つ
あ
り
、
人
類
の
生
存
の
危
機
を
招
い
て
い
る
と
い
う
認
識
の
も
と
に
、
従
来
の
価

値
観
を
転
換
し
、
環
境
の
価
値
を
重
視
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
余
り
に
も
自
由
放
縦
な
企
業
活
動
を
認
め
支
え
て
き
た
従
来

の
社
会
制
度
と
法
理
論
を
克
服
し
、
企
業
活
動
、
土
地
所
有
権
の
行
使
及
び
市
民
の
日
常
活
動
を
、
合
理
的
に
環
境
保
全
と
均
衡
さ
せ
る

う
と
し
て
い
る
。

環
境
権
論
の
動
向

は

じ

め

に

10--2 -216 (香法'90)



環境権一＿―-環境の共同利川権 (1) Ut1U1l 

(b) 

一
定
の
制
限
に
服
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

環
境
権
の
提
唱
は
、
法
学
界
に
活
発
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
公
害
と
環
境
破
壊
に
反
対
す
る
住
民
連

動
の
中
に
直
ち
に
取
り
人
れ
ら
れ
、
公
害
と
環
境
破
壊
の
差
止
を
目
的
と
す
る
多
く
の
民
事
訴
訟
と
行
政
訴
訟
で
、
原
告
が
請
求
の
根
拠

と
し
て
、
環
境
権
を
次
々
と
セ
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
く
の
国
民
が
、
こ
れ
に
共
感
し
た
。

あ
っ
て
、

ま
も
な
く
、
環
境
権
が
憑
法
の
二
五
条
と
一
ー
・
一
条
に
韮
づ
く
址
本
的
人
権
で
あ
り
、
立
法
と
行
政
を
環
境
保
令
に
向
か
わ
せ
る
根
拠
で

か
つ
、
公
田
・
環
境
保
全
法
令
の
解
釈
の
指
導
原
理
と
す
べ
き
こ
と
が
、
学
界
で
は
ほ
ぱ
異
論
な
く
承
認
さ
れ
る
に
令
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
環
境
権
の
提
唱
者
達
の
議
詢
の
用
点
は
、
環
境
権
を
私
権
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
現
状
に
妥
協
し
て

世
論
対
策
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
公
害
防
止
と
環
境
保
全
を
大
き
く
前
進
さ
せ
る
た
め
に
は
、

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
そ
の
私
権
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
行
政
上
の
施
策
や
立
法
を
論
議
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

公
害
・
環
境
破
壊
へ
の
立
法
と
行
政
の
対
応
が
遅
く
、
行
政
に
は
不
信
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
反
面
、
国
民
は
裁
判
所
に
大
き

な
期
待
を
奇
せ
て
い
る
。
裁
判
所
が
、
桐
人
の
利
益
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
よ
り
複
雑
か
つ
翡
度
の
価
値
判
断
が
必
要
な
地
域
社
会
全

体
に
係
わ
る
間
題
を
も
法
的
判
断
の
対
象
に
し
て
、
環
境
破
壊
行
為
に
対
す
る
民
事
法
上
の
差
止
請
求
や
、
環
境
破
壊
に
つ
な
が
る
行
政

処
分
の
取
消
請
求
な
ど
を
認
容
す
る
よ
う
に
、

と
こ
ろ
が
、

,
1
'
)
 

イ

a

＇
ー
｀
（

(b) 
た
め
に
、

と
い
う
期
待
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
請
求
の
根
拠
を
明
ぷ
す
る
制
定
法
規
定
は
な
い
。

そ
こ
で
、

ま
ず
環
境
権
を
私
権
と
し
て
確
立
す
る

そ
の
請
求
の
根
拠
と
し
て
、
保
護
の
実
体
と
価
値

基
準
を
端
的
に
表
現
し
環
境
保
全
に
役
立
ち
う
る
よ
う
な
環
境
権
と
い
う
新
し
い
概
念
を
法
律
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。

環
境
権
を
こ
の
よ
う
に
差
止
請
求
の
根
拠
に
な
り
う
る
私
権
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
に
は
、
強
い
反
対
が
、
E
張
さ
れ
た
。

そ
の
反

10 ツ']
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対
論
は
、
主
と
し
て
、
裁
判
所
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
の
見
解
が
環
境
権
論
と
相
違
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

同
時
に
、
環
境
権
論
が
内
在
的
に
多
く
の
末
解
決
の
間
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
。

と
も
あ
れ
、

こ
れ
ら
の
議
論
を
経
て
、
環
境
権
論
は
そ
の
基
礎
を
固
め
終
え
た
と
考
え
ら
れ
、
未
解
決
の
間
類
を
解
決
す
る
た
め

に
も
、
環
境
の
素
材
や
環
境
破
壊
の
態
様
ご
と
に
、
環
境
権
を
立
法
、
行
政
、
司
法
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
具
体
化
し
、

そ
う
多
面
的
に
展
開
さ
せ
て
い
く
段
階
へ
と
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
七

0
年
代
の
半
ば
に
は
、
海
辺
の
利
用
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る

住
民
運
動
の
中
か
ら
「
入
浜
権
」
が
提
附
さ
れ
、
環
境
権
の
一
種
に
位
償
づ
け
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
発
展
に
沿
っ
て
、
私
権
と
し
て
の
環
境
権
も
日
パ
体
化
さ
れ
類
刑
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

た
だ
、

そ
れ
に
対
し
、
国
会
は
、
環
境
権
が
憲
法
卜
の
基
本
的
人
権
で
あ
る
こ
と
や
、
国
民
が
環
境
権
を
持
つ
こ
と
を
明
示
す
る
法
規
定

を
、
未
だ
に
制
定
し
て
い
な
い
。

自
然
と
歴
史
的
遺
産
の
恩
恵
を
が
受
し
健
康
で
快
適
な
枠
ら
し
を
営
む
権
利
」
を
住
民
が
持
つ
こ
と
を
、
条
例
で
宣

な
し

「
健
康
で
安
全
か
つ
快
適
な
生
活
を
営
む
権
利
」
や
「
四
か
な

し
て
い
る
に
す
ぎ

ま
た
、
公
害
・
環
境
保
全
行
政
に
関
す
る
法
令
が
充
実
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
住
民
参
加
の
制
度
な
ど
、
実
質
的
に
環
境
権
の

内
容
の
一
部
に
相
当
す
る
と
評
価
で
き
る
よ
う
な
住
民
の
法
的
地
位
を
具
体
的
に
定
め
る
法
規
定
は
、
依
然
と
し
て
少
な
く
、
し
か
も
不

十
分
な
も
の
で
し
か
な
い
。
公
害
ま
た
は
環
境
破
壊
の
差
止
を
目
的
と
す
る
訴
訟
に
関
す
る
特
別
の
法
規
定
は
、
全
く
制
定
さ
れ
て
い
な

判
例
に
も
、
環
境
権
が
憲
法
上
の
基
本
的
人
権
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
宣
言
し
た
も
の
は
な
い
。
民
事
訴
訟
と
行
政
訴
訟
の
い
ず
れ

か
ら
認
め
る
も
の
は
一
っ
も
な
い
。

の
判
例
で
も
、
実
質
的
に
環
境
権
の
内
容
の
一
部
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
内
容
を
含
む
も
の
は
あ
る
も
の
の
、
環
境
権
そ
の
も
の
を
正
面

（
四
）
（
翌

む
し
ろ
、
環
境
権
を
否
定
す
る
も
の
が
多
い
。

4ヽ

0
し

（エ） （ウ）

い
く
つ
か
の
地
方
公
共
団
体
が

四

し)
-) 
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環境権—--―ー一環境の共同利用権 (1) (叶qJ1) 

い
也
方
、

(
1
-

わ
が
国
の
政
策
は
、

確
か
に
、

か
え
っ
て
、

よ、
,
1
 (a) 

わ
が
国
の
生
活
環
境
は
、

、
~
。

し こ
と
は
、

む
し
ろ
、
今
日
い
っ
そ
う
必
要
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
環
境
権
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、

国
会
と
裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
拒
絶
的
態
度
に
あ
っ
て
、
環
境
権
論
は
近
時
で
は
停
滞
す
る
に
至
っ
た
。

2
 

と
り
わ
け
環
境
権
を
私
権
す
な
わ
ち
民
事
法
上
の
具
体
的
な
権
利
と
し
て
確
立
す
る

第
一
に
、
環
境
保
全
は
ま
す
ま
す
屯
要
な
政
策
課
題
に
な
っ
て
き
て
お
り
、

五

そ
の
達
成
の
た
め
に
環
境
権
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
大
き

一
九
六

0
年
代
の
危
機
的
な
状
況
を
脱
出
し
て
全
般
的
に
改
善
し
た
と

の
よ
う
な
人
の
生
命
・
健
康
に
関
係
の
深
い
生
活
環
境
の
中
に
は
、
窒
素
酸
化
物
に
よ
る
大
気
汚
染
、
有
機
物
に
よ
る
水
質
汚
濁
、
飛
行

機
・
鉄
道
・
自
動
車
な
ど
の
交
通
機
関
に
よ
る
騒
音
な
ど
、

な
お
改
善
の
は
か
ば
か
し
く
な
い
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
近
時
で

い
わ
ゆ
る
ハ
イ
テ
ク
産
業
で
使
わ
れ
る
化
学
物
質
に
よ
る
地
下
水
汚
染
な
ど
、
新
種
の
化
学
物
質
の
製
造
・
使
用
や
産
業
廃
棄
物
に

よ
る
環
境
汚
染
が
表
面
化
し
、
深
刻
化
し
て
い
る
。
ぷ
ら
に
、
比
較
的
狭
い
地
域
な
い
し
国
内
的
規
模
の
環
境
汚
染
だ
け
で
な
く
、

ン
ガ
ス
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
州
の
破
壊
、
一
．
酸
化
炭
索
等
の
増
加
に
よ
る
大
気
の
温
暖
化
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
等
に
よ
る
放
射
能
汚
染

な
ど
、
地
球
的
規
模
で
人
類
の
存
亡
に
か
か
わ
る
環
境
破
壊
が
、
深
刻
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

同
時
に
、
健
康
の
保
持
よ
り
も
高
い
レ
ベ
ル
の
快
適
な
生
活
の
確
保
に
関
係
の
深
い
生
活
環
境
や
自
然
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
、

に
は
そ
の
よ
う
な
良
い
環
境
を
積
極
的
に
形
成
し
て
い
く
こ
と
も
、
今
日
、
国
民
の
高
い
要
求
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

レ
ジ
ャ
ー
産
業
や
公
共
情
業
等
に
よ
っ
て
自
然
環
境
や
景
観
が
は
な
は
だ
し
く
破
壊
さ
れ
る
事
件
が
少
な
く
な
い
。

害
対
策
を
強
化
す
る
方
向
に
著
し
く
転
換
し
、

一
九
七

0
年
―
二
月
の
い
わ
ゆ
る
公
害
国
会
（
第
六
四
回
国
会
）

六）、い

の
立
法
を
通
じ
て
、
公

ま
も
な
く
自
然
環
境
の
保
全
も
屯
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
公
害
対
策
基
本
法
と
自
然

環
境
権
を
私
権
と
し
て
確
立
す
る
必
要

フ
ロ

わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
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果
た
す
べ
き
役
割
は
大
き
い
。

、、

ど
こ
ろ
カ

10 

環
境
保
全
法
に
は
、
環
境
保
全
が
国
政
の
一
つ
の
重
要
な
目
標
と
し
て
明
示
さ
れ
、

そ
れ
を
推
進
す
る
た
め
に
環
境
庁
が
設
附
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
環
境
保
全
無
視
の
経
済
成
長
絶
対
‘E
義
を
脱
却
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

済
の
発
展
を
環
境
保
全
と
良
好
な
環
境
0
形
成
と
い
う
総
枠
の
中
で
図
る
と
い
う
政
策
に
、

し
か
し
、
経
済
成
長
を
最
も
屯
視
す
る
点
に
は
変
わ
り
が
な
く
、
環
境
保
全
は
副
次
的
な
政
策
に
位
骰
づ
け
ら
れ
る
に
止
ま
っ
た
。
経

な
る
に
は
全
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

一
九
七

0
年
代
の
後
期
か
ら
は
、
二
酸
化
窒
素
の
環
境
梢
準
の
緩
相
や
環
境
影
螂
匹
評
価
制
度
の
立
法
化
の
挫
折
な
ど
、
環
境

保
全
か
ら
の
後
退
が
日
立
つ
。

⑮
今
日
の
諸
々
の
環
境
間
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
環
境
の
価
値
を
屯
視
し
て
、
経
済
の
発
展
を
環
境
保
全
と
艮
好
な
環
境
の
形

成
と
い
う
総
枠
の
中
で
図
る
こ
と
へ
と
、
国
の
政
策
を
転
換
す
る
こ
と
が
必
要
不
IIJ
欠
で
あ
る
。

環
境
権
の
、
じ
張
は
、
判
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
政
策
転
換
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
実
現
を
促
進
し
か
つ
確
保
し
よ
う
と
す
る
役
割
を
果
た

す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
、
今
日
も
全
く
変
わ
り
が
な
い
。
地
球
的
規
模
の
環
境
間
題
に
つ
い
て
も
、
こ
の
間
題
が
人
間
ひ
と
り
ひ

そ
の
解
決
に
多
く
は
国
内
で
の
法
的
規
制
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
国
内
法
規
範
と
し
て
の
環
境
権
が

と
り
の
利
益
の
保
設
に
帰
着
し
、

そ
し
て
人
の
生
命
・
健
康
に
関
係
の
深
い
生
活
環
境
の
保
全
の
間
題
だ
け
で
な
く
、

よ
り
高
い
レ
ベ
ル
の
快
適
な
生
活
に
関
係
の
深
い
牛

活
環
境
や
自
然
環
境
の
保
全
と
良
い
環
境
の
積
極
的
な
形
成
の
間
題
を
も
総
合
し
て
解
決
で
き
る
よ
う
に
、

も
っ
と
広
い
射
程
を
持
ち
な

が
ら
整
合
性
を
保
っ
た
法
律
構
成
へ
と
、
環
境
権
を
発
展
さ
せ
、
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
良
い
環
境
の
保
全
又
は
創
造
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
立
法
が
な
さ
れ
る
の
を
た
だ
ひ
た
す
ら
に
待
ち
、
ま
た

そ
の
実
施
を
行
政
庁
に
任
せ
切
り
に
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

運
動
を
原
動
力
に
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
裁
判
を
活
用
し
て
、

む
し
ろ
、
良
い
環
境
の
保
全
又
は
創
造
を
求
め
る
住
民

そ
の
達
成
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
単
な
る
過
去
の
歴
史

＇ ノ‘

り
/
]
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環境権一一環境の共同利用権 (1) (中山）

裁
判
所
そ
の
他
の
公
権
力
機
関
の
裁
蟻
行
使
を
、

的
事
実
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
現
在
と
将
来
に
も
妥
当
す
る
真
理
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
間
の
経
験
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
明
白
に
な

り
、
そ
の
た
め
環
境
権
を
民
事
法
上
の
具
体
的
な
権
利
と
し
て
確
立
す
る
必
要
が
、

環
境
の
保
全
を
行
政
庁
に
任
せ
切
り
に
で
き
な
い
基
本
的
原
因
は
、

工
業
な
い
し
土
地
の
開
発
の
利
益
に
比
べ
て
、
こ
れ
が
も
た

ら
す
破
壊
か
ら
守
ら
れ
る
べ
き
環
境
の
利
益
が
低
く
評
価
さ
れ
が
ち
に
な
る
上
に
、
開
発
を
推
進
す
る
勢
力
に
比
べ
て
、
環
境
の
保
全
を

益
を
生
み
出
し
、

ヽ
も
ヽ

し
カ

ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。

求
め
る
勢
力
が
結
集
し
に
く
く
、
行
政
庁
に
与
え
る
影
郭
力
も
格
段
に
剥
い
点
に
あ
る
。
開
発
は
短
期
間
の
う
ち
に
直
接
に
具
体
的
な
利

そ
の
た
め
に
、
こ
れ
を
推
進
す
る
勢
力
が
容
易
に
結
集
し
、
行
政
庁
に
密
着
し
て
そ
の
行
動
に
大
き
な
影
響

を
与
え
や
す
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
環
境
の
利
益
は
、
数
値
に
よ
っ
て
は
評
価
し
に
く
く
、

結
集
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
多
数
の
住
民
に
、
僅
か
ず
つ
分
散
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
単
に
環
境
の
価
値
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
念
を
確
認
し
、

か
つ
長
期
間
を
経
過
し
て
後
に
初
め
て
そ
の

真
価
が
認
識
さ
れ
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
に
、
低
く
評
価
さ
れ
が
ち
に
な
り
、

ヽ
も

ヽT

し
カ

か
つ
行
政
庁
が
そ
の
実
現
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
法
規
範
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
、
環
境
の
保
全
は
十
分
に
達
成
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
理
念
と
法
規
範
の
確
認
と
と
も
に
、
住
民
が

主
体
的
に
環
境
保
全
の
要
求
を
主
張
で
き
、

/ツ
l

な
保
障
も
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、̀'’'b
 

（
 

か
つ
、
必
要
な
場
合
に
は
裁
判
に
訴
え
て
、

そ
の
要
求
を
尊
重
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
法
的

環
境
保
全
の
要
求
を
、
住
民
は
次
の
理
由
で
、
環
境
権
と
い
う
権
利
に
構
成
し
て
主
張
す
る
。

第
一
に
、
確
保
又
は
実
現
さ
れ
る
べ
き
価
値
又
は
利
益
の
内
容
と
範
囲
が
、
具
体
的
か
つ
明
確
に
な
る
。

(a) 

七

そ
の
利
益
は
、
通
常
は
特
に

ま
た
安
全
確
実
に
承
認
さ
れ

又
は
保
護
さ
れ
る
も
の
に
な
り
う
る
。
第
二
に
、
要
求
を
公
的
普
遍
的
な
意
味
を
持
ち
、
正
当
性
を
帯
び
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
社
会
で
広
く
承
認
を
え
て
、
劣
勢
な
力
関
係
を
是
正
し
、
要
求
の
実
現
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
、
原
理
的
に

(30) 

一
定
の
要
求
を
確
保
し
又
は
実
現
す
べ
き
こ
と
に
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
。
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で
き
る
よ
う
な
法
技
術
的
に
洗
紬
さ
れ
た
権
利
に
構
成
さ
れ
て
行
く
こ
と
が
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

民
事
法

L
の
環
境
権
こ
そ
が
、

具
体
的
紛
争
の
巾
後
的
個
別
的
な
解
決
を
、
既
存
の
一
定
の
権
威
あ
る
公
的
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
と

い
う
韮
本
的
特
質
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
保
全
の
要
求
を
裁
判
を
通
じ
て
最
も
効
果
的
に
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
住

民
の
そ
の
要
求
の
本
質
で
あ
る
新
し
い
価
値
観
を
且
礎
に
し
、
し
か
も
裁
判
の
こ
の
基
本
的
特
質
に
も
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
要
求
を
法

律
構
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
請
求
認
容
の
判
決
を
得
る
に
全
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
。

こ
の
よ
う
な
課
題
を
荷
っ
た
法
律
構
成
で
あ
る
。
こ
の
民
事
法
卜
の
環
境
権
が
、
実
際
の
事
件
に
適
用

(c) 

裁
判
は
、

格
と
も
あ
い
ま
っ
て
、

そ
れ
ら
が
マ
ス
コ
ミ
な
ど
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
て
、

れ
件
の
解
決
と
新
た
な
政
策
を
求
め
る
枇
詞
を
形
成
し
、

立
法
府
と
行
政
庁
に
大
き
な
影
郷
古
を
及
ぱ
す
rlJ
能
性
が
あ
る
。

裁
判
の
第
：
こ
と
第
四
の
性

律
そ
の
も
の
と
詞
様
の
効
力
を
持
つ
。

第
斤
に
、

裁
判
の
第
一
と
第
二
の
性
格
か
ら
、

事
件
の
争
点
と
解
決

o方
向
が
明
ら
か
に
な
り
、

裁
判
は
次
の
性
格
を
も
っ
か
ら
、
住
民
が
こ
の
よ
う
な
権
利
を
主
張
す
る
場
と
し
て
適
判
で
あ
り
、

役
割
を
果
た
し
う
る
。

第
一
に
、
公
閲
の
法
廷
で
、
甘
事
者
が
自
己
の
見
解
を
主
張
し
、
相
手
方
の
見
解
を
間
い
た
だ
す
こ
と
が
で
き
、

一
方
の
胄
事
者
が
提
高
す
れ
ば
、
相

f
方
た
る
被
告
は
自
己
に
不
利
な
判
決
が
出
る
こ
と
を
避
け

る
た
め
に
、
法
廷
に
出
て
、
厭
告
の
、
E
張
に
対
し
て
適
切
な
反
識
を
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
反
論
の
根
拠
の
証
明
ま
で
も
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
判
決
が
強
制
執
行
に
よ
っ
て
強
制
的
に
実
現
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

裁
判
官
は
い
ず
れ
の
中
~
事
者
に
も
利
士□
関
係
を
も
た
ず
、

平
等
に
保
仰
さ
れ
て
い
る
。
A•h• 

弔
~^ .. 

に
ヽ

い
っ
そ
う
真
剣
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
第
三
に
、

か
つ
客
観
的
に
存
在
す
る
某
準
た
る
法
に
従
っ
て
事
件
を
解
決
す
べ
き
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
公
正
な
解
決
内
容
に
な
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
利
益
団
体
に
操
ら
れ
や
す
い
行
政
庁
と
立
法
府

よ
り
は
、
公
正
を
期
待
で
き
る
。
第
四
に
、
判
決
で
ぷ
さ
れ
た
法
解
釈
は
、
実
際
じ
、

そ
の
後
の
同
様
の
事
件
の
解
決
韮
準
に
な
り
、
法

こ
の
機
会
は
双
方
に

か
つ
そ
の
目
的
の
達
成
に
大
き
な

J→¥. 
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環境権—ー一環境の共同利用権 (1) (中山）

（ア） (3) ゜

ぶ
ノ が

立
法
さ
れ
る
こ
と
が
、

し
か
し
、
裁
判
所
の
承
認
を
得
る
こ
と
を
急
ぐ
あ
ま
り
に
、
環
境
権
を
法
律
構
成
す
る
に
お
い
て
住
民
の
新
し
い
価
値
観
を
軽
視
す
る

裁
判
所
は
、
確
か
に
環
境
権
を
容
易
に
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
今
後
も
、

ま
す
ま
す
官
僚
化
が
進
み
、
立
法
権
と
行
政
権
の
尊
屯
と

い
う
名
分
を
持
ち
出
し
て
、
自
ら
の
法
的
判
断
の
対
象
を
狭
め
る
こ
と
が
多
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
、
規
範
創
造
的
な
法
解
釈
に
よ

っ
て
環
境
権
を
裁
判
所
が
認
め
る
こ
と
は
、
中
ー
分
の
間
、

九

い
ず
れ
に
し
て
も
、

あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
前
記
の
裁
判
の
役
割

を
考
え
る
と
、
住
民
が
環
境
権
を
、
E
張
し
て
環
境
保
全
を
求
め
る
裁
判
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
、
な
お
有
意
義
で
あ
る
。
そ
の
裁
判
の
意

義
を
高
め
る
た
め
に
は
、

そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
民
市
法

t
の
環
境
権
が
新
し
い
価
値
観
を
体
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

裁
判
に
あ
ま
り
大
き
な
期
待
を
寮
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
に
、
環
境
権
そ
の
も
の
又
は
環
境
権
の
実
質
的
内
容
を
定
め
る
法
規
定

い
っ
そ
う
望
ま
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
れ
ら
の
法
規
定
は
、
住
民
の
請
求
に
応
じ
て
裁
判
所
が
具

体
的
な
事
件
に
直
接
に
適
用
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
高
い
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

裁
判
で
事
件
に
適
用
で
き
、
新
し
い
価
値
観
を
体
現
す
る
民
事
法
卜
の
環
境
権
を
法
律
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

な
環
境
権
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
環
境
保
全
法
令
の
制
定
が
促
進
さ
れ
、

環
境
権
の
基
本
的
構
成

る゚
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

か
-) 

ヽ

そ
の
よ
う

そ
の
内
容
の
骨
抜
き
が
防
が
れ
る
で
あ
ろ

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
環
境
権
の
確
立
を
求
め
る
住
民
の
行
動
が
広
範
に
展
開
さ
れ
、
多
く
の
国
民
と
法
学
界
が
環
境
権
の
理

念
と
憲
法
上
の
基
本
的
人
権
と
し
て
の
性
格
を
承
認
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
環
境
権
が
民
事
法
上
の
権
利
又
は
具
体
的
な
権
利
と

し
て
は
広
く
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
主
と
し
て
、
環
境
保
全
を
副
次
的
な
政
策
に
し
か
位
置
づ
け
な
い
国
の
政

1 ()-'2 223 (香法'90)



し
か
し
、

環
境
権
論
の
弱
点
が
克
服
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、

単
に
具
体
化
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、

治
的
選
択
に
あ
り
、
裁
判
所
の
消
極
的
な
姿
勢
も
こ
れ
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

環
境
権
は
た
と
え
同
が
承
認
し
な
く
て
も
、
す
で
に
か
な
り
の
範
囲
で
社
会
的
妥
当
性
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、

裁
判
所
が
環
境
権
を
承
認
し
、
ま
た
国
会
が
環
境
権
を
承
認
す
る
適
切
な
立
法
を
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
の

弱
点
を
克
服
し
て
、
環
境
権
を
裁
判
の
韮
本
的
特
質
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
法
技
術
的
に
よ
り
明
確
な
洗
諌
さ
れ
た
も
の
へ
と
構
成
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
環
境
権
の
構
成
の
出
発
点
は
、

し
た
が
っ
て
、

環
境
権
は
、

し
か
し
、
同
時
に
、
環
境
権
概
念
の
理
論
上
の
弱
点

も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
環
境
権
論
の
到
達
点
に
あ
る
。

め
ら
れ
た
桂
礎
の
じ
に
、
環
境
権
を
環
境
の
素
材
や
環
境
破
壊
の
態
様
ご
と
に
立
法
、
行
政
及
び
可
法
に
ふ
さ
わ
し
く
具
体
化
し
、
多
面

的
に
展
附
さ
せ
て
い
く
こ
と
の
．
環
と
し
て
、
民
事
法
上
の
環
境
権
を
法
律
構
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

に
も
な
お
再
検
吋
を
要
す
る
点
が
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
環
境
権
の
基
礎
を
部
分
的
に
修
正
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
と
、
環
境
権
を
具
体
的
に
展
開
す
る
こ
と
と

の
複
合
し
た
作
業
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、

が
未
だ
に
克
服
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
軍
要
な
要
因
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

れ
か
つ
展
開
さ
れ
る
べ
き
環
境
権
の
法
律
構
成
の
前
提
と
最
も
韮
本
的
な
骨
組
み
を
提
ホ
し
て
お
こ
う
。

理
論
の
基
礎

そ
れ
ら
の
議
論
に
よ
っ
て
固

理
解
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
予
め
こ
こ
で
、
再
構
成
さ

い
田
環
境
権
は
、
第
一
次
的
に
は
民
事
法

L
の
権
利
の
性
格
を
持
ち
、
か
つ
、
行
政
法
上
の
権
利
の
性
格
を
も
持
つ
。
そ
れ
と
同
時

に
、
憲
法
二
五
条
と
一
三
条
に
基
づ
く
基
本
的
人
権
の
性
格
を
も
合
わ
せ
持
つ
。

も
と
も
と
「
環
境
は
す
べ
て
の
人
々
の
も
の
で
あ
っ
て
、
誰
も
勝
手
に
こ
れ
を
破
壊
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の

条
理
な
い
し
慣
習
を
基
礎
に
す
る
。
こ
の
社
会
規
範
が
現
在
の
わ
が
国
に
お
い
て
国
家
法
上
の
実
効
性
を
持
つ
実
定
法
規
範
に
な
っ
た
も

1
0
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環境権 一環境の共同利用権 (1)(中山）

内
容
た
る
「
利
用
」
に
含
ま
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

(b) 
の
で
あ
る
。
同
会
の
制
定
し
た
法
律
に
も
、
部
分
的
か
つ
不
十
分
な
が
ら
、

そ
の
よ
う
な
環
境
権
の
実
質
的
な
内
容
を
含
む
規
定
が
あ
る

憲
法
は
、
未
だ
に
制
定
法
化
さ
れ
て
い
な
い
内
容
を
含
め
て
、
環
境
権
が
実
定
法
卜
の
規
範
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
り
、

よ
う
な
意
味
で
、
環
境
権
が
実
定
法
的
存
在
で
あ
る
こ
と
の
法
的
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
憲
法
は
、
環
境
権
の
内
容
に
つ
い
て
、

環
境
の
価
値
を
作
巾
す
べ
き
こ
と
や
、

さ
ま
ざ
ま
な
環
境
の
価
値
相
互
を
川
家
法
ー
い
か
に
庁
列
づ
け
る
か
を
、
決
定
し
て
い
る
も
い
で

あ
る
。
こ
の
価
値
決
定
を
通
じ
て
、
環
境
権
は
憲
法
じ
の
韮
本
的
人
権
の
性
格
を
持
つ
。

環
境
権
は
、
条
理
又
は
慣
習
、
既
存
の
制
定
法
上
の
諸
制
度
、
及
び
憲
法
に
よ
る
環
境
の
価
値
づ
け
を
素
材
に
し
て
、
か
な
り
具
体
的

な
内
容
と
形
式
を
持
つ
権
利
に
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
法
律
構
成
は
立
法
論
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
環
境
権
を
明
ポ
す
る

制
定
法
規
定
の
な
い
現
在
に
お
い
て
も
、
実
定
法
全
体
の
解
釈
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
環
境
権
に
関
す
る
立
法
は
、
法
規
範
を
全
く
新
た
に
創
造
す
る
行
為
で
は
な
く
、
既
に
存
在
す
る
環
境
権
を
確
認
し
、

い
う
役
割
を
果
た
す
べ
き
も
の
と
位
叩
い
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
の

又
は
よ

り
明
確
な
も
の
に
す
る
行
為
で
あ
る
。
学
説
又
は
判
例
に
法
律
構
成
を
ゆ
だ
ね
た
ま
ま
で
あ
る
場
合
よ
り
も
法
的
安
定
性
を
高
め
る
、

と

環
境
権
は
、
単
に
人
の
生
命
、
健
康
を
保
護
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
の
も
っ
と
積
極
的
な
発
展
を
も
保
障
す
る
権
利
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
目
的
で
環
境
を
利
用
で
き
る
こ
と
を
第
一
次
的
な
内
容
と
す
る
。

こ
こ
で
い
う
「
環
境
の
利
用
」
と
は
、
収
益
活
動
よ
り
も
む
し
ろ
、
権
利
者
本
人
の
健
康
で
快
適
な
生
活
を
営
む
た
め
に
環
境
の
利
益

を
享
受
す
る
こ
と
が
、

そ
の
意
味
の
中
心
を
占
め
る
。
収
益
活
動
は
、

環
境
権
は
、
人
の
生
命
、
健
康
及
び
発
展
を
保
護
し
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
、

の
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
中
心
的
意
味
と
調
和
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
環
境
権
の

か
つ
自
然
人
の
み
が
、

た
だ
人
で
あ
る
だ
け
の
理

10-― 2 225 (香法'90)



き
る
内
容
を
も
っ
て
、

環
境
は
、
大
気
、
水
、
土
な
い
し
地
盤
と
い
う
個
々
の
環
境
嬰
素
を
意
味
す
る
場
合
と
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
全
体
的
な
環
境
を
意
味

す
る
場
合
と
が
あ
る
。
後
者
に
は
、
公
有
水
面
、
自
然
海
浜
、
岩
礁
な
ど
の
自
然
公
物
と
、
貴
重
な
自
然
環
境
た
る
私
的
所
有
地
が
含
ま

れ
る
。
環
境
権
も
そ
れ
に
応
じ
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
生
活
環
境
利
用
権
」
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
自
然
公
物
利
用
権
」
と
「
特
定
自
然

環
境
利
用
権
」

る゚ (c) 
定
の
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

由
で
権
利
の
、
下
体
に
な
る
。
こ
の
点
で
は
人
格
権
と
共
通
す
る
。

そ
れ
に
対
し
、
権
利
者
自
ら
で
は
な
く
物
た
る
環
境
を
権
利
の
客
体
に
す
る
点
で
、
人
格
権
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
物
権
と
共
通
す
る
。

し
か
も
、
物
を
直
接
に
利
用
な
い
し
使
用
収
益
で
き
る
権
能
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
、
支
配
権
の
一
種
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
環
境
権
の
客
体
た
る
環
境
は
、
商
品
交
換
の
対
象
に
な
り
え
な
い
か
、
又
は
本
来
そ
の
対
象
に
す
べ
き
で
は
な
い
物
で
あ
る
。

環
境
権
の
第
一
次
的
な
権
能
は
、
こ
の
性
質
を
持
つ
環
境
を
他
の
人
々
と
共
同
で
利
用
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
権
利
者
は
他
の
人
々
に

よ
る
そ
れ
と
同
一
内
容
の
利
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

の
排
他
的
支
配
を
認
め
て
他
の
者
に
よ
る
同
一
内
容
の
支
配
を
許
さ
な
い
所
有
権
そ
の
他
の
物
権
と
は
、
異
質
の
権
利
で
あ
る
。
判
例
に

よ
っ
て
現
在
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
日
照
権
は
、
人
格
権
や
物
権
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
環
境
権
に
は
属
さ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
環
境
権
は
排
他
的
支
配
権
で
は
な
い
か
ら
、

は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
環
境
権
は
公
共
的
な
性
質
を
帯
び
る
の
で
あ
っ
て
、
物

そ
の
権
利
の
客
体
た
る
環
境
は
物
権
の
客
体
ほ
ど
厳
密
に
特
定
さ
れ
る
必
要

た
だ
、
権
利
の
日
パ
体
的
な
内
容
や
関
係
権
利
者
の
範
阿
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
環
境
権
の
客
体
も
不
特
定
の
物
で
な
く
、
特

以
上
の
内
容
と
性
質
を
号
慰
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
環
境
権
を
、

一
般
的
に
は
、
「
他
の
多
数
の
人
々
に
よ
る
同
一
の
利
用
と
共
存
で

か
つ
共
存
で
き
る
方
法
で
、
各
佃
人
が
特
定
の
環
境
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
」
と
、
定
義
す
べ
き
で
あ

の
、
合
計
三
種
に
具
体
化
し
て
法
律
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。
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環境権—ー一環境の共同利用権 (1) (中山）

(b) 
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
環
境
概
念
は
、

わ
が
国
の
制
定
法
で
確
立
し
環
境
行
政
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
環
境
権
は
と
り
あ
え
ず
こ
の
概

念
の
も
と
で
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
前
記
の
環
境
権
の
一
般
的
定
義
は
、
文
化
的
遺
産
や
社
会
的
環
境
を
含
み
う
る
広
さ
を

そ
れ
ら
の
環
境
に
つ
い
て
も
、
前
記
の
三
種
と
は
別
佃
の
具
体
的
な
環
境
権
と
し
て
法
律
構
成
す
る
こ
と
は

rtI能
で
あ

持
っ
て
お
り
、

(
8
/
 

＇ 、`
ろ
う
。

の
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
法
技
術
上
、
環
境
権
は
所
有
権
か
ら
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
両
概
念
を
混

環
境
権
の
内
容
た
る
利
用
が
妨
害
さ
れ
た
か
、
又
は
妨
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
人
格
権
又
は
物
権
の
侵
害
の
場
合

と
同
じ
よ
う
に
、
権
利
者
は
権
利
の
侵
害
を
理
由
に
し
て
、
妨
害
の
排
除
又
は
予
防
を
侵
害
者
に
対
し
て
請
求
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
妨

害
排
除
・
予
防
請
求
権
は
、
環
境
権
が
利
用
権
能
を
持
つ
こ
と
か
ら
当
然
に
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
物
権
の
よ
う
な
排
他

者
に
よ
る
妨
害
を
排
除
又
は
予
防
し
て
く
れ
る
よ
う
に
請
求
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
請
求
の
相

F
は
、
物
権
侵
害
の
場
合
と
同
じ
く
、
侵
害
者
で
あ
る
。
環
境
権
の
第
一
次
的
な
内
容
は
環
境
の
直
接
利
用
で
あ
っ
て
、

環
境
保
全
行
政
を
行
う
べ
き
責
任
者
と
し
て
の
行
政
庁
に
対
し
て
、
環
境
を
利
用
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
環
境
利
用
の
第
三

し
た
が
っ
て
、
侵
害
者
が
た
ま
た
ま
行
政
庁
で
あ
っ

た
場
合
、

こ
の
行
政
庁
は
一
般
の
私
人
と
同
じ
資
格
で
請
求
の
相
手
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
意
味
で
環
境
権
は
民
事
法
上
の
権
利
の
性
格
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、

環
境
権
の
客
体
で
あ
る
環
境
の
悪
化
を
通
じ
て
、
人
の
生
命
、
健
康
、
発
展
又
は
財
産
が
現
実
の
被
害
を
受
け
、

的
支
配
権
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

、I
i

ヽ`＇ー‘

ウ

a

、
1,/’,
＇`‘

同
す
る
見
解
が
生
ま
れ
る
余
地
を
作
ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
環
境
権
は
、

又
は
具
体
的
な

こ
の
側
面
で
は
民
事
訴
訟
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の

環
境
の
共
打
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

確
か
に
、

環
境
は
す
べ
て
の
人
々
の
も
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実
施
す
る
変
更
決
定
の
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
環
境
権
と
、
人
格
権
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
古
典
的
な
い
し
市
民
法
的
な
権
利
と
の
い
ず
れ
も
が
侵
寓
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
各
々
の
権
利
に
珪
づ
い
て
妨
害
排
除
又
は
予
防
請
求
権
が
生
じ
る
。

権
利
者
は
侵
害
さ
れ
る
ど
の
権
利
を
も
、
E
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
全
部
を
主
張
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。

い
と
こ
ろ
で
、
環
境
権
の
客
体
た
る
一
つ
の
環
境
に
つ
い
て
は
、
必
ず
多
数
の
権
利
者
が
お
り
、
そ
の
各
々
が
環
境
権
を
持
つ
。

た
が
っ
て
、

度
以
下
に
保
た
れ
て
い
る
清
浄
な
状
態
の
大
気
を
呼
吸
で
き
る
こ
と
、
あ
る
特
定
の
洵
浜
を
悔
水
浴
場
と
し
て
利
用
で
き
る
こ
と
な
ど
）

は
、
そ
の
環
境
に
つ
い
て
存
在
す
る
多
数
の
権
利
者
の
意
思
に
珪
づ
い
て
定
ま
る
も
の
と
、
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

慣
行
と
し
て
古
く
か
ら
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
環
境
利
川
は
、
原
則
と
し
て
、

み
な
さ
れ
、
環
境
権
の
内
容
を
な
す
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

し
た
が
っ
て
、
環
境
権
の
内
容
は
慣
行
又
は
変
更
決
定
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
、
各
地
域
ご
と
に
常
に
特
定
さ
れ
て
い
る
。
妨
専
排
除

又
は
予
防
を
請
求
す
る
民
事
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
官
は
す
で
に
特
定
さ
れ
て
い
た
そ
の
具
体
的
内
容
を
基
準
に
し
て
侵
専
の

有
無
を
判
断
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
新
た
に
環
境
権
の
内
容
を
決
定
す
る
権
限
を
持
つ
の
で
は
な
い
。

ヽ
ー
ノ
、

1
,

J

a

 

ヽ

そ
の
権
利
の
内
容
た
る
環
境
利
用
の
具
体
的
な
内
容
と
方
法
（
た
と
え
ば
、
あ
る
特
定
の
地
域
で
二
酸
化
窒
索
が
一
定
の
訊

危
険
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
。

し

そ
の
よ
う
な
多
数
の
権
利
者
の
息
思
に
韮
づ
く
も
の
と

そ
れ
を
変
更
す
る
場
合
は
、
関
係
権
利
者
の
全
員
が

他
方
、
環
境
権
の
内
容
変
更
の
決
定
手
続
は
、
多
く
の
場
合
、
関
係
権
利
者
の
全
員
が
実
際
に
手
続
を
実
施
す
る
よ
り
も
、
関

係
権
利
者
の
全
員
が
参
加
で
き
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
立
法
又
は
行
政
手
続
と
し
て
行
わ
れ
る
方
が
、
適
切
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
権
利
の
具
体
的
な
内
容
を
変
更
す
る
手
続
の
側
面
に
お
い
て
、
環
境
権
は
行
政
法
上
の
権
利
の
性
格
を
持
ち
う
る
。

＾
月n
 

そ

し
て
、
実
際
に
、
こ
の
変
更
手
続
が
行
政
手
続
と
し
て
実
施
さ
れ
た
場
合
に
は
、
環
境
権
は
そ
の
手
続
き
に
関
し
て
行
政
訴
訟
に
よ
っ
て
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環境権—ー一環境の共同利用権 (1) (中山）

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

環
境
権
の
具
体
的
内
容
は
、
土
地
所
有
権
、
憔
業
権
、
公
有
水
面
埋
立
権
等
の
他
の
権
利
の
行
使
、
設
定
又
は
変
更
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
他
の
権
利
も
、
も
と
も
と
は
共
同
利
用
さ
れ
る
べ
き
環
境
を
、
人
間
の
自
由
な
発
展
に
資
す
る
た
め
に
、
特
別
に
各
佃
人
又

は
各
団
体
が
排
他
的
に
支
配
し
処
分
で
き
る
も
の
と
し
て
、
法
律
構
成
さ
れ
る
に
代
っ
た
権
利
で
あ
る
と
若
え
ら
れ
る
べ
き
も
い
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
れ
ら
の
権
利
は
一
定
の
環
境
利
益
の
享
受
を
内
容
と
し
、

一
定
の
制
限
を
、
内
在
的
に
受
け
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
土
地
の
開
発
、

一
五

そ
の
内
容
は
地
域
性
な
ど
環
境
の
共
同
的
性
質
が
も
た
ら
す

そ
れ
と
と
も
に
、
外
部
か
ら
は
環
境
権
に
よ
る
制
限
を
受
け
て
お
り
、
環
境
権
の
内
容
に
適

工
場
か
ら
の
物
質
排
出
な
ど
所
有
権
の
行
使
や
、
樵
業
権
、
公
有
水
面
埋
立
権
な
ど
の
設
定
等
は
、
環

境
権
の
具
体
的
内
容
を
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
環
境
権
の
従
前
の
具
体
的
内
容
に
抵
触
す
る
内
容
の
権
利
の
行
使
又
は
設

定
等
を
適
法
に
行
う
た
め
に
は
、
事
前
に
、
関
係
す
る
環
境
権
者
全
員
が
実
施
す
る
手
続
又
は
そ
れ
に
代
わ
る
行
政
手
続
に
よ
っ
て
、

れ
に
適
合
す
る
よ
う
に
環
境
権
の
具
体
的
内
容
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

c
 

そ

ま
た
、
環
境
権
の
侵
宵
に
よ
っ
て
生
じ
る
妨
害
排
除
又
は
予
防
請
求
権
に
対
応
し
て
、
環
境
権
の
客
体
で
あ
る
環
境
の
保
全
を
目

的
に
す
る
規
制
が
、
行
政
庁
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
規
制
は
、
人
格
権
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
古
典
的
権
利
の
侵
害
に
よ
っ
て
生
じ
る
妨
害
排
除
又
は
予
防
請
求
権
に
対
応
す
る
規
制
、

す
な
わ
ち
公
害
対
策
基
本
法
一
一
条
に
い
う
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
意
味
す
る
公
害
の
防
止
の
た
め
の
規
制
と
共
通
す
る

課
題
を
荷
っ
て
い
る
。
規
制
権
限
発
動
請
求
権
や
義
務
づ
け
訴
訟
の

rlJ
否
、
抗
告
訴
訟
に
お
け
る
訴
の
利
益
の
範
囲
の
拡
大
等
の
間
題
が
、

そ
れ
で
あ
る
。

当
然
に
変
わ
り
う
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

(b) 
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
捉
附
と
検
~
の
成
果
は
、

成
す
べ
き
で
あ
る
か
を
、

L
藤

111池
尾
降
良
「
環
境
権
の
法
坪
」
法
律
時
報
四
：
・
人
」

1.^
号

(
l
)

環
境
権
の
法
罪
は
、

1

九
七

0
年
以
前
に
も
す
で
に
ア
メ
リ
カ
な
と
諸
外

rrl
の
判
例
と
立
法
い
中
に
現
れ
、
わ
が

1
で
も

11
照
妨
内
に
閃
す
る
判
例
や

11

光
太
郎
杉
巾
件
第
：
番
判
決
（
丁
都
宮
地
判
附
和
四
四
•
四
・
九
行
裁
例
集

^
.
0巻
四
号
：
｀
じ]:
1
頁
ー
判
時
几
几
ぃ
ハ
1
り
'
:
・

1

:

 

頁
）
な
ど
に
、
そ
の
明
＂
牙
左

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
主
た
幾
人
か
い
紆
済
学
者
は
、
牒
境
を

1

つ
の
価
仙
物
と
し
て
論
じ
て
い
た
。

一
九
じ

0
年
一
こ
月
に
、
川
際
社
会
科
学
叶
議
会

(
I
S
S
C
)
の
環
境
破
壊
常
附
委
け
会
が
、
じ
催
し
て
宋
」
11

小
て
開
か
れ
た
公

9
1
1際
会
ふ

□

911

口
は
、

7

人
た
る
も
の
誰
も
が
健
康
や
伽
祉
を
侵
す
虹
因
に
わ
さ
わ
い
さ
れ
な
い
環
境
を
亨
受
す
る
権
利
と
、
将
来
の
机
代
へ
現
在
い
机
代
が
残
す
べ
き
5

叫
附

で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
然
~
を
含
め
た
目
然
資
源
に
あ
す
か
る
権
利
と
を
韮
本
的
人
権
の
:
柿
と
し
て
も
っ
と
い
う
仏
匝
則
を
、
法
体
系
り
中
に
確
立
す

る
よ
う
」
高
え
か
け
た
。
こ
れ
を
先
駆
に
し
て
、
詞
年
几
月
に
間
催
さ
れ
た
日
本
弁
晶
士
迎
合
会
第
：
・
-
日
人
権
擁
設
大
会
で
、
報
告
者
り

L
藤
一
、
池

尾
隆
良
両
弁
度
七
が
、
「
環
培
権
1

を
承
認
す
べ
ぎ
こ
と
を
提
附
す
る
に
ポ
っ
た
。

大
阪
弁
設
L

会
環
境
権
研
究
公
ー
閑
境
権
ー
（
／
几
じ

•
•
1

年
）
（
以
ド
て
は
〖
環
境
権
1
1と
い
う
）
．
一
／
＼
．
二
、
六
七
＼
じ
：
―
-
、
八
二
＼
八
四
頁
、
｛

藤
―
[
環
境
権
の
払
即
の
生
成
過
程
と
そ
い
背
景
」
仏
社
会
学
二
八
号
（
．
九
八
六
年
）
三

0
頁
以
ド
参
照
。

(
2
)
仁
藤
・
池
尾
両
氏
と
川
村
俊
雄
、
木
村
保
男
、
久
保
片
二
げ
‘
滝
井
繁
男
、
西
坦
立
也
、
貞
鍋
lE.
、
八
代
紀
彦
各
氏
の
九
弁
晶
卜
は
、
大
阪
弁
ii
匹
卜
会

環
境
権
研
究
会
を
組
織
し
た
（
〗
環
境
権
は
し
が
き
一
パ
[
(
)
。
川
付
氏
を
除
く
他
0
八
氏
は
、
大
阪
国
際
亨
港
公
士1
占
訟
の
原
四
弁
設
団
い
構
成
員
で
も

あ
る
。

明
ら
か
に
し
よ
う
。

権
の
構
成
を
ど
の
よ
う
に
修
正
し
、

か
つ
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(
／
几
七
一
年
）
、

大
阪
弁
設

t
会
環
境
権
研
究
公

環
境
の
共
詞
利
用
権
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
べ
き
環
境
権
へ
と
再
構

に
つ
い
て
、

そ
の
た
め
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、

以

L
の
法
律
構
成
を
韮
本
に
す
る
環
境
権
が
、

(4) 

本
稿
の
目
的環

境
権
に
関
す
る
従
来
の
議
論
の
到
達
点
を
、

民
事
法
上
の
環
境
権
を
法
律
構
成
す
る
に
打
た
っ
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
す
る
。

そ
の
じ
で
、

法
解
釈
論
と
し
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

憲
法
、
行
政
法
及
び
民
事
法
の
三
分
野
に
分
け
て
ま
と
め
、

， 
ノ‘

従
来
の
環
境

そ
れ
ぞ
れ
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環境権一一環境0)共同利用権 (1) (中山）

(
9
)
 

一
七

環
境
権
の
再
検
吋
」

1
0
1
頁。

ジ
ュ
リ
ス

「
環
境
権
確
立
の
た
め
の
提
げ
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七
几
号
(
-
九
じ
一
年
）
、
同
「
環
境
権
と
私
法
的
救
済
環
境
権
批
判
に
こ
た
え
て
」

卜
五

0
六
号
（
一
九
じ
一
一
年
）
、
同
「
環
境
権
と
差
止
上
叫
求
，
l
〕＼
r
4
〕
」
法
律
時
報
四
四
巻
一
万
号
、
一
四
号
、
四
五
巻
一

1

号
、
四
号
(
-
九
七
二
＼
一

九
七
三
年
）
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
「
環
境
権
論
の
現
状
と
課
題
〔
座
談
会
〕
」
法
律
時
報
四
五
巻
九
号
(
-
九
七
二
年
）
、
内
き

F
し
の

7

環
境

権
論
の
現
況
」
、
「
立
法
論
と
し
て
の
燦
境
権
」
な
ど
と
と
も
に
、
〖
環
境
権
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
（
こ
の
注
に
ボ
し
た
諸
文
献
り
引
用
は
、
以
ド
で
は
〗
環

境
権
』
所
載
の
貞
に
よ
る
）
。

t
 

.

.

 

t

.

、
五

0
＼
五
八
貝
。

(
3
)
〗
環
境
権
』
―

(
4
)
五
環
境
権
〗
六
―
-
＼
六
ヒ
、1
1
0
、
一
四
七
、
一
九
こ
＼
／
几
四
、
二

．．
 

四
＼
こ
こ
五
、
一

1

八
四
＼
・
-
八
五
貞
。
同
二
四
四
＼
．．
 

四
八
頁
も
参
照
。

(
5
)
初
期
の
議
論
と
関
係
文
献
に
つ
い
て
は
、
桜
井
保
之
助
「
〈
環
境
権
〉
の
法
理
と
へ
環
境
〉
防
衛
の
今
日
的
課
題
山
」
レ
フ
ァ
ラ
ン
ス
一
．
六
：
．
号
(
-
九

じ
一
．
年
）
四
九
＼
し
ハ
七
頁
‘

9

環
境
権
I

L

-

＿1

＼
三
七
頁
に
詳
し
い
。
そ
の
後
、
沢
井
裕
ベ
ム
古
差
止
の
法
理
し
(
-
九
七
六
年
）
、
原
田
低
彦
云
翠
境
権

と
裁
判
」
(
-
九
七
七
年
）
、
淡
路
剛
久

i

環
境
権
の
法
刑
と
裁
判
E

（
一
九
八

0
年
）
、
日
本

t
地
法
学
会
人
不
動
先
取
引
法
・
環
境
権
の
再
検
吋
じ
（
一

九
八
一
1

年
）
が
出
版
さ
れ
た
。

(
6
)
そ
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
伊
達
火
力
発
屯
建
設
差
止
泊
求
晶
訟
」
法
律
時
報
四
五
巻
五
号
(
-
九
七
三
年
）
＿

0
六
貞
以
ド
、
「
豊

前
環
境
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
ニ
八
四
号
七

0
頁
以
ド
、
．
一
八
五
号
九
二
貝
以
ド
、
二
八
六
号
七

0
頁
以
ド
、
二
八
八
号
八
七
貞
以
下
、
一

1

八
九
号
一
〇
五
貞
以
ド
(

1

九
七
八
＼
一
九
七
九
年
）
、
松
ド
竜
一
『
戦
前
環
境
権
裁
判
」
(
-
九
八

0
年
）
等
。

(
7
)

一
九
七
四
年
に
実
施
さ
れ
た

N
H
K
の
棋
論
調
任
に
よ
れ
ば
、
「
か
り
に
新
幹
線
の
沿
線
に
住
ん
で
い
て
、
ひ
ど
い
騒
音
の
た
め
に
、
毎
日
の
生
活
が
脅

か
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
か
」
と
い
う
質
間
に
対
し
て
、
四
割
弱
が
「
人
は
誰
て
も
よ
い
環
境
て

4
話
す
る
権
利
を
も
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
訴
え
を
起
こ
し
て
も
生
活
を
守
る
L

と
回
答
し
て
い
る
。
「
…
…
反
対
連
動
は
す
る
が
訴
え
ま
で
は
起
こ
さ
な
い
」
と
い
う
阿
答
者
も

約
四
割
で
あ
る
。
秋
山
登
代

f

「
日
本
人
の
憲
法
紅
識
—
ー
人
は
息
と
分
裂
の
諸
相
し
，
又
研
月
報
二
四
巻
七
号
（
一
九
じ
四
年
）
一
0
＼
一
ご
貝
。

(
8
)
淡
路
剛
久
「
環
境
権
訴
訟
の
現
状
と
課
題
環
境
権
の
確
立
を
め
ざ
し
て
」
ジ
上
リ
ス
ト
じ
／

0
号
（
一
九
八

0
年
）
・
↓
」
ハ

rli11
丘
環
境
権
の

法
理
と
裁
判
』
六
七
頁
（
以
ド
で
は
，
環
境
権
の
法
理
と
裁
判
IC

の
み
に
よ
っ
て
引
用
す
る
）
、
牛
山
梢
ー
環
境
破
壊
を
め
ぐ
る
法
思
想
」
沢
井
裕
消

水
睦
1
1

鈴
木
屯
勝
編
五
霊
f
部
学
生
の
た
め
の
法
律
学
概
論
」
（
：
九
八
．
年
）
―
1
0四
貞
1
1

牛
山
積
パ
ム
古
法
の
課
的
と
即
＾
置
（
：
九
八
し
年
）
／
〗

八
貞
（
以
ド
で
は
バ
ム
中
9

法
の
課
題
と
刑
詢
し
の
み
に
よ
っ
て
引
用
す
る
）
等
参
照
c

五
環
境
権
」
八
九
＼
―
-
七
、
一
二
七
＼
―
二
八
、
二
八
二
頁
、
川
村
俊
雄
〖
環
境
権
綸
の
原
点
」
公

l

動
産
取
引
法
、
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(10) 

(11) 

(12) 

（い）
(14) 

己
環
境
権
』

ニ
四
八
＼
二
四
九
頁
も
参
照
。

『
環
境
権
』
こ
八
五
＼
二
八
パ
、
一
―

-
0六
＼
一
__ 

-
0頁。

『
環
境
権
』
一
四
八
、
一
五
五
頁
。

環
境
権
の
t

張
の
前
提
又
は
背
景
に
あ
る
認
識
を
、
〖
環
境
権
い
以
外
の
文
献
も
、
本
文
の
口
①
と□
い
に
ポ
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

八
代
紀
彦
ー
環
境
権
の
法
理
」
不
動
産
研
究
一
四
巻
四
号
（
一
九
七
二
年
）
七
＼
八
頁
、
同
「
環
境
権
」
西
原
道
雄
11
沢
井
裕
編
面
況
代
担
古
賠
償
法
溝

座
5

」
（
一
九
し
：
一
年
）
・
―
―
―
―
·
了
~
三
一
四
貞
（
公
害
の
本
竹
に
つ
い
て
の
生
態
学
的
認
識
、
自
然
環
境
を
財
と
忍
め
る
経
済
学
的
認
識
、
従
来
の
社
会

制
度
等
の
欠
陥
の
認
識
）
、
川
村
・
前
掲
九
四
貞
（
生
存
の
危
機
の
再
認
識
、
立
法
及
び
行
政
に
よ
る
対
応
の
遅
れ
、
最
後
の
拠
り
所
と
し
て
の
司
法
裁

判
所
へ
の
期
待
と
法
暫
の
貨
務
、
担
害
賠
償
（
中
後
的
救
済
）
か
ら
市
前
の
芋
石
止
へ
）
、
沢
井
裕
一
環
境
権
論
0
且
礎
に
あ
る
も
の
」
C

環
境
権
lJ

ニ
＼
四

頁
（
住
民
の
期
待
と
法
曹
の
責
務
、
裁
判
所
の
役
割
の
再
評
価
）
、
淡
路
剛
久
「
環
境
権
と
人
権
」
村
田
喜
代
沿
編

i

者
[
味
境
権
の
衿
ぇ
方
μ
(
了
几
じ

1

．

年
）
一

1
一
＼
―
-
三
貞
、
詞
「
e

環
境
権
n

論
の
現
段
防

[
l
h民
五
号
一
．
九
＼
一
ー
ニ
頁
、
同
I

環
境
権
の
法
理
と
裁
判
」
．
一

¥
1
四
頁
（
環
境
破
壊

の
危
機
の
認
識
、
人
間
の
復
権
、
行
政
へ
の
不
い
と
裁
判
所
へ
の
期
待
）
。

八
代
・
前
褐
叶
況
代
担
古
賠
旧
法
溝
附
3
」
:
―
一
・
一
八
頁
、
木
村
保
男
11
川
村
俊
雄
バ
ム
中
り
出
訟
に
お
け
る
環
境
権
血
の
展
開
」
木
村
保
男
編
[
現
代
実
務

法
の
課
題
」
（
／
几
七
四
年
）

1
i
0八
s
-
-
0九
貞
、
沢
井
・
前
掲
環
境
権
’
二
、
八
貞
、
淡
路
・
前
掲
〗
環
境
権
の
考
え

j
j」
-
:
：
＼

.• 

↓-．頁、

同
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
環
境
権
論
か
ら
科
学
的
環
境
権
向
へ

C

環
境
権
＂
り
多
面
的
展
開
を
」
公

9
口
研
究
六
巻
一
，
一
号
(
-
九
七
七
年
）
＾

t

．]、一

九
頁
1
1

己
環
境
権
の
法
罪
と
裁
判
J
l
-―
五
、

1

．
じ
ヒ
貞
（
以
ド
で
は
〗
環
境
権
の
法
理
と
裁
判
」
の
み
に
よ
っ
て
引
用
す
る
）
、
同
＂
環
境
権
の
法
囲
と
裁

判
」
六
七
＼
六
八
頁
。

人
浜
権
と
い
う
は
葉
は
、
一
九
七
二
年
に
兵
庫
県
高
砂
市
で
、
公
専
反
対
運
動
の
市
民
の
会
合
の
中
か
ら
生
主
れ
（
翡
崎
裕
卜
「
人
浜
権
運
動
そ
の

系
譜
・
活
動
・
展
開
」
高
崎
裕
+
1
1
木
原
啓
古
編
丁
人
浜
権
海
倅
線
を
守
る

f
づ
く
り
の
思
想
Jl

（
一
九
ヒ
七
年
）
（
以
下
で
は
本
内
を
了
八
浜
権
nり

と
い
う
）
一
四
四
頁
等
参
照
）
、
一
九
七
五
年
の
住
民
集
会
で
は
、
次
の
人
浜
権
宣

f
t
9

け
が
決
議
さ
れ
た
。

「
古
来
、
海
は
万
民
の
も
の
で
あ
り
、
洵
浜
に
出
て
散
策
し
、
景
観
を
楽
し
み
、
魚
を
釣
り
、
泳
ぎ
、
あ
る
い
は
汐
を
汲
み
、
流
木
を
集
め
、
貝
を
掘

り
、
の
り
を
摘
む
な
ど
生
活
の
利
を
得
る
こ
と
は
、
地
域
住
民
の
保
有
す
る
法
以
前
の
権
利
で
あ
っ
た
。
ま
た
海
州
の
防
風
林
に
は
人
会
権
も
存
在
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
を
含
め
丁
八
浜
権
」
と
名
づ
け
よ
う
。
今
日
で
も
、
中
忠
法
が
保
障
す
る
、
よ
い
環
境
の
も
と
で
生
活
で
き
る

国
民
の
権
利
の
重
要
な
部
分
と
し
て
、
住
民
の
万
人
浜
権
」
は
侵
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

し
か
る
に
近
年
、
高
度
成
長
政
策
の
も
と
に
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
化
が
進
め
ら
れ
、
日
本
各
地
の
海
岸
は
埋
立
て
ら
れ
自
然
が
大
き
く
破
壊
さ
れ
る
と
と
も

一
八

1 () ッ]
232 (香法'90)



環境権—ー一環境の共同利用権 (1) (中山）

(ls) 

(16) 

(17) 
に
、
埋
立
地
の
水
ぎ
わ
に
箭
る
ま
で
企
業
に
占
拠
さ
れ
て
、

し
て
い
る
。

住
民
の
『
人
浜
権
」
は
完
全
に
侵
害
さ
れ
る
に
令
っ
た
。

多
く
の
公
士
＂
も
ま
た
こ
こ
か
ら
発

あ
る
い
は
自
然
を
阿
復
さ
せ
る
運
動
の
一
環
と
し
て
、

一
九

了
へ
浜
権
」

を
保
有
す
る
こ

(

1

几
じ
じ
年
）
、
高
崎
裕

t
1人
浜
権
運
動
の

-
0年
9

公
害
研
究

わ
れ
わ
れ
は
、
公
古
を
絶
滅
し
、
自
然
環
境
を
破
壊
か
ら
守
り
、

と
を
こ
こ
に
宵
＿
＿
＿
・
日
す
る
。
」

人
浜
権
運
動
に
つ
い
て
は
、
●
人
浜
権
＼
本
間
義
人
;
人
浜
権
の
思
想
と
行
動
』

―
五
巻
＿
1

号
一
．
貞
以
ド
等
。

日
本
上
地
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ぶ
四
浜
地
の
埋
立
て
を
め
ぐ
る
仏
律
間
粗
↓
日
本

K
地
法
学
会

0

近
代
的
卜
地
所

fi権
・
人
浜
権
’
-
．

0
六
＼
．．
 

O
じ、

．
―
-
パ
、
一
：
二
七
貞
（
篠
塚
昭
次
、
｛
藤
：
‘
司
会
者
発
予
口
）
等
。

沢
井
・
前
掲
C

環
境
権
rr

口
貝
以
ド
、
同

aI

公
trl
差
止
の
法
理
ド
、
淡
路
[
環
境
権
の
法
理
と
裁
判
[
平
J
o

牛
山
梢
ベ
ム
宵
法
の
発
展
と
じ
体
形
成
」
科

学
と
思
想
七
三
号
(
-
九
八
九
年
）
七
一
一
丁
~
七
四
頁
は
、
「
健
康
な
埠
境
利
益
の
享
受
権
、
環
境
破
壊
に
よ
っ
て
担
害
を
蒙
っ
た
場
合
の
賠
償
品
求
権
、

環
境
破
壊
行
為
の
防
止
請
求
権
、
環
境
改
変
行
為
の
決
定

F
続
へ
の
参
加
権
、
健
康
な
環
境
の
形
成
誼
求
権
」
が
環
境
権
の
構
成
要
素
に
な
る
と
い
う
。

一
九
七

0
年
ロ
一
月
の
い
わ
ゆ
る
公
古
国
会
に
社
会
・
公
明
・
民
社
の
三
党
が
提
出
し
た
「
環
境
保
仝
韮
本
法
案
」
第
二
条
は
、
こ
れ
に
近
い

c

「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
享
受
す
る
こ
と
は
国
民
の
基
本
的
な
権
利
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
良
好
な
環
境
の
確
保
が
不

nI欠
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
長
期
的
な
視
野
の
下
に
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
た
め
に
、
国
を
あ
げ
て
の
努
力
に
よ
り
良
好
な
環
境
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
い
う
基
本
理
念
が
規
定
さ
れ
、
「
良
好
な
環
境
」
と
は
、
「
現
在
及
び
将
来
の
日
民
が
健
全
な
心
身
を
保
持
し
、
安
令
か
つ
快
適
な
生
活
を
常
む
こ
と
が

で
き
る
環
境
」
を
い
う
と
定
義
さ
れ
た
。

こ
の
法
案
は
成
立
に
ギ
ら
ず
、
こ
の
韮
本
理
念
を
そ
っ
く
り
そ
の
よ
ま
．
部
に
取
り
人
れ
た
ー
環
境
保
令
宣
ば
に
関
す
る
件
」
と
い
う
決
議
が
衆
議
院

で
行
わ
れ
、
か
つ
、
「
す
べ
て
の
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
が
、
こ
れ
を
確
保
す
る
た
め
に
は
人
間
の
生
存
に
必
要
に
し

て
充
分
、
快
適
良
好
な
牛
活
環
境
を
維
持
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
」
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
決
議
が
参
成
院
で
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
荻
野
清
上
「
わ
が
国
に
お
け
る
環
境
権
＾
岬
議
い
概
要
（
上
）
L

自
沿
研
究
五

0
巻
し
号
六

．．
 

＼
六
：
丘
貝
（
．
九
七
四
年
）
参
照
。

他
方
、
日
本
弁
護
卜
連
合
会
は
、
「
環
境
保
全
は
本
法
試
案
要
綱
」
で
、
次
の
よ
う
に
環
境
権
を
規
定
し
て
い
る
（
日
本
弁
護
七
連
合
会
ー
環
境
保
令

↓
二
法
律
試
案
要
綱
」
ジ
ー
＿
リ
ス
ト
五
一
五
九
砂
（
／
几
じ
：
こ
年
）
△

O
i
、
．

0--
．貞
1

1

法
律
時
報
四
五
脊

．．． 
号
（
↓
九
じ
．
こ
年
）
．
五
一
＼
一
五
．．
 

貞）。

「
（
環
境
権
）

10 2 ~:B (香法'90)



(18) 

(19) 

第
二
国
民
は
、
良
好
な
環
境
を
享
行
す
る
権
利
を
有
す
る
。

国
民
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
お
よ
び
そ
の
機
閃
ま
た
は
公
共
団
体
な
ら
び
に
私
人
に
対
し
て
、
こ
の
権
利
を
行
使
で
き
る
。
」

「
（
定
義
）

第
四
こ
の
法
律
に
お
い
て
〗
艮
好
な
環
境
」
と
は
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
人
間
が
健
康
な
心
身
を
保
持
し
、
安
全
か
つ
快
適
な
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
環
境
を
い
う
。

2

前
項
の
良
好
な
環
境
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

一
現
在
お
よ
び
将
来
の
人
が
健
康
で
安
全
か
つ
快
適
な
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
で
、
か
つ
充
分
な
自
然
的
、
文
化
的
、
社
会
的
環
境
お
よ
び
悶

境
資
源
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
動
植
物
お
よ
び
そ
の
生
有
環
境
な
ど
，
I
然
の
生
態
系
が
良
好
に
保
全
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
人
が
健
康
で
安
全
か
つ
快
適
な
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
で
、
か
つ
十
分
な
生
活
環
境
（
人
の
生
活
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
財
光
お
よ
び
公
的

設
備
、
施
設
を
含
む
）
が
保
全
、
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
屯
要
な
歴
史
的
文
化
的
逍
所
が
保
全
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
」

公
害
防
止
と
目
然
環
境
保
仝
に
関
す
る
韮
本
的
ボ
項
を
定
め
る
公
害
対
策
珪
本
法
（
昭
和
四
二
年
法
往
一
二
二
号
）
と
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
じ
年

法
律
八
五
号
）
に
は
、
環
境
保
仝
が
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
に
と
っ
て
屯
要
で
あ
る
こ
と
と
、
環
境
保
全
に
関
す
る
国
と
地
方
公
共
団
体
の
責
務

が
示
さ
れ
る
（
公
古
韮
一
、
四
、
五
条
、
自
然
環
境
一
一
、
四
、
九
条
）
だ
け
で
、
国
民
の
権
利
は
積
極
的
に
明
ぷ
さ
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
環
境
保

全
に
閲
す
る
義
務
を
、
事
業
者
と
と
も
に
住
民
又
は
国
民
が
負
う
こ
と
が
明
ポ
さ
れ
て
い
る
（
公
害
珪
三
、
六
条
、
自
然
環
境
一

0‘

―
一
条
）
。

束
京
都
公
害
防
止
条
例
（
昭
四
四
・
じ
・
て
束
京
都
条
例
九
七
号
）
の
前
文
は
、
次
の
諸
原
則
を
宣
げ
し
、
こ
の
条
例
を
そ
れ
ら
の
「
諸
原
則
に
褐
げ
る

目
的
を
達
成
す
る
よ
う
に
解
釈
し
、
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
第
一
原
則
す
べ
て
都
民
は
、
健
康
で
安
全
か
つ
快
適
な
生
活
を
営
む
権
利
を
打
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
権
利
は
、
公
害
に
よ
っ
て
み
だ
り
に

侵
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
原
則
す
べ
て
都
民
は
、
他
人
が
健
康
で
安
全
か
つ
快
適
な
生
活
を
営
む
権
利
を
尊
重
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
利
を
侵
す
公

害
の
発
生
原
因
と
な
る
よ
う
に
自
然
及
び
生
活
環
境
の
破
壊
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
原
則
東
京
都
民
の
自
治
組
織
体
で
あ
る
東
京
都
は
、
都
民
の
健
康
で
安
全
か
つ
快
適
な
生
活
を
営
む
権
利
を
保
障
す
る
最
大
限
の
義
務
を

―1
0
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環境権一一環境の共同利用権 (1) (中山）

(20) 

(21) 

負
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
義
務
を
果
た
す
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
公
害
の
防
止
と
絶
滅
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

京
都
府
公
害
防
止
条
例
（
昭
四
六
・
ニ
・
三
一
京
都
府
条
例
九
号
）
も
、
前
文
で
、
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
権
利
を
保
障
す
る
憲
法
の
精
神

に
の
っ
と
り
、
自
然
お
よ
び
歴
史
的
遺
所
を
傷
つ
け
、
健
康
と
快
適
な
麻
ら
し
を
お
び
や
か
す
す
べ
て
の
公
曹
を
き
び
し
く
防
止
絶
滅
す
る
た
め
、
次
の

原
則
を
宣
言
」
す
る
。

9
]
 

す
べ
て
の
府
民
は
、
豊
か
な
自
然
と
歴
史
的
遺
廂
の
恩
恵
を
亨
受
し
健
康
で
快
適
な
雑
ら
し
を
営
む
権
利
を
打
す
る
。

巾
叢
活
動
を
常
む
者
算
は
、
内
か
な
自
然
と
歴
史
的
遺
帝
の
恩
恵
を
]
？
受
し
健
康
で
快
適
な
作
ら
し
を
営
抄
府
民
の
権
利
を
公
害
に
よ
り
侵

害
し
て
は
な
ら
な
い
。

3

京
都
府
は
、
開
か
な
自
然
と
歴
史
的
遺
産
の
恩
忠
を
亨
受
し
健
康
で
快
適
な
綽
ら
し
を
営
む
府
民
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
、
府
民
の
公
専
防

止
の
意
思
と
運
動
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
市
町
村
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
通
じ
て
公
古
の
防
止
絶
滅
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

一
九
じ
．
一
年
に
国
連
で
採
択
さ
れ
た
「
人
間
環
境
宣
言
」
の
基
本
原
則
第
一
の
前
半
部
分
は
、
「
人
は
、
昨
厳
と
福
祉
を
保
つ
に
足
る
環
境
で
、
自
由
、

平
等
お
よ
び
卜
分
な
生
活
水
準
を
享
受
す
る
基
本
的
権
利
を
有
す
る
と
と
も
に
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
世
代
の
た
め
環
境
を
保
護
し
改
善
す
る
厳
粛
な

貨
任
を
負
う
。
」
と
定
め
る
。
人
間
環
境
宣
汀
に
お
け
る
環
境
権
に
つ
い
て
は
、
桜
井
、
前
掲
六
七
頁
以
ド
、
同
「
〈
環
境
権
〉
の
法
理
と
〈
環
境
〉
防
衛

の
今
日
的
課
題
（
下
・
完
）
」
レ
フ
ァ
ラ
ン
ス
ニ
六
五
号
(
-
九
七
三
年
）
一

0
五
頁
以
下
、
佐
伯
富
樹
「
人
間
環
境
宣
言
に
お
け
る
個
人
の
『
環
境
権
」
」

法
学
研
究
五
六
巻
七
号
(
-
九
七
三
年
）
四

0
頁
以
ド
、
井
口
克
彦
「
国
連
人
間
環
境
宜
言
」
不
動
産
研
究
一
四
巻
四
号
(
-
九
七
二
年
）
四
＼
五
頁
。

た
と
え
ば
、
事
業
者
が
環
境
に
大
き
な
影
曹
を
及
ぱ
す
お
そ
れ
の
あ
る
施
設
の
設
置
や
巾
党
の
実
施
に
↓
~
た
っ
て
環
境
影
響
評
価
を
行
い
、
こ
れ
に
対
し

て
住
民
が
意
見
書
を
提
出
で
き
る
と
い
う
制
度
は
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
八
年
法
律
―

-
0号
）
に
は
明
示
さ
れ
て
い
る
（
五
条

六
項
、
八
条
三
項
）
が
、
公
有
水
面
埋
立
法
（
大

L
E
-
0年
法
律
五
じ
号
）
に
関
す
る
も
の
な
ど
ほ
と
ん
ど
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
国
が
関

与
す
る
事
業
に
つ
い
て

1

般
的
に
こ
の
制
度
を
定
め
よ
う
と
す
る
法
案
は
、
結
局
成
立
に
令
ら
ず
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
環
境
影
響
評
価
実
施
要
綱
」
（
昭

和
五
九
年
八
月
ご
八
日
「
環
境
影
憚
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
」
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
制
度
が
連
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
他
の
巾
業
に
つ
い
て

も
、
地
方
公
共
団
体
が
条
例
又
は
要
綱
に
よ
っ
て
、
環
境
影
評
評
価
制
度
を
定
め
て
い
る
。

住
民
が
意
見
を
陳
述
で
き
る
公
聴
会
の
制
度
は
、
漁
業
法
一
；
条
四
項
、
都
市
叶
画
法
一
六
条
、
土
地
収
用
法
二

．．
 

一
条
一
項
な
ど
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

原
子
炉
の
設
憤
に
関
す
る
公
聴
会
は
、
原

f
力
委
員
会
の
定
め
た
「
原

f
炉
の
設
憤
に
係
る
公
聴
会
開
催
要
領
」
（
昭
和
四
八
年
五
月
．
―
-
一
日
）
と
ぶ
犀

子
炉
の
設
閥
に
係
る
公
聴
会
開
催
要
領
の
実
施
細
則
」
（
昭
和
四
八
年
七
月
．
一
四
日
）
、
又
は
地
方
自
治
法
一
〇
九
条
四
項
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
。
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)
 

（
牛
深
し
尿
処
理
場
事
件
）
、

又
は
こ
れ

私
法
（
又
は
実
定
法
）

L
の
具
体
的
権
利
（
す
な
わ
ち
差
止
請
求
権
の
根
拠
と
し
て
の
権
科
）
と
し
て
環
境
権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
疑
間
で
あ
る
旨
を
明
ぷ
し
た
判
決
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

鹿
児
島
地
判
附
和
四
し
・
五
・

□

几
判
時
六
七
五
号
ニ
バ
頁
（
国
分
市
し
尿
処
理
場
巾
件
）
、
大
阪
地
判
昭
和
四
九
・
ニ
・
ニ
じ
判
時
七
一
＿
九
号
：
こ
貝

（
大
阪
国
際
喉
港
公
古
れ
件
第
一
審
）
、
f

麿
ぶ
地
決
昭
和
五
＿
．
八
•
こ
一
判
時
八
＿
·
-
六
号
．
七
頁(
f娯
市
ご
み
処
坪
場
事
件
第
二
番
）
、
東
東
高
決
昭

相
五
一
•
•
四
·
^
．
じ
判
時
八
几
二
号
四
六
頁
（
詞
巾
件
抗
告
審
）
、
東
点
地
決
昭
和
五
：
·
-
．
五
・
ニ
ー
判
時
八
八
八
号
じ
一
頁
（
日
比
谷
公
園
巾
件
第
．

審
）
、
束
東
高
決
附
相
几
：
．
＾
・
九
・
：
八
判
開
九

0
七
け
六
一
頁
（
詞
巾
件
抗
告
審
）
、
那
覇
地
判
昭
和
五
四
・
一

．． 

―
-
九
判
時
九
二
八
号
コ
ー
百
〈
（
金
武
誘

石
油
備
＂
畜
基
地
巾
件
）
、
名
占
附
地
判
昭
和
五
四
・
パ
・
＿
ー
八
判
時
九

1

．．
 

六
号
一
八
頁
（
名
占
尻
場
外
馬
券
売
場
巾
件
）
、
伽
岡
地
裁
小
倉
支
判
昭
和
几
四
・

八
．

1

．． 

判
時
九
．． 

じ
号
一
九
頁
（
直
豆
則
火
力
発
屯
所
巾
件
第
二
番
）
、
熊
本
地
判
昭
和
几
f
•

四
・
一
六
判
時
几
パ
五
号
一
．
八
貞
（
水
俣
病
水
銀
ヘ
ド

ロ
処
刑
れ
件
）
、
名
占
屋
地
判
附
相
几
几
．
几
．

4
-
判
時
九
じ
六
号
四

0
頁
（
名
古
附
新
幹
線
公
中
1
巾
件
第
二
番
）
、
札
幌
地
判
附
和
几
l
L
.
.
0
.—

四
判
時
九
八
八
号
：
一
じ
頁
（
伊
達
火
力
発
屯
所
仄
巾
巾
件
）
、
伽
岡
翡
判
昭
和
几
六
•
一
．
＿
．
―
-
·
-
判
時
九
九
九
号
一
二
三
貞
（
豊
前
火
力
発
屯
所
巾
件
控
占

帝
）
、
岐
阜
地
判
間
和
几
八
•

10・ 
―
四
四
判
時
―

-
0六
号
．
二
八
白
〈
（
卜
岐
市
ド
水
処
罪
場
巾
件
）
、
仏
島
闘
判
昭
和
九
几
・
―
]
．
几
判
時
一
＾

1

・・

四
号
四
五
貞
（
仏
，
島
巾
北
部
ご
み
処
理
場
＂
件
控
高
畜
）
、
名
古
屋
闘
判
附
和
六

0
•
四
・
ロ
一
判
時
一
．
五

0
号
：
―1
0頁
（
名
占
屋
新
幹
線
公
古
巾

f
l

控
r
J
t
審
）
、
静
岡
地
裁
沼
津
支
判
附
和
」
ハ
＿
．
こ
．
五
判
夕
几
几
四
号
ぃ
ハ
一
頁
（
ラ
イ
オ
ン
・
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
事
件
）
、
東
東
高
判
昭
和
パ
ー
•
四
・
九

判
時
＿
＿
九
・
＾
け
―
[
日
（
四
木
枯
地
公
中
1

廿
件
控
占
審
）
、
神
戸
地
判
附
和
六
＿
．
じ
・
一
七
判
時
一
―

10:
一
一
号
／
貝
（
日
道
四
こ
号
線
公
中
11
巾
件
第
一

審
）
、
松
山
地
判
附
和
パ

_-.1--.-．
二
判
夕
六
五
．
ー
一
号
／
じ
八
貞
（
北
条
市
泊
梱
L
場
巾
件
）
、
東
京
高
判
昭
和
六

．．． 
七
・
一
五
判
時
ー
ニ
四
五
号
―
こ

貞
（
横
川
韮
地
公
911
巾
件
控
占
審
）
。
大
阪
灼
決
昭
和
几
：
．．． 

五
・
八
判
タ
ニ
じ

0
号

_
0五
頁
（
大
阪
府
企
業
環
塙
権
れ
件
）
は
、
ぶ
止
業
環
境
権
」
を

否
認
し
た
。

神
J
地
故
尼
綺
文
決
附
和
四
八
•
五
．
―
-
判
時
じ

0
1
:号
一
八
貞
（
阪
神
高
速
迅
路
事
件
）
は
、
「
地
域
環
境
」
か
ら
受
け
る
私
人
の
利
益
は
ー
私

権
」
で
は
な
い
の
に
対
し
、
住
居
管
押
者
は
自
ら
の
仕
屈
環
境
に
つ
い
て
「
環
境
利
益
不
↓
ー
侵
古
防
止
権
」
を
打
す
る
、
と
述
べ
る
。

姐
告
・
中
請
人
が
環
境
権
を
、
下
張
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
環
境
権
に
は
全
く
占
及
し
な
い
か
又
は
そ
の
是
非
の
判
断
を
刊
避
し
て
、
人
格
権
・
不
動

産
所
有
権
等
の
権
利
•
利
益
い
み
に
つ
い
て
江
叩
求
・
中
出
を
判
断
す
る
（
そ
の
結
果
は
請
求
認
容
又
は
棄
却
）
か
、
又
は
高
を
不
適
法
と
し
て
却
ド
す
る

判
決
等
も
、
次
の
よ
う
に
多
い
。

熊
本
地
判
昭
和
五

0
．
こ
．
．
一
じ
判
時
七
七
一
＾
号
ニ
ニ
貞

大
阪
高
判
昭
和
五

0
.

!
 

―
・
ニ
七
判
時
七
九
七
号
三
七
百
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環境権一ー一環境の共同利用権 (1) (中山）

(23) 

（
大
阪
国
際
空
港
公
古
事
件
控
晶
審
）
、
松
山
地
裁
西
条
支
判
昭
和
五
ー
・
九
・
ニ
九
判
時
八
一
こ
一
一
号
一
一
四
貞
（
土
居
町
し
尿
処
理
場
事
件
）
、
徳
島
地
判

昭
和
五
二
・
1
0
・
 
七
判
時
八
六
四
号
：
一
八
貞
（
徳
島
市
ご
み
焼
却
場
ボ
件
第
一
審
）
、
松
山
地
裁
宇
和
島
支
判
昭
和
五
四
・
三
・
ニ
ニ
判
時
九
一
九
号

：
二
頁
（
宇
和
島
市
ご
み
焼
却
場
巾
件
）
、
名
占
屋
地
判
昭
和
五
四
．
．
．
一
・
ニ
ヒ
判
時
九
四
一
．
一
号
八
0
頁
（
津
島
市
共
同
ご
み
焼
却
場
事
件
）
、
高
松
地
判
昭

和
五
六
．
口
．
．
ご
ハ
判
時
．
0
-
四
号
九
四
頁
（
引
田
町
ご
み
焼
却
場
巾
件
）
、
東
京
地
裁
八
じ

f
支
判
昭
和
五
六
・
じ
・
一
三
判
時
ー
0
0
八
号
一
九

頁
（
横
田
基
地
公
古
事
件
第

1

審
）
、
最
大
判
昭
和
五
六
・
ニ
一
・
こ
ハ
民
集
て
五
脊
．
0
号
一
：
ド
ハ
九
貞
1
1

判
時
一
0
1
:
五
号
i
^
．
九
貞
（
大
阪
国
際
空

港
公
害
巾
件

t
告
審
）
、
広
島
地
判
昭
和
五
じ
・
・
^
-
．

q

こ
．
判
時
4
0
四
0
号
．．
 

」
ハ
貞
（
広
島
巾
北
部
ご
み
処
理
場
れ
件
第
こ
番
）
、
横
浜
地
判
昭
和
任
じ
・

:
 0・
1
:
 0
判
時
ー
0
圧
ハ
号
一
六
頁
（
肛
木
韮
地
公
古
rji件
第
一
審
）
、
大
阪
地
判
昭
和
五
八
・
九
・
：
六
判
夕

fio六
号
二
f.-

＿
貞
（
藤
井
与
球
場

事
件
仮
処
分
異
議
第
一
審
）
、
大
阪
地
判
昭
和
五
九
年
一
．
月
二
八
日
判
夕
五
．
―
口
号
．

1

＿＿
□

貝
（
多
奈
川
火
力
発
電
所
巾
件
）
、
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
・

四
・
六
判
時
一
―

1ii
号
．．
 

じ
頁
（
小
牧
市
共
同
ご
み
焼
却
場
消
件
第
-
審
）
、
大
阪
高
判
昭
和
仕
九
・
五
・
一
五
盆
門
夕
五
こ
一
号
こ
ハ
ニ
貞
（
藤
井
寺

球
場
事
件
仮
処
分
異
議
控
訴
審
）
、
最
判
昭
和
六
0
.
―
ニ
・
^
-
0
判
時
↓

1

八
一
号
七
七
頁
（
豊
前
火
力
発
屯
所
事
件
上
告
審
）
、
名
古
屋

i
5

回
判
昭
和
六

一
・
ニ
・
ニ
七
判
時
一
．
九
五
号
二
四
頁
（
小
牧
市
共
同
ご
み
焼
却
場
事
件
控
高
審
）
、
奈
良
地
裁
五
條
支
判
昭
和
」
ハ
ー
・
三
・
ニ
七
判
時
―
―
1
0
0
号

P

―
―
四
頁
（
西
七
口
野
村
ご
み
埋
立
処
分
場
巾
件
）
、
名
古
屋
高
判
昭
和
六
•
•
四
・
一
判
時
一
•
•
O二
号
五
八
貞
（
知
多
半
島
別
荘
眺
甲
阻
害
事
件
）
、
大

阪
地
判
昭
和
六
一
・
六
・
ニ
ハ
判
時
一
―
1
0
九
号
六
七
貞
（
松
原
市
ご
み
焼
却
場
事
件
）
、
東
京
地
判
昭
和
六
三
・
三
・
ニ
九
判
時
―
二
八
三
号
一
〇
九

貞
（
地
ド
鉄
半
蔵
門
線
事
件
）
‘
f

葉
地
判
昭
和
六
ニ
・
―
―
•
一
七
判
夕
六
八
九
号
四
0
頁
（
千
葉
川
鉄
公
古
事
件
第
一
審
）
、
福
岡
地
判
昭
和
六
・
ニ
・

二
―
•
一
六
判
時
―
-
E九
八
号
一
‘
]
二
頁
（
福
岡
空
港
騒
音
公
曹
事
件
第
一
審
）
。

環
境
権
の
内
容
そ
の
も
の
が
不
明
で
あ
る
、
又
は
環
境
権
が
実
定
法
卜
の
権
利
、
な
い
し
行
政
事
件
訴
訟
九
条
に
い
う
法
律
上
の
利
益
に
当
た
ら
な
い
旨

を
明
示
し
た
判
決
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

札
幌
地
決
昭
和
四
九
・
一

•
1

四
判
時
七
ご
し
号

1

二
頁
（
伊
達
火
力
発
電
所
執
行
停
止
中
請
事
件
第

1

審
）
、
東
占
小
高
判
昭
和
四
九
•
四
・
一
·
-
0
判
時

ヒ
四
こ
号

1

．
こ
頁
（
国
」
IL
歩
道
橋
巾
件
控
占
慮
、
札
幌
閥
決
昭
和
四
九
・
一
ー
・
五
判
時
七
じ
六
号
四

□

貝
（
伊
達
火
力
発
電
所
執
行
停
止
事
件
抗
告

審
）
、
東
京
高
判
昭
和
五
二
•
四
．
―
一
行
裁
例
集
こ
九
巻
四
号
四
九
九
貞
1
1

判
時
八
八
六
号
ー
ニ
貞
（
栃
木
市
用
途
地
域
変
更
事
件
控
訴
審
）
、
広
島
高

判
昭
和
五
一
·
-
•
四
・
一
二
判
時
九
0
0
号
し
八
貞
（
山
協
自
動
車
道
巾
件
控
訴
審
）
、
福
島
地
判
昭
和
五
：．．． 
ぃ
ハ
・
一
九
行
裁
例
集
二
九
巻
六
号
―
―
―
こ

七
頁
1
1

判
時
八
九
四
号
一
．．
 

九
貞
（
糾
島
第
二
原
発
事
件
）
、
岐
阜
地
判
昭
和
五

fl
．
ニ
・
ニ
五
判
夕
四
1
0
号
一
―
五
頁
（
徳
山
ダ
ム
巾
件
）
、
横
浜
地
判

昭
和
五
五
・
一
・
ニ
七
判
時
九
五
八
号
二
＾
一
貞
（
束
京
湾
倅
道
路
事
件
）
、
札
幌
麻
判
昭
和
五
七
•
六
・
ニ
ニ
行
裁
例
集
三
：
1
巻
六
号
一
三
ニ
―
頁
1
1

判

三
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(26) 

(27) 

横
浜
地
判
刷
和
几
七
•
一

1

・
ニ
九
判
時
一
〇
七
七
号
五
頁

時
一
〇
七
一
号
四
八
頁
（
伊
達
火
力
発
屯
所
埋
LIL
免
許
取
泊

t
件
控
rJf
審）、

地
開
発
謹
llJ
市
件
）
。

原
告
・
中
閲
人
が
環
境
権
を
、
E
張
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
環
境
権
に
は
全
く
言
及
し
な
い
か
又
は
そ
の
足
非
の
判
断
を
阿
避
し
て
、

ド
又
は
清
求
庚
却
し
た
判
決
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

束
東
地
決
附
和
四
五
・
＾

C
J
・
:
 四
行
裁
例
集
―
ー
一
巻
一
0
号

1

一
八
三
百
~
1
1判
時
六
0
七
号
一
六
頁
（
国
立
歩
道
橋
執
行
倅
1

巾
件
）
、
東
京
地
判

昭
和
四
ヒ
・
―
ニ
・
ニ

•
-
1

判
時
六
九
一
号
七
頁
（
成
旧
新
幹
線
巾
件
第
．
帝
）
、
東
京
地
判
昭
和
四
八
•
五
・
＾

1
1

一
行
裁
例
集

1

．
四
巻
四
・
五
号
四
じ
．

貞
（
国
立
歩
道
橋
廿
件
第
＾
帝
）
、
東
東
高
判
附
和
四
八
•

:
 CJ .. I

四
判
時
七
一
ニ
ー
号
五
て
貞
（
成
田
新
幹
線
事
件
控
占
審
）
、
札
幌
地
判
昭
和
五
一
・

七
•
一
．
几
行
裁
例
集
一
、
し
在
七
号/
0
九
六
頁
判
時
八
二
九
号
二
八
貞
（
伊
達
火
力
発
屯
所
埋
立
免
許
収
泊
巾
件
第

1

審
）
、
広
島
地
判
昭
和
几
．．． 

三

・1C
J判
時
八
四
四
号
一
七
頁
（
結
核
病
院
巾
件
）
、
松
山
地
判
昭
和
五

1
.

＾
•
五
・
一
五
九
判
時
八
八
九
号
一
五
い
（
長
浜
町
入
浜
権
事
件
）
、
最
判
附
和
斤

1

.

.

.

1

-

．． 

八
判
時
九

1

五
号
一
一

1

九
頁
（
成
田
新
幹
線
れ
件
じ
告
審
）
、
鹿
児
島
地
判
附
和
ぃ
ハ
C
J
.
:
＾
ー
・
ニ
―
．
判
時
―
―
五
一
号
二
貞
（
志
布
志
誘
埋
L
¥

事
件
）
、
最
判
昭
和
パ

0
.
.
-
．． 

一
七
判
時
＾
一
七
九
号
五
パ
頁
（
伊
達
火
力
発
屯
所
埋
立
免
許
取
泊
事
件
L
告
審
）
c

日
本
卜
地
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
閑
境
権
の
再
検
討
」
が
動
産
取
引
法
・
環
境
権
の
出
検
討
」
＾
五

0
頁
（
宮
本
慮
一
発
げ
）
。

宇
沢
弘
文
[
憚
境
権
と
経
済
成
仄
＇
公
,
祉
関
几
六
在
:
託
口
万
（
／
九
七
七
年
）
二
四
頁
以
ド
‘
特
に
三
八
百
五
ぃ
、
環
境
権
の
具
体
的
内
容
に
対
応
す
る
環
培

基
準
の
向
卜
と
排
出
規
制
の
怖
化
は
、
必
ず
し
も
経
済
成
長
必
よ
〕
低
ド
な
い
し
労
働
雇
用
憤
の
減
少
を
意
味
し
な
い
と
い
う
。
完
全
雇
用
に
見
合
う
経
済

成
長
率
は
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
生
産
に
関
す
る
諸
条
件
、
人
々
の
心
則
的
要
因
、
社
会
的
共
通
資
本
の
斎
積
、
公
共
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
供
給
に
関
す
る

制
度
的
要
因
に
よ
っ
て
左
布
さ
れ
る
か
ら
、
環
境
権
に
関
す
る
社
会
的
合
舷
を
形
成
す
る
過
程
で
、
完
全
雇
用
が
実
現
可
能
に
な
る
よ
う
な
制
度
的
条
件

を
整
備
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
不
叶
能
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

1

九
九

0
年
頃
現
在
と
そ
の
将
来
の
環
境
法
の
体
系
・
性
格
と
環
境
権
に
つ
い
て
、
牛
山
・
前
掲
科
学
と
思
想
七
二
号
六
九
＼
七
五
頁
、
淡
路
剛
久
「
環

境
間
題
と
法
の
役
割
国
内
環
境
間
題
と
地
球
環
境
間
題
」
法
律
時
報
六
；
脊
一
号
(
-
九
九

0
年
）
―
-
七
＼
―
-
八
頁
、
富
井
利
安
「
環
境
法
の
現
在

と
将
来
」
法
律
時
報
六
二
巻
一
号
（
一
九
九

0
年
）
四
―
]
、
四
五
頁
が
論
じ
て
い
る
。
法
律
時
報
六
二
巻
一
号
に
は
、
阿
部
泰
隆
「
公
害
・
環
境
の
政
策

と
法
の
課
題
」
（
ニ
ニ
頁
以
ド
）
、
山
村
恒
年
「
世
界
の
環
境
間
題
を
め
ぐ
る
動
き
各
種
環
境
会
議
の
動
向
と
間
題
点
」
（
四
七
頁
以
下
）
も
含

め
て
、
「
公
害
・
環
境
間
類
と
法
」
が
特
集
さ
れ
て
い
る
。

淡
路
・
前
掲
法
律
時
報
六
二
巻
一
号
二
四
貞
以
卜
。

ニ
四

（
横
浜
市
宅

訴
．
申
議
を
却
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環境権一一ー環境の共同利用権 (1) (中山）

(28) 
公
害
対
策
の
進
展
の
歴
史
が
す
で
に
こ
の
事
実
を
如
実
に
示
し
て
き
た
。
公
害
規
制
を
目
的
に
す
る
最
初
の
法
律
は
、
一
九
五
八
年
の
水
質
一
一
法
（
「
公

共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
法
律
」
（
昭
和
三
三
年
法
律
一
八
一
号
）
と
「
上
場
排
水
等
の
規
制
に
閃
す
る
法
律
」
（
昭
和
三
三
年
法
律
一
八
二
号
）
）

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
本
州
製
紙
江
戸
川
T
場
の
廃
水
に
よ
っ
て
漁
業
被
害
を
受
け
た
浦
安
の
多
数
の
漁
民
が
、
［
場
に
乱
人
し
て
乱
闘
し
た
事
件
を

き
っ
か
け
に
制
定
さ
れ
た
。
一
九
六
七
年
に
公
害
対
策
址
本
法
、
そ
の
翌
年
に
「
大
気
汚
染
防
止
法
」
（
昭
和
四
：
一
年
法
律
九
七
号
）
、
「
騒
行
規
制
法
」

（
昭
和
四
―1
年
法
律
九
八
号
）
な
ど
の
制
定
を
導
い
た
の
は
、
一
九
」
ハ
ニ
年
か
ら
展
開
さ
れ
た
一

•
1

島
・
沼
津
•
清
水
の
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
誘
致
反
対
運

動
の
成
功
を
き
っ
か
け
に
、
全
国
に
広
が
っ
た
公
t
1
反
対
の
間
論
と
連
動
で
あ
っ
た
。
一
九
七

0
年
代
伯
期
に
公
9
9
対
策
怖
化
を
も
た
ら
し
た
の
も
、
公

害
病
患
者
に
よ
る
四
大
公
士
l

占
訟
の
提
起
と
そ
れ
を
支
え
る
住
民
等
の
連
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
の
議
求
そ
の
も
の
は
捐
害
賠
附
で
あ
る
が
、
加

害
企
梨
の
法
的
貨
任
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
効
果
的
な
公
害
防
止
の
た
め
の
施
策
を
国
と
地
方
公
共
団
体
に
求
め
る
運
動
に
結
び
つ
い
た
の

で
あ
っ
た
。

空
気
や
自
然
に
対
す
る

二
五

「
環
境
権
」
的
な
権
利
意
識
は
、

公
害
対
策
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
は
、
国
の
法
律
に
比
べ
て
、
制
定
の
時
期
、
理
念
及
び
規
制
内
容
の
点
で
、
先
進
的
な
い
し
主
導
的
で
あ

る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
革
新
自
治
体
が
中
央
の
保
守
政
治
に
対
抗
す
る
屈
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
事
情
の

有
無
に
か
か
わ
り
な
く
、
地
方
自
治
が
中
央
政
府
の
政
治
よ
り
も
住
民
の
利
益
に
密
着
し
、
住
民
の
意
見
を
直
接
的
に
反
映
す
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と

が
、
そ
の
、
E
な
原
因
で
あ
ろ
う
（
清
水
誠
「
公
屯
口
問
題
に
お
け
る
生
存
権
の
思
想
と
財
廂
権
の
思
想
ー
公
古
に
対
す
る
立
法
的
対
応
の
一
考
察
|
|
_
」

高
柳
信
―
•
藤
田
勇
糾
云
資
本
主
義
法
の
形
成
と
展
開

3

企
業
と
営
業
の
自
由
」
(
-
九
七
三
年
）
三
四
九
頁
以
下
、
特
に
一

4

一
六
四
＼
三
六
五
頁
、
甲

斐
道
太
郎
「
公
中
ロ
・
環
境
間
題
と
法
」
天
野
和
夫
ほ
か
編
ニ
マ
ル
ク
ス
、
下
義
法
学
講
座
6

現
代
日
本
法
分
析
』
(
-
九
七
六
年
）
三
八
九
＼

1

・
一
九
一
頁

等）。

(29)
高
柳
信
一
「
環
境
権
の
保
護
に
つ
い
て
」
法
律
時
報
四
三
巻
八
号
（
一
九
七
：
年
）
五
七
＼
六

0
頁。

(30)
田
中
成
明
『
裁
判
を
め
ぐ
る
法
と
政
治
」
（
一
九
七
九
年
）
ニ
ニ
六
＼
一

1

二
-
頁
、
淡
路
剛
久
「
民
事
法
の
領
域
か
ら
1

新
し
い
権
利
の
生
成
を
め
ぐ

っ
て

L

法
社
会
学
：
バ
ヘ
号
（
一
九
八
六
年
）
―
-
―
＼
―
一
二
貞
゜

五
）
田
中
五
裁
判
を
め
ぐ
る
法
と
政
治
9

.

1

五
四
頁
以
ド
、
詞
冨
現
代

11
本
法
の
構
図
法
の
活
性
化
の
た
め
に
」
(
-
九
八
七
年
）
一
六
六
＼
一
九
八
頁
。

ー
し
サ
ッ
ク
ス
〖
環
境
の
保
設
市
民
の
た
め
の
法
的
戦
略
ー
」
（
山
川
洋
．
郎

1
1

翡
橋
一
修
訳
）
（
一
九
七
四
年
）
も
参
照
。

（
翌
田
中
瓜
判
を
め
ぐ
る
法
と
政
治
」
：
五
七
＼

□

九
九
、
一
九
五
＼
一
九
六
頁
。

(33)
長
谷
川
孝
「
己
環
境
権
」
発
想
の
展
開
」
市
民
一

0
号
（
一
九
七
一
一
年
）
一
八
四
貞
は
、

従
来
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五
七
＼
五
九
貞

（
田
中
茂
樹
発

111口）、

の
法
に
お
け
る
個
別
的
所
打
概
念
て
は

t
分
に
と
ら
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
。

贔
）
拙
稿
「
公
古
・
環
境
裁
判
の
現
状
」
法
の
科
学

4

四
号
（
＾
九
八
六
年
）
一
―
―
―
頁
以
卜
参
照
。

（
翌

1
本
法
社
会
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

1

権
利
の
形
成
と
展
開
ー
し
吋
論
・
法
社
会
学
一
．
一
八
号
(
-
九
八
六
年
）

茂
樹
「
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
」
法
社
会
学
：
．
八
号
（
／
几
八
六
年
）

1

四
八
＼
一
四
九
頁
参
照
。

（
茄
）
同
旨
、
淡
路
剛
久
バ
ム
古
・
環
境
間
題
と
仏
罪
論
（
そ
の
四
）
最
近
の
公
害
一
占
訟
を
中
心
に
」
ジ
上
リ
ス
ト
八
四

0
号
(
-
九
八
五
年
）

＼
ー
：
：
1
1〔
、
M

「
翌
前
火
力
高
訟
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
几
0
0
号
（
一
九
八
八
年
）
―
―
-
→
→
貞
。
淡
路
・
加
担
社
会
学
：
パ
八
号
一
：

•
S
1

八
頁
、
及
び
前
褐
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
吋
倫
・
法
社
会
学
：
パ
八
号
几

．．
 

＼
れ
四
頁
（
談
路
発
：
r
）
は
、
権
利
の
生
成
・
確
立
の
た
め
の
条
件
と
し
て
、
権
利
を
求
め
る
門
事
者
の
付

動
が
あ
る
こ
と
、
要
求
さ
れ
る
利
益
を
保
設
す
べ
き
だ
と
す
る
価
伯
判
断
が
社
会
的
に
広
く
共

flな
い
し
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
法
技
術
的
に
錬

店
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
学
げ
る
。

(
W
)
拙
稿
t

環
境
法
概
扁

(
1
)」
香
川
仏
心
~
八
巻
1
.
9号
（
／
几
八
八
年
）
し
：
頁
。

（
い
）
林
追
慮
汀
頃
邦
逍
ー
肘
史
的
環
境
権
と
社
公
広
＇
（
＾
九
八
四
年
）
、
江
叩
邦
道

7

文
化
環
境
広
ー
林
辿
廣
ー
江
煩
邦
迅
1
1

甲
斐
祥
郎
[
環
坑
仏
大
凸

（q

几
八
し
作
）
八
＾
頁
以
卜
等
は
、
こ
の
種
の
環
泣
杵
論
を
展
開
す
る
。

面
）
高
柳
・
前
褐
五
じ
頁
は
、
肌
始
的
な
公
古
に
対
し
て
卜
分
な
枚
済
制
度
を
特
た
な
か
っ
た
わ
が
国
の
法
坪
・
法
制
度
は
、
伯
始
的
公
古
と
視
代
咽
公
9
ぃ
ど

が
q

紹
に
な
っ
て
製
↓
て
く
る
た
め
に
、
．
JL
来
持
っ
て
い
た
↑
備
欠
陥
を
削
幅
し
て
露
呈
し
つ
つ
あ
る
が
、
環
境
権
は
、
巾
民
汰
自
体
が
現
代
刑
公
士
い
に

対
す
る
閃
係
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
内
在
的
限
料
・
欠
陥
と
の
関
係
に
お
い
て
構
想
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
奏
功
し
た
時
、
わ
が
国
で
は
、
市
民

法
が
＾
般
的
に
到
逹
し
て
い
る
水
准
！
か
ら
み
た
場
合
の
日
本
法
の
企
み
・
欠
陥
を
克
服
す
る
大
き
な
原
動
力
に
な
る
と
い
う
。
裔
柳
仏
一
「
公
害
間
粕
に

つ
い
て
の
且
本
的
視
角
ー
環
境
破
壊
．
九
じ
／
1
;
月
号
四
一
貞
も
参
照
。

（い）
i

明
芽
的
又
は
断
片
的
な
見
解
と
し
て
は
、
拙
稿
「
公
古
行
政
と
民
市
責
任
t

林
艮
平
先
生
遠
暦
ー
叫
念
論
文
fl
↑
叫
沐
八
私
法
学
の
課
題
と
展
惰
中
！
（
一

几
八
年
）

q

＾
0
9げ頁
以

F
、
同
孤
戸
内
の
環
境
間
置
法
と
民
ヽ
じ

‘r義
一
ロ
*
一
号
（
一
九
八
じ
年
）
口
頁
以
卜
、
同
「
瀬
戸
大
橋
に
関
す
る
環
境

法
卜
の
語
間
題
（
ド
ご
香
川
法
学
几
な
]
1
9号
（
↓
九
八
九
年
）

1

.

「
一
貞
以
ド
。

＇ ノ‘

~
~
ーf
 
―
―
 

~
~
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環境権—一環境の共同利用権 (1) (中山）

、I
'

ー
，
＇
、、''）

ァ

i

ブ
ヽ
（

9’

ー

し

（

境
を
草
受
し
、

こ
の
よ
う
な
環
境
権
を
承
認
す
る
学
説
の
多
数
は
、

環
境
権
の
定
義
は
、
憲
法
の
観
点
か
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
が
、
環
境
権
研
究
会
と
［
様
に
「
良
ぎ
環

か
つ
支
配
し
う
る
権
利
」
と
表
示
さ
れ
、
又
は
単
に
「
良
い
環
境
を
享
受
す
る
権
利
」
な
ど
と
表
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
根
拠
を
憲
法
一
一
五
条
と
一
三
条
に
求
め
る
。

憲
法
二
五
条
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
党
む
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
す
る
。
良
好
な
環
境
が
、

「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」

憲
法
一
三
条
は
、
「
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
」
を
保
障
す
る
が
、
こ
こ
で
保
障
さ
れ
る
権
利
は
、
憲
法
の
他

の
各
条
に
規
定
さ
れ
る
個
別
の
権
利
に
限
定
さ
れ
な
い
。
良
好
な
環
境
は
幸
福
を
実
現
す
る
た
め
に
不
riJ
欠
で
あ
る
か
ら
、
良
好
な
環
境

を
形
成
し
維
持
す
る
こ
と
は
乍
福
追
求
の
一
内
容
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
権
利
に
包
括
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
環
境
権
を
二
五
条
の
み
に
根
拠
づ
け
る
説
と
、
一
三
条
の
み
に
根
拠
づ
け
る
説
が
あ
る
。
憲
法
―
一
条
、

は
九
七
条
を
補
充
的
な
根
拠
と
す
る
者
も
い
る
。

環
境
権
を
憲
法
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
を
全
面
的
に
否
定
す
る
説
は
、
見
当
た
ら
な
い
。

b
 

環
境
権
の
根
拠
条
文
の
違
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
の
学
説
は
、
環
境
権
が
社
会
権
的
性
格
と
自
由
権
的
性
格
と
を
合

わ
せ
持
つ
と
主
張
す
る
点
で
一
致
す
る
。
環
境
権
の
社
会
権
的
性
格
と
は
、
公
害
も
し
く
は
環
境
破
壊
の
排
除
・
防
止
、
又
は
環
境
の
改

善
の
た
め
に
、
積
極
的
な
行
為
（
規
制
又
は
そ
の
他
の
積
極
的
対
策
）
を
す
る
よ
う
に
、
国
民
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
要
求
で
き
る

議
論
の
到
達
点

憲

法

論

の
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
極
め
て
明
白
で
あ
る
。

ニヒi-

―
二
条
又
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る

一
三
条
の
権
利
は
自

こ
と
を
い
う
。
自
由
権
的
性
格
と
は
、
公
害
又
は
環
境
破
壊
を
も
た
ら
す
権
力
の
介
入
を
国
民
が
排
除
で
き
る
こ
と
を
い
う
。

二
五
条
と
一
三
条
の
両
方
に
環
境
権
が
根
拠
を
求
め
る
説
の
一
派
は
、
二
五
条
の
権
利
は
社
会
権
の
性
格
の
み
、

由
権
の
み
の
性
格
を
持
つ
と
い
う
考
え
を
前
提
に
し
て
、
二
五
条
を
根
拠
と
す
る
環
境
権
と
一
三
条
を
根
拠
と
す
る
環
境
権
と
が
分
立
す

も
の
と
捉
え
る
。

（
但
し
、
競
合
し
て
作
用
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
）

そ
れ
に
対
し
、
両
条
に
根
拠
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
の
他
の
説
は
、
環
境
権
を
両
方
の
性
格
を
備
え
た
―
つ
の
権
利
で
あ
る
と

捉
え
る
。

一
三
条
の
権
刹
が
自
由
権
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
権
を
も
含
む
と
い
う
考
え
に
立
っ
て
も
、
環
境
権
を
二
五
条
と
一
三
条
に
よ
っ
て
「
ニ

重
包
装
」
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
環
境
権
の
憲
法
的
基
礎
づ
け
を
確
実
に
し
、

ま
た
二
五
条
の
狭
い
解
釈
（
た
と
え
ば

文
化
財
な
ど
は
「
最
低
限
の
生
活
」
に
入
ら
な
い
と
い
う
解
釈
）
に
よ
っ
て
落
ち
こ
ぼ
れ
る
内
容
を
す
く
え
る
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
理
由

で
あ
る
。
環
境
権
を
抵
抗
の
罪
論
と
捉
え
て
、
生
命
の
尊
厳
を
守
る
一
三
条
を
基
本
的
前
提
な
い
し
中
核
と
し
た
上
で
、
積
極
的
施
策
を

要
求
す
る
点
に
お
い
て
二
五
条
が
関
係
す
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
、
強
調
す
る
説
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
環
境
権
を
二
五
条
の
み
に
根
拠
づ
け
る
説
で
も
、
二
五
条
の
権
利
が
社
会
権
ば
か
り
か
自
由
権
の
性
格
を
持
つ
と
い
う
一
般

論
を
前
提
に
し
て
、
環
境
権
に
両
方
の
性
格
を
認
め
る
も
の
が
多
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
環
境
権
を
二
五
条
の
み
に
根
拠
づ
け
る
説
の
中
に
は
、
環
境
権
を
も
っ
ぱ
ら
社
会
権
的
性
格
の
権
利
と
し
て
論
ず
る

も
の
が
あ
る
。

他
方
、
公
害
の
救
済
・
予
防
を
求
め
る
に
は
、
直
接
に
二
五
条
を
根
拠
に
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
環
境
権
の
概
念
は
不
要
で
あ

る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
環
境
権
を
一
三
条
の
み
に
根
拠
づ
け
る
説
は
、
そ
の
上
で
、
環
境
権
は
生
存
の
必
要
以
上
の
快
適
な
環
境
を
求

め
る
自
由
権
的
性
格
の
強
い
権
利
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

ニ
八
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環境権一一環境の共同利用権 (1) (中山）

が
制
定
さ
れ
た
時
に
、
立
法
者
が
環
境
権
を
実
際
に
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
二
五
条
は
、
搾
取
又
は
配
分
の
不
平
等
か
ら
生

環
境
権
を
憲
法
二
五
条
又
は
一
三
条
か
ら
導
き
出
す
解
釈
は
、
こ
れ
ら
の
条
文
に
新
し
い
意
味
を
読
み
込
む
こ
と
で
あ
る
。
憲
法

じ
た
無
産
大
衆
の
保
護
を
契
機
に
し
て
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、
立
法
者
の
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
状
況
に
お
け
る
、
抽
象
的
な
法
規
の
読
み
直
し
と
し
て
、
許
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。

，
ー
，
ヽ
l'

イ

a

,
1
,
(
 

を
環
境
保
全
に
向
か
わ
せ
る
指
導
理
念
を
示
し
、

憲
法
L
の
基
本
的
人
権
と
し
て
環
境
権
を
認
め
る
と
い
う
解
釈
論
は
、
次
の
よ
う
に
、
環
境
権
が
少
な
く
と
も
、
立
法
と
行
政

か
つ
法
令
の
解
釈
原
理
で
も
あ
る
こ
と
を
認
め
る
点
で
一
致
す
る
。

自
然
環
境
の
価
値
は
、
憲
法
二
九
条
に
基
づ
く
企
業
活
動
の
利
益
や
社
会
的
有
用
性
よ
り
も
、
原
理
的
に
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
環
境
権
は
、
私
的
所
有
権
そ
の
他
の
近
代
市
民
法
上
の
諸
権
利
に
対
し
て
、
強
い
制
約
を
加
え
る
。
但
し
、
環
境
価
値
は

絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
第
二
次
的
に
な
さ
れ
る
利
益
衡
攘
の
結
果
劣
後
さ
せ
ら
れ
る
余
地
が
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

企
業
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
は
、

二
九

そ
の
よ
う
に
環
境
を
保
全
す
べ
き
義
務
を
負
う
。
環
境
の
保
全
と
改
善
の
た
め
の
行
政
に

お
い
て
は
、
地
域
住
民
の
‘E
体
性
が
重
視
さ
れ
、
住
民
参
加
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

国
民
は
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
具
体
化
す
る
法
律
を
制
定
す
る
よ
う
に
、
国
に
対
し
て
要
求
す
る
権
利
を
持
つ
。
そ
の
よ
う
な
内
容
の
法

律
が
す
で
に
制
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
公
害
又
は
環
境
の
保
全
な
い
し
改
善
に
関
す
る
具
体
的
な
事
件
又
は
施
策
に
つ
い
て
、
そ
の
法

律
を
根
拠
と
し
て
裁
判
所
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
憲
法
上
の
環
境
権
は
そ
の
法
律
の
解
釈
原
理
に
な
る
。

⑯
そ
れ
に
対
し
、
憲
法
上
の
環
境
権
が
直
ち
に
裁
判
規
範
の
性
質
を
持
つ
具
体
的
な
権
利
で
あ
る
か
否
か
が
、
憲
法
二
五
条
と
一
三

条
の
法
的
性
格
論
に
対
応
し
て
、
争
わ
れ
て
い
る
。

第
一
説
は
、
具
体
的
権
利
性
を
一
般
的
に
否
定
す
る
。
立
法
措
僅
が
と
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
裁
判
所
は
環
境
権
を
判
断
の
対
象
に
す
る

10 2・243 (香法'90)



的
に
持
つ
と
、

、',2
 

9

9

 

‘
,
9
 

ア
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第
二
説
は
、
公
権
力
の
行
使
に
よ
る
環
境
破
壊
に
対
し
て
の
み
直
接
適
用
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
積
極
的
な
行
為
を
す
る
よ
う
国
又

は
地
方
公
共
団
体
に
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
立
法
措
潰
が
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

適
用
可
能
な
場
合
、
す
な
わ
ち
公
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
環
境
が
破
壊
さ
れ
る
市
件
に
だ
け
、
憲
法
上
の
環
境
権
が
直
接
に
適
用
さ
れ
、

立
法
措
置
が
な
く
て
も
裁
判
所
は
こ
れ
を
判
断
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
第
三
説
は
、
公
権
力
の
行
使
に
よ
る
環
境
破
壊
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
積
極
的
な
行

為
を
国
民
が
要
求
す
る
場
合
に
も
、
山
芯
法
じ
の
環
境
権
が
直
接
に
適
川
さ
れ
う
る
と
す
る
。
裁
判
所
は
、
行
政
庁
の
不
作
為
の
違
法
性
又

は
立
法
者
の
不
作
為
の
違
憲
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
私
人
に
よ
る
環
境
破
壊
に
対
し
て
私
法
卜
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
間
題
で
は
、

境
権
は
虹
接
に
は
適
用
さ
れ
え
ず
、

と
す
る
。

せ
い
ぜ
い
間
接
的
に
作
用
し
、

環
境
の
客
体
に
つ
い
て
は
、
自
然
的
環
境
に
限
る
立
読
、
自
然
的
環
境
と
歴
史
的
文
化
的
遺
跡
に
限
る
立
議
、
及
び
社
会
的
環
境
を
合

以
上
に
素
描
し
た
憲
法
に
関
係
す
る
環
境
権
論
の
到
達
点
、

と
し
て
継
承
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

憲
法
の
位
償
づ
け

と
り
わ
け
互
い
に
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
点
は
、
学
界
の
共
通
の
成
果

環
境
権
の
主
体
は
、

,
ツ
]
、

自
然
人
に
限
ら
れ
る
と
い
う
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

考
え
ら
れ
る
。

、_̀l,c
 

（
 

五）
む
説
に
分
か
れ
て
い
る
。

(17) 

こ
と
が
で
き
る
。

末
来
の
国
民
も
、

環
境
権
に
よ
る
受
益
の

rlI能
性
を
潜
在

又
は
私
法
じ
の
権
利
と
し
て
の
環
境
権
の
成
立
を
促
す
に
す
ぎ
な
い

い
ず
れ
の
説
で
も
、

:
0
 慮

法
上
の
環

一
三
条
が
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環境権•一一環境の共同利用権 (1) (中山）

ま
ず
、
良
い
環
境
を
享
受
す
る
権
利
す
な
わ
ち
環
境
権
が
、
憲
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
憲
法
上
の
基
本
的
人
権
で
あ
る
こ
と
が
認

自
然
環
境
の
価
値
は
企
業
活
動
の
利
益
や
社
会
的
有
用
性
よ
り
も
原
理
的
に
優
先
さ
れ
、

こ
の
よ
う
な
環
境
権
が
国
家
法

1
の
規
範

そ
の
結
果
と
し
て
私
的
所
有
権
な
ど
は
強
い

制
約
を
受
け
る
。
企
業
、
国
、
地
方
公
共
団
体
は
環
境
を
保
全
す
べ
き
義
務
を
負
い
、
国
民
も
環
境
権
を
持
つ
ば
か
り
で
な
く
そ
の
よ
う

な
義
務
を
負
う
。
環
境
行
政
で
は
地
域
住
民
の
じ
体
性
が
尊

rfI
さ
れ
、
住
民
参
加
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

国
民
は
こ
の
よ
う
な
環
境
権
の
内
容
を
具
体
化
す
る
立
法
を
要
求
す
る
権
利
を
持
つ
。
裁
判
所
に
対
し
て
は
、
具
体
的
な
事
件
又
は
施

策
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
制
定
法
を
根
拠
に
し
、
か
つ
憲
法
卜
の
環
境
権
を
そ
の
解
釈
原
理
に
し
て
、
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

b
 

そ
れ
に
対
し
、
憲
法
上
の
環
境
権
を
、
制
定
法
の
規
定
を
経
な
い
で
直
ち
に
適
用
し
う
る
裁
判
規
範
た
る
具
体
的
な
権
利
と
し
て

認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
二
五
条
や
一
三
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
見
解
の
相
違
な
ど
に
よ
っ
て
、
学
説
が
分
か
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
公
権
力
の
行
使
に
よ
る
環
境
破
壊
に
対
し
て
、
憲
法

t
の
環
境
権
を
根
拠
に
し
て
住
民
が
差
止
請
求
で
き
る
か
否
か
に
つ
い

一
致
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
私
人
に
よ
る
環
境
破
壊
に
対
す
る
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
の
環
境
権
が
直
接
に

学
説
の
こ
の
よ
う
な
現
状
を
見
る
と
、
差
止
請
求
の
根
拠
に
な
り
う
る
民
事
法

L
の
環
境
権
を
、
憲
法
の
規
定
を
起
点
と
す
る
法
律
構

成
に
よ
っ
て
認
め
る
こ
と
は
、

環
境
権
は
、
む
し
ろ
、
社
会
規
範
た
る
条
理
又
は
慣
習
に
韮
づ
い
て
民
事
法
上
の
権
利
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
起
点
に
し
て
、

法
律
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。
環
境
権
は
、
今
日
、
具
体
的
な
事
件
を
解
決
す
る
た
め
の
規
準
に
な
り
う
る
だ
け
の
明
確
さ
を
備
え
て
き
て

お
り
、

は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
内
容
の
一
部
は
す
で
に
制
定
法
規
の
中
に
も
取
り
人
れ
ら
れ
て
い
る
。
憲
法
は
、

で
も
あ
り
、
国
が
こ
れ
を
昨
重
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
、

は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
で
、
学
説
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

て
の
見
解
は
、

‘
、
~

a
 

（
 

め
ら
れ
る
。
権
利
の
主
体
は
自
然
人
の
み
で
あ
る
。

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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環
境
権
を
憲
法
の
ど
の
規
定
に
根
拠
づ
け
る
か
、

わ
せ
持
つ
と
主
張
す
る
。

そ
し
て
そ
の
根
拠
づ
け
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
せ
る
か
に
つ
い
て
も
、
学

そ
れ
に
対
し
て
少
数
の
異
論
が
あ
り
、

~ 

説
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
多
数
説
は
、
根
拠
を
二
五
条
と
一
三
条
に
求
め
、
環
境
権
が
社
会
権
的
性
格
と
自
由
権
的
性
格
を
合

ま
た
多
数
説
の
中
で
も
そ
の
細
部
に
お
い
て
は
、
見
解
に
か
な
り
の
相

本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
法
律
構
成
の
間
題
に
深
く
立
ち
入
っ
て
考
察
を
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
環
境
権
が

社
会
規
範
た
る
条
理
又
は
慣
習
に
基
づ
い
て
民
事
法
上
の
権
利
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
起
点
に
し
て
、
環
境
権
を
法
律
構
成
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
見
解
に
立
て
ば
、
憲
法
上
の
法
律
構
成
の
細
部
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
民
事
法
上
の
権
利
と
し
て
の
法
律
構
成
を
確
立
す
る

こ
と
に
比
べ
て
、
第
二
次
的
な
意
味
を
持
つ
に
す
ぎ
ず
、
民
事
法
上
の
権
利
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
こ
そ
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
現
段
階
で
は
、

と
り
あ
え
ず
、
環
境
権
が
憲
法
じ
は
憑
法
二
五
条
と
一
三
条
を
根
拠
に
し
、
社
会
権
的
性
格
と
自
由
権
的
性
格
を
合

環
境
権
は
、
憲
法
の
解
釈
論
で
も
、
民
事
法
上
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
に
し
て
法
律
構
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か

し
、
憲
法
上
の
基
本
的
人
権
と
し
て
の
環
境
権
は
、
民
事
法
上
の
環
境
権
と
は
独
自
に
法
律
構
成
さ
れ
る
べ
き
部
分
を
含
む
。
あ
た
か
も
、

憲
法
二
九
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
財
産
権
が
所
有
権
を
中
核
に
し
、

そ
れ
よ
り
も
広
範
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
憲
法
上
の
韮
本
的

人
権
と
し
て
の
環
境
権
は
、
民
事
法
上
の
環
境
権
を
中
核
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
広
い
範
囲
を
含
む
も
の
と
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
憲
法
上
の
環
境
権
の
客
体
は
、
自
然
的
環
境
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
的
文
化
的
逍
跡
は
も
ち
ろ
ん
、
広

く
社
会
的
環
境
を
も
含
む
と
構
成
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
憲
法
の
解
釈
論
と
し
て
、
自
然
的
環
境
の
保
護
利
益
を
優
先
し
、
と

り
わ
け
人
の
生
命
、
健
康
に
関
係
の
深
い
も
の
を
最
優
先
す
る
な
ど
、

そ
れ
ら
の
価
値
の
庁
列
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
が
、
こ
の
よ
う
な
環
境
内
部
の
価
値
の
序
列
を
決
定
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
環
境
が
原
理
的
に
他
の
財
産
的
利
益
よ
り
も

わ
せ
持
つ
と
い
う
結
論
の
み
を
受
け
人
れ
て
お
き
た
い
。

＇̀
,

9

 

イ
f,' 

違
が
見
ら
れ
る
の
は
、
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
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環境権一環境の共同利用権 (1) (中山）

性
格
に
よ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

面
」
と
の
こ
つ
を
社
会
的
背
屎
に
し
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。

6
-

基
本
的
人
権
と
し
て
の
環
境
権
の
独
自
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

(
l
)

盃
環
境
権
」
．
一
＿
こ
、
八
七
‘
1
0
:
‘
―
二
．1

六
貞
、
小
林
直
樹
い
人
権
と
し
て
の
環
境
権
」
束
点
大
学
公
開
謁
座
ー
四
〗
人
間
と
環
境
」
（
→
九
じ
＾
年
）

三
一
五
貞
以
ド
、
同
「
恵
法
と
環
境
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
二
号
(
-
九
じ
一
年
）
ニ
―
＿
一
．

1

[

貝
以
ド
、
同
冨
現
代
且
本
権
の
展
間
』

(
.
J
L
じ
六
年
）
一
．

六
八
貞
以
卜
（
前
掲
の
二
つ
の
文
献
は
、
加
惰
・
再
編
の
上
、
冨
現
代
址
本
権
の
展
開
ー
に
収
載
さ
れ
た
。
重
複
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
ド
で
は
本

書
の
み
よ
っ
て
引
用
す
る
。
）
、

M
[環
境
権
の
憲
法
論
的
怠
義
」
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
瓜
ザ
達
火
力
発
屯
所
建
設
差
止
土
叩
求
訴
訟
，
報
告
）
法
律
時
報
四
五

巻
五
号
（
一
九
ヒ
．
こ
年
）
一
：
九
＼
＾
こ
0
貞
、
同
＂
，
新
版

9

憲
法
溝
義
じ
じ
（
／
几
八
0
年
．

ti
六
ご
貝
、
三
環
境
権
[
:
-
．
じ
頁
以
ド
の
小
林
直
樹

発
百
、
松
本
昌
悦
「
五
環
境
権
」
法
理
の
間
起
と
公
害
裁
判
の
現
況
」
中
東
法
学
六
巻
一
号
（
／
九
七
一
年
）
四
貞
以
ド
、
同
「
規
代
払
の
構
造
と
丁
人

権
』
の
構
造
（
そ
の
．
）
環
境
破
壊
か
ら
の
自
由
と
人
権
の
新
た
な
構
想
を
ふ
ま
え
て
」
中
東
法
学
」
ハ
脊
一
．
．
＊
．
＾
•
四
合
併
号
（
．
九
ヒ
・
年
）

二
〇
＼
一
：
こ
‘
-
．
八
頁
、
同
ベ
ム
9
い
と
駐
本
的
人
権
"
(
↓
九
七
．．
 

年
）
―
じ
六
、
／
八
：
．
＿
頁
以
ド
（
前
掲
の
二
つ
の
論
文
を
収
載
し
た
部
分
）
、
同
，
現

代
憲
法
と
人
権
の
課
題
し
i

(

．
九
七
一
．
什
）

．．
 
i

：
二
頁
以
卜
（
荊
掲
中
以
訊
学
六
巻

1

号
を
収
載
し
た
部
分
）
、
同
ご
環
境
破
壊
に
よ
る
人
権
佼
古
と
●
環

境
権
」
の
法
理
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
．
ー
五
巻
↓
号
（
一
九
ヒ
＾
・
年
）
五
．
パ
頁
、
同
ー
環
境
法
体
系
化
へ
の
構
想
と
環
境
権
即
A

岬
い
現
段
階
に
つ
い
て
（
上
）
し

中
京
法
学
じ
巻
ご
号
(
-
九
ヒ
一
．
年
）
九
七
、
・
―
二
．
．
貞
、
同
叫
他
方
自
沿
と
住
民
い
権
利
—
|
ーd

環
境
権
•
生
活
権
」
間
韻
を
素
材
に
し
て
ー
|
ーI
l
t
l

京
法
学
八
巻
三
•
四
合
併
号
（
一
九
七
：
一
年
）
．
」
ハ
＼
：
七
貞
‘
l
u
l
「
環
境
権
の
法
即
そ
い
恵
法
的
側
面
か
ら
の
展
開
」
有
倉
遼
占
先
生
遠
暦
叫
念

面
芹
い
憲
法
の
韮
本
的
間
題
」
（
／
九
ヒ
四
年
）
八
四
頁
（
前
褐
l
東
法
学
八
巻
-
·
^
•
四
合
併
号
を
再
編
収
仙
し
た
部
分
）
、
同
「
わ
が
国
に
お
け
る
●
環

の
は
、

境
権
の
内
容
が

「
環
境
破
壊
の
防
止
と
い
う
、

む
し
ろ
、

い
わ
ば
静
的
・
消
極
的
側
面
と
、

そ
の
中
核
で
あ
る
民
事
法

L
の
環
境
権
に
内
在
す
る

よ
り
よ
い
人
間
環
境
づ
く
り
と
い
う
動
的
・
積
極
的
側

(b) 

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

の
人
間
だ
け
で
な
く
、
未
来
の
人
間
に
と
っ
て
も
重
要
な
価
値
を
持
つ
こ
と
が
甫
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
記
の
よ
う
に
環
境
権
が
社
会
権
的
性
格
と
自
由
権
的
性
格
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
基
本
的
人
権
と
し
て
の
環

し
か
し
、
動
的
・
積
極
的
側
面
を
含
め
て
法
律
構
成
す
る

優
先
す
る
価
値
を
持
つ
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
は
、

こ
れ
ら
の
序
列
の
確
認
に
あ
た
っ
て
は
、

現
在
の
環
境
が
現
存

10 り
9
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境
権
』
理
論
と
そ
の
『
人
権
』
と
し
て
の
性
格
」
中
京
法
学
―

0
巻
一
・
ニ
合
併
号
(
-
九
七
五
年
）
二

0
八
＼
二
ロ
一
貞
、
同
『
環
境
破
壊
と
基
本
的

人
権
』
(
-
九
七
五
年
）
一

0
頁
以
下
、
二
七
頁
以
下
、
八
三
、
一
―
四
、
一
七
五
頁
（
前
掲
中
京
法
学
六
巻
一

．．
 
ニ
・
四
合
併
号
、
七
巻
二
号
及
び
八

巻
三
•
四
合
併
号
を
収
載
し
た
部
分
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
論
文
及
び
こ
れ
ら
を
収
載
し
た
前
掲
又
ム
害
と
基
本
的
人
権
」
、
冨
現
代
憲
法
の
且
本
的
人
権
h

の
同
一
部
分
は
、
以
下
で
は
こ
の
冨
環
境
破
壊
と
基
本
的
人
権
」
の
み
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。
）
、
同
「
環
境
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
パ

0
六
号
（
一
九
七
六
年
）

三
八
頁
、
同
「
環
境
権
」
奥
半
康
弘
杉
原
泰
雄
編
玉
忠
法
学
3
」
(
：
九
七
七
年
）
八
四
頁
、
同
「
環
境
権
」
法
律
時
報
臨
時
増
刊
四
九
巻
七
号
[
中
四

法
三

0
年
の
刑
論
と
展
切
叉
(
-
九
七
七
年
）
ニ
ニ
ニ
貞
以
下
、
同
冨
和
し
い
人
権
と
憲
法
問
題
』
(
-
九
八
四
年
）
一
四
五
貞
、
一
六
九
貞
以
ド
（
前
褐

法
律
の
ひ
ろ
ば
二
五
巻
一
号
及
び
法
律
時
報
四
九
巻
七
号
を
収
載
し
た
部
分
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
論
文
の
同
一
部
分
は
、
以
ド
で
は
こ
の
＂
新
し
い
人
権

と
憲
法
問
題
』
の
み
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。
）
、
阿
部
照
哉
「
現
代
人
権
論
の
一
側
面
公
害
と
人
権
」
公
法
研
究
：
一
四
号
（
一
九
じ
二
年
）
九
四

頁
以
下
、
同
「
環
境
権
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
i

学
教
室
〈
第
二
期
〉

1
[

（
一
九
七
一
・
一
年
）
二
ニ
四
貞
以
下
、
同
「
憲
法
と
環
境
権
」
有
倉
遼
占
教
授

還
暦
記
念
パ
体
系
・
年
忠
法
判
例
研
究
III
基
本
的
人
権

(
2
)
」
（
一
九
七
五
年
）
二
四
八
貞
以
ド
、
同
「
環
境
権
」
芦
部
伝
喜
編
『
憲
法

II
人
権
①
F

(

＾

九
七
八
年
）
一
八
七
貞
以
卜
、
同
「
新
し
い
人
権
と
し
て
の
環
境
権
」

L
o
w
S
c
h
o
o
l
 N
o
.
 2
0
 
(
一
九
八

0
年
）
八
頁
以
下
、
同
「
環
境
権
寮
法
的

視
点
よ
り
」
判
例
時
報
九
八
八
号
(
-
九
八
一
年
）
二
＼
四
頁
（
以
上
の
諸
文
献
に
共
通
す
る
阿
部
説
の
内
容
は
、
以
下
で
は
前
掲

L
o
w
S
c
h
o
o
l
 I¥'o. 

2
0

の
み
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。
）
、
佐
藤
幸
治
「
生
活
環
境
権
と
し
て
の
日
照
権
ー
ー
上
愈
法
体
系

L
の
位
渭
づ
け
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九

0
号
(
-
九
ヒ

一
年
）
二
六
頁
以
下
、
同
如
忍
法
（
現
代
法
律
学
講
座
53)
」
（
一
九
八
一
年
）
―
―
―
一
七
、
四
二
五
頁
、
同
「
幸
福
追
求
権
」
芦
部
佑
喜
1
1

池
田
政
章
1
1

杉

原
泰
雄
編
嘉
偲
習
憲
法
』
(
-
九
八
四
年
）
―
I
O
I貞
以
下
、
原
田
尚
彦
二
環
境
権
〗
と
裁
判
所
の
役
割
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
六
五
号
(
-
九
七
一
年
）

二
頁
、
同
『
公
害
と
行
政
法
」
(
-
九
七
二
年
）
八
一
＼
八
二
頁
、
同
冨
環
境
権
と
裁
判
」
（
一
九
七
七
年
）
三
頁
（
前
掲
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
六
五
サ
を
収

載
し
た
部
分
。
以
下
で
は
そ
の
論
文
は
冨
環
境
権
と
裁
判
」
の
み
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。
）
、
同
『
環
境
法
」
(
-
九
八
一
年
）
九
六
頁
（
前
褐
ズ
ム
害
と

行
政
法
』
と
同
一
部
分
。
そ
の
粛
の
同
一
内
容
は
以
下
で
は
『
環
境
法
」
の
み
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。
）
、
柳
田
幸
男
「
環
境
法
人
門
」
（
一
九
七
二
年
）

四
一
頁
以
下
、
田
口
精
一
「
生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整
」
法
学
研
究
四
六
巻
三
号
（
一
九
七
三
年
）
五
頁
以
卜
、
小
林
健
男
冒
ぃ
照
紛
争

と
環
境
権
そ
の
理
論
と
実
務
」
(
-
九
七
四
年
）
二
丁
~
ニ
八
頁
、
針
生
誠
吉
言
口
治
体
憲
法
学
』
（
一
九
七
六
年
）
四
七
頁
以
ド
、
七
一
頁
以

下
、
伊
藤
公
一
「
環
境
権
と
の
関
連
に
お
け
る
憲
法
一
三
条
の
考
察
9

一
円
一
億
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
『
憲
法
と
環
境
問
題
』
(
-
九
七
六
年
）
三
九

＼
四

0
頁
、
伊
藤
正
己
『
憲
法
』
（
一
九
八
二
年
）
―
―
-
1

口
貝
以
ド
、
一
↓
エ
ハ
四
頁
以
下
、
中
村
睦
男
五
i

会
権
の
解
釈
」
(
-
九
八
：
一
年

)
/
0貞
以
下
、

九
六
頁
以
下
、
樋
口
陽
一
1
1

佐
藤
幸
治
1
1

中
村
睦
男
1
1

浦
部
法
穂
『
注
釈
日
本
国
憲
法
上
巻
』
(
-
九
八
四
年
）
五
八
九
頁
（
中
村
睦
男
執
筆
）
、
竹
中
勲

三
四

]() :2 -248 (香法'90)



環境権 環燒0)共同利用権 (I) (141山）

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

~ 

7 、/
(
8
)
 

「
憲
法
上
の
環
境
権
の
法
的
性
格
と
救
済
方
法
（
じ
）
ー
判
例
時
報
．

f

し
ハ
じ
号
（
／
几
八
五
年
）
／
じ
ー
頁
以
ド
、
森
田
友
喜
ぶ
芯
法
上
の
環
境
権
の

法
理
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
伊
達
環
境
権
訴
訟
判
決
を
め
ぐ
っ
て

1

第
一
経
大
扁
集
1
；
巻
一
号
(
-
九
八
一
年
）
：
・
＿
九
頁
、
冨
永
,
「
[
環
境

権
〗
考
—
—
白
ぃ
由
権
的
環
境
権
詞
・
序
況
｛
、
四

L
八
幡
大
学
誦
集

．．
 
f

今
尋
巻
四
り
（
／
几
八
二
年
）
一
；
~
＼
四
八
貞
、
ー
·
五
五
脊
一
．
り
（
／
几
八
四
年
）

-
＾
九
¥
.
＾
-
0
頁
、
大
竹
泰
夫
ー
閑
塙
杵
と
↑
呼
巳
名
城
法
ツ
，
f
人
岬
几
九
集
（
／
几
八

．．
 

年
）
↓
」
ハ
¥
.
]
．．． 

頁
等
。

影
山

l
出
弥
ベ
ム
古
と
約
仏
3
L
法
律
時
報
四
四
在

．．． 
I

り
（
／
几
じ

．．
 

年
）
＾
四
/
¥
:
四
1
．
貞
、
平
野
古
心
明
ー
環
境
論
と
店
本
的
人
権
環
境
椛

を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
ー
1

科
学
と
思
想
八
号
（
↓
九
し
．． 

年
）
几
四
頁
‘
,
I
l
幹

l
E
I
9四
法
と
公
T
I
し
前
掲
・
中
忠
法
と
環
境
間
起
i

．
九
五
＼
九
六
頁
、
大
須
竹
明

ー
環
境
権
L

清
宮
四
郎
1
1

休
藤
功
1
1

阿
部
照
哉
ー
杉
原
泰
雄
糾
＂
新
版
慮
仏
油
屑

2
'
（
／
几
八
0
年
）

．．
 

五
五
頁
以
ト
1
1

同
小
し
仔
権
＾
uHH
」
（
1
九
八
四

年
）
一
九
．
一
貞
以
卜
（
以
卜
で
は
•
生
仔
権
誼
の
み
に
よ
っ
て
引
川
す
る
。
）
、
橋
本
公

I
l
[
1
1
本
日
而
法
1
(
1
几
八
0
年
）
．
＾
九
．．
 

頁
、
佐
藤
功

□

11

本
国
9

忠
法
，
令
汀
第
．．
 
版
〕n
（
．
九
八
五
年
）
＾
：
じ
、
二
四
六
頁
。
こ
の
立
場
の
者
は
環
境
権
研
究
会
に
も
い
る
（
〖
環
境
権

1
五
：
‘
t
•
1
バ
伍
日'
)
0

和
田
餡
蔵
玉
恋
法
と
公

9
り
」
伯
褐
・
中
呼
広
と
環
泣
間
閻
化
五
じ
頁
以
ド
。
大
西
＂
灯
雄
ベ
ム9
り
・
環
境
権
•
生
仔
権
ー
し
I
L命
餡
法
学
九

O
Iリ
（
．
九
じ
0
年
）

1
0
1
~
u
以
ド
、
楠
正
純
1
1
1本
国
屯
法
と
環
境
権
L
"
則
掲
因
罪
い
と
環
境
間
粕
ー
八
頁
は
、
環
境
侵
土
口
の
排
除
を
屯
視
す
る
観
点
か
ら
、
環
境
権
を
．

一
・
一
条
に
根
拠
づ
け
る
べ
き
こ
と
を
、
E
張
し
、
二
五
条
へ
の
根
拠
づ
け
の
実
効
性
を
疑
間
視
す
る
が
、
二
五
条
へ
の
根
拠
づ
け
そ
の
も
の
は
認
め
て
い
る
。

松
本
面
ば
況
破
壊
と
店
本
的
人
権
／
八
．．
 

、
↓
-
四
、
↓
ヒ
五
頁
、
同
＂
新
し
い
人
権
と
由
四
法
間
題
t
q
七
：
‘
ー
し
こ
頁
は
、
九
じ
条
と

．． 

文
条
、
柳

川
・
前
掲
四
二
貞
は
九
七
条
、
楠
•
前
掲
は
一
．
条
。
影
山
・
柑
褐
は
、
ー
胆
則
論
か
ら
い
え
ば
」
根
拠
は
ム
1
・
一
条
で
も
一
＾
五
条
で
も
な
く
て
よ
く
、
一

一
条
で
も
よ
い
と
い
う
。
9
L
r
m

水
・
前
掲
八
幡
大
学
論
集
＿
＿
＿
．
人
巻
四
号
―
心
伍
貝
は
、

T
心
法
一
一
九
条
二
唄
も
一
定
限
度
で
措
定
さ
れ
う
る
と
い
う
。

加
藤
〗
郎
口
牒
塙
楕
ー
の
概
念
を
め
く
っ
て
」
川
島
此
宜
教
授
遠
屈
ー
叫
念
r
r

い
介
仏
学
い
均
代
的
課
胆
，
（
一
九
し
]
•
什
）
•
•
]
〔
~
＼
.
.
.
＾
い
い
ー
詞
〗
民

法
に
お
け
る
論
理
と
利
益
衡
り
＂
ド
(
1
九
し
四
年
）
1
.
七
＼
↓
^
八
頁
（
以
ド
で
は
冨
〈
法
に
お
け
る
菰
理
と
利
益
衡
ぃ
い
の
み
に
よ
っ
て
引

JIj
す
る
。
）
、

同
「
9補
論
〗
f
t
f
び
環
境
権
扁
に
つ
い
て

L
玉
民
法
に
お
け
る
蔀
刑
と
利
益
怖
口
叫
．
四
．
／
~
＾
四
．． 

頁
は
、
＾
．
五
条
へ
の
根
拠
づ
け
を
疑
間
視
す
る
が
、

そ
れ
は
注
認
の
説
と

M
椋
に
、
仝
而
的
否
定
い
趣
旨
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

肘
部
・
削
掲

L
a
w
S
c
h
o
o
l
)
;
 o.'.20

八
＼
几
‘
q
四
貞
、
佐
藤
炸
治
・
前
褐
ジ
L

リ
ス
ト
四
几
0
号
＾
．
八
頁
、
同

i

憲
法
n

四

料
憲
法
ー
―
i
0
:
1
頁
、
竹
中
・
＂
則
掲
。

小
林
，
現
代
店
本
権
い
展
開
f

．．
 

じ．．．、

針
生
・
伯
褐
。
松
本
説
も
こ
れ
に
虹
い

-
．
じ
五
＼
．
ぃ
し
六
貞
、
同
玉
腎
仏
講
氏
ー
＂
，
五
」
ハ
1
頁
。

（
松
本
り
環
境
破
壊
と
韮
本
的
人
権
［
＾
七
五
頁
）
。
針
1
1
•前
杞
じ
二
貞
、
l
-
.
 

ヽ

1

木

一
ご
五

•• 

、、

1
1
 

＾^
 

，
 

f
l
 

c~ 

，ー、
‘‘
 

i
 

i'cJ 

＇ー・，
月
枯
、
礼

.,~ 

。
社
公
権
の
解
釈
11

¥．
j
ヽ
！
人

9

、
`
/

J

tノ

i
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(
9
)
 

(10) 

(11) 

(12) 

（い）
(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

三
九
二
＼

1

・
一
九
．
こ
貞
、

二
-- " 

,. 
ノ‘

伊
藤
lEI」
.

ド
は
、
社
会
権
と
自
由
権
と
の
区
別
は
相
対
的
で
あ
り
、
社
会
権
に
自
由
権
的
側
面
も
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

rLIEn

永
猛
「
9

環
境
権
」
杓
（
L

八
幡
大
学

論
集
一
．
ー
ニ
巻
二
号
（
一
九
八
一
年
）
：
1

-

頁、

M
.
i則
褐
八
幡
大
学
菰
集
：
．．
 

＾
巻
四
号
一1

六
＼
：
一
八
貞
、
同
「
〗
平
和
的
環
境
権
」
試
論
ロ
ー
環
境
権

と
平
和
的
生
存
権
の
屯
複
部
論
」
八
幡
大
学
論
集
旦
八
巻
二
•
四
号
（
一
九
八
八
年
）
八
五
頁
は
、
環
境
権
を
二
五
条
の
前
提
た
る
目
由
権
的
韮
本

権
と
し
て
構
成
す
べ
き
こ
と
を
、
E
張
す
る
。

影
山
・
前
掲
、
平
野
・
前
掲
、
庄
・
伯
褐
、
大
俎
賀
●
生
存
権
ム
躙
1

．
九
一
＾
貞
以
ド
。

橋
本
・
前
掲
、
佐
藤
功
．

i

則
掲
。

河
合
義
相
「
環
境
を
め
ぐ
る
仏
と
但
論
し
（
日
本
大
学
）
法
学
紀
叩
な
．
八
在
別
巻
（
．
九
じ
六
年
）
五

0
頁
、
同
「
環
境
間
祖
と
公
法
四
証
視
代
人

権
論
の
断
面
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
＾
．
九
号
(
-
九
じ
じ
年
）
―

0
三
頁
は
、
環
境
権
を
解
釈
論
と
し
て
日
本
国
忍
法
に
位
附
づ
け
る
こ
と
に
は
難
点
が

多
い
が
、
新
し
い
社
会
法
の
概
念
に
よ
っ
て
理
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

和
田
•
前
掲
、
壺
井
莫
夫

1

人
権
保
間
と
公
古
」
前
掲
面

i法
と
環
境
間
姐

1

一
五
頁
。

和
川
・
前
掲
。

小
林

[
U

現
代
珪
本
権
の
展
間
口
．
六
一
／
＼
．
ぃ
ハ
じ
貞
は
、
環
境
権
の
観
念
は
、
現
代
の
環
境
破
壊
に
対
し
て
、
生
態
系
仝
体
を
考
糊
に
人
れ
た
体
系
的
叶

画
が
必
要
で
あ
り
、
長
期
の
見
通
し
に
立
つ
根
本
的
な
解
決
策
が
惰
ま
れ
、
か
つ
、
公
古
に
対
す
る
閾
争
の
第
＾
線
に
は
、
被
9
い
者
で
も
あ
る
地
域
住
民

と
地
方
自
治
体
が
立
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
息
味
と
作
用
を
持
つ
と
い
う
。

小

林

出
8

代
韮
本
権
の
展
閲
／
＿
．
六
八
＼
二
じ
＿
頁
、
同
玉
恋
法
講
義
卜
」
五
六
一
貞
、
阿
部
・
前
褐

L<rn-
S
c
h
o
o
l
 i'-'o・20
八
頁
等
。

小
林
冨
現
代
韮
本
権
の
展
開
！
—
.
じ
一
、
二
八
四
＼
．
一
八
九
貞
、
同
三
祈
版
〕
芯
法
講
義L
~
五
六
四
＼
五
ぃ
ハ
五
頁
、
同
〔
環
境
裁
判
の
且
本
間
題
ー

ー
大
阪
空
港
判
決
を
中
心
に
」
法
律
時
報
四
九
巻
五
号
（
／
几
七
四
年
）
一
―
-
＼
一
五
頁
、
松
本
〗
環
境
破
壊
と
韮
本
的
人
権
」
一
五
0
＼

□
九
一
、

1

五
四
＼
一
五
五
、
了
に
一
＼
一
七
二
貞
、
同
幻
m
し
い
人
権
と
憲
法
間
坦
口
：
・
パ
〉
~
1
:

―
-
、
ニ
―1

四
、
一
七
0
＼
一
七
一
頁
、
阿
部
、
前
褐
L
o
w
S
c
h
o
o
l
 

N
o
.
2
0
 !

 

1~ 

―
二
、
一
四
貞
、
佐
藤
屯
治
・
前
褐
ジ
ュ
リ
ス
ト
四

0
九
号
二
八
頁
、
掠
田
，
＂
環
境
権
と
裁
判
止

1._
＼
四
頁
、
同
＂
環
境
法
ド
九
じ
＼
九

九
貞
、
柳
田
・
前
掲
五
0
、
五
二
、
六
五
＼
六
八
貞
、
田

1
1
•前
掲
八
＼
九
、
{
―
-
、
＿
六
貞
、
伊
藤
公
一
•
前
掲
四
0
貞
、
伊
藤
正
！
」
•
前
褐
二1

•
1

二
、

二
六
五
貞
、
大
須
賀
＂
生
存
権
論
'
―

-
0
0＼
二
〇
三
頁
、
橋
本
・
前
褐
：
＾
九
一
一
貞
等
。

原
田
[
煤
境
権
と
裁
判
」
一

O
＼
：
こ
百
，
、
小
林
健
男
こ
則
和

1

五T

＼
―
い
芯
尺
橋
本
・
前
褐
二
八
五
¥
三
八
し
八

前
掲
―
―
二
七
、
二

1

．
ー
ニ
、
三
六
〇
＼
一
．
一
六
：
三
貝
、
佐
藤
功
・
仙
掲
。
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環境権--ー一環境の共詞利用権 (1) (中山）
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＼
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．
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憲
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＼
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概
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．
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澁
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