
と、

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

序
ー
問
題
の
提
起

基
本
的
人
権
に
は
限
界
が
あ
る
の
か
、
若
し
あ
り
と
す
れ
ば
そ
れ
は
人
権
に
内
在
し
て
い
る
の
か
否
か
、
そ
の
他
こ
れ
に
関
連
す

る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
上
議
論
が
あ
り
種
々
見
解
が
分
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

憲
法
上
基
本
的
人
権
の
保
障
は
一
般
的
に
は
無
条
件
で
あ
る
か
ら
、
特
に
公
共
の
福
祉
に
よ
る
制
限
を
憲
法
自
ら
認
め
た
も
の
は
格

別
、
そ
れ
以
外
は
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
場
合
で
も
、
基
本
的
人
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
い
、
他
の
一
説
に
よ
る

「
日
本
国
憲
法
の
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
決
し
て
無
制
限
で
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
限
界
内
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て

い
る
」
と
い
う
が
ご
と
く
、
全
く
正
反
対
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
単
に
学
者
の
な

す
法
理
解
釈
上
そ
の
所
説
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
結
果
は
わ
れ
わ
れ
国
民
の
実
際
生
活
に
重
大
な
関

係
が
あ
り
、
即
ち
、
そ
の
何
づ
れ
か
の
見
解
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
の
或
る
種
の
行
動
は
違
憲
違
法
の
行
為
と
な
り
、
処
罰
の

対
象
と
な
る
ほ
ど
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
日
本
国
憲
法
の
解
釈
上
、
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
最

中

谷

一
説
に
よ
る
と
、

敬

「
日
本
国

寿
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基
本
的
人
権
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

の
法
理
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
お
も
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
右
に
一
言
し
た
一
見
対
立
す
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
見
解
に
よ
っ
て
も
推
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
結
局
、

法
的
に
は
「
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
と
の
関
係
」
と
い
う
こ
と
に
帰
着
し
、
こ
れ
を
日
本
国
憲
法
の
規
定
に
即
し
て
い
え
ば
、

主
と
し
て
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
法
理
解
釈
如
何
に
か
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
憲
法
第
十
二
条

の
規
定
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
先
づ
「
基
本
的
人
権
」
に
つ
き
、
次
い
で
「
公
共
の
福
祉
」
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
考
察
を
加

え
た
上
、
然
る
後
、

「
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
と
の
関
係
」
に
論
及
し
、
基
本
的
人
権
行
使
の
限
界
に
つ
い
て
、

近
代
憲
法
と
人
権
の
保
障

＿
 

通
常
憲
法
と
い
え
ば
一
国
の
根
本
法
で
あ
る
と
か
、
ま
た
は
基
本
法
で
あ
る
と
か
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
間
違
っ
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

し
か
し
、

い
さ
さ
か
正
確
さ
を
欠
い
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
お
も
う
に
、
近
代
文
明
諸

国
に
お
い
て
憲
法
と
い
う
と
き
は
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
根
本
法
ま
た
は
基
本
法
と
い
う
だ
け
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、

わ
ば
近
代
精
神
ま
た
は
思
想
の
洗
礼
を
う
け
た
根
本
法
ま
た
は
基
本
法
を
指
し
て
、
憲
法
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ

れ
は
近
代
思
想
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
立
憲
主
義
ま
た
は
民
主
主
義
の
要
請
を
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
国
の
歴
史
的
事
情
に
相
応
じ
て
取
り

入
れ
、
立
憲
政
体
を
定
め
る
に
至
っ
た
底
の
憲
法
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
的
共
同
生
活
そ
の
も
の
の
在
り
方
に
つ
い

て
の
根
本
規
範
を
定
め
て
い
る
の
外
、
ま
た
必
ず
い
わ
ゆ
る
「
人
権
宜
言
的
規
定
」
を
含
ん
で
い
る
の
を
そ
の
特
色
と
し
て
い
る
。

も
重
要
な
問
題
の
一
っ
た
る
を
失
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

日
本
国
憲
法¥,、
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あ
る
。

即
ち
、

い
や
し
く
も
近
代
憲
法
で
あ
る
限
り
、
そ
の
特
色
の
一
っ
と
し
て
国
民
に
対
し
、
国
家
が
「
人
権
」
を
保
障
し
て
い
な
い
も

と
こ
ろ
で
、

「
法
的
な
権
利
た
る
人
権
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
他
は
な
い
の
で

い
わ
ゆ
る
「
人
権
」
と
い
う
も
の
が
、
近
代
憲
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
保
障
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
そ
の
思
想
的

系
譜
と
し
て
は
、
近
世
の
自
然
法
学
派
の
主
張
に
か
か
る
か
の
い
わ
ゆ
る
天
賦
人
権
説
に
由
来
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
通
り
で

あ
る
。
従
っ
て
、
第
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
か
け
て
の
近
代
憲
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
保
障
す
る
人
権
は
、
国
家
が
国
民
に
対

し
て
各
種
の
自
由
を
権
利
と
し
て
認
め
て
あ
え
て
干
渉
せ
ず
、
国
家
自
ら
は
国
民
に
対
し
て
不
作
為
の
義
務
を
負
う
と
い
う
、

ゆ
る
自
由
権
的
人
権
を
そ
の
主
な
る
も
の
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
第
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
へ
か
け
て
の
憲
法
に
お
い
て
は
、

自
由
権
的
人
権
の
他
新
ら
た
に
、
国
家
が
国
民
に
対
し
積
極
的
に
関
与
し
て
一
定
の
作
為
義
務
を
負
い
、
国
民
の
権
利
と
し
て
そ
の

生
存
を
保
障
す
る
と
い
う
、

い
わ
ば
生
存
権
的
人
権
又
は
社
会
権
的
人
権
を
も
あ
わ
せ
認
め
て
、
こ
れ
を
保
障
し
担
保
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

ノヽ二
自
然
権
た
る
人
権
と
法
的
な
権
利
た
る
人
権

（
 そ

れ
は
と
も
か
く
、
憲
法
に
い
わ
ゆ
る
「
人
権
」
な
る
も
の
は
こ
れ
を
一
般
的
に
規
定
す
れ
ば
、

権
利
」
と
で
も
い
う
か
、
或
は
ま
た
「
人
間
を
人
間
た
る
に
相
応
し
く
処
遇
す
る
権
利
」
と
で
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
そ
れ
が
実
定
憲
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
保
障
さ
れ
担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
種
の
人
権
は
単
に
天
賦

的
な
も
の
で
は
な
く
、
即
ち
人
が
生
れ
な
が
ら
に
し
て
固
有
す
る
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
国
家
と
い
う
社

会
の
一
般
的
抱
括
的
意
思
力
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
担
保
さ
れ
た
、

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

の
は
な
い
、

と
い
っ
て
あ
え
て
過
言
で
は
な
い
。

い
わ

「
人
間
の
人
間
た
る
に
値
す
る
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な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
、

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

規
範
に
よ
る
「
法
的
な
権
利
た
る
人
権
」
と
、
こ
の
一
一
種
の
人
権
を
ば
観
念
上
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
人
権
に
関
す
る
論
議
は
徒
ら
に
理
論
上
混
迷
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
上
或
は
国
家
社
会
の
秩
序
を
棄
り
、
引

い
て
は
、
却
っ
て
人
権
を
も
危
く
す
る
結
果
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
右
の
よ
う
に
、
人
権
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
二
種
に
分
け
て
理
解

す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、

日
本
国
憲
法
の
解
釈
上
夙
に
私
の
主
張
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
近
年
に
至
り
わ
が
国
の
公
法
学

界
に
お
い
て
も
亦
、
お
お
む
ね
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
学
界
の
た
め
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
十
八
世
紀
時
代
の
啓
蒙
思
想
た
る
天
賦
人
権
説
に
漆
着
し
て
、
人
権
と
い
え
ば
矢
張
り
人
が
生
れ
な
が

ら
に
し
て
固
有
す
る
自
然
権
た
る
人
権
で
あ
る
と
今
も
解
し
、
旧
態
依
然
と
人
権
を
以
て
国
法
前
の
も
の
。
国
家
前
の
も
の
と
な
す

見
解
を
固
執
し
て
、
実
定
憲
法
の
関
係
法
条
を
解
釈
す
る
向
き
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

に
は
徒
ら
に
問
題
を
紛
糾
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
遺
憾
と
い
う
の
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
は

と
も
か
く
、
実
定
憲
法
が
認
め
て
国
民
に
保
障
し
て
い
る
人
権
が
「
法
的
な
権
利
た
る
人
権
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
思

想
的
系
譜
と
し
て
天
賦
人
権
説
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
固
よ
り
深
い
関
連
性
は
あ
る
が
、

人
権
」
と
「
法
的
な
権
利
た
る
人
権
」
と
の
両
者
は
、
概
念
上
別
個
の
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
の
で
、
或
は
両
者
を
同
一
視
し
た
り
、

或
は
か
れ
こ
れ
混
同
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
法
理
と
し
て
は
許
る
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
仮
り
に
右
の
両
者
を
同
一
視
し
た
り
又
は
混
同
し
た
り
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
理
上
何
の
よ
う
に
不
合
理
な
結
果
と

―
つ
手
近
か
な
具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
、
人
は
唖
で
な
い
か
ぎ
り

話
そ
う
と
思
え
ば
自
由
に
話
す
こ
と
も
で
き
る
し
、

日
本
国
憲
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
中

し
か
も
、

「
自
然
権
た
る

ま
た
、
祓
り
で
な
け
れ
ば
歩
こ
う
と
思
え
ば
自
由
に
歩
く
こ
と
も
で
き
る
も
の

そ
こ
で
、
お
よ
そ
人
権
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
日
自
然
規
範
に
よ
る
い
わ
ば
「
自
然
権
た
る
人
権
」
と
、
⇔
実
定
憲
法

四
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で
あ
る
。
し
か
し
、

五

一
体
全
体
何
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
矛
盾

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
人
間
が
自
然
に
享
有
し
単
に
事
実
と
し
て
も
っ
て
い
る
自
由
に
過
ぎ
な
い
。
若
し
こ
れ

を
旧
来
の
慣
用
語
の
例
に
な
ら
っ
て
権
利
と
い
い
た
け
れ
ば
、
仮
り
に
そ
の
よ
う
に
称
え
て
も
、
あ
え
て
言
葉
と
が
め
す
る
ほ
ど
の

要
は
な
い
と
お
も
う
が
、
そ
れ
は
未
だ
「
法
的
な
権
利
た
る
人
権
」
で
は
な
く
て
、
先
に
指
摘
し
た
「
自
然
権
た
る
人
権
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
今
こ
の
種
の
「
自
然
権
的
た
る
人
権
」
を
ば
、
や
た
ら
に
振
り
ま
わ
し
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
体
何

例
え
ば
、
基
本
的
人
権
の
一
っ
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
言
論
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

「
公
然
事
実
を
摘
示

し
て
人
の
名
誉
を
毀
損
し
た
」
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
刑
法
上
い
わ
ゆ
る
名
誉
毀
損
の
罪
に
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
道

路
通
行
権
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
無
や
み
矢
た
ら
に
市
街
の
中
を
歩
き
ま
わ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
他
人
の
通
行
権
と
衝
突

す
る
ば
か
り
で
な
く
忽
に
し
て
交
通
事
故
に
遇
い
、
悪
く
す
れ
ば
自
ら
の
命
を
落
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
権
利
を

行
使
し
て
或
は
罪
と
な
っ
た
り
、
或
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

も
甚
だ
し
い
と
い
う
の
他
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
元
々
、
こ
の
種
の
「
自
然
権
た
る
人
権
」
な
る
も
の
が
、
未
だ
人
に

対
し
又
社
会
に
対
し
て
こ
れ
を
主
張
し
う
る
、
法
的
な
力
を
も
っ
た
真
の
権
利
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
証
左
で
あ
る
い
う
こ
と
が
で
き
．
る
。

ノヽ三
日
本
国
憲
法
の
基
本
的
人
権

（
 そ

う
い
っ
た
次
第
で
、
人
権
は
憲
法
が
こ
れ
を
認
め
て
保
障
し
担
保
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
真
の
法
的
な
権
利
と
な
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
実
定
憲
法
が
国
民
に
対
し
て
各
種
の
自
由
権
的
人
権
や
社
会
的
人
権
を
認
め
て
、
こ
れ
を
保
障
し
担
保
し
て
こ
そ
入
々
は
、

こ
れ
を
「
法
的
な
権
利
た
る
人
権
」
と
し
て
、
人
に
対
し
又
社
会
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
々
は
、
そ
の

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
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そ
れ
は
と
も
か
く
、

ら
か
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
か
、
又
、

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

よ
う
な
人
権
保
障
の
近
代
憲
法
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
っ
て
の
封
建
的
隷
従
的
関
係
の
い
わ
ば
手
械
足
枷
か
ら
脱
却
し
て
、
自

由
。
平
等
・
独
立
等
の
主
人
公
と
し
て
、
国
家
的
共
同
生
活
を
ば
明
る
＜
お
く
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
行

憲
法
た
る
日
本
国
憲
法
は
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
い
う
こ
と
を
ば
そ
の
一
大
根
本
理
念
と
し
て
い
る
の
で
、

旧
大
日
本
帝
国
憲
法

に
比
較
す
る
と
、
国
民
の
権
利
と
し
て
は
る
か
に
多
く
の
各
種
の
自
由
権
や
、
国
務
要
求
権
や
、
参
政
権
等
々
を
認
め
、
基
本
的
人

権
を
ば
量
的
に
拡
大
し
又
質
的
に
深
化
し
て
、
こ
れ
を
保
障
し
担
保
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

＿
 

「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
言
葉
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
法
令
上
の
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
実
は
新
憲
法
た
る

日
本
国
憲
法
が
初
め
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
自
ら
は
こ
の
用
語
に
よ
る
概
念
に
つ
い
て
は
、
何
ん
ら
規
定
す
る
と
こ
ろ
と
て
は

な
い
の
で
、
そ
の
際
い
う
と
こ
ろ
の
「
公
共
の
福
祉
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
勢
い
こ
の
国
社
会
に
お
け
る
社
会
意
識
を
省
察
し

て
、
こ
れ
を
決
す
る
よ
り
他
に
途
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
は
い
う
も
の
の
何
さ
ま
新
ら
し
い
法
令
上
の
用
語
で
あ
っ

て
、
こ
の
用
語
に
該
当
す
る
概
念
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
一
般
社
会
意
識
と
し
て
は
未
だ
十
分
な
じ
ま
ず
、
従
っ
て
、
必
ず
し
も
明

ず
、
種
々
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

法
令
上
の
用
語
と
し
て
の
公
共
の
福
祉

「
公
共
の
福
祉
」
の
意
味
も
立
法
例
と
し
て
歴
史
の
推
移
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
芳
々
「
公
共
の
福
祉
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
学
説
。
判
例
の
上
で
も
未
だ
定
説
と
し
‘
て
確
立
さ
れ
て
お
ら

「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
用
語
は
、

日
本
国
憲
法
第
十
二
条
の
ほ
か
一
＿
一
ケ
条
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、

公
共
の
福
祉
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

-ノ‘
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第
十
二
条
に
は
「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
、
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負

ふ
」
と
規
定
し
、
な
お
、
第
十
三
条
に
は
「
生
命
・
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反

し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
国
政
の
上
で
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
」
と
定
め
、

反
し
な
い
限
り
、
居
住
・
移
転
及
び
職
業
選
択
の
自
由
を
有
す
る
」
と
い
い
、
更
に
又
第
二
十
九
条
に
は
「
財
産
権
の
内
容
は
、
公

共
の
福
祉
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ノヽ二
「
公
共
の
福
祉
」
の
概
念
規
定

（
 右

の
よ
う
に
日
本
国
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
公
共
の
福
祉
」
が
、
何
を
意
味
す
る
の
か
又
何
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
に
つ
い

て
は
、
右
に
ニ
―
-E

し
た
ご
と
く
学
説
・
判
例
上
未
だ
定
説
な
く
諸
種
の
見
解
が
あ
る
と
は
い
い
な
が
ら
、

さ
れ
て
か
ら
す
で
に
や
が
て
二
十
年
近
く
の
歳
月
が
流
れ
よ
う
と
し
て
い
る
し
、

お
け
る
社
会
意
識
乃
至
社
会
通
念
も
、

よ
う
な
社
会
意
識
乃
至
社
会
通
念
を
省
察
し
て
、
「
公
共
の
福
祉
」
な
る
も
の
を
一
般
的
に
考
察
す
る
と
、
一
応
「
公
共
の
福
祉
と
は

国
家
的
共
同
生
活
に
お
け
る
社
会
の
公
の
利
益
又
は
幸
福
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
」
、

る
。
従
っ
て
、

そ
れ
は
国
家
社
会
の
成
員
を
分
子
論
的
に
個
々
に
捉
え
た
個
人
の
利
益
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

式
的
に
捉
え
た
国
家
社
会
の
利
益
と
い
う
の
と
同
義
で
も
な
く
、
国
民
が
国
家
と
い
う
共
通
の
場
に
お
い
て
営
む
共
同
生
活
上
の
社

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

又
は
「
公
衆
」
を
意
味
す
る
以
上
、

会
の
公
の
利
益
又
は
幸
福
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

七

「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
場
合
の
「
公
共
」
が
「
社
会
一
般
」

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

令
も
含
む
）
の
制
定
や
裁
判
所
の
判
決
例
も
可
成
の
数
に
上
っ
て
い
る
の
で
、

い
わ
ゆ
る

「
公
共
の
福
祉
」
に
つ
い
て
の
わ
が
国
に

又
第
二
十
二
条
に
は
「
何
人
も
公
共
の
福
祉
に

日
本
国
憲
法
が
制
定
実
施

そ
の
間
「
公
共
の
福
祉
」
に
関
し
て
の
法
令
（
条

お
の
ず
か
ら
漸
次
成
生
発
達
し
て
き
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

又
、
制
度
的
形

「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
概
念
は
、
時
に
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と
い
う
名
辞
を
以
て
規
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基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

定
す
る
こ
と
も
亦
、
必
ず
し
も
不
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
右
の
場
合
の
最
大
多
数
と
は
社
会
的
存
在
者
と
し
て
把
握

し
た
個
の
最
大
多
数
の
意
に
他
な
ら
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
、
い
わ
ば
極
限
概
念
と
し
て
の
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
は
、
現
実
的

に
は
国
家
的
共
同
生
活
に
お
け
る
社
会
の
公
の
利
益
又
は
幸
福
と
一
致
し
、
必
ず
し
も
国
民
階
層
と
し
て
み
た
最
大
多
数
の
最
大
幸

い
ず
れ
に
し
て
も
、
お
も
う
に
元
来
人
間
は
社
会
的
存
在
者
と
し
て
社
会
生
活
を
営
む
も
の
で
あ
る
が
、

人
類
文
化
の
発
達
段
階
に
お
い
て
、
国
家
と
観
念
さ
れ
て
い
る
社
会
が
人
間
の
営
む
諸
種
の
社
会
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

根
本
的
に
何
人
も
国
家
的
共
同
生
活
を
営
ま
な
い
も
の
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
個
人
の
自
由
と
い
っ
て
も
又
権

利
と
い
っ
て
も
、
国
家
的
社
会
的
に
見
て
絶
対
的
に
無
制
限
な
も
の
で
は
な
く
、
国
家
的
共
同
生
活
に
お
い
て
何
ん
ら
か
の
制
約
を

受
け
る
こ
と
は
、
む
し
当
然
の
事
理
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

界
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ノヽ三
公
共
の
福
祉
の
具
体
化
方
法

（
 し

か
し
、
右
の
よ
う
に
「
公
共
の
福
祉
」
を
以
て
、

「
国
家
的
共
同
生
活
に
お
け
る
社
会
の
公
の
利
益
又
は
幸
福
」
と
解
す
る
と

し
て
も
、
そ
れ
は
「
世
界
人
権
宜
言
」
（
二
九
条
）
に
言
っ
て
い
る
ご
と
く
、
固
よ
り
「
民
主
社
会
に
お
い
て
正
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
右
の
「
公
共
の
福
祉
」
の
概
念
規
定
は
一
般
抽
象
的
で

あ
っ
て
具
体
性
を
欠
い
て
い
る
、

と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
元
来
憲
法
の
規
定
が
根
本
規
範
を
定
め
て
い
る

と
い
う
特
質
に
因
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
具
体
的
に
何
が
「
公
共
の
福
祉
」
に
該
当
す
る
の
か
は
、
法
令
の
制
定
に
よ
り
又
更
に

は
裁
判
所
の
判
決
を
通
じ
て
、
漸
次
具
体
化
さ
れ
る
の
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

福
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
も
の
は
、
恰
も
そ
の
よ
う
な
限

し
か
も
、
今
日
ま
で
の

I¥ 
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と
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

の
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
複
雑
な
性
格
と
関
連
せ
し
め
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、

「
公
共
の
福
祉
」
の
具
体
的
内
容
の
歴
史
的
変
遷
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
是
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自

由
国
家
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
と
社
会
国
家
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
と
の
間
に
は
、
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
た
側
面
を
有
し

て
い
て
、
自
由
国
家
に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
各
人
の
基
本
的
人
権
相
互
の
衝
突
の
可
能
性
を
ば
、

す
る
と
い
う
要
請
と
な
り
、
社
会
国
家
に
あ
っ
て
は
「
公
共
の
福
祉
」
は
む
し
ろ
、
社
会
権
に
よ
っ
て
自
由
権
を
制
約
す
る
と
い
う

「
公
共
の
福
祉
」
の
具
体
的
内
容
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
近
代
市
民
国
家

成
立
時
代
に
お
い
て
は
、
専
ら
個
人
の
市
民
的
自
由
に
対
す
る
国
家
権
力
の
関
与
を
出
来
る
だ
け
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
と
り

も
な
お
さ
ず
「
公
共
の
福
祉
」
の
内
容
で
あ
り
得
た
の
に
対
し
、
二
十
世
紀
的
な
社
会
国
家
の
時
代
に
な
る
と
、
資
本
主
義
の
弊
害

を
修
正
す
る
た
め
に
、
社
会
主
義
的
政
策
に
よ
っ
て
個
人
の
所
有
権
を
制
限
す
る
こ
と
が
、
あ
た
か
も
「
公
共
の
福
祉
」
の
内
容
と

な
り
得
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。

四
公
共
の
福
祉
の
二
側
面

と
こ
ろ
で
、
日
本
国
憲
法
は
先
に
一
言
し
た
ご
と
く
旧
帝
国
憲
法
に
比
較
す
る
と
、

的
人
権
を
認
め
て
こ
れ
を
保
障
は
し
て
い
る
が
、
自
由
権
的
人
権
を
主
と
し
こ
れ
に
配
す
る
に
若
干
の
社
会
権
的
人
権
を
以
て
し
て

い
る
、

と
い
う
基
本
的
人
権
体
制
を
と
っ
て
い
る
の
で
、

福
祉
」
の
二
つ
の
側
面
の
中
、
勢
い
「
自
由
国
家
的
な
公
共
の
福
祉
」
を
主
と
し
、

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

要
請
と
な
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。
ま
た
、

―
つ
は
、

な
お
、
こ
こ
に
留
意
す
べ
き
事
柄
が
あ
る
。
そ
の
―
つ
は
、

九

「
社
会
国
家
的
な
公
共
の
福
祉
」
を
い
わ
ば
従

「
公
共
の
福
祉
」
の
具
体
的
内
容
は
、

「
現
代
の
国
家
的
共
同
生
活

と
い
う
こ
と
是
れ
で
あ
る
。
今

「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
っ
て
調
整

国
民
の
権
利
と
し
て
は
る
か
に
多
く
の
基
本

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
に
は
、
右
に
述
べ
た
「
公
共
の
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基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
と
の
関
係

ノヽ

一
（
 

「
基
本
的
人
権
に
は
限
界
が
あ
る
の
か
否
か
」
に
つ
い
て
は
憲
法
の
解
釈
上
異
説
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、

憲
法
第
十
二
条
に
い
う
「
自
由
及
び
権
利
」
と
憲
法
第
十
一
条
及
び
第
九
十
七
条
に
い
う
「
基
本
的
人
権
」
と
の
関
係

的
義
務
を
規
定
し
て
い
る
諸
条
文
の
初
め
に
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
日
く
、

お
よ
び
、

そ
れ
は
結
局

法
的
に
は
「
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
と
の
関
係
」
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
共
に
冒
頭
に
一
言
し
た
通
り
で
あ

る
が
、
こ
れ
を
日
本
国
憲
法
に
即
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
法
理
解
釈
如
何
の
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

憲
法
第
十
二
条
は
「
国
民
の
権
利
及
び
義
務
」
と
題
す
る
憲
法
第
一
―
―
章
の
中
に
お
い
て
、
個
別
的
基
本
的
人
権
拉
び
に
個
別
的
基
本

障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民
は
、
こ
れ
を
濫
用

し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
」
と
。
し
か
る
に
、
憲
法
第
十
一
条

「
国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ

と
の
き
で
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
与
へ
ら
れ
る
。
」

憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、

過
去
幾
多
の
試
錬
に
堪
へ
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ

そ
こ
で
、
憲
法
第
十
二
条
に
い
う
「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
」
と
い
う
の
と
、
第
十
一
条
及
び
第
九
十
七

条
に
い
う
「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
」
と
い
う
の
と
は
、
同
義
と
解
す
べ
き
か
そ
れ
と
も
、
前
者
の
い
わ
ゆ
る

る
。
」
と
定
め
て
い
る
。

こ
ま
、

9
h
’
 

四

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

と
規
定
し
、
又
、
第
九
十
七
条
に
は

f

「
こ
の

「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保

1
0
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「
自
由
及
び
権
利
」
は
後
者
の
い
わ
ゆ
る
「
基
本
的
人
権
」
よ
り
も
広
い
の
か
何
う
か
、

日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
と
し
て
、

「
自
由
及
び
権
利
」
も
又
第
十
一
条
•
第
九
十
七
条
に
い
う
「
基
本
的
人
権
」
も
、

が
「
自
然
規
範
に
よ
る
「
自
然
権
た
る
人
権
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
意
識
し
つ
つ
、
な
お
か
つ
、
こ
れ
を
法
的
に
と
り
あ
げ
て

認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
．
両
者
と
も
明
ら
か
に
「
法
的
な
権
利
た
る
人
権
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
な
る
「
自
然
権
た
る

人
権
」
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
前
記
関
係
法
条
の
規
定
を
み
れ
ば
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ノヽ二
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
の
異
説

（
 と

こ
ろ
で
、
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
解
釈
上
憲
法
学
者
の
間
に
異
説
が
あ
る
。
い
わ
ば
道
徳
義
務
説
・
権

道
徳
義
務
説

一
説
に
よ
る
と
、

「
憲
法
第
十
二
条
は
、
国
民
の
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
の
心
構
え
を
定
め
た
も
の
で
っ

て
、
法
的
に
は
差
し
た
る
意
味
が
な
い
が
、
強
い
て
い
え
ば
、
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
の
道
徳
上
の
義
務
を
定
め
た
も
の
に
過
ぎ
な

お
も
う
に
、
こ
の
説
の
ご
と
く
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
趣
旨
を
解
し
て
、

規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
法
的
に
は
差
し
た
る
意
味
が
な
い
、
」
と
い
う
が
ご
と
き
所
説
は
、
憲
法
第
十
二
条
の
法
理
解
釈
と
し
て

は
、
そ
れ
こ
そ
却
っ
て
意
味
の
な
い
も
の
と
な
り
、
遺
憾
な
が
ら
賛
成
し
が
た
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
何
ぜ
か
と
い
う
と
、
第

十
二
条
は
実
定
憲
法
た
る
日
本
国
憲
法
典
の
中
の
条
規
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
実
定
憲
法
規
範
に
他
な
ら
な
い
上
に
、
お
よ
そ
法
規

は
そ
の
定
め
る
内
容
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
的
に
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
上
法
的
に
意

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

い
」
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

利
義
務
両
面
説
・
義
務
随
伴
説
等
こ
れ
で
あ
る
。

「
国
民
の
基
本
的
人
権
に
関
す
る
道
徳
上
の
義
務
を

(1) 

共
に
実
定
憲
法
た
る
日
本
国
憲
法
が
、

人
権

は
な
い
が
、

右
の
両
者
は
同
義
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

蓋
し
、

第
十
二
条
に
い
う

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
異
説
が
な
い
で
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す
る
の
は
い
か
が
か
と
お
も
わ
れ
る
、
」

を
定
め
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
憲
法
第
三
条
に
、

「
い
か
に
基

「
内
閣
は
…
…
国
会
に
対
し
連
帯
し
て

「
内
閣
が
そ
の
責
任
を
負
ふ
」

と
い
う
場
合
の

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
憲
法
第
十
二
条
に
「
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
か
、
又
「
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
か
、

更
に
又
「
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
」
と
か
、
規
定
し
て
い
て
「
義
務
」
と
規
定
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
文
言

を
捉
え
て
法
的
な
も
の
で
な
く
道
徳
上
の
義
務
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
、

薄
弱
で
あ
る
と
い
う
の
他
は
な
い
。
否
、
た
と
え
用
語
上
「
責
任
」
と
あ
っ
て
「
義
務
」
と
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
れ
が
法
上
の

責
任
な
い
し
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

「
責
任
」
や
、
内
閣
の
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
憲
法
第
六
十
六
条
三
項
に
、

責
任
を
負
ふ
」
と
い
う
場
合
の
「
責
任
」
や
は
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
己
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

い
ず
れ
も
法
的
な
責
任
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
に
道
徳
上
の
責
任

尤
も
、
第
一
説
の
ご
と
き
所
説
の
主
張
せ
ら
れ
る
所
以
の
気
持
は
、
決
し
て
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
、

本
的
人
権
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
常
に
絶
対
的
に
制
約
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
時
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

し
か
し
、
元
来
人
権
は
天
賦
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
法
的
に
予
め
制
約

と
い
っ
た
よ
う
な
考
え
方
が
潜
在
的
に
論
者
に
は
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
所
説
は
こ

て
も
、

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

味
の
な
い
法
規
範
な
ど
と
い
う
も
の
は
一
般
に
あ
り
得
な
い
の
で
、
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
趣
旨
を
解
し
て
法
的
に
意
味
が
な
い

な
ど
と
い
う
が
ご
と
き
こ
と
は
、
先
づ
第
一
に
法
理
論
と
し
て
は
お
よ
そ
無
意
味
な
提
言
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
第
二
に
法

規
の
定
め
る
規
範
は
あ
く
ま
で
法
規
範
で
あ
っ
て
、
た
と
え
そ
の
法
規
の
内
容
た
る
規
範
が
道
徳
的
規
範
に
由
来
す
る
場
合
で
あ
っ

一
度
法
規
が
こ
れ
を
取
り
あ
げ
て
規
定
し
た
以
上
、
そ
れ
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
法
規
範
た
る
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

と
い
う
が
ご
と
き
主
張
は
、
そ
の
根
拠
に
お
い
て
甚
だ

日
本
国
憲
法
の
他
の
条
規
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

②
権
利
義
務
両
面
説

―
つ
事
が
「
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
」

「
一
定
の
生
活
利
益
を

と
い
う
の
で
あ
る
。
．

う
い
っ
た
二
律
背
反
的
な
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
の
い
わ
ば
か
く
れ
簑
と
し
て
、
道
徳
的
義
務
に
逃
避
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
推
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
趣
旨
を
解
し
て
、
単
に
「
道
徳
上
の
義
務
を
規
定
し

た
に
過
ぎ
な
い
」
と
す
る
が
ご
と
き
所
説
は
、
法
理
論
と
し
て
は
到
底
私
の
組
み
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
但
し
、
法
規
の
定
め

る
規
範
が
た
と
え
道
徳
規
範
に
由
来
し
て
い
て
も
、
そ
の
規
範
は
法
規
範
で
あ
っ
て
道
徳
規
範
で
な
い
と
先
に
い
っ
た
の
は
、
そ
の

規
範
が
当
該
法
規
範
を
は
な
れ
て
も
道
徳
的
規
範
と
し
て
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
換
言
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
場
合
そ
れ
が
法
規
範
で
あ
る
と
共
に
、
他
の
一
面
に
お
い
て
は
法
規
範
を
は
な
れ
て
道
徳
規
範
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と

を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
の
で
、
こ
の
点
誤
解
の
な
い
よ
う
に
一
言
附
け
加
え
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

次
に
、
他
の
一
説
に
よ
る
と
、
「
憲
法
第
十
二
条
は
、
基
本
的
人
権
が
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で

も
あ
る
、
と
い
う
二
重
の
性
質
を
併
せ
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
す
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
、
」

お
も
う
に
、
こ
の
説
の
所
論
が
、
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
趣
旨
を
前
説
の
ご
と
く
単
に
道
徳
上
の
も
の
と
解
す
る
こ
と
な
く
、

法
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
た
点
に
は
賛
成
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
の
所
論
の
基
本
的
人
権
が
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で

あ
る
と
い
う
の
が
、
法
的
に
基
本
的
人
権
の
一
般
的
性
質
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
所
論
は
今
日
ま
で
の
法
律

観
念
で
は
、
法
理
論
と
し
て
は
遣
憾
な
が
ら
こ
れ
も
亦
賛
成
し
が
た
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
何
ぜ
か
と
い
う
と
、
権
利
の
本
質

に
つ
い
て
は
す
で
に
定
説
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
大
体
の
所
を
も
っ
て
満
足
す
れ
ば
、

享
受
す
る
法
的
な
意
思
力
で
あ
る
」
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、

と
い
う
よ
う
な
構
想
は
、
今
日
ま
で
の
法
律
観
念
で
は
自
己
憧
着
に
陥
り
、
未
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

即
ち
、
権
利
は
他
に
対
し
て
一
定
の
こ
と
を
主
張
し
う
る
法
的
な
意
思
力
で
あ
る
の
に
反
し
、
義
務
は
他
か
ら
主
張
せ
ら
れ
て
こ
れ
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を
受
忍
す
る
こ
と
で
あ
り
、
法
律
関
係
は
こ
の
権
利
と
義
務
と
の
相
対
応
し
た
生
活
関
係
で
あ
る
こ
と
を
建
前
と
し
て
い
る
の
で
、

―
つ
事
が
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
上
自
己
矛
盾
に
陥
り
法
理
論
と
し
て
は
到
底
認
め
得
ら
れ

し
か
し
、
例
え
ば
、
選
挙
に
お
け
る
棄
権
防
止
の
た
め
に
、
選
挙
権
は
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
か
ら
棄
権
し
な
い

よ
う
に
と
、

い
う
よ
う
な
こ
と
は
世
上
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
に
も
法
理
論
と
し
て
選
挙
権
の
法
的
性

格
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
選
挙
に
お
け
る
棄
権
防
止
の
た
め
の
手
段
又
は
方
便
若
し
く
は
標
語
と
し
て
、
讐
論
的

に
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
今
日
の
法
律
観
念
と
し
て
は
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
選

挙
権
は
権
利
と
い
う
銀
点
に
立
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
義
務
の
視
点
に
立
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な

く
、
又
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
規
定
し
て
い
る
の
で
も
な
い
、

っ
て
、
右
の
ご
と
き
所
説
の
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
十
分
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
明
ら
か
な
事
実
に
よ

そ
れ
故
に
、
基
本
的
人
権
が
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
あ
る
と
い
う
所
説
が
、
基
本
的
人
権
の
大
切
で
あ
る
こ
と
従
っ
て
そ

の
濫
用
を
戒
め
る
手
段
方
便
と
し
て
、
単
に
臀
論
的
に
主
張
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
別
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
と

異
な
り
そ
の
所
論
が
基
本
的
人
権
の
一
般
的
性
格
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
十
世
紀
の
憲
法
に
お
け
る
基
本
的
人
権
の
盾
的
変

化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
所
説
に
は
右
に
述
べ
た
ご
と
き
理
由
に
よ
り
賛
同
す
る
こ
と
を
得
な

い
と
い
う
の
他
は
な
い
。
若
し
そ
れ
こ
の
第
二
説
の
ご
と
き
所
論
の
真
意
が
、
基
本
的
人
権
に
は
義
務
を
伴
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
第
三
説
た
る
今
―
つ
の
説
に
通
ず
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

一四
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を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
、
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
第
十
二
条
は
国
民
の
重
要
な
一
般
的
義
務
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
す
べ
て
の
個
々
の
基
本
的
人
権
に
伴
い
そ
の
行
使
を
制
約
す
る
一
般
的
基
本
義
務
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
日

基
本
的
人
権
濫
用
自
制
の
義
務
、
及
び
、
国
基
本
的
人
権
の
公
共
利
用
責
任
、

べ
て
の
個
々
の
基
本
的
人
権
に
随
伴
す
る
義
務
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

お
も
う
に
、
こ
の
説
の
所
論
に
お
い
て
、
憲
法
第
十
二
条
が
、
国
民
に
保
障
す
る
す
べ
て
の
個
々
の
基
本
的
人
権
に
関
す
る
憲
法

上
の
重
要
な
義
務
と
し
て
、
基
本
的
人
権
を
保
持
す
る
義
務
•
こ
れ
を
濫
用
せ
ざ
る
義
務
及
び
こ
れ
を
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
利
用

す
る
義
務
を
規
定
し
、
こ
れ
を
一
般
国
民
に
課
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
点
は
、
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
正
し
い
規
範
的
意
味

と
し
て
蓋
し
相
当
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
所
説
に
お
け
る
基
本
的
人
権
に
伴
う
義
務
と
か
又
は
そ
れ
に
随
伴
す
る

義
務
と
か
い
う
表
現
は
梢
々
と
も
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
義
務
が
基
本
的
人
権
に
内
在
す
る
制
約
で
あ
る
か
の
ご
と
く
誤
解
さ
れ
や

す
い
の
み
な
ら
ず
、
又
現
に
基
本
的
人
権
に
内
在
す
る
義
務
で
あ
る
と
主
張
す
る
向
き
も
あ
る
位
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
引
い
て
第
二

説
の
所
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
人
権
の
性
格
を
規
定
し
そ
れ
が
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
~
務
で
あ
る
か
の
ご
と
き
、

誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
る
の
で
、
そ
の
点
は
私
の
賛
成
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ノヽ三
憲
法
第
十
二
条
の
規
範
的
意
味

c
 

①
 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
権
利
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
認
め
ら
れ
た
所
以
の
理
由
が
専
ら
権

利
者
の
利
益
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
、
将
又
、
権
利
者
の
利
益
と
共
に
否
そ
れ
に
も
増
し
て
社
会
公
共
の
利
益
を
慮
っ
た
た

権
利
の
対
社
会
性
自
覚
の
捲
頭

め
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
当
該
国
家
社
会
に
と
り
必
要
で
あ
る
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

持
の
義
務
、
⇔

⑥
義
務
随
伴
説
さ
て
今
―
つ
の
他
の
説
に
よ
る
と
、

一五

「
憲
法
第
十
二
条
は
国
民
の
基
本
的
人
権
に
伴
う
一
般
的
基
本
義
務

基
本
的
人
権
保

の
三
つ
即
ち
こ
れ
で
あ
り
、
す
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②
憲
法
第
十
二
条
の
三
大
義
務

五
条
二
項
）
、

と
い
う
い
わ
ば
権
利
の
対
社
会
性
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
、

が
初
め
て
制
定
さ
れ
て
以
来
、
各
国
の
憲
法
に
お
い
て
も
亦
特
定
の
個
々
の
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
、
公
共
の
福
祉
に
よ
っ
て
制
約

せ
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
旨
の
規
定
を
次
第
に
設
け
る
に
至
っ
た
。

っ
て
制
約
す
る
に
至
っ
た
規
定
は
、

日
本
国
憲
法
以
外
未
だ
そ
の
例
を
見
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
は
第
十
二
条
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
に
指
摘
し
た
ご

と
く
権
利
の
対
社
会
性
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
二
十
世
紀
的
な
全
く
新
ら
し
い
理
念
に
基
き
、
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
す
べ
て
の

個
々
の
基
本
的
人
権
に
関
し
て
、
そ
の
前
段
に
お
い
て
「
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
保
持
す
る
義
務
」
を
、
又
そ
の
中
段
に
お

マ
ー
ル
憲
法
(
-
九
一
九
年
）
に
、

「
所
有
権
は
義
務
を
伴
う
。

秩
序
の
保
持
か
ら
福
祉
の
増
進
へ
と
、

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

二
十
世
紀
的
な
全
く
新
ら
し
い
理
念
に
基
く
憲
法
規
範

（
一
五

る
か
ら
、
そ
の
意
味
合
か
ら
す
れ
ば
権
利
は
元
々
す
ぺ
て
社
会
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代

ロ
ー
マ
法
以
来
、
「
自
己
の
権
利
を
行
使
す
る
も
の
は
、
何
人
に
対
し
て
も
不
法
を
行
う
も
の
で
な
い
」
、

と
い
っ
た
い
わ
ば
権
利
の

絶
対
性
が
公
然
と
許
容
さ
れ
る
に
至
り
、
中
世
は
お
ろ
か
近
世
に
至
る
ま
で
、
そ
う
い
っ
た
観
念
が
法
律
の
世
界
を
支
配
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
社
会
生
活
が
発
展
し
複
雑
化
す
る
に
つ
れ
て
、
或
は
他
の
利
益
が
無
視
さ
れ
て
他
人
の
権
利
が
侵
害
さ

れ
た
り
、
或
は
権
利
の
衝
突
に
よ
っ
て
社
会
の
混
乱
を
招
来
す
る
よ
う
な
結
果
と
も
な
り
、
本
来
社
会
の
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
す

る
法
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
社
会
の
秩
序
が
乱
れ
果
て
は
人
間
が
尊
重
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
、
甚
だ
皮
肉
な
矛
盾
し
た
社
会
現
象
を
生

起
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
弊
害
に
省
み
て
、
私
法
の
領
域
に
お
い
て
は
特
に
所
有
権
の
行
使
を
中
心
と
し
て
、
比
較
的
早
く

い
わ
ゆ
る
権
利
濫
用
の
法
理
が
発
達
し
、
そ
れ
が
漸
次
権
利
一
般
又
は
法
律
一
般
に
及
び
、
個
人
本
位
か
ら
社
会
本
位
へ
と
、
或
は

い
っ
た
法
律
観
が
次
第
に
醸
成
さ
れ
て
き
た
。
殊
に
第
二
十
世
紀
に
入
っ
て
ド
イ
ツ
の
ワ
イ

そ
の
行
使
は
同
時
に
公
共
の
福
祉
に
役
立
つ
べ
き
で
あ
る
」

し
か
し
、
基
本
的
人
権
一
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
公
共
の
福
祉
に
よ

一六
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(8) 

一
七

い
て
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
目
的
を
逸
脱
し
た
行
使
の
禁
止
、
即
ち
「
こ
れ
を
濫
用
せ
ざ
る
義
務
」
を
、
更
に
そ
の
後
段
に
お
い

て
す
べ
て
の
個
々
の
基
本
的
人
権
を
「
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
利
用
す
べ
き
義
務
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
、
国
民
に
対
し
て

基
本
的
人
権
に
関
す
る
憲
法
上
の
重
大
な
一
般
的
基
本
義
務
を
課
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
義
務
は

す
べ
て
の
個
々
の
基
本
的
人
権
の
行
使
に
対
す
る
制
約
と
な
り
、
そ
の
限
界
を
な
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
別
け
て
も
第

十
二
条
後
段
に
定
め
た
「
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
利
用
す
る
義
務
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
個
々
の
基
本
的
人
権
の
行
使
は
、

常
に
「
公
共
の
福
祉
」
の
た
め
に
、
即
ち
先
に
言
及
し
た
「
国
家
的
共
同
生
活
に
お
け
る
社
会
の
公
の
利
益
又
は
幸
福
」
の
た
め
に
、

常
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
結
局
、
憲
法
第
十
二
条
の
規
定
の
法
理
解
釈
と
し
て
は
、
本
条
は
権
利
の
対
社
会

性
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
い
わ
ば
二
十
世
紀
的
な
全
く
新
ら
し
い
理
念
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
の
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福

祉
即
ち
国
家
的
共
同
生
活
に
お
け
る
社
会
の
公
の
利
益
又
は
幸
福
と
の
調
和
を
図
ろ
う
と
す
る
法
意
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
基

本
的
人
権
の
行
使
は
決
し
て
無
制
限
で
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
憲
法
に
い
う
「
公
共
の
福
祉
」
の
内

容
の
具
体
化
は
先
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
所
詮
個
々
の
基
本
的
人
権
の
性
質
に
即
応
し
て
、
法
令
の
制
定
に
よ
り
或
は
裁
判
所
の
判

．
決
例
を
通
じ
て
定
ま
る
の
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
ご
と
く
国
民
の
人
権
意
識
の
発
達
の
未
だ
十
分
で
な
い
国
に
お
い
て
、
基

本
的
人
権
の
行
使
を
制
約
す
る
立
法
化
の
用
意
も
な
く
し
て
野
放
と
し
、
人
権
意
識
の
強
い
先
進
文
明
諸
国
に
お
い
て
い
わ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
「
明
白
に
し
て
現
在
の
危
険
」

(clear
a
n
d
 p
r
e
s
e
n
t
 
d
a
n
g
e
r
)
の
発
生
し
た
場
合
に
及
ん
で
、
初
め
て
こ
れ
を
制
約
す

る
こ
と
を
以
て
十
分
で
あ
る
と
な
す
が
ご
と
き
考
え
方
は
、
果
し
て
国
民
の
基
本
的
人
権
を
実
質
的
に
確
保
し
伸
張
し
う
る
か
否
か
、

公
共
の
福
祉
重
復
説
へ
の
批
判

可
成
り
問
題
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
憲
法
第
十
二
条
が
憲
法
第
十
三
条
以
下
に
定
め
る
す
べ
て
の
基
本

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界
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要
す
る
に
、

日
本
国
憲
法
は
す
で
に
検
討
し
た
ご
と
く
、

五

結

し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

語

条
の
場
合
は
基
本
的
人
権
の
行
使
の
仕
方
が
、

基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
と
い
う
こ
と
を
そ
の
一
大
根
本
理
念
と
し
て

的
人
権
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
第
十
二
条
に
定
め
る
「
公
共
の
福
祉
」
と
先
に
一
言
し
た
第
十
―
―
一
条
。
第
二
十
二
条
及
び

第
二
十
九
条
に
定
め
る
「
公
共
の
福
祉
」
と
は
、
明
ら
か
に
重
復
す
る
で
は
な
い
か
と
、
或
は
反
論
す
る
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な

し
か
し
そ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
反
論
は
或
は
一
見
如
何
に
も
最
も
ら
し
く
受
け
と
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

第
十
二
条
の

「
公
共
の
福
祉
」
と
第
十
三
条
。
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
九
条
の
「
公
共
の
福
祉
」
と
は
、
そ
の
用
い
方
が
異
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
論
者
が
全
く
気
づ
か
な
い
か
又
は
批
判
的
省
察
を
欠
い
て
い
る
が
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
お
も
う
に
、
第
十
二

「
公
共
の
福
祉
」
に
適
合
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
に
反
し
、
第
十
一
＿
一
条
•
第

二
十
二
条
及
び
第
二
十
九
条
の
場
合
は
そ
れ
ら
個
々
の
基
本
的
人
権
の
内
容
又
は
状
態
そ
の
も
の
が
、

る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
く
「
公
共
の
福
祉
」
と
い
っ
て
も
、
両
者
の
用
い
方
は
明
ら
か
に
右
の
ご
と
く
異
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
権
利
の
内
容
又
は
状
態
そ
の
も
の
が
「
公
共
の
福
祉
」
に
適
合
し
て
い
る
と
し
て
も
、
か

か
る
基
本
的
人
権
の
現
実
の
行
使
の
仕
方
が
宜
し
き
を
得
な
い
と
き
に
は
、
そ
れ
は
な
お
明
ら
か
に
第
十
二
条
に
い
う
「
公
共
の
福

祉
」
に
反
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
右
の
反
論
は
、
こ
の
間
の
法
理
を
忘
れ
た
か
又
は
意
識
し
な
い
が
た
め

に
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
反
論
は
明
ら
か
に
右
の
法
理
を
見
失
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
他
な
く
、
固
よ
り
到
底
賛
同

い
る
の
で
、
旧
帝
国
憲
法
に
比
較
す
る
と
は
る
か
に
多
く
の
基
本
的
人
権
を
認
め
こ
れ
を
国
民
に
保
障
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

ヽ
0`

＞ 

「
公
共
の
福
祉
」
に
適
合
す

一
八
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基
本
的
人
権
行
使
の
限
界

日
本
国
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、

他
の
一
面
に
お
い
て
は
憲
法
第
十
二
条
の
ご
と
き
規
定
を
設
け
て
、
す
べ
て
の
個
々
の
基
本
的
人
権
に
関
し
憲
法
上
重
大
な
三
つ
の

一
般
的
基
本
義
務
を
国
民
に
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
は
一
体
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

結
局
、
遺
憾
な
が
ら
憲
法
を
支
え
る
基
盤
た
る
わ
が
国
社
会
の
憲
法
意
識
に
お
い
て
、
先
進
文
明
諸
国
に
見
ら
れ
る
ほ
ど
未
だ
人
権

意
識
の
発
達
が
十
分
で
な
い
た
め
に
、
寧
ろ
積
極
的
に
広
く
す
べ
て
の
個
々
の
基
本
的
人
権
に
関
し
、

れ
を
保
持
す
る
義
務
」
を
は
じ
め
、

「
濫
用
せ
ざ
る
義
務
」
拉
び
に
「
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
利
用
す
る
義
務
」
を
国
民
一
般

に
課
し
、
依
て
以
て
、
個
人
の
基
本
的
人
権
行
使
の
利
益
と
、

一九

「
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
こ

「
公
共
の
福
祉
」
た
る
国
家
的
共
同
生
活
に
お
け
る
社
会
の
公
の
利

益
又
は
幸
福
と
の
調
和
を
図
る
に
如
か
ず
と
す
る
の
が
、
憲
法
第
十
二
条
の
法
意
に
他
な
ら
な
い
と
思
料
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、

「
基
本
的
人
権
」
の
行
使
は
決
し
て
無
制
限
で
は
な
く
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
も
亦
こ
れ
を
認
め

て
い
る
ご
と
く
、
そ
れ
は
「
公
共
の
福
祉
」
の
限
界
内
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
公
共
の
福
祉
は
権
利
の
対

社
会
性
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
二
十
世
紀
的
な
全
く
新
ら
し
い
理
念
に
基
き
、
基
本
的
人
権
行
使
の
限
界
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
ば
、
国
民
一
般
が
十
分
自
覚
す
る
こ
と
を
要
す
る
次
第
で
あ
る
。
戦
後
新
憲
法
の
制
定
実
施
後
、
わ
が
国
に
お
け
る
一
部

階
層
の
政
治
運
動
や
労
働
組
合
運
動
や
学
生
運
動
等
の
中
に
お
い
て
、
展
開
さ
れ
た
基
本
的
人
権
の
行
使
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
憲

法
の
規
範
意
識
に
省
み
て
か
な
り
反
省
す
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
憲
法
実
施
後
や
が
て
二
十
年
に
な
ろ
う
と
し
、

民
主
主
義
も
こ
の
国
社
会
の
土
壌
に
定
着
し
て
然
る
べ
き
今
日
、
基
本
的
人
権
の
行
使
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
憲
法
規
範
意

識
に
基
く
国
民
的
自
覚
が
、
こ
の
際
一
段
と
希
求
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
~
な
い
で
あ
ろ
う
。
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