
目

は
じ
め
に

m
環
境
権
論
の
動
向

切
環
境
権
を
私
権
と
し
て
確
立
す
る
必
要

③
環
境
権
の
珪
本
的
構
成

山
本
稿
の
目
的

一
憲
法
論

m
議
論
の
到
達
点

②
恵
法
の
位
附
づ
け
（
以

t

_

0巻
．．
 

号）

二
行
政
法
紺

（
議
論
の
到
達
点

②
民
巾
法
じ
の
権
利
と
の
関
連

三

民

巾

法

論

①
韮
礎
づ
け
と
弱
点

い
環
境
権
研
究
会
の
環
境
権
（
以

t

m
批
判
と
弱
点

閂
論
争
の
到
達
点

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

『

9

9

9

9

,

'

 

兌
一
~

言
n
-

—

9

9

9

,

 

9

9

,

 

9

9

9

9

9

9

9

 

g

論
9

9

9

9

9

9

,

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,

'

 

次

二
〗
巻
．
こ
•
四
号
）

環

境

権

環

境

の

共

同

利

用

権

（

4
.
完）

（
以
じ

中

本
号
）

②
環
境
権
論
の
発
展

□

差
止
請
求
権
の
成
立
要
件
の
具
体
化

り
既
存
の
権
利
と
の
関
係

り
手
続
的
側
面

口
人
浜
権
と
自
然
享
有
権
（
以

t

四
環
境
権
の
再
構
成

①
意
義
と
性
質

図
客
体
と
種
類

③

‘E
体
と
内
容

①
内
容
決
定
と
行
政

F
続

的
権
利
侵
害
と
差
止
諮
求
権

⑥

損

専

賠

償

む

す

び

山

五
九

一
一
巻
二
号
）

充
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体
性
が
尊
重
さ
れ
、
住
民
参
加
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
環
境
権
に
関
す
る
従
来
の
議
論
の
到
逹
点
を
、
恵
法
、
行
政
法
及
び
民
事
法
の
分
野
ご
と
に
示
し
、
民
事
法

t
の
環
境

権
を
法
律
構
成
す
る
に
％
た
っ
て
屯
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
き
た
。

成
を
修
正
し
か
つ
展
開
し
て
、
最
も
適
切
な
環
境
権
へ
と
再
構
成
す
る
作
業
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヽ
ー
，
、

1
,

ア

a

,
1
、
(

で
あ
り
、
環
境
の
価
値
を
重
視
し
、
環
境
保
全
と
艮
好
な
環
境
の
形
成
と
い
う
総
枠
の
中
で
の
み
経
済
の
発
展
を
図
る
政
策
が
確
立
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
人
が
生
存
し
幸
福
を
追
求
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、

享
受
し
、
又
は
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
不
nJ
欠
で
あ
り
、
わ
が
同
の
よ
う
な
法
治
国
家
に
お
い
て
は
、

、
、
、

利
用
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
一
一
五
条
、

一
三
条
に
基
づ
い
て
国
民
が
次
の
よ
う
な
内
容
を
具
体
化
す
る
立
法
を
要
求
で
き
、
ま
た
公
害
・
環
境
保
全
法
令
の
解

釈
原
理
と
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
ま
ず
当
然
で
あ
る
。
自
然
的
環
境
の
価
値
が
企
業
活
動
の
利
益
や
社
会
的
有
用
性
よ
り
も
原
理
的
に
優

先
し
、
企
業
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
は
、
環
境
を
保
全
す
べ
き
義
務
を
負
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
念
と
法
規
範
を
確
認
し
、

そ
の
実
施
を
国
会
と
行
政
官
庁
に
任
せ
る
こ
と
だ
け
で
は
、
環
境
保
全
は
十
分
に

(1) 
四

環
境
権
の
再
構
成

意
義
と
性
質

い
ま
や
、

一
定
の
条
件
の
備
わ
っ
た
良
い
環
境
を

そ
れ
ら
を
ま
と
め
、
従
来
の
環
境
権
の
構

最
初
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
環
境
権
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
理
由
の
第
一
は
、
環
境
保
全
が
今
日
の
極
め
て
重
要
な
政
策
課
題

そ
の
よ
う
な
環
境
の
享
受
な
い
し

さ
ら
に
、
環
境
行
政
に
お
い
て
地
域
住
民
の
、
E

六
0
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権
や
所
有
権
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

_,_ 

ノ‘

達
成
で
き
な
い
。
行
政
官
庁
が
実
施
す
べ
き
環
境
保
全
措
憤
が
国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の
利
益
を
保
全
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す

る
と
と
も
に
、

そ
の
利
益
を
保
障
す
る
現
実
の
法
的
手
段
を
各
個
人
が
持
つ
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
法
的
手
段
は
、
裁

判
に
よ
る
保
護
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
環
境
破
壊
行
為
に
対
し
て
住
民
が
差
止
を
請

求
で
き
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
環
境
権
が
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

伽
こ
い
よ
う
な
民
れ
法
じ
の
環
境
権
は
、
物
権
的
謂
求
権
又
は
人
格
権
を
根
拠
に
す
る
な
ら
ば
差
止
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
、
又
は
認
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
。

環
境
権
論
は
、
所
有
権
そ
の
他
の
物
権
又
は
人
格
権
に
内
在
す
る
環
境
的
利
益
を
保
護
す
る
必
要
性
な
い
し
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
中
か
ら
、
環
境
権
を
人
格
権
や
所
有
権
を
も
包
括
す
る
権
利
、

又
は
そ
れ
ら
と
連
続
す
る
権
利
と
し
て
構
成
す
る
説
が
生
ま
れ
、
ま

た
、
逆
に
、
環
境
権
を
人
格
権
や
所
有
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
範
囲
内
に
限
っ
て
認
め
る
説
も
生
ま
れ
た
。
確
か
に
、
環
境
権
が
人
格

し
か
し
、
環
境
権
の
最
も
積
極
的
な
意
義
は
、
人
格
権
や
所
有
権
等
の
市
民
法
的
な
い
し
古
典
的
権
利
に
よ
っ
て
は
保
護
で
き
な
い
環

境
利
益
の
保
護
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

た
権
利
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
積
極
的
意
義
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
環
境
権
を
そ
れ
ら
の
権
利
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ

そ
れ
は
、
住
民
の
誰
も
が
い
つ
で
も
利
用
で
き
る
が
た
め
に
、
誰
も
そ
れ
に
対
し
全
く
権
利
を
有
せ
ず
、
た
ん
に
事
実
上
の
利
益
（
反

射
的
利
益
）
を
そ
れ
か
ら
得
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
若
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
環
境
を
、
住
民
の
権
利
の
客
体
へ
と
構
成
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
は
、
商
品
交
換
の
対
象
に
な
り
え
な
い
か
、
又
は
本
来
商
品
交
換
の
対
象
に
す
べ
き
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
た
め

に
、
個
人
に
よ
る
排
他
的
支
配
が
不
可
能
か
、
又
は
排
他
的
支
配
を
本
来
認
め
る
べ
き
で
な
い
も
の
で
あ
る
。
住
民
各
人
が
そ
の
環
境
を

利
用
す
る
こ
と
は

lE山
l
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
そ
の
利
用
を
維
持
し
保
護
す
る
た
め
に
一
定
の
規
律
が
存
在
し
、
そ
の
利
用
は
、

13 ー 61 (香法'93)



他
の
多
数
の
人
々
と
共
同
で
一
定
の
利
益
を
享
受
で
き
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
特
質
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
利
用
利
益
は
法
的
に
保
護
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
道
理
に
適
う
。
法
的
に
保
設
さ
れ
る
べ
き
こ
の
環
境
利
用
の
利
益
の
範
圃
を
両
定
す
る
も
の
が
、
環

境
権
で
あ
る
。

環
境
権
の
第
一
次
的
な
権
能
は
、

性
質
と
い
う
息
味
で
用
い
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
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
り
、
権
利
者
は
他
の

人
々
に
よ
る
そ
れ
と
同

1

内
容
の
利
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
環
境
権
は
公
共
的
な
性
質
を
帯
び
る
。
物
の
排
他
的
支
配

を
認
め
て
他
の
者
に
よ
る

1
一
内
容
の
支
配
を
許
さ
な
い
所
釘
権
そ
の
他
の
物
権
と
は
、
異
質
の
権
利
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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
は
な
い
。
し
か
し
、
物
を
直
接
に
利
用
で
き
る
権
能
を
持
つ
点
で

は
環
境
権
は
物
権
と
共
通
し
、
支
配
権
の
一
種
と
げ
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
権
利
の
具
体
的
な
内
容
や
権
利
者
の
範
阿
を
明
確
に
す
る

必
要
か
ら
、
邸
境
権
の
客
体
も
不
特
定
の
物
で
は
な
く
、
特
定
の
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
環
境
権
研
究
会
を
は
じ
め
多
く
の
論
者
は
、
冨
叫
他
性
」
を
支
配
権
に
門
然
に
備
わ
り
、
他
人
に
よ
る
権
利
侵
害
を
排
除
で
き
る

そ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
「
排
他
性
」
は
支
配
権
の
う
ち
所
有
権
等
の
み
に
備
わ
る
性
質
で
あ
り
、

他
の
者
に
よ
る
同
一
内
容
の
支
配
を
許
さ
な
い
と
い
う
性
質
を
怠
味
す
る
点
に
、
注
意
を
要
す
る
。

い
特
定
の
環
境
に
対
す
る
権
利
者
の
一
定
の
利
用
が
環
境
権
の
内
容
で
あ
り
、
環
境
の
破
壊
な
い
し
悪
化
は
そ
の
権
利
内
容
で
あ
る

利
用
の
妨
害
で
あ
っ
て
、
権
利
者
は
そ
の
妨
苫
を
予
防
又
は
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
差
止
請
求
権
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
利

用
の
妨
害
は
排
他
的
支
配
の
妨
由
口
で
は
な
い
か
ら
、
物
権
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
権
利
者
に
生
じ
る
被
古
と
同
じ
意
味
で
の
被
害
が
こ
の

場
合
に
生
じ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
権
利
者
佃
人
が
客
体
を
直
接
に
利
用
で
き
る
と
い
う
利
益
が
古
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
意
味
で
個
人
に
直
接
に
被
古
が
生
じ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

妨
害
排
除
請
求
権
等
に
よ
る
法
的
保
設
は
、
物
権
の
よ
う
に
客
体
に
対
す
る
排
他
的
支
配
が
権
利
者
に
認
め
ら
れ
る
権
利
だ
け
に
認
め

_,. 
ノ‘
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ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
物
権
侵
苫
に
よ
っ
て
一
般
的
に
物
権
的
請
求
権
が
生
じ
る
と
い
っ
て
も
、
地
役
権
や
留
置
権

の
よ
う
に
返
還
請
求
権
は
認
め
ら
れ
な
い
物
権
が
あ
る
こ
と
で
明
白
な
よ
う
に
、
物
権
に
お
い
て
す
ら
各
々
の
権
利
の
性
質
な
い
し
内
容

と
こ
ろ
で
、
裁
判
に
よ
る
保
謁
は
裁
判
の
基
本
的
特
質
に
適
合
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
が
環
境
の

管
理
・
保
全
に
つ
い
て
第
一
次
的
な
政
策
判
断
を
し
た
り
、
保
護
の
韮
準
を
新
た
に
形
成
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
裁
判
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
る
べ
き
内
容
は
、
裁
判
以
前
に
す
で
に
具
体
的
か
つ
客
観
的
に
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
環
境
権
も
、
具
体
性
と
客

観
性
を
備
え
た
特
定
の
利
益
を
保
護
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
性
と
客
観
性
を
備
え
た
内
容
の
確
定
こ
そ
が
、
環
境
権
が

そ
の
た
め
に
、
環
境
権
の
内
容
で
あ
る
環
境
利
用
の
内
容
と
灯
法
を
明
確
に
し
、

要
件
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
不
lIJ
欠
で
あ
る
こ
と
は
、

の
意
思
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

の
実
体
的
内
容
の
決
定
に
全
る

ii前
の
過
程
で
あ
る
。
環
境
権
の
内
容
た
る
環
境
利
用
の
内
容
と
方
法
は
、
権
利
者
で
あ
る
多
数
の
人
々

そ
れ
ら
多
数
の
人
々
が
参
加
で
き
る
手
続
に
よ
っ
て
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
事
前
決
定

F
続
は
、
極
め
て
不
卜
分
な
内
容
で
は
あ
れ
、
実
際
の
行
政
手
続
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の

F
続

で
住
民
参
加
を
認
め
る
制
度
や
公
聴
会
制
度
は
、
こ
の
種
の
手
続
を
含
む
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
判
例
も
住
民
参
加
の
巾
前

f
続
を
爪
視

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
前
決
定
を
経
て
、
環
境
権
の
実
体
的
内
容
が
具
体
性
と
客
観
性
を
持
つ
に
ポ
る
。

民
事
訴
訟
の
舞
台
に
乗
る
た
め
の
韮
盤
で
あ
る
。

、
)
‘

カ
-

そ
の
侵
害
と
差
止
請
求
権
の
具
体
的
な
成
立

,1'
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に
認
め
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。

め
て
い
い
。

ヽ
も

d
"

＂JIl 

半
位

住
民
に
よ
る
追
路
い
，
日
由
使
用
が
妨
9rI
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
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ら
し
こ
オ

す
で
に
詞
様
り
扱
い
を
認

請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
半
面
、

権
利
内
容
た
る
利
用
を
保
護
す
る
た
め
に
、

利
用
の
妨
害
の
予
防
又
は
排
除
を
請
求
で
き
る
権
利
が
晋

に
応
じ
て
相
異
な
る
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。

権
利
者
に
よ
る
客
体
へ
の
排
他
的
支
配
が
認
め
ら
れ
な
い
環
境
権
に
お
い
て
は
、

返
還
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権
利
が
侵
古
さ
れ
れ
ば
差
止
請
求
権
が
成
立
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
権
利
者
は
民
事
訴
訟
を
提
起
で
き
る
。
ま
た
、
権
利
侵
害

を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
種
々
の
行
政
制
度
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
保
設
を
受
け
る
た
め
に
権
利
者
は
行
政
訴
訟
を
提
起
で
き
る
。
こ
の

点
で
は
、
環
境
権
は
人
格
権
や
所
有
権
の
よ
う
な
市
民
法
的
権
利
と
何
ら
相
違
が
な
い
。

す
で
に
確
定
し
た
内
容
の
権
利
に
つ
い
て
、
侵
害
を
防
止
し
た
り
制
限
を
加
え
る
た
め
に
関
り
す
る
。
市
民
法

こ
の
場
合
、
行
政
は
、

的
権
利
は
こ
の
屈
面
に
お
い
て
の
み
、
行
政
の
閃
り
を
受
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
環
境
権
は
、
権
利
内
容
を
決
定
す
る
手
続
の
段
階
で
す

で
に
行
政
の
関
与
を
受
け
る
こ
と
に
な
じ

tso
[
I
 

行
政
訴
訟
に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
あ
っ
て
、

公
共
信
託
論
の
主
張
者
の
中
に
は
、
環
境
権
は
公
共
利
益
を
守
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
環
境
権
の
民
事
法

t
の
権
利
の
性

質
を
否
定
す
る
者
が
い
る
。
確
か
に
、
環
境
権
は
公
共
性
を
帯
び
、
こ
の
よ
う
に
行
政
法
上
の
制
度
と
結
び
つ
き
う
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
環
境
権
が
根
本
的
に
は
民
巾
法
じ
の
権
利
の
性
質
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
環
境

権
は
個
人
が
環
境
を
直
接
に
利
用
で
き
る
権
利
で
あ
り
、
そ
の
権
利
の
内
容
も
私
人
（
多
数
で
は
あ
る
が
）

も
と
も
と
行
政
庁
の
意
思
と
か
行
為
か
ら
は
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
環
境
権
は
権
利
概
念
を
不
明
確
に
し
、
市
民
法
的
権
利
の
内
容
を
希
薄
に
す
る
に
至
る
と
い
う
危
険
を
指
摘
し
て
、
環
境
破
壊

行
為
に
対
す
る
差
止
請
求
権
の
成
立
根
拠
と
し
て
、
環
境
権
の
侵
宵
で
は
な
く
、
環
境
利
用
に
関
す
る
法
秩
序
の
違
反
を
構
成
す
る
説
が

あ
る
。
環
境
利
用
に
関
す
る
法
秩
庁
の
違
反
が
差
止
請
求
権
の
成
立
根
拠
に
な
る
と
い
う
構
成
は
、
全
く
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
護

(b) 
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
手
続
が
行
政
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

の
意
思
に
よ
っ
て
定
ま
る
の

環
境
権
研
究
会
の
環
境
権
論
で
は
、
環
境
権
の
実
体
的
側
面
に
対
す
る
考
察
に
比
べ
、
手
続
的
側
面
へ
の
考
察
が
弱
か
っ
た
が
そ
の

後
、
手
続
的
側
面
を
強
調
す
る
学
説
が
現
れ
る
に
哨
っ
た
。
こ
の
発
展
を
受
け
て
、
環
境
権
の
手
続
的
側
面
の
意
義
づ
け
を
い
っ
そ
う
明

不
適
切
な
手
続
の
是
正
を
権
利
者
が

"ヽ
T
r

i

ノ

V
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環境権一一環境0)共同利用権 (4 • 完）（中山）

さ
れ
る
べ
き
環
境
利
用
の
内
容
を
明
確
に
し
、

ず
、
権
利
の
形
に
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

か
つ
保
護
を
受
け
る
べ
き
主
体
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
の
内
容
を
決
定
す
る
手
続
に
そ
の
主
体
が
参
加

で
き
る
と
い
う
側
面
ま
で
含
め
た
法
的
地
位
の
総
体
を
適
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
環
境
権
と
い
う
権
利
を
構
成
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。
環
境
権
が
市
民
法
的
権
利
と
は
性
質
の
異
な
る
権
利
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
そ
の
性
質
に
ふ
さ
わ
し
い
独
自
の
構
成
を
加

え
れ
ば
、
市
民
法
的
権
利
の
希
薄
化
や
混
乱
を
防
止
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
原
告
適
格
、
判
決
の
既
判
力
、
訴
訟
物
等
の
訴
訟
手
続
上
の
技
術
的
な
間
題
は
、
環
境
権
の
実
体
法
上
の
内
容
を
適
切
に
構
成

す
れ
ば
自
ら
解
決
さ
れ
る
も
の
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
各
個
人
が
具
体
性
と
客
観
性
を
備
え
た
環
境
権
を
持
つ
こ
と
を
一
般
的

に
承
認
す
れ
ば
、
環
境
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
訴
訟
で
原
告
に
訴
の
利
益
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
に
な
る
。
所
有
権
侵
害
を
理
由
と
す

る
訴
訟
で
原
告
適
格
の
有
無
が
全
く
間
題
に
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
環
境
権
の
内
容
が
原
告
の
主
張
す
る
通
り
の
も
の
で
あ
る
の

か
、
そ
し
て
そ
の
環
境
権
が
現
実
に
被
告
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た

（
又
は
さ
れ
る
）

の
側
面
を
含
め
た
実
体
法
上
の
問
題
の
究
明
こ
そ
が
、
最
も
重
要
で
あ
る
。

六
五

そ
の
よ
う
な
構
成
に
と
ど
め

の
か
が
争
点
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
内
容
決
定
手
続

り
い
環
境
権
を
構
成
す
る
た
め
の
索
材
は
、
環
境
基
準
や
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
制
度
な
ど
、
環
境
権
の
一
部
を
具
体
化
す
る
も
の
と

解
釈
さ
れ
る
べ
き
行
政
法
上
の
諸
制
度
に
、
す
で
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
差
止
請
求
権
の
根
拠
に
な
る
環
境
権
を
明
ポ
す
る
制
定
法
規

定
は
ま
だ
存
在
し
な
い
か
ら
、
環
境
権
は
、
そ
れ
ら
行
政
法
規
定
を
含
め
、
実
定
法
全
体
の
解
釈
に
よ
っ
て
構
成
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

民
法
の
相
隣
関
係
に
関
す
る
規
定
を
環
境
権
に
関
連
づ
け
る
説
が
あ
る
力
、
相
隣
関
係
の
規
定
は
、
不
動
産
所
有
権
の
相
吐
調
整
を
目

的
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
護
で
き
る
環
境
利
益
は
不
動
産
所
有
権
の
保
護
対
象
に
含
ま
れ
る
も
の
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
所
有
権
か
ら
区

別
さ
れ
た
環
境
権
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
環
境
権
を
相
隣
関
係
の
拡
大
と
し
て
把
握
す
れ
ば
、
環
境
権
の
内
容
を
不
動
産
所

fi

権
の
保
護
対
象
で
あ
る
環
境
利
益
の
保
護
に
限
定
し
か
ね
な
い
危
険
が
生
ま
れ
る
。
他
方
、
人
格
権
は
、
人
の
生
命
、
健
康
及
び
発
展
と
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い
う
人
格
的
利
益
の
価
値
を
各
個
人
に
つ
い
て
判
断
し
て
、
法
的
保
護
の
範
囲
と
し
て
画
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
格
権
そ
れ
自
体

が
環
境
権
の
根
拠
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
人
の
生
命
、
健
康
及
び
発
展
と
い
う
人
格
的
利
益
は
、
環
境
権
の
基
礎
で
あ
る
。
あ
る
環
境
が
、
多
数
の
人
々
の
同
じ
性
質

が
環
境
権
で
あ
る
。

い
わ
ば
そ
の
総
和
と
し
て
高
い
価
値
を
持
つ
場
合
に
、

あ
る
。
両
条
に
よ
り
人
々
の
人
格
的
価
値
の
尊
市
が
も
と
も
と
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
環
境
を
法
的
保
護
の
対
象
と
す
る
の

そ
の
種
の
「
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
」
。
こ
の
社
会

規
範
が
、
今
日
で
は
憲
法
二
五
条
と
一
三
条
に
よ
っ
て
、
国
家
法
上
の
実
効
性
を
持
つ
実
定
法
規
範
に
な
る
に
辛
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
で

そ
れ
を
実
現
す
る
要
素
で
あ
る
環
境
は
、
破
壊
の
進
行

と
い
う
現
実
と
裏
腹
に
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
両
条
に
よ
る
保
障
の
目
的
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
白
に
な
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

環
境
権
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
規
範
を
基
礎
に
し
、
実
定
法
全
体
の
解
釈
と
し
て
人
間
と
環
境
と
の
か
か
わ
り
か
ら
条
理

K
当
然
に
、

か
な
り
具
体
的
な
内
容
と
形
式
を
持
つ
権
利
へ
と
構
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
環
境
権
の
一
部
を
具
体
化
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る

べ
き
既
存
の
制
定
法
上
の
諸
制
度
は
、
こ
の
よ
う
に
制
定
法
上
の
規
定
以
前
に
既
に
存
在
す
る
環
境
権
を
確
認
し
、
又
は
明
確
に
す
る
も

五）

の
で
あ
る
。
今
後
、
環
境
権
を
も
っ
と
具
体
化
し
充
実
さ
せ
る
立
法
が
期
待
さ
れ
る
が
、
そ
の
立
法
は
、
法
規
範
を
全
く
新
た
に
創
造
す

る
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
環
境
権
を
確
認
し
又
は
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
説
又
は
判
例
に
環
境
権
を
構
成
す
る
こ
と
を
ゆ
だ
ね

た
ま
ま
で
あ
る
よ
り
も
法
的
安
定
性
を
高
め
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

環
境
権
研
究
会
と
多
く
の
論
者
は
、
環
境
権
の
前
提
と
し
て
「
環
境
共
有
の
法
理
」
を
主
張
し
、

と
内
容
の
人
格
的
利
益
に
か
か
わ
り
、

(
M
)
 

又
は
支
持
す
る
。
こ
の
言
葉
は
、

b
 

環
境
は
す
べ
て
の
人
々
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
国
民
の
意
識
な
い
し
思
想
の
表
現
と
し
て
は
、
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
共
有
」
と
い
う

言
葉
を
こ
こ
で
用
い
る
の
は
、
環
境
権
と
所
有
権
と
の
混
同
を
招
き
、
環
境
権
の
独
自
性
を
適
確
に
把
握
す
る
こ
と
を
妨
げ
、
議
論
の
混

I. 

/¥ 
I. 

/¥ 
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環境権一一環境の共同利用権 (4 • 完）（中山）

乱
の
一
因
に
な
る
か
ら
、
実
用
的
な
法
技
術
概
念
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
。

―
つ
の
環
境
に
対
す
る
環
境
権
の
権
利
者
は
き
わ
め
て
多
数
で
あ
る
が
、
共
有
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
多
数
の
権
利
者
が
全
体
で
一

個
だ
け
の
環
境
権
を
持
つ
と
構
成
す
れ
ば
、
権
利
関
係
を
い
た
ず
ら
に
複
雑
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
構
成
を
避
け
る
た
め
に
も
、
共

有
か
ら
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
環
境
権
は
、
各
権
利
者
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
一
個
ず
つ
持
つ
権
利
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。

環
境
権
を
「
環
境
享
受
権
」
又
は
「
環
境
亨
有
権
」
と
特
色
づ
け
る
こ
と
も
、
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。
権
利
者
は
、
た
ん
に
環
境

利
益
を
受
動
的
に
享
受
又
は
享
有
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、

そ
の
侵
害
に
対
し
て
差
止
請
求
権
を
主
張
し
、

済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
地
位
を
持
つ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
も
っ
と
能
動
的
に
良
い
環
境
を
形
成
し
、
環
境
利
益
を
高
め
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
も
、
環
境
権
の
内
容
の
一
側
面
で
あ
る
。
環
境
権
の
こ
の
能
動
的
側
面
に
注
目
す
れ
ば
、
「
享
受
」
や
「
享
有
」
よ
り
も
、

積
極
性
を
感
じ
さ
せ
る
「
利
用
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
方
が
適
切
で
あ
る
。
環
境
権
は
、
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
保
障
す
る
と
い
う
目
的
で
、
環
境
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
る
。

環
境
の
「
利
用
」
に
は
、
環
境
を
対
象
に
す
る
収
益
活
動
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、

六
七

又
は
行
政
に
救

そ
の
中
心
は
、
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
で
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
収
益
活
動
は
、
こ
の
中
心
的
意
味
と
調
和
す
る
限

り
に
お
い
て
の
み
、
環
境
権
の
内
容
た
る
「
利
用
」
に
含
ま
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
、
人
の
健
康
で
快
適
な
生
活
を
営
む
た
め
の
利
用

は
、
清
浄
な
大
気
を
呼
吸
し
た
り
、
自
然
海
浜
で
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む
等
の
環
境
に
対
す
る
積
極
的
な
行
為
に
限
ら
な
い
。
原

生
の
自
然
環
境
な
ど
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
環
境
を
現
状
の
ま
ま
で
保
存
す
る
こ
と
も
、

そ
の
環
境
が
保
存
さ
れ

る
こ
と
で
人
が
健
康
で
快
適
な
生
活
を
営
む
利
益
を
享
受
す
る
の
で
あ
る
限
り
、
環
境
権
の
内
容
た
る
「
利
用
」
に
含
ま
れ
る
。

さ
ら
に
、
環
境
権
は
、
―
つ
の
環
境
に
つ
い
て
多
数
の
権
利
者
が
お
り
、
そ
の
各
々
が
他
の
権
利
者
と
同
様
に
そ
の
環
境
を
利
用
で
き

(ix) 

る
と
い
う
権
利
で
あ
る
か
ら
、
「
環
境
の
共
同
利
用
権
」
と
特
色
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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「
他
の
多
数
の
人
々
に
よ
る
同
一
の
利
用
と
共
存
で
き
る
内
容
を
も
っ
て
、

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
」
。

(
l
)

本
稿
は
じ
め
に

m口
い
、
切

□

（
香
川
法
学

-
0巻
：
号
．
一
頁
以
ド
、
五
貞
以
下
）
。

(
2
)
本
稿
は
じ
め
に

m
□
間
、
一
田
□
5
、
図
口
、
―-
m□

（
香
川
法
学
-
0
巻
一
五
万
一
．
一
貞
、
二
九
頁
、
・

:
1
0頁
以
ド
‘
-
0
巻
三
•
四
号
→
五
パ
頁
以
ド
）
。

(
3
)

本
稿
は
じ
め
に
①
り
①
、
切

□

、一

・-mり
⑯
い
（
香
川
法
学

1
0荏
一
．
号
一
．
＿
頁
以
ド
、
六
貞
以
卜
、
一
一
巻
一
ム
号
九
貞
）
。

(
4
)
本
稿
三
①
□
い
、
伽
鑓
、
②
い
い
、
⑮
m

（
香
川
法
学
―
0
巻
：
·
]
•
四
号
一
七
じ
頁
以
ド
、
一
七
九
頁
、
一
一
巻
二
号
一
八
貞
、
一
八
＼
一
九
頁
）
。
本

稿
一
パ
山
口
⑮
第
四
（
香
川
法
学
一
；
巻
．
一
号
四
貞
）
参
照
。
本
稿
三
①

□

い
第
二
、
い
第
一
．
＾
（
香
川
法
学
―
一
巻
二
号
二
頁
、
五
頁
）
は
、
こ
の
限
り
に
お

い
て
正
qi
で
あ
る
。

(
5
)

本
稿
三
田
り
叫
、

5
い
い
＼
い
（
香
川
法
咬
l
-

；
巻
一
＿
号
八
＼
九
頁
、
一
八
＼
一
．
ー
百
〈
）
。

(
6
)

本
稿
一

・-m口
い
第
四
（
香
川
法
学
[
-
巻
一

1

号
六
貞
）
。

(
7
)

本
稿
一
．
一
切
口
⑮

□

（
香
川
法
学
一
一
巻
二
号
：
―
-
四
貞
）
は
同
旨
。

(
8
)
本
稿
．
こ
田□
い
第

q

（
香
川
法
学
＾
一
巻
一
五
万
二
貞
）
は
、
環
境
権
に
物
権
の
属
性
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
い
う
説
に
対
す
る
批
判
な
ら
ば
、I
E中
~
て
あ

ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
本
稿
の
よ
う
に
従
来
の
権
利
に
な
い
属
性
を
持
つ
権
利
を
認
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
論
点
を
明
確
に
し
つ
つ
従
来
の
法
制
笈
と
柩

合
さ
せ
る
た
め
に
、
一
見
油
繹
的
で
あ
る
か
に
見
え
る
概
念
法
学
的
論
理
を
展
開
す
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
必
要
で
あ
る
。
本
稿
．
―
-
（
口
い
第
二
（
香
川
法
学

ー
一
巻
一
一
号
五
頁
）
も
参
照
。

(
9
)
本
稿
一
一
切
り
（
香
川
法
学
→0
荏
．
こ
•
四
号
一
六
五
＼
一
六
六
貞
）
。

(
1
0
)本
稿
―
・
示
ぷ
〗
⑮
紺
（
香
川
法
学
二
口
巻
：
·
-
•
四
号
一
じ
九
頁
）
。

(
1
1
)本
稿
三
m
口
⑮
佃
（
香
川
法
学
―
0
巻
一1
•
四
号
一
七
八
＼
一
七
九
頁
）
。

(12)

本
稿
一
ぷ
山
い
い
第
五
、
⑮
第
五
（
香
川
法
学
一
ー
脊
二
号
三
貞
、
四
＼
几
貞
）

(13)

最
判
昭
和
―
・
一
九
年
一
月
ニ
ハ

l
民
集
一
八
券
一
号
一
頁
。

(14)

本
稿
は
じ
め
に
②
い
（
（
香
川
法
学
―

0
巻
二
号
八
頁
）
。

か
く
し
て
、

環
境
権
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

参
照
。 か

つ
共
存
で
き
る
方
法
で
、

13 ー 、1
,

うヽ
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(35) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

一
巻
．．
 

号
．

0
¥
一

本
稿
三
図
い

も
参
照
。

こ
貝
）

（
香
川
法
学

1

六
九

も
参
照
。

；巻一
1

号
一
八
貞
以
ド
）

本
稿
三
①
り
⑮
紺
（
香
川
法
学
．

1

殊
ピ
．
号
―
―
頁
）
。

本
稿
は
じ
め
に
m
口
、
二
①
り
⑯
、
切
り
（
香
川
法
学
-
0
券
]
.
1号
四
頁
、
一
·
→
•
四
号
一
五
九
＼
一
六0
貞
、
一
六
六
＼
一
六
八
頁
）
。

本
稿
↓
こ
①

□

国
第
五
、
（
第
五
（
香
川
法
学
一
一
巻
一
只
号
：
．
頁
、
六
貞
）
は
、
こ
の
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
点
で
不
打
で
あ
る
。

本
稿
1
-
-
（
□
伽
＼
い
（
香
川
法
学
．
0
巻
：
＾
•
四
号
一
七
八
\
1

八
五
貞
）
。

本
稿
：
一
②
り
（
香
川
法
学

1

一
巻
．
一
号
：
．

O
＼
：
三
頁
）
。

本
稿
．
団
③
口
⑯
、
口
い
（
香
川
広"
[
r
.
U
巻
：
こ
•
四
号
こ
ハ
f
H

、
．
ぃ
ハ
几
旦
°

本
稿
ー
一
②
閂
い
（
香
川
法
学
一
〇
務
一
．

1
•

四
号

1

ぃ
ハ
八
貞
）
。

本
稿
一
ぷ
山
り
い
第
四
（
香
川
法
学
一
↓
巻
一
丘
竺
．
＼
：
ご
貝
）
。

本
稿
二
切
い
い
鑓
（
香
川
法
学

．． 

巻
．
五
？
―
-
．
頁
）
も
参
照
。

本
稿
一
一
切□
的
（
香
川
法
学
―
0
巻
：
―
•
四
号
こ
ハ
八
＼
一
六
九
貞
）
。

本
稿
ぷ
5□

い
（
香
川
法
学
一
一
巻
一
．
号
二
四
＼
．．
 

八
貞
）
。

公
害
の
民
巾
只
任
に
関
す
る
巾
民
法
的
権
利
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
公
害
の
民
事
責
任
と
権
利
佼
屯
ぃ
・
違
法
性
・
過
失
」
奥
田
昌
道
先
生
還
肝
晶

念
論
文
集
上
巻
四
一
三
貞
以
ド
（
．
九
九
：
．
年
）
。

(
2
7
)本
稿
一
二m
い
伽
第
五
（
香
川
法
学
一
一
巻
二
号
四
＼
五
頁
）
。
本
樅
一
二
山
口
⑧
（
香
川
法
学
―
0
巻
一
•
]
•
四
号
一
八
六
頁
）

(
2
8
)本
稿
―
-
m
m
（
香
川
法
学
-
0
巻
一
―q
•

四
号
一
五
八
貞
以
ド
）
。

(29)

本
稿
一
．
示
ぷ
以
ど
第
一
（
香
川
法
学
↓
一
巻
二
号
五
頁
）
に
反
対
。
本
稿
：
．

mり
伽
皿
（
香
川
法
学

1

(30)

本
稿
三
②
り
い
い
（
香
川
法
学
1

1

脊
．
託
号
ニ
ー
貞
）
。

五
）
本
稿
三
田
口
⑯
鑓
（
香
川
法
学
＾
〇
巻
：
＾
•
四
号
．
七
几
貞
）
と
詞
旨
゜

(32)

本
稿
一
切

□

（
香
川
法
学
．

0
脊
二
号
：
・-0＼
三
．
五
ど
。

(33)

本
稿
は
じ
め
に
切

Hlい
（
香
川
法
学

-
0巻
．
＾
号
九
頁
）
。

(34)

本
稿
は
じ
め
に
①

□

い
、
：
＾
（
口
伽
い
（
香
川
払
学
＾

0
巻
二
号
．．
 

貞
、

1

こ
•
四
号
．
七
八
貞
）
。

の
学
説
の
多
く
も
、
「
環
境
共
付
の
法
坪
」
を
前
提
に
し
て
論
じ
て
い
る
。

同
旨
、
本
稿
：4
-
m□
⑯
紺
（
香
川
法
学
．
0
在
．
→
•
四
号
一
八
げ
只
）
。
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っ
て
い
る
「
生
活
環
境
」

の
中
心
は
、
人
、
財
産
等
を
取
り
巻
く
大
気
、
水
及
び
土
な
い
し
地
盤
の
条
件
で
あ
り
、
公
害
対
策
は
こ
れ
ら

の
自
然
的
環
境
の
悪
化
を
防
止
し
又
は
改
善
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
環
境
行
政
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
生
活
環
境
と
区
別
さ
れ

る
緑
地
、
森
林
、
河
川
、
湖
沼
、
海
洋
等
の
「
自
然
環
境
」
を
保
全
す
る
こ
と
を
も
日
的
に
す
る
。

環
境
権
研
究
会
の
環
境
権
は
自
然
的
環
境
だ
け
で
な
く
社
会
的
環
境
を
も
客
体
と
す
る
。
確
か
に
、
自
然
的
環
境
と
社
会
的
環
境
と
は

人
の
環
境
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
と
と
も
に
、

ま
た
、
文
化
的
遺
産
や
社
会
的
環
境
に
つ
い
て
、

人
に
と
っ
て
の
価
値
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
共
通
性
が
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
基
本
的
人
権
と
し
て
の
環
境
権
の
客
体
に
社
会
的
環
境
を
含
む
と
解
す
る
こ
と
に
は
、
お
そ
ら
く
難
点
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
な
環
境
権
の
構
成
を
試
み
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。

の
環
境
行
政
が
主
要
な
対
象
に
す
る
の
は
、

そ
の
う
ち
の
自
然
的
環
境
で
あ
る
。
公
害
対
策
基
本
法
二
条
の

「
公
害
」
概
念
の
前
提
に
な

的
環
境
か
ら
成
る
自
然
的
環
境
と
、
人
が
作
り
出
し
そ
の
秩
序
を
維
持
し
て
い
る
人
間
独
自
の
社
会
的
環
培
と
を
要
索
に
す
る
。
わ
が
国

人
の
環
境
と
は
、

口
い
環
境
権
に
お
い
て
は
、

(2) 

客
体
と
種
類

一
般
に
人
の
生
仔
な
い
し
生
活
に
関
係
す
る
多
種
類
の
外
的
条
件
の
す
べ
て
を
い
い
、
物
理
的
、
化
学
的
及
び
生
物

客
体
た
る
環
境
が
い
か
な
る
も
の
か
が
、

ま
ず
大
き
な
意
味
を
持
つ
。

(36)

本
稿
／
山
口
い
、
二
切

□

い
（
香
川
法
学

-
0巻
一
五
万
：
じ
頁
、

(37)

本
稿
は
じ
め
に
切

□

い
（
香
川
法
学
―

0
巻
一
一
号
八
貞
）
。

(38)

環
境
の
「
利
川
」
あ
る
い
は
「
共
詞
利
川
」
と
い
う
．

1

．11
槃
は
、
す
で
に
環
境
権
研
究
会
で
も
一
部
で
用
い
ら
れ
（
本
稿
．．
 

＾
田
口
⑮
旧
、
い
川
（
香
川
法
学

.
0
巻
二
•
四
号
／
七
八
頁
、
一
じ
九
＼
一
八

0
頁
）
）
、
公
共
信n
f論
で
は
こ
の
観
念
が
狸
論
の
＂
則
提
に
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
一
．
m
□
間
（
香
川
法
学
／
0

脊
1

こ
•
四
号

1

五
六
＼
一
几
じ
頁
）
）
。

-

1

巻
二
号
二
七
＼
：
・
パ
頁
）
。

七
0
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環境権ー環境の共詞利用権 (4 • 完）（中山）

て
の
み
、
環
境
権
の
概
念
を
構
成
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

し
か
し
、
社
会
的
環
境
は
自
然
的
環
境
と
の
間
に
対
立
関
係
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
憲
法
の
定
め
る
価
値
序
列
に

よ
っ
て
自
然
的
環
境
の
保
護
利
益
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
社
会
的
環
境
は
人
為
的
な
も
の
で
、
そ
の
利
用
秩
序
も
意
識
的
な
組
織

活
動
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
な
ど
、
自
然
的
環
境
と
の
間
に
か
な
り
性
質
が
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
抱

え
て
い
る
問
題
点
が
相
違
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

環
境
権
が
民
事
法
卜
の
権
利
で
あ
る
こ
と
が
、
今
日
ま
だ
国
家
制
定
法
に
定
め
ら
れ
ず
判
例
で
も
承
認
さ
れ
る
に
が
っ
て
い
な
い
の
は
、

環
境
権
の
概
念
が
い
ま
だ
に
明
確
さ
を
欠
く
こ
と
が
大
き
な
要
因
の
一
っ
で
あ
る
か
ら
、
緻
密
な
技
術
的
に
適
合
す
る
明
確
な
環
境
権
を

構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
区
別
し
、

そ
の
た
め
に
は
、
現
段
階
で
は
自
然
的
環
境
を
客
体
に
す
る
も
の
と
社
会
的
環
境
を
客
体
に
す
る
も
の
と

ひ
と
ま
ず
、
優
先
順
位
が
高
く
、
環
境
行
政
の
対
象
の
中
心
と
し
て
多
く
の
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
自
然
的
環
境
に
つ
い

自
然
的
環
境
は
大
気
、
水
、
土
な
い
し
地
盤
と
い
う
環
境
要
素
か
ら
成
り
、

境
権
の
構
成
に
相
違
す
る
点
が
あ
っ
た
。

七

そ
れ
ら
を
総
合
し
た
全
体
が
地
域
又
は
水
域
に
お
け

b
 

る
環
境
で
あ
る
。
そ
れ
は
所
有
権
の
客
体
た
る
土
地
で
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
環
境
の
価
値
は
、
人
格
的
利
益
と
の
間
に
一
定
の
対
応
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
人
格
的
利
益
が
そ
の
主
体
を
取
り
巻
く
環
境

に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
格
的
利
益
の
内
容
は
、
そ
の
人
の
生
命
、
健
康
か
ら
高
い
レ
ベ
ル
の
快
適
な
生
活
の
享
受
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
従
来
の
学
説
を
見
る
と
、
そ
の
い
ず
れ
の
人
格
的
利
益
に
対
応
す
る
環
境
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
環

環
境
権
研
究
会
の
環
境
権
は
、
極
め
て
広
範
な
種
類
の
環
境
を
保
護
の
客
体
に
す
る
構
成
で
あ
る
が
、
議
論
の
力
点
は
、
人
の
生
命
・

健
康
に
関
係
の
深
い
生
活
環
境
の
保
全
に
あ
っ
た
。
自
然
享
有
権
の
論
者
が
環
境
権
を
公
古
被
害
か
ら
住
民
を
救
済
す
る
権
利
で
あ
る
と

理
解
し
、
自
然
の
保
設
を
図
る
た
め
に
は
、
環
境
権
と
は
別
個
の
権
利
た
る
自
然
享
有
権
と
い
う
構
成
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
、
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そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
清
水
1
1

牛
山
説
は
、
人
の
生
命
・
健
康
に
関
係
の
深
い
生
活
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
「
健
康
な

環
境
に
生
き
る
権
利
」
を
構
成
し
、
環
境
権
研
究
会
の
環
境
権
を
む
し
ろ
最
観
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
関
係
の
深
い
環
境
の
保
全

に
適
す
る
構
成
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
環
境
を
人
格
的
価
値
と
の
対
応
関
係
に
留
意
し
て
類
型
化
し
、
人
格
権
や
物
権
と
の
区
別
と
相
互
関
連
を
明
確
に
し
な
が
ら
、

環
境
権
を
具
体
化
し
よ
う
。

い
田
（
人
の
生
命
・
健
康
と
、
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
感
覚
や
心
情
は
、
各
個
人
ご
と
に
つ
い
て
の
評
価
で
、
す
で
に
人
格
権
の
内
容
と

し
て
法
的
保
護
を
受
け
る
。
こ
れ
ら
の
人
格
的
利
益
は
、

そ
の
主
体
を
取
り
巻
く
環
境
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
か
ら
、
環
境
の
悪
化
が
一

定
の
限
度
を
越
え
る
と
、
人
格
権
の
保
護
範
囲
で
あ
る
人
格
的
利
益
を
実
際
に
侵
害
す
る
に
至
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
人
格
権
の
侵
害
が

生
じ
る
。
こ
の
場
合
の
環
境
は
、
大
気
、
水
、
上
な
い
し
地
盤
と
い
う
環
境
要
素
で
あ
る
。

環
境
悪
化
が
そ
の
限
度
を
越
え
な
い
場
合
は
、
人
格
権
侵
害
を
生
じ
る
に
は
全
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
環
境
悪
化
が
あ
る
程
度

に
ま
で
達
す
る
と
き
は
、
人
格
権
侵
害
の
危
険
を
か
な
り
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
と
き
は
、
人
格
権
の
保
護
範
囲
外
で
は

あ
れ
、
各
佃
人
の
生
命
・
健
康
と
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
感
覚
や
心
情
に
連
続
す
る
人
格
的
利
益
を
す
で
に
侵
害
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
逆
に

言
え
ば
、
あ
る
程
度
以

t
良
好
な
条
件
に
保
た
れ
た
環
境
要
素
は
、
各
個
人
の
そ
の
よ
う
な
人
格
的
利
益
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
環
境
要
素
は
一
っ
の
土
地
の
構
成
要
素
に
な
る
が
、
同
時
に
他
の
上
地
を
も
流
動
し
、
又
は
他
の
上
地
に
あ
る
そ
れ
ら
と

相
互
に
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
、
広
い
地
域
又
は
水
域
全
体
で
ひ
と
ま
と
め
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
環
境
要
素
は
こ
の
よ
う
に
広
域
的

に
相
互
に
流
動
し
又
は
関
連
し
合
う
た
め
に
、
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
共
同
で
利
用
さ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
人
々
は
居
宅
や
勤
務
場

所
等
で
長
時
間
継
続
し
て
生
活
す
る
だ
け
で
な
く
、
通
勤
、
通
学
、
職
務
、
買
物
、
散
歩
等
の
た
め
に
日
常
的
に
一
定
の
生
活
圏
内
で
行

動
す
る
か
ら
、
多
数
の
人
々
に
よ
る
環
境
要
素
の
利
用
の
共
同
性
は
い
っ
そ
う
弛
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
要
素
の
条
件
は
、

七

そ
れ
を
共

n 1 -72 (香法'9'.~)



環境権ーー一環境の共同利用権 (4 • 完）（中山）

同
で
利
用
す
る
人
々
の
人
格
的
利
益
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
多
数
の
人
々
の
人
格
的
利
益
の
総
址
を
荷
う
も
の
で
あ
り
、

法
的
保
護
を
受
け
る
べ
き
も
の
に
な
り
う
る
。
環
境
の
こ
の
よ
う
な
価
値
は
、
各
個
人
の
人
格
的
利
益
の
総
和
と
対
応
し
つ
つ
も
、
個
々

の
人
格
的
利
益
か
ら
は
独
立
し
た
客
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
保
護
範
囲
と
し
て
環
境
権
が
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

人
は
、
各
個
人
を
直
接
に
取
り
巻
き
つ
つ
、

大
気
、
水
及
び
士
な
い
し
地
盤
と
い
う
環
境
躯
索
ん
、
良
好
な
生
活
環
境
と
し
て
利
用
で
き
る
。
こ
の
環
境
権
を
ー
生
活
環
境
利
用
権
L

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
ゲ

環
境
要
素
の
利
用
の
あ
り
方
が
各
要
素
ご
と
に
異
な
る
か
ら
、
生
活
環
境
利
用
権
の
内
容
は
大
気
、
水
及
び
土
な
い
し
地
盤
ご
と
に
区

別
し
、
さ
ら
に
化
学
的
性
質
と
物
理
的
性
質
と
に
対
応
し
て
、
大
気
汚
染
、
悪
臭
、
騒
音
、
水
質
汚
濁
、
土
壌
汚
染
、
振
動
、
地
盤
沈
下

等
に
分
け
て
、
具
体
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
生
活
環
境
全
体
の
状
況
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
少
な
く

と
こ
ろ
で
、
所
有
権
の
客
体
と
し
て
の
土
地
は
、
区
画
さ
れ
た
地
盤
と
そ
の

t
下
の
空
間
を
範
囲
と
す
る

ら
、
環
境
権
の
客
体
と
な
る
環
境
要
素
を
そ
の
範
圃
内
に
含
む
。
そ
の
範
囲
内
の
全
体
に
つ
い
て
、
個
人
の
排
他
的
独
占
的
な
支
配
が
認

め
ら
れ
る
。

す
る
こ
と
に
な
る
。

権
な
ど
の
問
題
と
し
て
、

な
い
で
あ
ろ
う
。

七
（
民
法
二

0
七
条
）

か

そ
こ
か
ら
離
れ
た
所
に
も
流
通
し
又
は
連
続
し
て
互
い
に
影
響
を
与
え
合
う
そ
の
よ
う
な

土
地
所
有
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
は
、
所
有
者
の
人
格
的
利
益
と
は
区
別
さ
れ
る
経
済
的
利
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
域

の
性
質
か
ら
人
の
居
住
等
に
利
用
す
る
の
が
適
刈
な

t
地
の
経
済
的
利
益
に
は
、
居
住
す
べ
き
人
の
生
命
、
健
康
等
の
人
格
的
利
益
に
対

応
し
た
利
益
が
当
然
に
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
土
地
の
居
住
者
の
人
格
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
公
害
は
、
土
地
所
有
権
を
侵
害

か
く
し
て
、
上
地
所
有
権
は
一
定
の
良
好
な
条
件
を
備
え
た
環
境
の
享
受
を
も
保
護
内
容
と
す
る
。
従
来
か
ら
日
照

そ
の
阻
専
か
ら
の
保
護
が
判
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
き
た
日
照
や
通
風
は
、
所
有
権
の
内
容
に
な
り
う
る
環

13 73 (香法'9:3)



生
活
環
境
利
用
権
の
客
体
と
し
て
、
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
共
同
利
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
排
他
的
支
配
の
も
と
に
あ
る
環
境
要
素

が
、
同
時
に
多
数
の
人
々
の
共
同
利
川
に
適
合
す
る
条
件
を
備
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
意
味

で
、
土
地
所
有
権
が
牛
活
環
境
利
川
権
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

そ
の
制
限
の
具
体
的
な
内
容
は
、
そ
の
上
地
が
存
在
す
る
地
域
の
人
々
の
生
活
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
地
域
性
に
従
っ
て
異
な
り
う
る

が
、
そ
の
地
域
の
ど
の
上
地
も
同
様
に
制
限
を
受
け
、
か
つ
誰
も
が
そ
の
制
限
を
容
易
に
知
り
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

る
特
別
の
方
法
が
な
く
て
も
、
土
地
取
引
の
安
全
を
脅
か
す
こ
と
は
な
い
。

多
数
の
人
々
が
景
観
や
海
水
浴
、
潮
下
狩
等
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む
等
の
た
め
に
利
用
し
、

、
~
、

_
9

b

i

 

（
＇
ー
，

資
源
と
し
て
利
用
す
る
環
境
も
、
法
的
保
設
を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
は
、
公
共
用
水
面
、
自
然
海
浜
、
岩
礁
存

の
自
然
公
物
、
及
び
緑
地
、
森
林
等
で
そ
の
よ
う
な
利
用
に
つ
い
て
特
に
優
れ
た
性
質
を
持
つ
特
定
の
私
有
地
で
あ
り
、
個
々
の
要
素
と

し
て
で
は
な
く
総
合
的
な
環
境
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

景
観
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む
こ
と
等
、
比
較
的
高
い
レ
ベ
ル
の
快
適
な
生
活
を
享
受
す
る
人
格
的
利
益
は
、
人
が
生
き
る
た

め
に
絶
対
に
不

nI欠
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

範
囲
に
は
含
ま
れ
な
い
。

し
か
し
、
多
数
の
人
々
が
そ
の
よ
う
な
人
格
的
利
益
を
享
受
す
る
た
め
に
利
用
す
る
特
定
の
環
境
は
、

益
の
総
撮
を
荷
う
も
の
と
し
て
法
的
保
設
を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
り
う
る
。

ま
た
、
人
は
魚
介
類
等
、
生
活
に
必
要
な
物
資
を
受
け
る
利
益
を
持
つ
が
、
そ
の
利
益
は
人
格
権
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
多
数
の
人
々
に
そ
の
よ
う
な
生
活
物
資
を
供
給
す
る
資
源
で
あ
る
特
定
の
環
境
は
、
そ
の
利
益
の
総
蟻
を
荷
う
も
の
と

土
地
所
付
権
の
客
体
に
含
ま
れ
る
環
境
要
素
は
、

境
利
益
で
あ
り
、
人
格
権
又
は
不
動
産
所
有
権
な
い
し
相
隣
閃
係
に
よ
っ
て
保
設
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
所
有
者
の
排
他
的
支
配
の
も
と
に
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
、

そ
れ
を
公
ぷ
す

又
は
生
活
物
資
の
供
給

ま
た
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
代
替
で
き
る
も
の
が
多
い
た
め
、
人
格
権
の
保
護

七
四

そ
の
利
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環境権―—環境の共詞利用権 (4 • 完）（中山）

い
う
名
称
を
用
い
る
の
が
適
渭
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
権
利
内
容
を
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

七
五

と
し
て
の
利
用
等
が
あ
り
、

一
般
的
に
「
自
然
公
物
利
用
権
」
と

に
多
数
の
人
々
の
共
同
利
用
の
客
体
に
な
る
。

自
然
公
物
の
共
同
利
用
に
は
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
の
利
用
や
、
旅
業
資
源

い
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
、

い
っ
そ
う
確
実
に
保
設
各
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
て
法
的
保
護
を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
公
共
用
水
而
は
そ
の
よ
う
な
環
境
の
一
種
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
多
数
の
憔
民
が
礁
業
生

産
力
を
維
持
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
漁
業
資
源
と
し
て
保
護
し
共
同
利
用
す
る
利
益
を
そ
れ
に
対
し
て
持
ち
、

こ
れ
ら
の
環
境
の
中
で
も
、

そ
の
意
味
で
も
法
的
保
護

そ
の
利
益
を
他
の
環
境
で
代
替
し
て
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
能
又
は
困
難
で
あ
る
も
の
は
、

と
り
わ
け
高

こ
の
よ
う
な
閑
境
の
価
値
は
、
単
に
現
在
生
存
す
る
人
々
だ
け
の
利
益
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
将
来
に
生
ま
れ
生
活
す

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
人
々
の
利
益
を
も
、
そ
の
評
価
に
繰
り
人
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
単
に
特
定
の
地
域
な
い
し
日
本
の

人
々
の
利
益
だ
け
で
な
く
、
広
く
他
国
な
い
し
世
界
の
人
々
の
利
益
を
も
そ
の
評
価
に
繰
り
入
れ
る
必
要
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ

れ
人
間
は
、
自
分
だ
け
で
な
く
自
分
達
の

f
孫
や
現
存
す
る
他
の
多
数
の
人
々
の
利
益
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
望
む
心
情
を
持
っ
て
お
り
、

比
較
的
高
い
レ
ベ
ル
の
快
適
な
生
活
を
亨
受
す
る
人
格
的
利
益
に
は
、
そ
の
よ
う
な
心
情
の
保
護
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
生
態
系
の

維
持
や
生
物
種
の
保
設
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
環
境
の
価
値
も
、
こ
の
よ
う
な
人
格
的
利
益
か
ら
生
ま
れ
る
。

伺
こ
の
種
の
環
境
権
は
、
客
体
が
目
然
公
物
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
異
な
る
構
成
を
す
べ
き
点
が
あ
る
。

自
然
公
物
は
、
私
的
所
有
の
対
象
に
な
り
え
な
い
、

又
は
本
来
私
的
所
打
の
対
象
に
す
べ
き
で
な
い
土
地
又
は
水
面
で
あ
り
、
全
面
的

自
然
公
物
利
用
権
は
、
所
打
権
の
客
体
で
な
い
自
然
公
物
を
客
体
に
す
る
場
合
は
、
あ
た
か
も
土
地
に
対
し
て
所
有
権
が
そ
う
で
あ
る

の
と
同
様
に
、
自
然
公
物
に
対
す
る
最
も
韮
本
的
な
権
利
で
あ
る
。
た
だ
、
多
く
の
公
共
川
水
血
に
つ
い
て
は
、
漁
業
協
同
組
合
又
は
個

を
受
け
る
べ
き
必
要
が
高
い
。
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人
が
漁
業
権
や
漁
業
を
常
む
権
利
等
を
持
っ
て
お
り
、

そ
の
限
り
で
自
然
公
物
利
用
権
は
そ
れ
ら
の
権
利
に
祗
触
し
な
い
よ
う
に
制
限
を

漁
業
権
や
漁
業
を
常
む
権
利
は
、
水
面
の
一
定
範
囲
を
一
定
の
挽
業
の
目
的
で
利
用
で
き
る
権
利
で
あ
り
、
特
定
の
油
民
だ
け
が
そ
の

利
益
を
独
占
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
物
権
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
憔
業
法
一

1

ご
一
条
）
。
し
か
し
、

し
て
の
水
面
の
共
同
利
用
を
内
容
と
す
る
自
然
公
物
利
川
権
を
韮
礎
に
し
て
成
り
立
つ
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、

保
護
す
な
わ
ち
油
業
生
産
力
の
維
持
発
展
の
た
め
に
、
他
の
旅
場
で
の
他
の
樵
民
の
油
業
を
も
可
能
に
す
る
条
件
を
確
保
で
き
る
よ
う
制

約
を
受
け
、
漁
業
資
源
の
枯
渇
を
も
た
ら
す
よ
う
な
油
業
は
許
さ
れ
な
い
。
他
方
で
、
漁
業
権
等
が
何
ら
か
の
理
由
で
泊
滅
し
た
場
合
、

そ
の
客
体
で
あ
っ
た
水
面
に
は
自
然
公
物
利
用
権
の
内
容
が
完
全
に
復
活
し
、

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

り佑い
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

あ
る
。

す
べ
て
の
漁
民
そ
の
他
の
者
が
自
由
に
樵
業
を
行
う
こ
と

自
然
公
物
で
は
な
い
私
有
地
は
、
所
有
者
の
排
他
的
支
配
の
も
と
に
あ
り
、
原
則
と
し
て
所
布
者
が
自
由
に
利
用
で
き
る
も
の
で

そ
の
よ
う
な
私
有
地
に
対
す
る
多
数
の
人
々
の
共
同
利
用
は
、
そ
の
人
々
の
日
常
生
活
に
特
に
密
着
し
た
性
質
、

又
は
景
観
観
賞
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
用
途
で
特
に
優
れ
た
性
質
を
持
つ
特
定
の
土
地
に
つ
い
て
だ
け
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

ヽ
も

4ヽ

し
カ

確
に
示
さ
れ
る
。

そ
の
性
質
に
対
応
し
た
限
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
土
地
所
有
権
を
そ
の
共
同
利
用
の
範
囲
で
特
別
に
制
限
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
特
別
の
制
限
は
、
ふ
つ
う
、
天
然

記
念
物
、
自
然
環
境
保
全
地
域
、
自
然
公
園
の
特
別
区
域
等
の
指
定
の
形
で
、
制
定
法
令
と
行
政
機
関
の
処
分
に
よ
っ
て
具
体
的
か
つ
明

そ
し
て
、

そ
う
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

の
人
々
の
共
同
利
用
が
成
立
し
、

受
け
る
こ
と
に
な
る
。

か
つ
、

し
か
し
、

一
方
で
、
憔
業
資
源

そ
の
よ
う
な
処
分
を
受
け
て
い
な
い
土
地
も
そ
の
性
質
上
、
多
数

そ
の
共
同
利
用
に
法
的
保
護
を
与
え
る
べ
き
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
私
有
地
に
対
す
る
共
同
利
用
に
つ
い
て
も
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
環
境
利
用
の
内
容
と
保
護
を
受
け
る
べ
き
主
体
を
明
確
に

こ
の
権
利
は
、

も
と
も
と
憔
業
資
源
と

七
六
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環境権＿一環境の共r;-iJ利用権 (4 • 完）（中山）

か
つ
、
行
政
処
分
へ
の
主
体
の
参
加
権
等
、

(54) 

権
を
持
つ
と
い
う
形
に
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
行
政
処
分
を
受
け
て
い
な
い
土
地
に
つ
い
て
は
、

欠
で
あ
る
。

し、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
法
的
保
護
を
保
障
す
る
た
め
に
、

七
七

一
巻
二
号
＿
六
貞
、
ニ
ー
こ
＼
二
四
頁
、
一

1^
 

1
 
:
 ~'-"" 

共
同
利
用
で
き
る
人
々
が
環
境

と
り
わ
け
、
環
境
権
の
構
成
が
不
可

そ
の
よ
う
な
環
境
権
は
、
自
然
公
物
利
用
権
が
一
般
的
に
自
然
公
物
に
つ
い
て
成
立
す
る
の
と
は
異
な
り
、
私
有
地
た
る
自

然
環
境
の
う
ち
で
も
特
定
の
も
の
に
つ
い
て
の
み
成
立
す
る
か
ら
、

「
特
定
自
然
環
境
利
用
権
」
と
呼
ぶ
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

(
3
9
)本
稿
二
②
m
い
（
香
川
法
学
二
0
巻
て
•
四
号
ニ
ハ
四
頁
）
参
照
。

(40)

拙
稿
「
環
境
法
概
論

H
」
香
川
法
学
八
巻
：
・

1

号
七
〇
＼
七
一
＿
貞
(
-
九
八
八
年
）
。

(
4
1
)本
稿
は
じ
め
に
（
口
い
、
-
→-
m□
⑩
い
（
香
川
法
学
/
0
務
二
号
．
一
貞
、
：
一
•
四
号
／
八
二
貞
）
。

(
4
2
)本
稿
―
m
り
（
、
切
り
切
（
香
川
法
学
一
0
巻
一
五
号:
•
i
O
頁
、
三
一
．
頁
）
。

(43)

本
稿
は
じ
め
に
③
い
い
（
香
川
法
学
一

0
巻
二
号
―

:ti)
。

(44)

本
稿
ぷ
円
い
い
、
一

1-mり
⑯
第
三
（
香
川
法
学
ー

0
巻
二
号

1＾↓
―
-
貞
、
一
一
巻
二
号
四
貞
）
。

(45)

本
稿
一
ぷ
山
Hl⑯
、
(
（
香
川
法
学
一
一
巻
二
号
三
頁
以
ド
）
。

(
4
6
)本
稿
三
m
m
、
り
ぃ
m

（
香
川
法
学
一
〇
務
ー1
•
四
号
一
七
七
貞
以
ド
、
一
一
巻
二
号
―
二
頁
）
。

(47)

本
稿
―

-5iい
い
佃
（
香
川
法
学
―
一
巻
二
号
三
八
貞
）
。

(48)

本
稿
一
．
ふ
以
以
①
（
香
川
法
学

1

；
務
二
号
ニ
ニ
＼
：
四
貞
）
。

(
4
9
)本
稿
1
.
-
（
m
伽
い
（
香
川
法
学
ー
0
巻
て
•
四
号
一
七
八
貞
）
。

(
5
0
)
「
健
康
な
環
境
に
生
き
る
権
利
」
（
本
稿
：
一
切
H
l⑭
田
（
香
川
法
学
一
一
巻
二
号
一
·
-
~
＼
]
、

1

・
＿
貞
）
）

構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
異
な
る
。

(
5
1
)本
稿
二
②
H
l伽
、
＾
ぷ
因□
い
①
、
い
団
佃
、
紺
、
□

（
香
川
法
学
＾
0
巻
：
•
•
•
四
号
一
ぃ
ハ
六
貞
、

八
頁
）
参
照
。

(
5
2
)本
饂
切
り
い
（
香
川
法
学
べ
〗
巻
二
号
：
こ
：
：
貞
）
。

(53)

拙
稿
「
環
境
の
共
同
利
川
と
油
業
権
」
日
本
上
地
法
学
会
報
告
（
／
几
九
二
年
一
．
月
：
日
）
。

は
こ
れ
に
類
似
す
る
が
、

市
民
法
的
権
利
と
し
て
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ま
り
、

権
を
取
得
す
る
の
で
あ
り
、

か
つ
、

か
つ
そ
の
地
域
内
に
お
い
て
は
誰
に
も
平
等
で
あ
る
。
人
は
出
生
又
は
生
活
範
囲
の
変
更
に
よ
っ
て
、
当
然
に
一
定
内
容
の
環
境

(58) 

そ
の
権
利
を
放
棄
し
た
り
、
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
権
利
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と

い
か
な
る
特
定
の
環
境
に
つ
い
て
、

主
体
と
内
容

権
利
で
あ
り
、

環
境
権
は
人
の
人
格
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
存
在
し
、
憲
法
二
五
条
と
一
三
条
に
よ
っ
て
人
が
生
存
と
個
人
と
し
て
の
尊
爪

を
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
実
定
法
上
の
権
利
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
人
な
ら
誰
も
が
当
然
に
有
す
る

ニッ

か
つ
、
原
則
と
し
て
自
然
人
だ
け
が
そ
れ
を
有
す
る
。

但
し
、
環
境
権
の
客
体
た
る
環
境
の
管
理
又
は
保
護
を
図
る
こ
と
が
、
個
々
の
自
然
人
を
主
体
に
し
て
行
う
だ
け
で
は
不
十
分
な
い
し

不
適
切
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
特
別
に
、
環
境
の
管
理
又
は
保
護
を
日
的
と
す
る
団
体
に
、

一
般
的
に
法
人
が
享
受
す

そ
の
日
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
、

そ
れ
に
対
し
、
環
境
権
に
財
産
権
的
側
面
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
法
人
が
一
般
的
に
環
境
権
の
主
体
に
な
る
こ
と
を
認
め
る
の
は
、

正
し
く
な
い
。
法
人
が
権
利
能
力
を
持
つ
の
は
、
商
品
交
換
に
適
す
る
物
そ
の
他
の
財
産
権
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
を
簡
明
に
す
る
た
め
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
商
品
交
換
に
適
さ
な
い
環
境
を
客
体
に
す
る
環
境
権
に
、

る
環
境
利
益
は
、
た
だ
所
有
権
等
の
財
産
権
を
通
じ
て
の
み
保
護
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
保
護
は
、
土
地
所
有
権
の
内
容
に
含
ま
れ

る
環
境
の
価
値
の
正
当
な
評
価
に
基
づ
い
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

い
か
な
る
内
容
の
環
境
権
を
有
す
る
か
は
、

環
境
権
の
主
体
に
な
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（ア） (3) 
(54) 

本
稿
四

mい
伽
（
香
川
法
学
本
号
」
ハ
四
＼
六
五
頁
）
。

そ
の
理
は
妥
当
し
な
い
。

そ
の
人
の
生
活
の
場
所
的
範
囲
に
よ
っ
て
当
然
に
定

七
八
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環境権ー一環境の共同利用権 (4 • 完）（中山）

一
定
の
場
所
的
範
囲
に
あ
る
地
域
の
生
活
環
境
を
、
健
康
に
生
存
し
又
は
一
定
の
快
適
な
生
活
を
確
保
す
る
に
必
要

な
状
態
に
お
い
て
利
用
で
き
、
ま
た
、
特
定
の
自
然
公
物
そ
の
他
の
自
然
環
境
を
、
自
己
の
生
活
を
良
好
に
維
持
す
る
た
め
に
利
用
で
き
る
。

生
活
環
境
利
用
権
の
客
体
た
る
環
境
は
、
権
利
者
を
直
接
に
取
り
巻
く
大
気
、
水
、
土
な
い
し
地
盤
及
び
そ
れ
ら
と
流
通
し
合
い
、

は
連
続
す
る
範
囲
の
そ
れ
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
地
球

L
の
す
べ
て
の
大
気
、
水
等
は
流
通
し
合
い
又
は
連
続
す
る
と
互
口
っ
て
も
過

1

・1.I

動
を
考
え
る
と
、
国
内
さ
ら
に
世
界
の
各
地
に
出
か
け
る
こ
と
も
多
い
か
ら
、

で
は
な
い
か
ら
、
地
球

L
の
す
べ
て
の
大
気
、
水
等
が
そ
の
範
囲
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
nJ
能
で
あ
る
。
ま
た
、
権
利
者
各
個
人
の
行

そ
れ
ら
の
極
め
て
広
い
範
囲
の
地
域
を
権
利
の
客
体
た
る

環
境
に
含
む
と
考
え
る
こ
と
に
も
、
合
理
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
居
宅
や
勤
務
場
所
等
を
中
心
に
し
た
日
常
生
活
で
の
環
境
利
用
に
重
点

を
置
く
と
す
れ
ば
、

と
り
あ
え
ず
権
利
者
が
日
常
生
活
で
行
動
す
る
範
囲
を
中
心
に
し
、
そ
れ
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
地
域
全
体
に
限
っ

て
、
生
活
環
境
利
用
権
の
客
体
を
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。

権
利
の
客
体
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
権
利
の
客
体
を
特
定
し
て
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
内
容
を
一
義
的
に
確
定
す
る
た
め
で
あ
る
。

環
境
は
、
地
勢
や
土
地
利
用
の
あ
り
方
等
に
よ
っ
て
、

範
囲
は
、

す
べ
て
の
環
境
要
素
に
つ
い
て
共
通
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
汚
染
物
質
、
騒
音
等
、
環
境
に
影
胃
を
及
ぼ
す
各
要
因
の
差
異
に

よ
っ
て
互
い
に
異
な
り
う
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
地
域
ご
と
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
内
容
が
異
な
り
う
る
か
ら
、
こ
の
地
域
ご

と
に
区
分
す
れ
ば
、
各
環
境
要
素
と
影
評
要
因
ご
と
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
環
境

利
用
権
の
客
体
た
る
環
境
の
空
間
的
範
囲
は
、
権
利
者
の
日
常
生
活
で
の
行
動
範
囲
を
含
み
、
地
勢
や
上
地
利
用
の
あ
り
方
と
各
環
境
要

素
と
影
響
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
定
ま
る
地
域
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
地
域
全
体
の
各
環
境
要
素
を
、
人
の
生
命
、
健
康
に
危
険
の
な
い
一
定
の
良
好
な
化
学
的
及
び
物
理
的
条
件
の
も
と
で
利

も
、
後
述
の
よ
う
に
各
個
人
単
独
で
は
で
き
な
い
。

,
1
,
 

ィ
9

ー
，

権
利
者
は
、

七
九

又

一
定
の
地
域
又
は
水
域
等
ご
と
に
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
。
そ
の
ま
と
ま
り
の
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法
を
も
備
え
る
利
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
き
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。

用
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
、
生
活
環
境
利
用
権
の
第
一
次
的
な
内
容
で
あ
る
。

自
然
公
物
利
用
権
の
客
体
た
る
個
々
の
自
然
公
物
は
、

権
利
者
は
、

そ
の
具
体
的
性
質
に
適
し
た
利
用
目
的
と
地
勢
の
あ
り
方
か
ら
特
定
さ
れ
る
。

そ
れ
を
そ
の
性
質
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
で
利
用
し
て
、
快
適
な
生
活
を
享
受
す
る
等
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
え
ば
、
公
共
用
水
面
、
自
然
海
浜
、
岩
礁
等
で
海
水
浴
、
潮
干
狩
、

た

魚
つ
り
、
散
歩
等
を
楽
し
み
、
干
潟
に
渡
り
鳥
が
飛
来
し
生
息
す

る
こ
と
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
公
共
用
水
面
を
魚
介
類
の
保
続
培
養
さ
せ
る
水
産
資
源
と
し
て
利
川
し
、
収
益
す
る
こ
と
が

特
定
自
然
環
境
利
用
権
も
、

こ
の
よ
う
な
環
境
権
の
権
利
内
容
た
る
利
用
は
、
他
の
多
数
の
人
々
に
よ
る
同
様
の
利
用
と
共
存
で
き
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
生
活
環

境
利
用
権
の
内
容
は
、
当
然
に
そ
の
よ
う
な
性
質
の
利
用
で
あ
り
、
自
然
公
物
利
用
権
と
特
定
自
然
環
境
利
用
権
の
内
容
は
、
客
体
た
る

自
然
公
物
又
は
自
然
環
境
の
性
質
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
他
の
多
数
の
人
々
の
同
様
の
利
用
と
共
存
で
き
る
内
容
と
方

(
5
5
)本
稿
一
m
口
い
、
図
口
切
（
香
川
法
学
―
0
巻
二
号
て
0
頁
、
こ

1

頁
）
。
本
稿
一
ぷ
山
口
い
い
（
香
川
法
学-
0
巻
→
．
＿
•
四
号

1

八
四
貞
）
も
参
照
。

(56)

本
稿
一
ー
パ
図
ぶ
扁
（
香
川
法
学
ー
一
雌
一
号
一
九
¥
:iO貞）。

(57)

本
稿
一

^
-
5
5鑓
（
香
川
法
学
ー
一
在
ー
一
号

^
-
0頁
）
は
、
こ
れ
に
反
対
。

(
5
8
)本
稿
―.
-
m口
い
佃
（
香
川
払
学
ー
0
巻
：1
1
•

四
号
一
八
四
貞
）
は
、
処
分
に
つ
き
こ
れ
に
反
対
。
本
稿
三

m
口
⑮
第
四
（
香
川
法
学
ー
一
巻
一
＿
号
四
貞
）

参
照
。

(59)

本
稿
四
①

□

（
香
川
法
学
本
号
六
一
＼
パ
ー
貞
）
。

(60)

環
境
権
の
客
体
に
な
る
環
境
と
環
境
権
者
の
範
囲
に
関
す
る
従
来
の
環
境
権
論
の
弱
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
一
こ
田
り

5
第
一
、
三
①
り
い
第
二
（
香
川
法

学
一
一
巻
．．
 

号
一
．
一
＼
四
貞
、

Ji
頁）。

八
〇
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環境権―—環境の共同利用権 (4 ・完）（中山）

で
あ
る
。
各
環
境
権
の
具
体
的
な
内
容
で
あ
る
環
境
利
用
の
内
容
と
方
法
は
、
そ
の
客
体
た
る
環
境
に
つ
い
て
環
境
権
を
持
つ
そ
れ
ら
多

数
の
権
利
者
の
う
ち
の
大
多
数
の
意
思
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
環
境
利
用
の
内
容
と
方
法
と
は
、
た
と
え
ば
、
あ
る
特
定
の
地
域
で
特
定
の

大
気
汚
染
物
質
が
一
定
の
濃
度
以
ド
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
い
は
、
あ
る
特
定
の
海
浜
を
海

慣
行
と
し
て
古
く
か
ら
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
環
境
利
用
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
よ
う
な
権
利
者
の
大
多
数
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
環
境
権
の
内
容
を
な
す
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
利
用
を
環
境
権
の
内
容
に
す
る
と
い
う
多
数
権
利
者
の

意
思
は
、
単
に
各
権
利
者
の
、
じ
観
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
地
域
固
有
の
場
所
的
関
係
で
あ
る
地
域
性
と
し
て
客
観
的
に
表

現
さ
れ
て
も
い
な
。
住
民
同
士
又
は
住
民
団
体
と
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
企
業
と
の
間
で
結
ば
れ
る
環
境
保
全
協
定
又
は
公

害
防
止
協
定
の
多
く
は
、
こ
れ
を
確
認
す
る
内
容
を
含
む
。

環
境
権
の
内
容
の
変
更
も
、
権
利
者
の
大
多
数
の
合
籾
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
環
境
保
全
協
定
や
公
害
防
止
協
定
は
、

す
べ
て
の
権
利
者
の
参
加
の
も
と
に
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
の
意
味
を
持
ち
う
る
。

環
境
権
の
内
容
の
変
更
と
は
、
た
と
え
ば
、
保
た
れ
る
べ
き
大
気
の
清
浄
さ
の
程
度
を
変
更
し
た
り
、
自
然
公
物
又
は
特
定
自
然
環
境

の
利
用
の
具
体
的
な
内
容
や
方
法
を
変
え
る
こ
と
で
あ
り
、
埋
立
に
よ
っ
て
公
有
水
面
や
自
然
海
浜
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
も
こ
れ
に
含
ま

水
浴
場
と
し
て
利
用
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

（ア） (4) (61) 
内
容
決
定
と
行
政
手
続

本
稿
：•
iぷ
恥
応
叩
（
香
川
法
学
/
0
巻
ズ
・
四
号
→
八
•
こ
貝
）
と
M
旨
で
あ
ろ
う
。

八

各
人
は
特
定
の
環
境
の
各
々
に
つ
い
て
各
々
の
環
境
権
を
持
つ
が
、
各
々
の
閲
境
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
権
利
者
は
き
わ
め
て
多
数
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る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

こ
の
合
意
に
よ
っ
て
、
環
境
権
の
内
容
を
従
来
よ
り
も
快
適
な
環
境
の
利
用
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
、
良
い
環
境
を
保
仝
す

よ
り
良
い
環
境
を
積
極
的
に
形
成
し
て
い
く
こ
と
も
国
民
の
高
い
要
求
に
な
っ
て
い
る
が
、

境
権
の
内
容
変
更
が
そ
の
実
現
へ
の
道
筋
に
な
る
。

逆
に
、
開
発
の
利
益
と
引
き
換
え
に
従
来
よ
り
も
悪
化
し
た
環
境
の
利
用
を
甘
受
す
る
よ
う
に
変
え
る
こ
と
も

ilI
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
に
特
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
環
境
悪
化
を
も
た
ら
す
開
発
行
為
等
は
、
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ
き

大
多
数
の
権
利
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
、
違
法
で
あ
る
と
の
評
価
を
受
け
、
差
止
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
関
係
権
利
者
の
大
多
数
の
合
意
さ
え
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
環
境
の
破
壊
な
い
し
悪
化
で
も
許
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

人
の
生
命
、
健
康
な
ど
人
格
権
や
所
有
権
の
よ
う
な
市
民
法
的
権
利
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
を
侵
す
こ
と
は
、
関
係

権
利
者
の
大
多
数
の
合
意
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い

は
自
然
環
境
も
、
憲
法
の
ポ
す
価
伯
庁
列
、

は
、
法
令
で
具
体
的
に
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
沼
ま
し
い
が
、
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
妥
崎
す
る
。

、
|
、
)

イ

a

（
（
 
環
境
権
の
内
容
変
更
に
関
す
る
決
定
は
、

{
7
,
 

て
行
わ
れ
る
の
が
、
最
も
適
閃
で
あ
る
。

ま
ず
、

そ
の
決
定
に
参
加
す
べ
き
権
利
者
は
、

け
で
は
破
壊
な
い
し
悪
化
を
許
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
環
境
破
壊
な
い
し
悪
化
の
禁
止
又
は
制
限

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
合
怠
は
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
無
効
で
あ
る
。
貴
重
な
自
然
公
物
又

又
は
そ
の
環
境
に
対
す
る
国
民
全
体
の
評
価
を
受
け
て
、
関
係
権
利
者
の
大
多
数
の
合
意
だ

そ
の
環
境
に
利
害
関
係
の
深
い
一
定
範
間
の
人
々
が
参
加
で
き
る
行
政

F
続
に
よ
っ

そ
の
環
境
権
の
客
体
た
る
環
境
を
利
用
で
き
る
す
べ
て
の
人
々
で
は
な
く
、

そ
の
環
境

に
利
害
関
係
の
深
い
一
定
範
洲
の
人
々
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
各
環
境
を
利
用
で
き
る
人
々
は
極
め
て
広
範
か
つ
多
数
に
の
ぱ
り
、

不
特
定
多
数
と
い
う
に
近
い
。
し
か
も
、
そ
の
環
境
の
中
に
又
は
そ
れ
に
近
接
し
て
住
む
な
ど
そ
の
環
境
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
者
と
、

こ
の
合
意
に
よ
る
環

八
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環境権•••一ー一環境の共詞利用権 (4 ・完） （中山）

そ
の
環
境
か
ら
遠
く
離
れ
て
住
む
な
ど
そ
の
環
境
と
の
関
係
が
そ
れ
ほ
ど
密
接
で
な
い
者
と
の
間
に
は
、

利
害
の
ず
れ
又
は
対
立
が
生
じ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

そ
の
環
境
を
利
用
で
き
る
す
べ
て
の
人
々
を
全
く
一
律
に
同
一
の
権
限
を
持
つ

者
と
扱
う
の
は
妥
聞
で
は
な
く
、
利
害
関
係
の
深
い
人
々
の
方
の
意
思
が
作
屯
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
み
が
決
定
に
参
加
で

決
定
に
参
加
で
き
る
権
利
者
の
範
間
は
、
権
利
の
客
体
た
る
燦
培
の
種
類
や
性
質
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
c

生
活
環
境
利
川
権
で
は
、

客
体
た
る
一
定
範
囲
の
生
活
環
境
を
日
常
生
活
で
利
用
し
て
い
る
者
、
す
な
わ
ち
そ
の
範
囲
内
に
居
住
し
、
又
は
勤
務
す
る
者
で
あ
る
。

自
然
公
物
利
用
権
と
特
定
自
然
環
境
利
用
権
に
つ
い
て
は
、
客
体
た
る
環
境
の
価
値
、
実
際
の
利
用
状
況
、
地
理
的
な
関
係
な
ど
の
要
素

の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、

す
べ
き
場
合
も
あ
り
う
る
。

そ
の
環
境
を
中
心
に
し
た
一
定
範
圃
の
地
域
が
定
ま
り
、

し
か
し
そ
の
場
合
に
は
、

八

そ
の
環
境
の
あ
り
方
に
つ
い
て

そ
の
地
域
内
に
居
住
す
る
者
が
決
定
に
参
加
で
き

環
境
が
極
め
て
高
い
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
全
域
の
全
住
民
又
は
全
同
民
が
そ
の
決
定
に
参
加
で
き
る
と
解

そ
の
環
境
に
特
に
近
接
し
た
一
定
範
囲
の
地
域
内
に
居
住
す
る
者
の
意
思
は
、
他

の
者
の
意
思
よ
り
も
い
っ
そ
う
咋
市
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
決
定
に
は
特
に
そ
の
地
域
内
の
権
利
者
の
大
多
数
の
合
意
が
確
保
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
開
発
に
よ
り
特
定
の
自
然
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
広
範
な
地
域
の
人
々
の
大
多
数
が
賛
成
し
て
も
、

そ
の
自
然
環
境
に
特
に
近
接
す
る
地
域
の
人
々
の
大
多
数
の
竹
成
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
自
然
環
境
の
悪
化
は
許
さ
れ
な
い
。
逆
に
、

そ
の
自
然
環
境
に
特
に
近
接
す
る
地
域
の
人
々
の
大
多
数
が
、
自
然
環
境
の
悪
化
を
も
た
ら
す
開
発
を
沼
む
の
に
対
し
て
、
広
範
な
地
域

の
人
々
の
大
多
数
が
そ
の
自
然
環
境
の
悪
化
に
竹
成
し
な
い
場
合
は
、
近
接
地
域
の
住
民
の
意
思
に
反
し
て
、

許
さ
れ
な
い
。

当
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

る。 き
る
こ
と
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
自
然
環
境
の
悪
化
は

た
だ
、
近
接
地
域
の
住
民
が
そ
の
開
発
に
よ
っ
て
得
る
べ
き
利
益
が
絶
対
的
に
又
は
他
地
域
の
人
々
と
の
均
衡

t
全
く

lE

そ
の
同
じ
利
益
を
実
現
で
き
る
代
替
措
附
を
他
地
域
の
人
々
が
近
接
地
域
の
住
民
の
た
め
に
と
ら
な
け
れ
ば
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次
に
、
環
境
権
の
内
容
変
更
の
決
定
は
本
来
な
ら
ば
、
画
定
さ
れ
た
範
囲
内
の
権
利
者
の
全
員
が
参
加
す
べ
き
総
会
を
開
催
し
て

う
な
総
会
を
開
い
て
決
議
す
る
こ
と
は
実
際
上
甚
だ
困
難
で
あ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
現
の
容
易
な
方
法
と
し
て
、

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
立
法
及
び
行
政
手
続
に
よ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
行
政
手
続
を
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
い
ず
れ
が
行
う

べ
き
か
は
、

ど
の
範
間
の
地
域
に
生
活
す
る
者
が
そ
の
環
境
権
に
つ
い
て
関
係
権
利
者
群
を
形
作
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
分
か
れ
る
。

つ
の
市
町
村
に
収
ま
る
場
合
は
そ
の
市
町
村
、
二
つ
以
上
の
市
町
村
に
ま
た
が
り
―
つ
の
都
道
府
県
に
収
ま
る
場
合
は
、

村
の
連
合
又
は
そ
の
都
追
府
県
、
二
つ
以
上
の
都
道
府
県
に
ま
た
が
る
場
合
は
、

そ
の
手
続
に
お
い
て
は
関
係
権
利
者
全
員
の
参
加
と
立
思
の
尊
重
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
関
係
権
利
者
の
意
見
を
完
全
に
汲

み
尽
く
し
、
卜
分
な
検
討
を
加
え
た

t
で
の
決
定
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
関
係
権
利
者
の
大
多
数
の
合
意
に
代
わ
る
も
の
と
認
め
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
す

f
続
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
第
一
に
環
境
権
の
内
容
そ
の
も
の
の
変
更
又
は
そ
れ
を
も
た
ら
す

rlI能

性
の
あ
る
事
業
等
に
つ
い
て
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
、
そ
れ
に
関
し
て
説
明
会
を
開
催
す
る
等
の
適
切
な
手
段
に
よ
っ
て
、
正

確
で
理
解
の
容
易
な
情
報
を
関
係
権
利
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
一
に
、
各
権
利
者
が
熟
慮
し
意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
る
だ
け
の
期
間
を
置
き
、
各
権
利
者
が
そ
の
環
境
権
の
内
容
変
更
に
関
す
る
決
定
の
可
否
を
自
主
的
に
判
断
で
き
、
対
案
、
修
正
案
又

は
そ
の
他
の
意
見
を
提
出
で
き
る
機
会
を
十
分
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
提
出
さ
れ
た
案
又
は
意
見
を
適
門
な
合
議
機
関

が
検
討
し
、
合
理
性
が
あ
る
も
の
は
採
用
し
て
、
環
境
権
の
内
容
変
更
を
否
決
し
又
は
修
正
し
、

議
会
や
審
議
会
で
の
審
議
、

い
て
も
不
採
用
の
理
由
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

(b) 
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
特
定
さ
れ
た
権
利
者
の
数
も
ま
た
極
め
て
多
数
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
の
市
町

そ
れ
ら
の
都
道
府
県
の
連
合
又
は
国
で
あ
る
。

ま
た
合
理
性
の
な
い
案
又
は
意
見
に
つ

又
は
公
聴
会
で
の
公
述
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
こ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
関
係
権

¥
u
4
 

/
n
L
 

そ
の
よ
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環境権一—環境(})共 [ii]利用権 (4 • 完）（中山）

現
行
の
行
政
制
度
で
環
境
権
の
内
容
確
認
又
は
内
容
変
更
の
決
定
に
関
す
る
も
の
の
典
型
は
、
地
方
公
共
団
体
と
企
業
と
の
間
で
結
ば

れ
る
環
境
保
全
協
定
又
は
公
苫
防
止
協
定
の
締
結
で
あ
る
。
そ
の
、
E
要
な
内
容
は
ど
の
よ
う
な
環
境
保
全
措
附
又
は
公
害
防
止
措
憤
を
実

施
す
る
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
が
な
す
べ
き
行
為
を
定
め
る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
住
民
が
ど
の
よ
う
な
環
境
の
利

用
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
環
境
権
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
の
合
意
が
そ
の
前
提
に
あ
る
か
ら
、
協
定
の
締
結
は
そ
の
環
境
権

の
内
容
に
影
臀
を
及
ぼ
し
う
る
。

制
定
法
上
の
行
政
制
度
で
は
、
環
境
基
準
の
設
定
・
地
域
へ
の
あ
て
は
め
、
環
境
に
影
響
を
及
ぽ
す
開
発
行
為
等
の
届
出
・
許
可
、
公

の
効
果
を
生
じ
な
い
。

（ウ）
利
者
の
全
員
に
、
案
又
は
意
見
を
直
接
に
提
出
す
る
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
逆
に
、
こ
の
機
会
と
関
係

権
利
者
の
案
又
は
意
見
の
尊
重
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
、
議
会
や
審
議
会
で
の
審
議
と
か
公
聴
会
の
開
催
は
な
く
て
も
よ
い
場
合

も
あ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
重
大
事
項
を
含
む
決
定
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
議
決
を
必
要
不
nJ
欠
と
し
、

対
審
構
造
を
持
つ
行
政
手
続
や
住
民
投
票
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
対
審
構
造
を
持
つ
行
政

F
続
と
は
、
関
係
権
利
者
と
行
政

担
当
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
が
公
開
の
場
で
十
分
に
質
疑
応
答
を
し
、
審
理
を
尽
く
し
た
卜
で
第
三
者
が
決
定
を
ド
す

f
続
で
あ
り
、

こ
こ
で
い
う
住
民
投
票
は
、
関
係
権
利
者
全
員
が
投
票
権
を
持
っ
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
重
大
事
項
の
決
定
に
つ
い
て
こ
れ
ら
が
必
要
で

あ
る
の
は
、
意
見
の
汲
み
尽
く
し
と
大
多
数
の
竹
成
の
獲
得
に
つ
い
て
、
完
全
を
期
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

そ
れ
に
加
え
て
、
裁
判
の
よ
う
な

一
般
的
に
行
政
は
法
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
行
政
手
続
に
よ
る
環
境
権
の
内
容
変
更
の
決

定
は
、
関
係
権
利
者
全
員
の
総
会
に
お
け
る
大
多
数
の
合
意
に
等
し
い
も
の
と
み
な
す
効
果
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
明
確
な
法
的

根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

ど
の
よ
う
な
環
境
権
の
内
容
に
か
か
わ
る
ど
の
よ
う
な
事
業
に
つ
い
て
、

要
と
す
る
か
を
示
す
法
令
が
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

八
五

ど
の
よ
う
な
手
続
を
必

そ
の
よ
う
な
制
定
法
令
に
基
づ
か
な
い
行
政
手
続
は
、
環
境
権
の
内
容
変
更
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有
水
面
埋
立
の
免
許
、
漁
業
権
の
設
定
、
都
市
計
画
や
自
然
環
境
保
全
に
関
す
る
地
域
指
定
等
に
関
す
る
行
政
手
続
が
、
環
境
権
の
内
容

変
更
の
目
的
又
は
機
能
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
行
政
手
続
の
多
く
は
、
第
一
義
的
に
は
上
地
所
打
権
、
公
有
水
面
埋
立
権
、
樵
業
権
等
の
権

利
の
設
定
や
具
体
的
内
容
の
変
更
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

か
ら
、
環
境
権
の
具
体
的
内
容
に
影
開
を
及
ば
す
こ
と
に
な
る
。

権
た
る
公
有
水
面
埋
立
権
を
設
定
す
る
手
続
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
公
有
水
面
と
そ
れ
に
関
係
す
る
環
境
に
つ
い
て
存
在
し
て
い
た
環
境

権
を
消
滅
さ
せ
、

又
は
そ
の
具
体
的
内
容
を
制
限
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
。
公
共
用
水
面
に
つ
い
て
油
業
権
等
の
物
権
や
占
川
権
を
設
定

な
い
。
他
面
に
お
い
て
、
土
地
所
有
権
笠
の
具
体
的
内
容
は
環
境
権
の
具
体
的
内
容
を
t
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、

に
環
境
権
の
内
容
と
土
地
所
有
権
等
の
内
容
と
が
衝
突
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
衝
突
を
阿
避
す
る
た
め
に
は
、

L
地
所
有
権
笠

の
権
利
の
設
定
や
具
体
的
内
容
の
変
更
を
、
環
境
権
の
具
体
的
内
容
と
衝
突
し
な
い
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

環
境
権
の
従
来
の
具
体
的
内
容
に
抵
触
す
る
内
容
の
権
利
の
設
定
や
そ
の
よ
う
な
内
容
へ
の
変
吏
が
、
環
境
権
侵
9
口
で
は
な
い
適
法
な
も

の
で
あ
る
た
め
に
は
、

そ
の
行
政
手
続
よ
り
も
前
に
、

そ
の
反
面
と
し
て
そ
れ
ら
の
権
利
の
行
使
は
環
境
に
影
螂
1

を
及
ば
す

た
と
え
ば
、
公
付
水
面
埋
立
の
免
許
は
、
第
一
義
的
に
は
排
他
的
支
配

又
は
そ
れ
と
同
時
に
、
環
境
権
を
そ
の
よ
う
な
内
容
に
適
合
す
る
よ
う
に
変
吏
し

現
行
の
行
政
手
続
は
環
境
権
の
内
容
変
更
と
い
う
目
的
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
不
完
全
な
形
式
で
あ
り
、
実
質
的
に
も
環
境
権
の
権
利
者

の
意
見
を
十
分
に
吸
収
し
た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

と
え
完
全
に
適
法
に
実
施
さ
れ
て
も
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
環
境
に
影
臀
を
及
ぼ
す
行
為
に
関
す
る
現
行
の
行
政
手
続
が
た

そ
れ
だ
け
で
環
壕
権
の
内
容
変
更
が
決
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
行
政
手
続
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
基
準
等
は
、
実
際
に
も
環
境
権
の
内
容
と
全
く
同
じ
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
が
少
な

し
か
し
、

環
境
権
の
具
体
的
内
容
は
、

こ
こ

士
地
所
釘
権
等
の
権
利
の
設
定
又
は
具
体
的
内
容
の
変
更
に
よ
っ
て
胄
然
に
変
わ
る
も
の
で
は

す
る
手
続
も
、

同
様
に
、

そ
の
公
共
川
水
而
に
つ
い
て
存
在
す
る
環
燒
権
の
具
体
的
内
容
を
制
限
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
。

＼
、
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、
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環境権一ー一環境0)共同利用権 (4 • 完） （中山）

（オ）
用
権
の
内
容
で
あ
る
と
解
す
べ
き
も
の
も
あ
ろ
う
。

、
＇t
 

／し`

八
七

く
な
い
。
た
と
え
ば
、
現
行
の
環
境
基
準
は
、
「
人
の
健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全
す
る
う
え
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
基
準
」
（
公
害
対
策
基
本
法
九
条
一
項
）
と
定
義
さ
れ
、
環
境
行
政
に
お
い
て
達
成
す
べ
き
行
政
じ
の
指
針
で
あ
る
が
、

理
想
的
な
環
境

を
示
す
指
標
で
は
な
く
、
人
の
健
康
に
及
ぽ
す
影
郷
げ
が
、
じ
に
若
慮
さ
れ
、
閾
値
か
又
は
一
九
七
八
年
改
訂
の
二
酸
化
窒
素
の
環
境
基
準
の

よ
う
に
、
人
の
健
康
に
悪
影
螂
け
を
及
ば
し
う
る
値
で
あ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
の
環
境
基
準
が
達
成
さ
れ
維
持
さ

れ
る
状
態
の
環
境
を
享
受
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、
生
活
環
境
利
川
権
の
内
容
を
な
す
が
、
必
ず
し
も
そ
の
環
境
雄
準
の
基
準
値
が

権
利
者
が
享
受
で
き
る
環
境
の
良
さ
の
最
下
限
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

環
境
権
の
客
体
た
る
環
境
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の
決
定
も
、
本
来
な
ら
ば
関
係
権
利
者
の
全
員
が
参
加
す
べ
き
総
会
を
開
催
し

て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
便
宜
の
た
め
に
、
国
と
地
方
公
共
団
体
が
環
境
権
の
内
容
変
更
決
定
の
場
合
と
同
様
に
適
正
な
手

続
に
よ
っ
て
行
う
の
が
、
適
当
で
あ
る
。
管
理
は
明
確
な
組
織
体
が
系
統
的
に
行
い
、
不
都
合
が
生
じ
そ
う
な
場
合
に
は
迅
速
に
対
処
で

い
っ
そ
う
高
い
が
、

き
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
管
理
に
関
す
る
事
項
の
決
定
が
行
わ
れ
る
必
要
性
は

や
は
り
原
則
と
し
て
制
定
法
令
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
関
係
権
利
者
が
環
境
権
の
客
体
た
る
環
境
の
管
理
の
た
め
に
団
体
を
結
成
し
、
か
つ
、
関
係
権
利
者
の
全
員
が
参
加
で
き
る

行
政
手
続
を
経
て
、
一
定
の
管
理
事
項
の
決
定
を
行
う
権
限
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
の
団
体
も
そ
の
権
限

を
持
つ
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
良
い
状
態
の
環
境
を
享
受
す
る
こ
と
ま
で
生
活
環
境
利

環
境
に
影
孵
を
及
ぼ
す
行
為
に
関
す
る
現
行
の
行
政

F
続
を
こ
の
よ
う
に
環
境
権
の
内
容
変
更
と
管
理
事
項
の
決
定
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
、

又
は
法
改
正
に
よ
っ
て
そ
の
旨
を
明
示
す
れ
ば
、
環
境
の
保
全
又
は
改
拷
を
も
目
的
と
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
べ

き
法
規
定
又
は
そ
の
旨
を
明
示
す
る
法
規
定
に
違
反
し
、

又
は
そ
れ
を
不
適
切
に
連
用
し
て
な
さ
れ
た
行
政
庁
の
行
為
は
、
無
効
で
あ
る
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易
に
な
る
と
期
待
で
き
る
。

か
又
は
取
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

法
を
理
由
に
し
て
行
為
の
無
効
確
認
、
取
消
等
を
求
め
て
抗
告
訴
訟
を
提
起
で
き
る
（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
条
）
。

人
に
し
な
い
行
政
庁
の
行
為
と
し
て
従
来
処
分
性
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
行
為
に
、
処
分
性
を
認
め
る
べ
き
場
合
が
拡
大
し
、

原
告
適
格
が
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
者
に
、
処
分
の
名
宛
人
と
し
て
原
告
適
格
を
認
め
る
べ
き
場
合
が
拡
大
す
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
行
政
庁
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
場
合
も
、
晋
然
に
拡
大
す
る
。

そ
の
結
果
、

一
般
的
に
、
住
民
が
こ
の
よ
う
な
行
政
訴
訟
を
提
起
で
き
る
機
会
が
多
く
な
り
、

の
濫
発
や
裁
判
所
の
審
理
の
負
担
過

tnが
懸
念
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
、
行
政
手
続
が
適
正
か
つ
慎
重
に
連
用
さ
れ
、

関
係
権
利
者
の
合
意
が
事
前
に
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
行
政
訴
訟
の
提
起
は
む
し
ろ
減
少
し
、
提
起
さ
れ
て
も
審
理
が
容
易
に
な

る
こ
と
を
期
待
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
の
行
政
庁
の
行
為
の
名
宛
人
で
あ
る
環
境
権
の
権
利
者
は
、

ま
た
、
現
実
に
生
じ
た
環
境
悪
化
に
つ
い
て
も
、

(
6
2
)本
稿
三
田
□
い
い
（
香
川
法
学
．
0
巻
、
こ
•
四
号
一
七
九
＼
．
八
0
頁
）
参
照
。

(63)

本
稿
三
切
い
伽
紺
、
り
伽
（
香
川
法
学
一
．
巻
二
号
．
―
―
¥
-
．
二
頁
、
：
―
-
一
頁
）
。

(
6
4
)本
稿
＿
．
切
り
い
（
香
川
法
学
＿0
巻
三
•
四
号
／
ハ
六
＼
一
六
じ
頁
）
。

(
6
5
)本
稿
一
一
切
り
①
（
香
川
法
学
―0
脊
：
―
•
四
号
一
六
七
＼
一
六
八
貞
）
。

(66)

本
稿
は
じ
め
に
切
口
、
一
切

Hl伺
（
香
川
法
学

-
0脊．

1

号
五
＼
六
頁
、
・
・

1

三
頁
）
。

(
6
7
)本
稿
．
―
．
m
□
い
い
（
香
川
法
学
1
0
巻
：
•
•
四
号
一
七
九
＼
一
八
0
頁
）
参
照
。

(
6
8
)環
境
自
じ
権
の
1
1託
と
い
う
考
え
方
（
本
稿
二
田
口
伽
（
香
川
法
学

-
0
巻
一
こ
•
四
号
一
五
七
頁
）
）

い
（
香
川
法
学
＿

0
巻
一
，
；
四
号
一
七

0
頁）。

か
つ
審
理
が
容

か
つ
勝
訴
し
や
す
く
な
る
か
ら
、
訴
訟

そ
の
よ
う
な
違

そ
し
て
、
国
民
を
名
宛

そ
れ
が
違
法
か
否
か
を
関
係
者
が
容
易
に
判
断
で
き
る
で
あ

ろ
う
か
ら
、
差
止
を
請
求
す
る
民
事
訴
訟
も
そ
の
判
断
が
不
明
確
で
あ
っ
た
た
め
に
提
起
さ
れ
て
い
た
分
だ
け
減
少
し
、

と
同
旨
。
公
共
に
託
論
に
つ
い
て
、

本
稿
二
切

□

¥
¥
 

j

Iノ
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環境権一環境の共同利Jtj権 (4・完）（中山）

環
境
権
の
内
容
と
し
て
保
障
さ
れ
た
環
境
の
一
定
範
囲
の
良
好
な
状
態
を
越
え
て
悪
化
さ
せ
る
場
合
で
あ
り
、

権
利
者
の
生
活
環
境
利
用
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

や
振
動
が
、

¥
L
 

}
）
 

自
然
公
物
利
用
権
又
は
特
定
自
然
環
境
利
用
権
に
つ
い
て
は
、

権
利
の
客
体

こ
の
場
合
各

な
い
し
環
境
の
保
存
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
権
の
権
利
者
は
、
そ
の
権
利
内
容
た
る
利
用
を
妨
害
さ
れ
た
か
、

又
は
妨
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
環
境
権
の
侵
古
を
理
由
に
し
て
、
妨
害
を
排
除
又
は
予
防
す
る
た
め
に
妨
害
行
為
の
差
止

又
は
環
境
の
原
状
阿
復
を
、
加
士
rl

者
に
対
し
て
謂
求
で
き
る
。

環
境
権
の
内
容
た
る
利
用
の
妨
土
口
と
は
、

（ア） ⑤
権
利
侵
害
と
差
止
請
求
権

た
と
え
ば
、

r場
や
自
動
車
か
ら
の
排
気
や
排
水
、

航
空
機
、
鉄
道
又
は
道
路
か
ら
の
騒
音

(
6
9
)
1
九
六

0
年
代
に
間
粗
に
な
っ
た
公
害
に
関
す
る
生
活
環
境
利
用
権
に
適
川
す
る
限
り
で
は
、
第
一
次
的
貨
任
は
地
方
公
共
団
体
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
一
ぷ
因
口
い
（
香
川
法
学
―0
巻
→
•
]
•
四
号
一
五
八
貞
）
参
照
。

(
7
0
)本
稿
一
・
③
口
⑮
（
香
川
法
学-
0
巻
．
こ
•
四
号
一
六
九
頁
）
。

(
7
1
)本
稿
①

□
⑮
、
切
り
（
香
川
法
学
＾
0
巻
1
1
1
•
四
号
／
九
九
＼
一
六

0
貞
、

q

し
ハ
六
＼
一
六
八
貞
）
。
本
稿．． 
一
②
り
い
い
（
香
川
法
学
．
一
巻
二
号
一
．．
 

0
貞
）
も
参
照
。

(
7
2
)本
稿
．
①
ぃ
田
、
②
り
印
、
伽
（
香
川
法
学
．
0
在
：
•
•
四
け
．
杜
几
貞
、
．
ぃ
ハ
六
＼
．
六
七
頁
）
。

(
7
3
)本
稿
＾
．
切
り
間
（
香
川
法
学
O^
在
：
•
•
四
号
．
し
ハ
八
頁
）
。

(74)

本
稿

1

＾
川
い
い
（
香
川
法
学

.
0在
：
：
四
号

1

五
九
頁
）
。

(
7
5
)本
稿
，
5
以
〗
間
（
香
川
法
学
二0
巻
一
．
▲
•
四
り
げ
＾
」
ハ
九
頁
）
。
公
共
伍
託
論
に
つ
い
て
、
本
稿
，
．
切

□
（
（
香
川
法
学
二
0
巻
：
1^
•
四
号
一
七
0
頁
）
。
環

境
管
即
法
の
考
え
（
本
柏
．
＾
①
口
伽
（
香
川
法
学□
い
在
一i
-
•四
号
：
五
八
頁
）
）
も
参
照
。

丑
7
6
)
本
稿
．
＾
（
り
⑮
（
香
川
法
学
二
〗
巻
：
：
四
号
●
六
／
~
ー
パ
一
貞
）
。

環
境
権
を
持
つ
者
は
、
自
，
」
の
権
利
行
使
と
し
て
環
境
を
利
川
で
き
、
そ
の
環
境
利
川
に
即
し
て
各
自
で
環
境
の
5
日
理
を
実
施
し
、

13 1 89 (香法 '9:~)



ヽ
4
0

し て
は
、

環
境
権
の
侵
寓
状
態
を
生
み
出
す
に
中
~
た
っ
て
の
各
行
為
者
の
岱
け
の
程
度
を
叶
算
し
、
そ
の
寄
り
の
程
度
の
比
較
的
翡
い
者
だ

の
原
囚
行
為
が
差
止
請
求
の
対
象
に
な
り
え
、

原
因
行
為
者
は
連
附
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。

原
因
行
為
者
間
の
内
部
関
係
と
し

た
る
自
然
公
物
又
は
自
然
環
境
の
性
質
に
ふ
さ
わ
し
い
海
水
浴
、
潮
干
狩
、
魚
つ
り
、
散
歩
、
鑑
賞
等
の
利
用
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
利
用
を
妨
げ
る
結
果
と
な
る
客
体
の
改
変
又
は
消
滅
（
た
と
え
ば
公
有
水
面
の
埋
立
）
も
、
当
然
権
利
の
侵
害
で
あ
る
。

加
害
行
為
の
差
止
の
内
容
は
、
環
境
権
の
内
容
た
る
利
川
の
妨
古
を
排
除
又
は
予
防
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
十
分
な
措
置
を
と
る
こ
と

で
あ
る
。
裁
判
所
の
判
決
は
、
被
告
の
特
定
の
行
為
が
環
境
権
の
侵
t
り
に
な
る
特
定
の
状
態
を
環
境
に
も
た
ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
命

ず
る
と
い
う
不
作
為
命
令
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
日
べ
体
的
な
措
樅
は
、
工
場
の
操
業
や
事
業
の
全
面
倅
止
か
ら
汚

染
防
止
設
備
の
設
附
等
ま
で
、
種
々
の
形
態
の
も
の
が
あ
り
え
、
加
害
者
は
差
止
の
義
務
を
負
っ
て
も
、
賢
明
な
対
応
を
す
れ
ば
必
ず
し

も
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

生
活
環
境
利
用
権
の
侵
t
口
は
、
多
数
の
者
の
行
為
の
複
合
に
よ
っ
て
起
こ
る
こ
と
が
多
い
。
侵
古
と
の
間
に
囚
果
関
係
の
あ
る
す
べ
て

け
で
互
い
に
同
じ
奇
り
の
程
度
に
ま
で
低
減
し
て
侵
古
状
態
を
な
く
す
よ
う
に
、

、
＇イ

ヽ

具
体
的
梢
附
を
と
る
こ
と
を
厭
則
と
す
べ
き
で
あ
る
。

環
境
権
の
侵
害
に
よ
っ
て
生
じ
る
差
止
晶
求
権
は
、
権
利
者
各
白
が
環
境
権
の
内
容
た
る
環
境
利
用
を
す
る
こ
と
に
韮
づ
い
て
打

然
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
者
各
自
が
そ
れ
を
持
ち
単
独
で
行
使
で
き
、
そ
の
権
利
者
に
は
環
境
権
の
内
容
変
更
決
定
に

参
加
で
き
な
い
者
も
含
ま
れ
る
。
同
一
の
環
境
に
つ
い
て
環
境
権
を
持
つ
他
の
人
々
と
共
同
で
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な

環
境
の
管
理
権
限
を
持
つ
団
体
も
、
そ
の
権
限
に
関
す
る
範
間
で
環
境
管
刑
の
実
施
な
い
し
保
仔
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
関

係
で
環
境
利
用
の
妨
害
の
排
除
又
は
予
防
を
加
古
者
に
請
求
で
き
る
。

差
止
請
求
権
の
成
立
根
拠
に
な
る
環
境
利
用
の
妨
害
は
、
環
境
権
の
客
体
た
る
環
境
の
範
囲
内
の
地
点
又
は
地
域
に
生
じ
た
も
の
で
な

九
0

）
）
 `ヽ

~
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環境権一一環境0)共同利用権 (4・完）（中山）

て
い
た
場
合
に
は
、

差
止
請
求
権
の
成
否
の
判
断
で
加
古
行
為
の
公
共
性
等
が
考
附
さ
れ
う
る
。

第一＿ーに、

九

妨
害
の
排
除
又
は
原
状
日
復

13 --

の
行
為
を
差
止
め
ら
れ
え
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
な
ど
が
、

環
境
権
の
具
体
的
内
容
決
定
の
際
に
明
確
に
さ
れ
又
は
当
然
の
前
提
と
さ
れ

に
、
環
境
権
の
具
体
的
な
内
容
は
、

偵
市
か
つ
全
面
的
な
利
益
衡
情
を
経
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
ー
に
、

公
共
性
の
あ
る
一
定

環
境
に
生
じ
た
事
梢
だ
け
か
ら
差
止
請
求
権
の
成
否
を
判
断
す
べ
き
絶
対
的
基
準
で
あ
っ
て
、
加

害
行
為
の
態
様
は
原
則
と
し
て
侵
害
の
有
無
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
侵
9
口
が
生
じ
た
か
否
か
の
判
断

に
お
い
て
は
で
き
る
だ
け
利
益
衡
＇
一
門
を
排
斥
す
る
こ
と
を
認
味
す
る
が
、
決
し
て
二
般
的
に
利
益
衡
情
を
排
斥
す
る
の
で
は
な
い
。
第
一

侵
害
が
生
じ
た
か
否
か
の
基
準
は
、

生
活
に
悪
影
臀
が
出
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

4ヽ

0

な
し

も
そ
の
加
中
ぃ
者
に
対
し
て
差
止
請
求
権
を
持
つ
。

汚
染
状
態
が
環
燒
権
の
侵
巾
り
に
中
ー
た
る
地
点
が
そ
の
人
の
住
居
地
に
近
接
し
て
い
る
必

の
あ
る
地
点
で
環
境
権
の
内
容
た
る
大
気
の
消
浄
さ
の
保
持
を
害
す
る
ば
い
煙
の
排
出
行
為
が
な
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、

ど
の
権
利
者

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

請
求
権
を
持
つ
。
生
活
環
境
利
用
権
で
は
、
た
と
え
ば
地
勢
や
上
地
利
用
の
あ
り
方
等
に
よ
っ
て
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
地
域
が
権
利

の
客
体
た
る
環
境
に
な
り
、
そ
の
地
域
内
に
居
住
し
又
は
勤
務
す
る
人
々
が
各
自
そ
れ
を
客
体
と
す
る
環
境
権
を
持
つ
が
、
そ
の
地
域
内

要
は
な
い
。
ま
た
、

そ
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、

ど
の
地
点
で
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
自
己
の
環
境
権
の
侵
害
と
し
て
差
止

そ
の
人
よ
り
も
汚
染
源
に
近
接
し
て
屈
住
す
る
人
々
が
差
止
請
求
権
を
行
使
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
も
、
左
布
さ
れ

環
境
権
侵
害
の
有
無
の
基
準
と
な
る
環
境
の
化
学
的
又
は
物
理
的
状
態
は
、
あ
る
個
別
の
地
点
に
お
け
る
址
や
濃
度
等
に
つ
い
て
判
断

さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
環
境
権
の
客
体
た
る
一
定
範
囲
の
環
境
全
体
に
含
ま
れ
る
物
質
等
の
総
惜
に
つ
い
て
も
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

環
境
の
化
学
的
又
は
物
理
的
状
態
に
よ
っ
て
は
判
断
し
に
く
い
場
合
は
、
環
境
全
体
に
生
じ
る
そ
の
他
の
不
利
益
の
総
械
を
判
断
基
準
に

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
大
気
汚
染
や
森
林
の
伐
採
等
に
よ
っ
て
特
定
の
地
域
に
日
照
不
足
や
降
雨
址
の
変
化
が
生
じ
、
人
々
の

91 (香法'93)



そ
れ
に
対
し
て
、
広
範
間
の
生
活
環
境
の
偲
化
を
通
じ
て
人
の
生
命
、
健
康
、
発
展
又
は
財
産
が
規
実
に
被
害
を
受
け
又
は
被
古
を
受

け
る
お
そ
れ
が
大
き
い
場
合
に
は
、
生
活
環
境
の
偲
化
が
一
定
の
程
度
を
越
え
た
こ
と
に
よ
る
環
境
権
の
侵
専
と
と
も
に
、
生
命
等
に
被

害
を
受
け
る
人
に
人
格
権
又
は
所
有
権
等
の
侵
曹
が
生
じ
る
。
こ
の
場
合
は
、
環
境
権
者
の
全
員
が
環
境
権
に
珪
づ
く
差
止
請
求
権
を
持

つ
と
と
も
に
、
特
定
の
被
曹
者
は
人
格
権
又
は
所
有
権
等
に
韮
づ
く
差
止
請
求
権
を
も
持
つ
。
権
利
者
は
侵
寅
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
。
た
だ
、
差
止
晶
求
権
の
成
立
要
件
は
環
境
権
に
韮
づ
く
も
の
の

方
が
一
般
的
に
緩
く
、

し
か
も
、
環
境
権
に
韮
づ
く
差
止
請
求
権
が
満
足
さ
れ
れ
ば
、
環
境
権
侵
古
と
と
も
に
人
格
権
又
は
所
釘
権
等
の

侵
害
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
環
境
権
が
広
く
裁
判
所
の
承
認
を
得
た
暁
に
は
、
人
格
権
又
は
所
有
権
等
の
侵
害
を
証
明
す
る
ま
で

さ
ら
に
は
人
格
権
や
所
有
権
等
の
侵
古
の
予
防
を
確
実
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
な
く
侵
害
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
、

し
か
し
、
環
境
権
に
韮
づ
く
差
止
請
求
権
が
容
易
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
人
格
権
又
は
所
有
権
等
に
基
づ
く
差
止
請
求
権

が
独
自
の
意
義
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
人
格
権
又
は
所
有
権
等
の
侵
害
の
み
が
牛
じ
、
環
境
権
の
侵
害
は
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
生
活
環
境
の
應
化
が
極
め
て
狭
い
場
所
的
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
場
合
が
、

支
配
領
域
の
生
活
環
境
だ
け
が
悪
化
し
て
、
人
の
生
命
、
健
康
、
発
展
又
は
財
産
が
被
牢
り
を
受
け
る
場
合
は
、
人
格
権
又
は
所
有
権
等
の

共
同
利
川
の
客
体
た
る
環
境
が
共
同
利
用
を
妨
げ
ら
れ
る
程
度
に
悪
化
し
た
と
い
う
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、

侵
害
が
生
じ
る
が
、

も
特
に
侵
害
し
て
は
い
な
い
場
合
、

差
止
請
求
権
は
環
境
権
の
み
に
韮
づ
い
て
牛
じ
る
。

り
広
範
囲
の
生
活
環
境
の
悪
化
が
生
じ
、

て
く
る
。

措
置
を
と
る
た
め
に
、
加
害
者
に
一
定
の
期
間
の
猶
予
が
り
え
ら
れ
て
よ
く
、

の
た
め
に
と
る
べ
き
貝
体
的
な
措
附
を
定
め
る
場
合
に
は
、

そ
の
判
断
も
加
古
行
為
の
態
様
を
考
慮
す
る
こ
と
か
ら
出

そ
れ
に
当
た
る
。
た
と
え
ば
被
害
者
の
排
他
的

そ
の
悪
化
の
程
度
が
環
燒
権
の
侵
t
い
を
も
た
ら
す
に
令
る
が
、

誰
の
人
格
権
又
は
所
有
権

加
害
行
為
の
態
様
が
判
然
若
慮
さ
れ
る
。
第
四
に
、

そ
の
よ
う
な
具
体
的
な

九
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環境権ー―—環境の共同利用権 (4 • 完）（中山）

環
境
権
の
侵
害
は
生
じ
な
い
。
少
数
の
建
築
物
等
に
よ
っ
て
少
数
の
不
動
産
に
生
じ
る
日
照
の
阻
害
は
、

適
法
な
行
政
手
続
に
よ
っ
て
環
境
権
の
内
容
の
変
更
を
決
定
し
て
、
従
来
よ
り
も
環
境
が
悪
化
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に
な

っ
た
場
合
、

そ
の
許
容
範
囲
内
の
環
境
の
悪
化
は
環
境
権
の
侵
曹
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

す
る
た
め
に
は
、

ま
た
改
め
て
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
環
境
権
の
内
容
を
変
更
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
環
境
に
影
聾
り
を
及
ば
す
行
為
に
関
す
る
現
行
の
行
政
手
続
は
、
違
法
又
は
不
適
切
に
連
用
さ
れ
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

完
全
に
適
法
に
実
施
さ
れ
た
場
合
に
す
ら
、
必
ず
し
も
環
境
権
の
内
容
変
更
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
行
政
手
続
に
よ
る

決
定
に
お
い
て
従
来
よ
り
も
環
境
が
悪
化
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

た
だ
、
現
行
の
行
政
手
続
を
通
じ
て
、
環
境
権
の
内
容
変
更
に
つ
い
て
関
係
権
利
者
の
大
多
数
の
賛
成
が
実
際
に
得
ら
れ
た
と
判
断
で

き
る
場
合
に
だ
け
、
許
容
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
範
囲
の
環
境
の
悪
化
は
環
境
権
の
侵
害
に
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
判
断
が
許
さ
れ
る
た
め
に
は
、

そ
の
手
続
に
お
い
て
環
境
権
の
内
容
変
更
に
つ
い
て
関
係
権
利
者
全
員
の
参
加
と
意
思
の
尊
重
が
保

ゃ

障
さ
れ
、
関
係
権
利
者
の
怠
見
が
完
全
に
汲
み
尽
く
さ
れ
、
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
既
述
の
要
ー
が
実
質
的
に
満
た
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
要
件
を
満
た
す
た
め
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
行
政
手
続
が
環
境
権
の
内
容
変
更
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
解
釈
に
韮
づ
い
て
、
瑕
疵
な
く
実
施
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

環
境
権
の
侵
冑
に
よ
っ
て
生
じ
る
妨
国
の
排
除
又
は

f
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
と

す
る
規
制
が
、
国
と
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

行
政
庁
が
環
境
権
の
保
調
の
た
め
に
規
制
を
行
う
べ
き
で
あ
る
理
由
は
、

（オ）
原
則
と
し
て
従
来
と
同
様
に
環
境
権
の
侵
害
に
な
る
。

（エ）

九

6
ノ

(
8
 

そ
の
典
型
例
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
環
境
悪
化
を
排
除
又
は
予
防

そ
の
よ
う
な
環
境
の
悪
化
は

―
つ
に
は
、
環
境
権
そ
の
も
の
が
公
共
性
を
帯
び
、

か
~) 

ヽ

そ
の
客
体
た
る
環
境
を
通
じ
て
権
利
者
た
る
多
数
の
人
々
の
共
通
の
利
益
に
か
か
わ
る
と
い
う
意
味
で
も
公
共
性
を
持
つ
の
で
あ
り
、
行
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(77) 

(78) 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

特
に
環
境
権
そ
の
も
の
の
公
共
性
や
行
政
庁
に
よ
る
環
境
権
者
の
た
め
の
環
境
管
則
と
い
う
、
独
自
の
規
制
根
拠
を
考
慮
し
た
判
断
を
加

本
稿
：
こm
口
伽
佃
（
香
川
法
9
f
1
0巻
：
•
•
•
四
号
＾
じ
八
＼
口
じ
几
頁
）
。

本
稿
―
：
山
い
伺
第
{
.
、
い
第
．．
 

（
ふ
口
川
法
学
．
＾
株
」
．．
 

号
：
一
＼
四
頁
、
れ
頁
）

本
稿
．
こ
川□
い
間
（
香
川
法
学
．
0
巻
：
‘
•
四
号
／
八
0
頁
）
も
参
照
。

本
脳
→
m
□
い
い
（
香
川
払
9
f
-
0巻
：
こ
•
四1

1乃
．
八
．
＼
．
八
1
け

[
I
J
9
)

。

本
稿
：

1

田
口
図
（
香
川
仏
学
／
口
な
」
：
こ
•
四
号
一
八
九
白
（
）
も
参
照
。

本
稿
一
ぷ
汽

□

伽
田
、
佃
（
香
川
法
学
1

1

巻
二
号
／
几
頁
）
。
本
稿
二
田

□

い
紺

本
稿
一
m^
以
ぷ
〗G
v
l（香
川
法
学
．
0
巻
→
＿
＿
•
四
号
＾
八0
\

．
八
一
頁
）
。

え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
諸
規
制
に
つ
い
て
は
、

J
I
‘
°
 

/｛‘ 

ヽゞ彦
廿
ハ（

香
川
法
学
＾
〇
在
：
．
＾
•
四
号
一
八
0
貞
）

脱
行
確
保

F
段
の
強
化
、

訟
を
認
め
る
か
否
か
な
ど
の
間
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
人
格
権
や
所
竹
権
等
の
巾
民
法
的
権
利
の
侵
士
り
の
排
除
又
は
予
防
、

す
な
わ
ち
公
中
口
の
防
止
の
た
め
の
規
制
に
つ
い
て
も
共
通
す
る
渫
祖
で
あ
る
。

し
か
し
、

も
参
照
。

環
境
権
侵
害
の
排
除
又
は

f
防
に
つ
い
て
は
、

韮
準
改
定
請
求
権
、

規
制
権
限
発
動
請
求
権
、

あ
る
い
は
義
務
づ
け
訴

生
活
環
境
利
川
権

で
は
、
結
局
、
規
制
対
象
に
な
る
加
士
ぃ
者
が
浙
在
す
る
地
域
い
地
方
公
共
団
体
が
、
規
制
の
第
一
次
的
責
任
を
負
う
こ
と
が
原
則
で
あ
ろ
う
。

る
か
と
い
う
基
準
と
と
も
に
、

規
制
対
象
に
な
る
加
由
り
者
が
ど
の
地
域
に
所
在
す
る
か
と
い
う
韮
準
が
屯
要
で
あ
る
。

ど
の
行
政
庁
が
規
制
を
行
う
べ
き
か
は
、

で
き
る
。

ど
の
範
間
の
地
域
に
生
活
す
る
者
が
そ
の
環
境
権
に
つ
い
て
関
係
権
利
者
群
を
形
作
っ
て
い

政
庁
は
こ
の
公
共
の
利
益
を
守
り
、
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
一
に
、
国
と
地
方
公
共
団
体
は
環
境
権
の
客

体
た
る
環
境
の
管
理
に
関
す
る
事
項
を
決
定
す
る
権
限
を
持
つ
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、
同
時
に
そ
の
環
境
の
管
理
を
実
施
し
、
な

い
し
保
存
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
方
法
の
一
っ
と
し
て
環
境
保
全
の
た
め
の
規
制
を
す
る
こ
と
が

LLI 

J
l
l
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環境権ー一環境の共詞利｝廿権 (4 • 完）（中山）

環
境
権
に
よ
っ
て
保
設
さ
れ
る
べ
き
利
益
は
、
各
権
利
者
に
排
他
的
に
帰
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。

れ
た
場
合
、
各
権
利
者
は
、
同
時
に
人
格
権
又
は
財
産
権
算
の
個
人
的
利
益
が
佼
古
さ
れ
た
の
で
は
な
い
限
り
、
自
分
へ
の
損
害
賠
償
を

請
求
す
る
権
利
は
釘
し
な
い
り

し
か
し
、
環
境
権
の
内
容
た
る
環
境
に
生
じ
た
損
害
は
、

⑧

損

害

賠

償

と
詞
旨
。

九
五

民
法
七

0
九
条
に
よ
っ
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
そ
の
侵
宵
を
起
こ
し

一
六

0}＼
し
へ
頁
）
。

し
た
が
っ
て
、
環
境
権
が
侵
士
ば
さ

で
は
、

公
共
い
北
論
に
つ
い
て
、

(84)

利
益
衡
屈
と
凡
止
+
叩
求
権
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、
本
稿
：
・

1mmい
第
二
、
⑯
第
：
こ
、
り
⑮
佃
、

5
口
、
い
伽
い
、
団
い
（
香
川
法
学

q

貞
、
四
頁
‘
:
o
頁
、
．
四
＼
一
七
頁
、
—
.
0貞
、
―
―
-
~
＼
一
三
頁
）
。

(
8
5
)本
稿
ぷ
山
口
伽
紺
（
香
川
法
学
:
o
在
：
〗
•
四
号
．
七
九
頁
）
。

(
8
6
)そ
れ
に
対
し
、
蹂
境
権
研
究
会
の
見
鮒
（
本
稿
．
．
．m
□
印
m
、
印
（
香
川
法
学
．
O
凡
]
-
•
四
号
．
八
^
<
＼
＾
八
→
．
．
貞
）
）

の
侵
古
に
含
ま
れ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。

(87)

本
稿
四
①
り
（
香
川
仏
学
本
り
八
し
い
U
)
。

(88)

本
稿
四
①
い
⑮
（
香
川
払
学
本
号
八
四
＼
八

I
貞）＂

(
8
9
)本
稿
ー
り
り
い
（
香
川
法
学
／0
巻
：
こ
•
四
号
．
六

1
.

＾
貞
）
と
同
冒

c

(
9
0
)環
境
権
研
究
会
の
見
解
（
本
稿

1
.
m口
⑯
（
香
川
法
学
．
0
巻
：
q
•

四
け
＾
几
じ
貞
）
）

学
□
い
巻
：
＿
＿
•
四
け
．
L
O
貞
）C

l

(91)

本
稿
四
①
（
（
香
川
法
学
本
け
八
し
貞
）
。

(92)

本
稿
．．
 

m
□
い
（
香
川
法
学
4
0
巻
：
·
—
•
四
け□
几
八
貞
）
。

(
m
)
本
脳
．
m
m
い
、
り
い
（
香
川
法
学
＾
〇
脊
1
•
•
•
四
号
／
几
几
頁
、

(
9
4
)本
稿
一
．
切
口
間
（
香
川
法
学
0^
巻
：
こ
•
四
号
こ
ハ
五
頁
）
。

一
巻
二
号
ニ

こ
の
場
合
も
蹂
境
権

本
稿
二
切

□

い

（
香
川
法

13 95 (香法'9:1)



損
害
を
交
換
価
値
の
観
点
か
ら
金
銭
の
額
に
換
算
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。

原
状
回
復
に
要
す
る
費
用
を
担
専
額
と
し
て
金
銭
賠
償
す
べ
き
義
務
を
負
う
。

拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
、

回
復
す
る
こ
と
が

nJ
能
で
あ
る
場
合
は
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
加
害
者
は
損
害
賠
償
と
し
て
原
状
回
復
を
な
す
べ
き
義
務
を
負
い
、

こ
の
相
害
賠
侶
の
帰
属
主
体
は
、
侵
害
を
受
け
た
環
境
に
つ
い
て
環
境
権
を
持
つ
者
の
全
員
か
ら
成
る
団
体
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
は

（叩）

そ
れ
に
代
わ
っ
て
環
境
を
竹
理
す
る
権
限
を
持
つ
地
方
公
共
団
体
等
で
あ
る
。
公
害
防
止
事
業
の
原
因
者
負
担
‘E
義
は
、

た
だ
、
各
環
境
権
者
は
、
そ
の
よ
う
な
団
体
に
損
専
賠
侑
す
べ
き
こ
と
を
加
害
者
に
請
求
す
る
権
利
を
、
自

ら
の
環
境
権
の
内
容
と
し
て
持
つ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
香
川
法
学
．

↓
巻
二
号
一
丘
貝
）

は
正
当
で
あ
り
、

本
稿
と

(95)

自
然
享
有
権
の
若
え
（
本
稿
．
こ
図

□

い
間
（
香
川
法
学
・
/
住
＾
一
号
：
．
＾
八
頁
）
）
は
こ
れ
と
同
旨
で
あ
る
の
に
対
し
、
環
境
権
研
究
会
は
こ
の
損
害
賠
償
責

什
を
認
め
る
（
本
稿
一
：
m
□
い
（
香
川
法
学
．
0
巻
→1
1
•四
号
一
八
五
貞
）
）
。
国
家
賠
償
責
任
や
担
失
補
償
に
つ
い
て
、
本
稿
．
m
嘉
〗
団
（
香
川
法
学
一0

巻
三
•
四
号
ー
パ
三
貝
）
の
見
解
に
反
対
し
、
本
稿
―

.
5□
い
（
香
川
法
学
．
0
巻
：
＾
•
四
号
一
し
ハ
六
貞
）
。

(
9
6
)本
稿
．
ふ
以□い
（
香
川
法
学
-
0
巻
二
•
四
号
こ
ハ
0
貞
）
。

(97)

本
稿
―

-mHJい
（
香
川
法
学
．

0
巻一

1

;

•
四
号
＾
六
0
貞
）
。
本
稿
：
―
①□
田
第
六
の
批
判

同
じ
発
想
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
考
え
に
根

又
は

そ
の
環
境
を
侵
曹
の
な
か
っ
た
原
状
に

た
加
害
者
が
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
環
境
権
の
内
容
た
る
環
境
は
、
多
く
の
場
合
、
商
品
交
換
の
対
象
で
は
な
い
か
ら
そ
の

L

1、
j
プ
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環境権—---一環境の共同利用権 (4 • 完）（中山）

め
に
は
、

一
定
の
条
件
、

と
り
わ
け
住
民
運
動
の
発
展
が
必
要
で
あ
る
。

①
わ
れ
わ
れ
は
、
環
境
権
を
差
止
請
求
権
成
立
の
根
拠
に
な
り
う
る
民
市
法
上
の
権
利
で
あ
り
な
が
ら
、
人
格
権
や
所
有
権
の
よ
う

な
全
く
個
人
的
な
権
利
と
は
巽
質
の
公
共
性
を
備
え
る
権
利
で
あ
り
、
内
容
の
事
前
決
定
手
続
が
要
索
の
＿
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に

行
政
手
続
と
い
わ
ば
内
在
的
に
結
び
つ
く
権
利
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
他
の
多
数
の
人
々
に
よ
る
同
一
の
利
用
と
共
存
で
き
る
内

容
を
も
っ
て
、

か
つ
共
存
で
き
る
方
法
で
、
各
個
人
が
特
定
の
環
境
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
」
と
定
義
し
た
。
環
境
の
共
同
利

用
権
と
特
色
づ
け
る
べ
き
こ
の
環
境
権
は
、
さ
ら
に
、
生
活
環
境
利
用
権
、
自
然
公
物
利
用
権
、
及
び
特
定
自
然
環
境
利
用
権
に
分
け
て
、

こ
の
よ
う
な
環
境
権
は
、

す
で
に
現
行
法
の
中
に
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、

国
民
が
自
分
達
の
生
命
、
健
康
を
守
り
人
格
を
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、

2
 

に
保
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
深
く
強
く
認
識
し
、
自
立
し
た
市
民
と
し
て
そ
の
実
現
の
た
め
に
協
力
し
合
え
る
結
び
つ
き
を
、
各

地
域
ご
と
に
作
り
出
し
、
強
め
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
海
、
山
、
川
、
森
林
等
の
優
れ
た
自
然
環
境
が
、
自
分
達
全
員
の

た
め
に
大
切
な
働
き
を
し
て
お
り
、

そ
の
利
益
を
守
る
た
め
に
皆
で
協
力
し
合
う
必
要
が
高
ま
っ
て
き
た
と
い
う
認
識
を
も
っ
と
高
め
、

協
力
の
輪
を
作
り
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
農
林
漁
業
に
従
事
す
る
人
達
は
、
特
に
、
農
林
旅
業
の
発
展
の
展
望
を
切
り
拓
き
な
が
ら
、

共
通
の
基
盤
と
し
て
の
自
然
環
境
を
共
同
で
守
り
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

具
体
化
す
べ
き
こ
と
も
示
し
た
。

む

す

び

九
七

そ
れ
が
本
来
の
機
能
を
う
ま
く
発
揮
す
る
た

日
常
生
活
の
場
で
あ
る
地
域
の
生
活
環
境
を
良
好

こ
れ
ら
の
課
題
は
、
住
民
運
動
と
い
う
形
で
実
現
に
向
け
て
推
進
さ
れ
る
。
公
害
反
対
や
環
境
保
全
を
目
的
に
し
て
集
団
が
形
成
さ
れ
、
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し
ば
し
ば
労
働
組
合
、
政
党
等
と
も
共
闘
し
て
運
動
を
進
め
る
。
あ
る
い
は
、
地
区
、
町
内
会
等
の
既
成
の
地
域
団
体
や
、
漁
協
、
農
協

等
の
既
成
の
職
能
団
体
を
単
位
又
は
母
体
に
し
た
組
織
が
、
運
動
を
荷
う
。

自
分
達
の
生
活
の
あ
り
方
を
見
直
し
、
環
境
に
優
し
い
生
活
に
改
善
し
て
い
く
こ
と
を
目
標
に
す
る
住
民
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て

い
る
の
が
、
最
近
の
特
徴
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
と
も
に
、
環
境
を
破
壊
し
又
は
悪
化
さ
せ
る
行
為
を
や
め
、
あ
る
い
は
損
害
賠
償
す
る
よ

う
に
加
害
者
に
求
め
る
住
民
運
動
も
、
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
加
害
者
と
の
直
接
交
渉
に
よ
っ
て
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
運
動

だ
け
で
な
く
、
国
や
地
方
公
共
団
体
等
に
、
公
権
力
に
よ
る
法
的
規
制
や
行
政
指
導
を
求
め
て
申
立
、
請
願
又
は
陳
情
を
し
、
あ
る
い
は

政
策
の
形
成
過
程
で
圧
力
を
か
け
る
運
動
が
多
い
。

さ
ら
に
、
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
や
加
害
行
為
の
差
止
、
あ
る
い
は
行
政
処
分

の
取
消
等
を
求
め
て
、
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
し
司
法
的
審
杏
と
救
済
を
求
め
る
に
至
る
運
動
が
あ
る
。
他
面
で
、
加
害
行
為
を
効
果
的

に
規
制
で
き
る
法
律
又
は
条
例
の
制
定
を
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
求
め
る
運
動
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
住
民
運
動
は
、
個
々
の
状
態
で
は
微
力
な
人
々
が
、
経
済
的
、
社
会
的
か
つ
政
治
的
に
圧
倒
的
に
優
位
に
あ
る
加
害
者
と

し
合
っ
て
組
織
的
に
活
動
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
加
担
す
る
勢
力
に
対
し
て
、
対
等
又
は
優
位
な
交
渉
力
を
持
っ
て
自
分
達
の
要
求
を
実
現
す
る
た
め
に
、
知
恵
と
時
間
と
金
を
出

そ
の
過
程
で
資
料
の
収
集
や
調
査
に
よ
っ
て
事
実
を
究
明
し
、
議
論
に
よ
っ
て
間

題
点
を
明
確
に
し
て
、

共
通
の
願
望
な
い
し
要
求
を
持
つ
多
数
の
人
々
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
が
多
い
。

環
境
権
は
こ
の
よ
う
な
住
民
運
動
が
円
滑
に
展
開
で
き
る
社
会
的
状
態
に
お
い
て
、
そ
の
本
来
の
目
的
通
り
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
環
境
権
が
確
立
す
れ
ば
住
民
運
動
は
い
っ
そ
う
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、
守
る
べ
き
又
は
作
る
べ
き
環
境
の
内
容
を
決

定
す
る
の
は
、
住
民
運
動
の
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
。
環
境
そ
の
も
の
の
価
値
と
関
係
地
域
住
民
全
員
の
意
思
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。
住
民

運
動
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
住
民
と
関
係
者
に
事
実
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
住
民
が
十
分
な
検
討
を
加
え
て
確
信
を
持
っ
て
決
定

に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
、
比
重
を
移
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
多
く
の
住
民
が
環
境
等
に
つ
い
て

九
八
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環境権ー一一環境の共同利用権 (4 • 完）（中山）

真
実
を
認
識
で
き
る
能
力
を
持
つ
と
と
も
に
、
徹
底
し
た
民
主
主
義
の
思
想
を
持
っ
て
行
動
で
き
る
こ
と
が
、
環
境
権
の
機
能
す
る
基
盤

で
あ
り
、

、
'
,3
 

9

ー

，

あ
り
、

な
く
、

か
つ
、
環
境
権
は
住
民
の
そ
の
よ
う
な
能
力
、
思
想
、
行
動
を
い
っ
そ
う
育
て
て
い
く
権
利
で
あ
る
。

全
の
機
能
を
持
つ
行
政
制
度
を
環
境
権
の
具
体
化
と
し
て
評
価
し
て
、

L

L

 

ナ
ナ

環
境
権
が
う
ま
く
機
能
す
る
た
め
に
は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
が
環
境
保
全
を
第
一
義
と
す
る
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
も
必
要
で

そ
の
た
め
に
も
人
権
と
し
て
の
環
境
権
の
承
認
を
宣
言
す
る
立
法
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
環
境
保

又
は
新
た
に
制
定

む
し
ろ
国
民
な
い
し
住
民
の
合
意
形
成
の
過
程
で
あ
り
、

そ
の
観
点
か
ら
積
極
的
に
連
用
し
、
改
正
し
、

環
境
権
は
裁
判
に
よ
っ
て
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
に
な
る
権
利
で
は
あ
る
が
、
最
も
望
ま
し
い
形
で
機
能
す
る
場
は
裁
判
で
は

そ
の
現
実
的
な
手
続
と
し
て
の
立
法
及
び
行
政
過
程
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
環
境
権
を
具
体
化
す
る
行
政
制
度
を
立
法
に
よ
っ
て
整
備
し
充
実
さ
せ
、

な
課
題
で
あ
る
。

環
境
権
の
観
念
が
そ
の
よ
う
な
立
法
と
行
政
制
度
の
運
用
を
促
進
し
、

か

っヽ

そ
れ
を
適
正
に
運
用
し
て
い
く
こ
と
が
、
極
め
て
重
要

そ
の
よ
う
な
立
法
と
行
政
制
度
の
も
と
で
こ
そ
、
環
境

そ
れ
に
対
し
、
環
境
権
を
具
体
化
す
る
行
政
制
度
が
立
法
に
よ
っ
て
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
裁
判
所
に
重
要
な
役
割

を
期
待
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
裁
判
官
が
環
境
間
題
に
関
す
る
事
件
を
解
決
す
る
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
か
な
り
困
難
な
点
が
あ
る
。

差
止
請
求
の
根
拠
に
な
る
環
境
権
を
明
示
す
る
制
定
法
規
定
が
存
在
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
人
格
権
や
所
有
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
権

に
つ
い
て
す
ら
、
要
件
や
内
容
を
明
示
す
る
制
定
法
規
定
が
な
く
不
明
確
な
点
が
多
い
。
将
来
の
被
害
発
生
が
間
題
に
な
っ
た
り
、
差
止

の
認
否
が
当
事
者
以
外
に
及
ぽ
す
影
響
が
大
き
い
か
ら
高
度
な
政
策
的
判
断
を
迫
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
事
件
が
少
な
く
な
い
。
行

政
過
程
に
密
接
に
関
係
す
る
事
件
が
多
い
が
、
行
政
の
計
画
化
、
技
術
化
に
伴
っ
て
行
政
過
程
は
複
雑
に
な
り
、

権
は
本
来
の
機
能
を
も
っ
と
も
う
ま
く
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
理
解
に
高
度
な
専
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る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

門
知
識
を
必
要
と
す
る
。
当
事
者
が
多
数
で
あ
る
事
件
が
多
い
が
、
現
在
の
裁
判
制
度
は
少
数
の
当
事
者
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
た

し
か
し
、
環
境
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
環
境
利
益
は
裁
判
以
前
に
す
で
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
が
高
度
な
政

策
的
判
断
を
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
判
断
の
主
要
な
対
象
は
専
門
技
術
的
な
内
容
で
は
な
く
、
む
し
ろ
権
利
者
の
意
思
内
容
と
合

意
形
成
の
手
続
で
あ
る
か
ら
、
環
境
問
題
の
解
決
は
専
門
知
識
に
必
ず
し
も
強
く
な
い
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
に
、
本
質
的
に
な
じ
む
も
の

で
あ
る
。
制
定
法
規
定
が
卜
分
に
整
備
さ
れ
な
い
た
め
に
、
裁
判
官
に
創
造
的
な
法
解
釈
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
多
い
が
、
少

し
ず
つ
で
も
判
例
の
蓄
積
に
よ
っ
て
環
境
権
が
法
的
安
定
性
を
附
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヽ

4
 

'
,
し一

方
で
、 環

境
権
は
、
長
期
的
視
野
の
も
と
で
気
長
に
大
き
く
育
て
て
い
く
べ
き
権
利
で
あ
る
。

具
体
的
な
事
件
に
各
種
の
環
境
権
を
適
川
し
、

そ
の
保
護
す
べ
き
環
境
の
内
容
を
明
確
に
し
つ
つ
、
法
律
構
成
の
細
部
を
詰

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
で
、
所
有
権
、
人
格
権
、
油
業
権
、

入
会
権
等
の
民
事
法
上
の
権
利
な
い
し
制
度
、
公
物
法
等
の
行
政
法

上
の
制
度
、
憲
法
制
度
等
と
、
環
境
権
と
の
関
係
を
も
っ
と
綿
密
に
検
討
し
、
法
体
系
の
中
で
環
境
権
が
も
っ
と
整
合
性
を
持
つ
よ
う
に

構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
権
利
論
、
公
法
と
私
法
と
の
関
係
理
論
、
法
解
釈
方
法
論
等
の
一
般
理
論
を
深
化
さ
せ

さ
ら
に
、
他
国
の
環
境
権
論
と
の
比
較
検
討
が
屯
要
で
あ
ろ
う
。

そ
の
共
通
性
を
求
め
、
国
際
的
な
環
境
間
題
又
は
地
球
的
規
模
の
環

境
問
題
に
つ
い
て
も
、
環
境
権
を
構
成
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
l
)

住
民
連
動
の
諸
形
態
に
つ
い
て
は
、
淡
路
剛
久
ベ
ム
古
紛
争
の
解
決
方
式
と
実
態
」
C

註
釈
公
宵
法
大
系
第
四
巻
、
紛
争
処
郎
・
被
古
者
救
済
法
」
一
貞
。

(
2
)

／
几
九

1

．
一
年
二
月
に
政
府
が
口
会
に
提
出
し
た
環
境
基
本
法
案
で
は
、
残
念
な
が
ら
環
境
権
を
明
．
小
す
る
こ
と
は
見
送
ら
れ
、
実
質
的
に
そ
の
内
容
を
ぷ

す
に
と
ど
め
ら
れ
た
。
環
境
韮
本
法
の
制
定
作
業
に
対
応
し
て
、
環
境
権
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
提
案
や
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る

め
に
、

そ
の
よ
う
な
事
件
で
は
訴
訟
手
続
上
種
々
の
困
難
が
生
じ
る
。

1
0
0
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環境権 環境の共同利用権 (4・完）（中山）

考
案
は
別
の
機
会
に
譲
る
。

(
3
)

本
稿
は
じ
め
に
田

□

（
香
川
法
学

-
0巻
二
号
四
頁
）
。

(
4
)
本
稿
→
．m
嘉
〗
紺
（
香
川
法
学
．
一
巻
二
号
→
一
頁
）
も
参
照
。

本
稿
：
・
（
汀
伽
い
（
香
川
法
学
．
一
巻
．．
 

号

1
0貞）。

(
5
)
 

1
0
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