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一、

国
際
人
権
規
約
と
部
落
地
名
総
鑑
に
関
す
る
陳
情
の
た
め
に
、
国

連
日
本
代
表
部
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
を
訪
問
し
た
の
は
、
一
九
七
六

年
秋
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
で
に
国
際
人
権
規
約
は
三
五
ケ
国
の
批

准
を
経
て
世
界
的
に
効
力
を
発
し
（
三
月
一
一
一
一
一
日
）
て
い
た
。
私
の

国
際
人
権
規
約
に
関
す
る
要
請
に
た
い
し
、
応
対
し
た
広
報
担
当
官

は
「
私
は
人
権
関
係
に
は
暗
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
一
寸
お
待
ち
下

さ
い
」
と
い
っ
て
、
人
権
担
当
官
を
呼
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は

私
の
陳
情
に
た
い
し
「
国
連
は
百
五
○
ケ
国
も
参
加
し
て
い
ま
す
の

で
、
五
○
番
目
で
も
早
い
方
で
す
」
と
笑
い
な
が
ら
答
え
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
全
く
他
人
事
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。
重
ね
て
の
私
の

要
請
に
た
い
し
、
彼
は
「
昨
年
も
、
日
本
か
ら
も
喧
し
屋
の
小
母
さ

ん
連
中
が
よ
う
け
参
加
し
て
、
メ
キ
シ
コ
市
で
が
や
が
や
言
っ
て
い

た
が
、
何
の
事
に
な
る
こ
っ
ち
ゃ
あ
な
い
。
」
と
言
っ
た
の
で
あ

に
は
悪
い
く
せ
が
あ
る
。
日
本
の
恥
を
世
界
に
さ
ら
し
て
、
外
国
の

力
を
利
用
し
て
、
政
府
を
転
覆
せ
ん
と
す
る
不
運
の
輩
が
お
る
」
と

言
い
放
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

大
阪
に
お
い
て
「
国
際
人
権
規
約
批
准
促
進
大
阪
府
民
会
議
」
が

結
成
さ
れ
（
’
九
七
七
・
’
一
一
・
一
一
三
）
幹
事
長
を
仰
付
か
っ
て
い
ら

い
、
外
務
省
等
に
何
回
か
陳
情
し
た
。
幸
い
に
し
て
国
際
的
潮
流
と

国
内
世
論
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
日
本
政
府
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
国
連
本

部
に
お
い
て
署
名
し
、
つ
い
に
国
会
議
決
に
よ
り
、
批
准
国
と
な
っ

た
の
は
一
九
七
九
年
九
月
二
一
日
で
あ
る
。
世
界
第
六
○
番
目
と
い

う
次
第
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す

る
国
際
規
約
に
つ
い
て
の
撰
択
議
定
書
」
は
、
最
初
か
ら
保
留
し
た

ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
他
公
務
員
の
団
結
権
、
後
期
高
等
教
育
に
お
け

る
無
償
化
、
日
曜
祭
日
労
働
に
つ
い
て
の
賃
金
の
支
払
等
重
要
問
題

を
保
留
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
消
防
官
に
つ
い
て
も
警
察
官
同
様
と
み

な
す
と
い
う
解
釈
宣
言
を
わ
ざ
わ
ざ
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
政
府
の
人
権
に
関
す
る
国
際
的
怠
慢
と
遅
滞
は
一
一
八
に

お
よ
ぶ
国
連
の
関
係
す
る
人
権
条
約
の
う
ち
、
わ
ず
か
二
つ
し
か
条

約
を
批
准
し
て
い
な
か
っ
た
事
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
昨
年
七
月
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
お
け
る
「
女
性
に
た
い
す
る

あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
撤
廃
条
約
」
の
署
名
式
に
た
い
し
て
、
日
本

政
府
は
最
後
の
最
後
ま
で
、
署
名
を
し
な
い
と
い
う
、
消
極
的
姿
勢

を
と
り
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
幸
い
に
し
て
、
高
橋
女
性
大
使

国
際
人
権
規
約
と
日
本
の
差
別

ろ
。
私
は
咄
瑳
に
判
断
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
七
五
年
メ
キ
シ
コ
市

に
お
け
る
国
際
婦
人
年
世
界
大
行
動
の
大
会
が
行
れ
た
事
を
想
い
起

こ
し
た
の
は
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
呆
れ
た
後
、
私
は
話

題
を
「
部
落
地
名
総
鑑
」
問
題
に
転
じ
た
。
被
差
別
部
落
の
詳
細
な

調
査
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
印
刷
さ
れ
た
そ
の
書
物
は
、
対
象
者
の
戸

籍
謄
本
な
ど
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
簡
単
に
部
落
民
か
否
か

が
判
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
製
造
、
販
売
、
購
入
者
が
一
致
し
て

求
め
る
こ
と
は
、
そ
の
「
部
落
地
名
総
鑑
」
を
使
っ
て
、
部
落
民
を

採
用
し
な
い
こ
と
、
中
枢
に
据
え
な
い
こ
と
、
そ
し
て
結
婚
を
妨
害

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
重
大
な
人
権
侵
害
と
差
別
の
書
物
に
示

さ
れ
る
ご
と
く
、
部
落
民
に
対
す
る
差
別
は
誠
に
、
日
本
に
お
け
る

最
大
の
社
会
問
題
で
あ
る
。
早
急
に
、
克
服
す
べ
き
国
民
的
課
題
で

あ
る
か
ら
、
国
際
的
世
論
に
訴
え
て
、
日
本
政
府
が
一
日
も
早
く
、

こ
の
問
題
を
解
決
し
て
頂
く
よ
う
御
協
力
を
御
願
い
し
た
い
と
訴
え

た
の
で
あ
る
。
す
る
と
担
当
官
は
、
「
明
治
維
新
い
ら
い
、
日
本
人

と
こ
ろ
で
、
第
二
次
大
戦
後
、
国
際
連
合
憲
章
と
国
連
の
組
織
は

大
き
く
世
界
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
人
類
の
平
和
と
人
権

の
確
立
へ
の
祈
願
は
ま
す
ま
す
拡
大
し
、
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
て

を
は
じ
め
故
市
川
房
枝
女
史
な
ど
、
女
性
解
放
の
圧
力
の
中
で
、
署

名
は
終
え
た
も
の
の
、
日
本
に
於
け
る
厳
し
い
女
性
差
別
の
現
実
は

生
き
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
国
籍
法
に
お
け
る
父
系
主

義
、
即
ち
日
本
女
性
が
外
国
人
男
性
と
結
婚
を
し
た
場
合
、
日
本
国

籍
が
、
自
動
的
に
そ
の
子
に
与
え
ら
れ
な
い
た
め
に
、
現
実
に
無
国

籍
の
児
童
生
徒
が
生
ず
る
と
い
う
事
態
が
在
る
の
で
あ
る
。
日
本
の

教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
て
、
何
故
、
女
子
生
徒
に
の
み
家
庭
科
は

必
須
と
さ
れ
、
男
子
生
徒
は
撰
択
制
と
な
っ
て
い
ろ
か
の
合
理
的
説

明
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
生
活
保
護
に
お
け
る
支
給
費
の

男
女
差
別
も
合
理
的
説
明
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
女
性
差
別
は
、

労
働
の
機
会
に
お
い
て
、
家
制
度
下
の
社
会
的
生
活
に
お
い
て
、
す

べ
て
の
面
で
日
本
の
克
服
す
べ
き
現
実
的
問
題
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
法
律
的
に
表
象
す
る
も
の
は
、
日
本
の

象
徴
た
る
天
皇
の
皇
位
継
承
に
関
す
る
「
皇
室
典
範
」
の
条
文
で
あ

ろ
う
。
「
第
一
条
皇
位
は
、
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
が
、
こ

れ
を
継
承
す
る
。
」
の
で
あ
っ
て
明
確
に
性
の
差
別
は
条
文
化
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
不
充
分
な
が
ら
も
日
本
は
国
際
人
権
規
約
の
批
准
国

と
な
り
一
一
ヶ
年
が
経
過
し
た
○
一
九
八
○
年
一
○
月
一
一
○
日
、
政
府

は
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
第
四
○
条
に
基
づ

く
報
告
を
出
し
た
。
｜
言
で
い
え
ば
「
本
規
約
に
言
及
さ
れ
る
ほ
と

ん
ど
全
て
の
も
の
は
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
」

「
さ
ら
に
、
本
規
約
に
含
ま
れ
る
が
憲
法
に
含
ま
れ
て
い
な
い
権
利

は
す
べ
て
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
」
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
全

く
日
本
国
民
の
現
実
を
無
視
し
、
観
念
的
法
の
理
解
を
示
し
、
国
際

的
傲
慢
そ
の
も
の
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
か
っ
て
敗
戦
後
日
本

は
最
早
、
民
主
化
し
た
と
い
う
考
え
が
横
行
し
た
時
期
が
あ
っ
た

が
、
日
本
は
正
に
言
霊
の
幸
わ
う
国
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
が
生

れ
、
法
律
制
度
が
民
主
化
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
即
日
本
社
会
の
現

実
が
そ
の
よ
う
に
変
化
し
た
と
言
う
こ
と
の
誤
り
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
日
本
国
政
府
官
僚
の
頭
は
不
変
の
よ
う
で
あ
る
。

理
と
国
際
人
権
規
約
は
、
こ
と
平
和
主
義
と
民
主
主
義
と
基
本
的
人

権
主
義
に
お
い
て
は
完
全
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て

改
め
て
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
戦
争
を
宣
伝
煽
動
し
、

実
行
す
る
自
由
、
他
人
の
人
権
を
侵
害
し
、
差
別
を
宣
伝
煽
動
し
こ

れ
を
組
織
す
る
自
由
は
断
じ
て
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
断
じ
て
存
在
せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
自
由
で
あ
る
。

き
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
人
権
に
関
し
て
は
、
当
初
か
ら
国
際
人

権
章
典
の
作
成
が
企
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
国
家
に
た

い
す
ろ
法
的
拘
束
力
を
も
た
な
い
一
九
四
八
年
の
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
が

出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
言
う
な
れ
ば
人
権
章
典
の
総
論
部
門
で
あ

る
。
さ
ら
に
こ
の
宣
言
を
各
論
化
し
、
各
国
に
法
的
拘
束
力
を
も
つ

と
こ
ろ
の
国
際
人
権
規
約
が
国
際
条
約
と
し
て
採
択
さ
れ
た
の
が
一

九
六
六
年
一
一
一
月
一
六
日
の
第
二
一
回
国
連
総
会
で
あ
っ
た
。
こ
の

「
国
際
人
権
規
約
」
は
「
経
済
的
、
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
権
利
に

関
す
る
国
際
規
約
」
お
よ
び
「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す

る
国
際
規
約
」
と
す
で
に
記
し
た
「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に

関
す
る
国
際
規
約
に
つ
い
て
の
撰
択
議
定
書
」
の
二
つ
の
人
権
規
約

と
一
つ
の
議
定
書
の
一
一
一
つ
の
条
約
の
総
称
で
あ
る
。
一
言
で
言
っ
て

二
○
世
紀
人
類
英
智
の
結
晶
と
ま
で
言
わ
れ
ろ
。
第
二
次
大
戦
ま
で

の
悲
惨
な
人
類
の
争
い
と
殺
薮
へ
の
深
い
反
省
と
民
族
の
自
決
自

由
、
基
本
的
人
権
へ
の
志
向
が
あ
っ
た
。
と
く
に
内
外
人
平
等
の
原

則
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
在
来
、
国
籍
の
如
何
に
よ
っ
て
国

権
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
人
権
が
、
大
き
く
、
人
と
し
て
人
類
の
一

員
と
し
て
基
本
的
人
権
を
保
障
さ
れ
る
た
め
の
飛
躍
的
発
展
と
も
言

え
よ
う
。
さ
ら
に
戦
争
宣
伝
の
法
律
的
禁
止
、
レ
イ
ン
ズ
ム
（
差

別
主
義
）
の
煽
動
の
法
律
的
禁
止
の
要
求
も
、
人
類
と
国
家
の
．
未
来

が
差
別
の
な
い
、
平
和
で
自
由
平
等
な
人
権
擁
護
の
課
題
を
も
つ
こ

と
を
条
約
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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、

そ
の
第
一
に
す
で
に
述
べ
た
女
性
差
別
の
問
題
が
あ
る
。
女
性
は

就
職
時
に
差
別
さ
れ
、
初
任
給
に
お
い
て
、
企
業
に
お
け
る
教
育
訓

練
に
お
い
て
、
昇
進
に
お
い
て
、
日
常
の
仕
事
、
職
域
に
お
い
て
、

結
婚
、
妊
娠
、
出
産
、
職
場
結
婚
に
際
し
て
退
職
強
制
な
ど
の
差
別

を
う
け
、
さ
ら
に
定
年
制
に
お
い
て
差
別
を
受
け
る
場
合
が
多
い
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
男
女
賃
金
の
隔
差
は
一
○
対
六
と
言
わ
れ
る
程

に
低
い
水
準
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
賃
法
の
枠
外
に
置
か

れ
る
状
況
が
少
く
は
な
い
。
政
府
は
法
が
か
く
か
く
定
め
ら
れ
て
い

る
と
公
言
す
る
こ
と
よ
り
も
、
法
の
定
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
く

か
く
の
差
別
実
態
が
在
る
事
を
認
識
し
、
こ
れ
を
克
服
す
る
努
力
を

表
明
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
身
心
障
害
者
の
問
題
が
あ
る
。
今
年
「
国
際
障
害
者
年
」

に
あ
た
り
「
完
全
な
社
会
参
加
と
平
等
」
が
統
一
テ
ー
マ
と
さ
れ
国

際
的
統
一
行
動
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
現
実
は
、
障
害
者
の

歩
行
や
車
椅
子
の
進
行
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
建
造
物
、
街
々
の
至
る

所
に
障
害
が
つ
く
ら
れ
、
残
さ
れ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
ご
と
く
生

き
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
教
育
の
現
実
、
労
働
の
現
実
す
べ
て
は
差

別
の
厳
し
さ
の
み
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
態
の
把

握
と
克
服
の
道
が
示
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
政
府
は
世
界
に

た
い
し
て
己
れ
を
誇
示
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
ア
イ
ヌ
民
族
の
問
題
が
あ
る
。
「
’
九
七
一
一
年
当
時
で

は
、
ア
イ
ヌ
の
高
校
進
学
率
は
約
四
七
％
で
す
。
現
在
で
も
六
○
％

と
こ
ろ
で
、
日
本
国
家
は
第
二
次
大
戦
の
責
任
を
明
ら
か
に
し
、

大
日
本
帝
国
憲
法
を
日
本
国
憲
法
に
改
正
し
た
。
そ
れ
は
天
皇
主
権

を
否
定
し
、
「
主
権
は
国
民
に
存
す
る
」
と
す
る
重
大
な
主
権
の
交

替
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
天
皇
は
日
本
国
の
象
徴

で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権
の

存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
。
」
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
国
民
の
た
め

に
」
定
め
ら
れ
た
国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
」
戦
争
の
放
棄
（
武
力

の
不
行
使
・
戦
力
の
不
保
持
、
国
の
交
戦
権
の
否
認
）
を
定
め
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
保
障
し
、
「
基

本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
、
現
在

及
び
将
来
の
国
民
に
与
え
ら
れ
ろ
」
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
現
実
の
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
国
際
人
権
規
約
批
准
促
進
の

陳
情
に
対
し
、
某
人
権
擁
護
局
長
は
「
国
際
人
権
規
約
に
あ
る
戦
争

宣
伝
の
法
律
的
禁
止
と
人
種
差
別
主
義
の
法
律
的
禁
止
は
日
本
国
憲

法
に
定
め
る
一
一
一
一
口
論
の
自
由
に
抵
触
す
る
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
人
権
に
関
す
る
観
念
的
理
解
、
ま
た
は
曲
解
が
、
国
際
人
権
規
約

批
准
の
ネ
ッ
ク
と
な
り
怠
慢
の
言
訳
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
我

々
の
批
判
攻
撃
の
中
て
、
そ
の
後
政
府
は
そ
の
局
長
を
更
迭
し
、
そ

の
解
釈
を
改
め
批
准
に
ふ
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
原

ぐり
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１１国際人権規約と日本の差別
に
は
と
ど
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
全
国
平
均
九

三
％
と
は
か
な
り
の
差
が
あ
り
ま
す
。
生
活
保
護
受
給
率
は
一
般
の

五
倍
、
地
域
に
よ
っ
て
は
七
倍
あ
り
、
失
業
率
に
い
た
っ
て
は
一
一
ケ

タ
と
い
う
惨
た
る
状
態
で
す
。
職
業
分
野
に
つ
い
て
も
、
観
光
事
業

に
従
事
し
て
い
る
人
が
多
い
と
一
般
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
際

は
、
観
光
事
業
に
従
事
し
て
い
る
の
は
わ
ず
か
七
％
で
、
一
番
多
い

の
が
農
業
、
漁
業
の
第
一
次
産
業
、
し
か
も
零
細
漁
業
家
ば
か
り
で

す
。
日
雇
が
第
三
位
、
そ
れ
以
外
の
職
種
は
み
な
一
ケ
タ
台
の
ひ
じ

ょ
う
に
少
な
い
数
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。
差
別
の
実
態
に
つ
い
て

も
、
結
婚
、
就
職
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

で
、
き
び
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
」
（
「
日
本
に
お
け
る
差
別
と

人
権
」
（
成
田
得
平
氏
）
部
落
解
放
研
究
所
編
Ｐ
弧
）
と
い
う
状
況

に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
侵
略
し
同
化
し
て
差
別
す
る
状
況
は

日
本
の
歴
史
と
今
日
に
貫
徹
す
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
こ
の
状
況
が
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
被
差
別
的
実
態
に
明

ら
か
な
の
で
あ
る
。
差
別
の
最
も
深
刻
で
本
質
的
社
会
現
象
で
あ
る

失
業
現
象
は
六
七
万
人
と
言
わ
れ
る
在
日
韓
国
朝
鮮
人
に
顕
著
で
あ

る
。
「
法
務
省
の
入
管
当
局
が
「
入
管
白
書
』
の
中
で
発
表
し
た
資

料
に
よ
る
と
、
無
職
ま
た
は
職
業
不
詳
と
な
っ
て
い
る
者
が
四
○
万

人
近
く
お
り
、
子
ど
も
・
老
人
な
ど
働
く
能
力
を
有
し
な
い
者
を
除

い
た
と
し
て
も
、
全
体
の
半
数
が
職
を
も
た
な
い
か
、
定
職
に
つ
い

て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
残
り
の
二
五
万
の
人
び

数
者
・
弱
者
、
被
差
別
者
に
対
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
差
別
に
於
い
て
最
も
典
型
的
実
態
を
示
す
も
の
が
部
落
差

別
（
同
和
問
題
）
の
現
実
で
あ
る
。
一
九
六
五
年
日
本
国
政
府
の
諮

問
機
関
・
同
和
対
策
審
議
会
の
答
申
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
い

う
ま
で
も
な
く
同
和
問
題
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
る
人
間
の
自

由
と
平
等
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ

れ
た
基
本
的
人
権
に
か
か
わ
る
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
審
議
会

は
こ
れ
を
未
解
決
に
放
置
す
る
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
早
急
な
解
決
こ
そ
国
の
責
務
で
あ
り
、
同
時
に
国
民
的

課
題
で
あ
る
。
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
答
申
に
基
い
て
「
同

和
」
対
策
事
業
特
別
措
置
法
は
一
九
六
九
年
よ
り
一
○
ヶ
年
の
時
限

立
法
と
し
て
公
布
施
行
さ
れ
た
。
以
来
十
ヶ
年
の
時
限
立
法
は
三
ヶ

年
の
延
長
を
見
て
、
一
九
八
二
年
一
一
一
月
末
の
期
限
切
れ
を
目
前
に
し

て
い
ろ
。
十
三
ヶ
年
に
わ
た
っ
て
、
政
府
の
同
和
事
業
に
投
入
さ
れ

た
予
算
は
一
兆
五
千
億
近
く
に
な
っ
て
い
ろ
。
地
方
自
治
体
の
関
係

予
算
を
合
算
す
れ
ば
、
そ
の
二
倍
余
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に

被
差
別
部
落
の
環
境
改
善
は
大
き
く
進
歩
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
面

に
お
い
て
す
ら
具
体
的
恩
恵
を
受
け
た
地
区
は
半
数
に
と
ど
ま
る
の

で
あ
り
、
多
く
の
少
数
散
在
部
落
や
部
落
解
放
運
動
の
存
在
し
な
い

地
域
で
は
、
全
く
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
在
る
の
で
あ
る
。
政
府
は
一

千
に
余
る
被
差
別
部
落
の
実
態
す
ら
把
握
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
和
対
策
事
業
費
の
負
担
を
、
答
申
と
特
別
措
置
法
の
精

と
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
自
由
業
ま
た
は
単
純
労
働
者
で
す
。
こ
う

し
た
お
お
ま
か
な
数
字
だ
け
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
在
日
韓
国
・

朝
鮮
人
が
い
か
に
働
く
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
か
、
ま
た
働
け
た

と
し
て
も
、
自
分
の
希
望
す
る
職
業
を
選
択
す
る
機
会
が
否
定
さ
れ

て
い
る
か
が
推
定
で
き
ま
す
。
」
（
金
東
勲
氏
・
前
掲
書
Ｐ
肥
）
と

い
う
如
く
、
国
際
人
権
規
約
に
定
め
ろ
「
こ
の
規
約
の
締
約
国
は
、

労
働
の
権
利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
こ
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
適

当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
権
利
に
は
、
す
べ
て
の
者
が
自
由
に
撰
択

し
又
は
承
諾
す
る
労
働
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
機
会
を
得
る
権
利

を
含
む
」
と
い
規
定
と
は
程
遠
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
差
別

に
よ
っ
て
働
く
権
利
を
奪
わ
れ
た
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対
す
る
社

会
保
障
も
こ
れ
ま
た
差
別
的
な
の
で
あ
る
。
「
最
も
多
く
の
自
治
体

が
適
用
し
て
い
る
の
は
国
民
健
康
保
険
で
す
が
、
こ
れ
さ
え
三
、
一
一

五
七
あ
る
自
治
体
の
な
か
の
九
五
一
自
治
体
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
し

て
前
に
触
れ
た
国
民
年
金
は
「
ゼ
ロ
』
で
す
。
」
「
国
際
人
権
規
約

を
批
准
し
て
は
や
一
年
が
過
ぎ
た
と
い
う
の
に
、
国
民
年
金
の
被
保

険
者
資
格
を
定
住
外
国
人
に
認
め
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
国
民
年
金
法

が
被
保
険
者
資
格
者
を
『
日
本
国
民
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
外
国

人
を
積
極
的
に
排
除
す
る
も
の
で
す
。
」
（
前
掲
書
Ｐ
弘
）
と
い
う

実
態
が
在
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
差
別
と
い
う
人
権
侵
害
は
沖
縄
県
民
に
対
し
て
も
、

原
爆
被
爆
者
及
び
そ
の
子
孫
に
対
し
て
も
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
小

神
に
反
し
、
地
方
自
治
体
に
押
し
つ
け
た
た
め
、
市
民
の
差
別
意
識

は
顕
在
化
し
煽
動
さ
れ
、
被
差
別
部
落
へ
の
憎
悪
と
分
裂
の
状
況
は

む
し
ろ
激
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
育
に
お
け
る
格
差
も
全
般
的

水
準
の
向
上
に
よ
り
縮
少
さ
れ
て
き
た
が
、
実
態
は
な
お
深
刻
で
あ

る
。
と
く
に
高
校
に
お
け
る
学
力
の
隔
差
、
停
学
、
退
学
等
非
行
、
低

学
力
に
伴
う
隔
差
は
不
況
・
イ
ン
フ
レ
の
進
行
と
と
も
に
増
大
の
傾

向
す
ら
示
し
て
い
る
。
大
学
進
学
の
隔
差
は
一
層
甚
し
く
一
般
平
均

三
八
％
に
対
し
、
一
一
○
％
に
も
達
し
な
い
状
況
が
あ
る
。
こ
う
し
た

教
育
の
落
差
は
激
し
い
競
争
に
よ
り
一
層
加
重
さ
れ
る
と
と
も
に
試

験
に
よ
る
敗
北
と
な
り
就
職
の
機
会
を
失
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
加
え
て
陰
湿
な
差
別
は
九
種
類
も
発
見
さ
れ
て
い
る
「
部

落
地
名
総
鑑
」
な
ど
に
よ
っ
て
積
極
的
に
部
落
民
を
就
職
の
場
か
ら

排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
一
九
社
に
達
し
て
い
る
部
落
地
名
総

鑑
の
購
入
者
は
氷
山
の
一
角
で
あ
る
。
安
田
信
託
銀
行
の
如
く
、
こ

れ
を
購
入
し
、
コ
ピ
ー
し
、
支
社
に
配
布
し
て
、
具
体
的
に
身
許
調

査
に
使
用
し
て
、
部
落
出
身
者
を
不
採
用
に
し
た
と
認
め
る
企
業
は

正
直
な
例
外
と
な
っ
て
い
ろ
。
こ
の
た
め
に
部
落
の
失
業
率
は
日
本

国
民
平
均
一
一
・
一
一
％
内
外
に
対
し
、
約
十
倍
の
高
率
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
貧
困
と
教
育
水
準
の
低
さ
は
循
環
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
こ
う
し
た
現
実
が
ま
た
差
別
観
念
の
強
化
と
肯
定
に
つ
ら

な
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
封
建
的
家
制
度
と
階
級
制
度
は
こ
う
し
て

具
体
的
な
部
落
差
別
の
持
続
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
婚
の
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日
本
政
府
の
国
連
に
対
す
る
報
告
も
全
く
右
の
よ
う
な
状
況
を
示

し
て
い
る
。
無
意
識
か
意
識
し
て
か
人
権
侵
害
と
差
別
の
実
態
か
ら

目
を
つ
む
り
、
憲
法
と
法
令
の
文
字
を
羅
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

己
れ
の
正
し
さ
を
誇
示
し
、
差
別
の
現
実
を
覆
い
隠
す
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
が
町
田
氏
や
有
賀
氏
、
国
連
日
本
代
表
部
職
員
の
中

に
み
ら
れ
る
国
権
主
義
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
軍
国
主
義
の
拾
頭
に
衣
を
覆
っ
た
姿
で
あ
る
。
人
権
の
論
理
、

平
和
の
論
理
に
立
ち
返
り
、
撰
択
議
定
書
の
批
准
を
は
じ
め
、
公
務

員
の
団
結
権
、
高
等
教
育
の
無
償
化
、
日
曜
祭
日
の
賃
金
支
払
等
国

際
人
権
規
約
を
完
全
に
批
准
さ
せ
、
消
防
官
の
警
察
官
同
様
と
い
う

解
釈
宣
言
は
取
消
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
国
連
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
権
条
約
、
差
別
撤
廃
条
約
を
批
准
さ

せ
、
実
現
さ
せ
る
こ
と
は
日
本
国
民
の
今
日
の
課
題
で
あ
る
。
今
日

世
界
的
に
拾
頭
し
は
じ
め
て
い
る
ネ
オ
ナ
チ
ズ
ム
と
レ
イ
ン
ズ
ム
を

い
る
が
、
新
し
く
｛

露
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

差
別
に
よ
る
自
殺
の
悲
劇
も
あ
と
を
断
た
な
い
。

こ
の
よ
う
な
重
大
な
人
権
侵
害
の
社
会
問
題
を
抱
え
な
が
ら
政
府

自
民
党
の
姿
勢
は
誠
に
消
極
的
で
あ
り
、
か
つ
反
動
的
で
あ
る
。
一

九
七
八
年
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
三
ヶ
年
延
長
に
際
し
、
①

同
和
問
題
の
実
態
の
把
握
と
法
の
綜
合
的
改
正
、
②
自
治
体
超
過
負

担
の
解
消
、
③
国
民
啓
発
の
強
化
が
附
帯
決
議
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
政
府
は
何
一
つ
積
極
的
な
施
策
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
自
民
党
総
務
会
に
至
っ
て
は
同
日
、
こ
の
法
の
再
延
長
を
し

な
い
と
い
う
決
定
を
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
今
日
、
同
和
対
策
事
業

特
別
措
置
法
の
期
限
切
れ
を
来
春
一
九
一
八
二
年
一
一
一
月
末
日
の
自
前
に

ひ
か
え
、
自
民
党
員
を
加
え
る
過
半
数
の
国
会
議
員
が
こ
の
法
の
延

長
に
賛
成
し
、
一
二
○
○
を
超
え
る
自
治
体
が
こ
れ
を
要
求
す
る
に

至
っ
て
も
政
府
自
民
党
は
、
こ
の
法
の
延
長
に
つ
い
て
未
だ
に
態
度

を
明
確
に
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
か
、
法
の
打
ち
切
り
を
公

然
と
□
に
す
る
者
さ
え
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、

加
え
て
政
府
自
民
党
は
行
政
改
革
に
名
を
借
り
て
国
民
全
般
に
対

す
る
収
奪
と
支
配
の
強
化
を
、
福
祉
予
算
の
切
捨
て
と
、
人
権
の
制

限
と
縮
少
、
圧
迫
と
い
う
形
で
実
行
し
つ
つ
あ
る
。
国
際
人
権
規
約

の
平
和
人
権
の
理
念
と
条
文
に
反
し
、
日
本
国
憲
法
の
原
理
を
破
壊

し
、
憲
法
改
悪
の
日
程
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
日
本

か
も
知
ら
な
い
、
こ
の
よ
う
に
問
題
は
何
も
な
い
」
「
部
落
と
い
う

の
は
村
落
と
い
う
意
味
だ
」
「
日
本
共
産
党
と
部
落
解
放
同
盟
が
争

っ
て
い
る
の
は
金
の
問
題
だ
、
勝
っ
た
方
に
同
和
対
策
予
算
が
流
入

ろ
か
ら
だ
」
と
言
う
よ
う
な
意
味
の
発
一
一
一
一
□
に
よ
っ
て
マ
ー
チ
ン
・
カ

ネ
コ
に
対
す
る
散
々
な
反
対
を
し
た
の
で
あ
る
。
町
田
氏
、
有
賀
氏

は
事
実
の
追
及
に
対
し
、
こ
れ
を
認
め
、
｜
応
の
自
己
批
判
は
し
て

い
る
が
、
新
し
く
宗
教
教
団
及
び
大
学
の
差
別
の
実
態
は
次
々
と
暴

は
今
日
、
急
激
な
勢
い
で
、
軍
事
予
算
を
増
大
し
、
軍
備
を
増
強

し
、
軍
事
工
業
の
発
達
と
兵
器
の
生
産
、
外
国
へ
の
販
売
を
企
図
し

て
い
る
。
当
然
の
こ
と
に
、
軍
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
偏
狭
な
愛

国
心
教
育
が
、
具
体
的
に
教
科
書
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
内
外
人
平
等
の
思
想
ど
こ
ろ
か
、
偏
狭
な
民
族
主

義
と
排
外
的
思
想
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
へ
の
攻
撃
と
な
り
、
す

べ
て
の
差
別
心
を
煽
動
組
織
す
る
方
向
に
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
争
と
レ
イ
シ
ズ
ム
宣
伝
に
た
い
す
ろ
法
律
的
禁
止
は
今
日
の
具
体

的
必
要
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
別
の
厳
し
い
現
実
を
前
に
、
有

名
な
宗
教
家
、
町
田
宗
夫
曹
洞
宗
宗
務
総
長
（
当
時
）
の
ご
と
く
第

三
回
世
界
宗
教
者
平
和
会
議
（
一
九
七
八
・
プ
リ
ン
ス
ト
ン
）
に
お

い
て
、
「
日
本
に
は
部
落
差
別
は
も
は
や
な
い
、
｜
部
の
者
が
騒
い

で
い
る
だ
け
だ
、
日
本
国
の
恥
に
な
る
か
ら
部
落
問
題
と
い
う
言
葉

を
削
除
し
て
く
れ
」
と
再
三
主
張
し
、
つ
い
に
世
界
の
宗
教
者
の
部

落
問
題
に
対
す
る
注
目
と
解
決
的
課
題
を
消
滅
さ
せ
る
人
が
あ
ら
わ

れ
た
。
ま
た
東
大
社
会
科
学
研
究
所
教
授
有
賀
弘
氏
は
本
年
二
月
ベ

ル
リ
ン
自
由
大
学
に
お
け
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ー
ー
ー
ム
に
於
て
、
ウ
ィ

ー
ン
大
学
日
本
学
研
究
所
マ
ー
チ
ン
・
カ
ネ
コ
氏
の
同
和
問
題
に
関

す
る
研
究
発
表
に
た
い
し
て
、
「
日
本
に
は
も
う
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と

し
て
の
部
落
問
題
は
存
在
し
な
い
。
在
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
西
日

本
の
問
題
で
あ
る
。
現
に
私
の
妻
は
部
落
出
身
で
あ
る
が
、
本
人
も

そ
の
事
を
知
ら
な
い
、
私
の
妹
も
長
野
県
に
居
る
が
、
部
落
が
何
処

防
止
し
、
戦
争
を
阻
止
す
る
こ
と
は
正
に
人
類
史
の
当
面
す
る
緊
急

の
課
題
な
の
で
あ
る
。
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