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漏
国
凶「

環
境
行
政
法
に
お
け
る
公
益
、

個
別
的
利
益
、

共
同
利
益
」

一旦

理

格

は
じ
め
に

環境秩序への多元的アプローチ(1)

本
日
は
ど
う
い
っ
た
報
告
を
し
よ
う
か
と
多
少
迷
っ
た
わ
け
で
す
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ

l
マ
が
「
環
境
秩
序
へ
の
多
元
的
ア
プ
ロ
ー

チ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
複
数
の
実
定
法
学
の
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま

し
た
。
ま
た
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
趣
旨
で
も
、
「
よ
り
良
き
環
境
秩
序
の
再
生
・
維
持
に
向
け
た
多
元
的
な
ツ

l
ル
の
相
互
関
係
」

と
い
う
こ
と
で
多
元
性
を
強
調
し
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
環
境
利
益
や
環
境
秩
序
と
い
う
、
利
益
概
念
に
関
わ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
行
政
法
学
者
で
あ
り
ま
す
私
と
し
ま
し
て
は
、
特
に
環
境
行
政
法
に
関
す
る
利
益
面
に
重
点
を
置
い
た
話
を
し
た
方
が
良
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
制
度
的
仕
組
み
面
よ
り
は
公
益
と
私
益
と
の
関
係
等
の
問
題
点
に
絞
っ
て
ご
報
告
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
ま
し
た
テ
l
マ
を
若
干
修
正
い
た
し
ま
し
て
、
「
環
境
行
政
法
に
お
け
る
公
益
、
個
別
的
利
益
、

共
同
利
益
」
と
い
う
テ

l
マ
で
ご
報
告
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
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シンポジウム

そ
こ
で
レ
ジ
ュ
メ
に
沿
っ
て
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
「
は
じ
め
に
」
で
は
、
従
来
か
ら
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ

り
ま
す
が
、
我
が
国
の
環
境
法
は
、
企
業
活
動
に
伴
う
排
出
物
等
に
起
因
し
て
生
じ
る
生
命
、
身
体
等
に
対
す
る
重
い
損
害
や
被
害
の
発
生

と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
公
害
問
題
に
対
す
る
対
処
の
必
要
性
を
ス
タ
ー
ト
点
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
事
情
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
中

に
、
水
俣
病
を
は
じ
め
と
す
る
四
大
公
害
訴
訟
な
ど
が
位
置
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、

一
九
七

0
年
代
以
降
、
そ
う
し
た
企
業
活
動
対
被
害
者
と
い
う
タ
イ
プ
の
公
害
問
題
だ
け

で
は
な
く
て
、
道
路
、
空
港
、
鉄
道
な
ど
の
大
型
公
共
施
設
の
設
置
、
あ
る
い
は
そ
の
供
用
に
伴
っ
て
広
範
な
人
々
に
対
し
て
騒
音
や
大
気

汚
染
等
の
損
害
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

あ
る
い
は
公
共
事
業
に
よ
る
自
然
破
壊
等
の
問
題
も
、
環
境
問
題
あ
る
い
は
環
境
法
問
題
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
強
く
意
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
類
型
の
環
境
問
題
に
お
き
ま
し
て
は
、
要
す
る
に
企
業
活
動
対
そ
れ
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
る
人

格
被
害
と
い
う
よ
う
な
枠
組
み
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
よ
う
な
利
益
対
立
関
係
が
、
問
題
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
被
害
を
受
け
る
人
々
の
範
囲
が
非
常
に
広
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
道
路
利
用
あ
る
い
は
廃
棄
物
問
題
な
ど
を
想
定

し
ま
す
と
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
要
す
る
に
誰
も
が
い
わ
ば
被
害
者
と
も
な
り
得
る
し
、
逆
に
加
害
者
側
の
一
端
を
担
う
こ
と
に
も
な
り
得

る
と
い
う
類
型
の
環
境
問
題
や
公
害
問
題
が
、
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
う
し
た
環
境
問
題
の
変
容
の
中
で
利
益
対
立
観
が
従
来
の
よ
う
な
企
業
対
健
康
被
害
と
い
う
よ
う
な
ケ

l
ス
だ
け
で
は
捉
え
ら
れ
な
く

な
っ
た
わ
け
で
、
公
共
施
設
や
公
共
事
業
に
よ
っ
て
果
た
し
て
い
か
な
る
公
益
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
公
益
の
中
身
自

体
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
問
題
関
心
が
生
ま
れ
ま
す
し
、
ま
た
、
そ
う
し
た
公
共
事
業
に
対
し
対
置
さ
れ
る
べ
き
環
境
上
の
利
益
と
は
い
っ

た
い
何
な
の
か
、
そ
れ
は
公
益
で
も
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
環
境
上
の
公
益
と
は
何
な
の
か
等
の
問
題
も
、
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
以
上
に
よ
り
、
環
境
上
の
公
益
と
私
的
な
権
利
利
益
や
人
格
的
利
益
と
の
相
互
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
か

北法56(3・240)1278



と
い
う
問
題
意
識
が
醸
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
下
で
の
新
た
な
理
論
等
も
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
、
そ
う
し
た
環
境
問
題
あ
る
い
は
環
境
法
に
お
け
る
利
益
観
の
変
容
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
の
間
の
環
境
行
政
法
に
関
わ
る
特
に

重
要
な
事
件
や
訴
訟
を
い
く
つ
か
見
て
い
き
ま
す
と
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
二
つ
の
類
型
に
か
か
わ
る
事
件
や
訴
訟
が
重
要
な
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

環境秩序への多元的アプローチ 0)

第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
公
共
施
設
や
公
共
事
業
の
公
益
性
が
争
わ
れ
る
事
案
類
型
で
す
。
典
型
的
に
は
、
公
共
施
設
の
設
置
等
に
関
わ
る

収
用
事
業
あ
る
い
は
都
市
計
画
事
業
等
が
果
た
し
て
十
分
な
公
益
性
を
具
え
て
い
る
か
否
か
、
従
っ
て
、
実
体
的
に
適
法
な
も
の
と
見
な
し

得
る
か
否
か
が
争
わ
れ
る
ケ

l
ス
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
類
型
で
は
、
公
共
施
設
や
公
共
事
業
の
公
益
性
、
あ
る
い
は

そ
の
事
業
計
画
の
実
体
的
な
適
法
性
如
何
が
、
人
格
的
権
利
利
益
の
典
型
で
あ
る
生
命
、
健
康
、
身
体
等
の
個
別
的
利
益
と
の
相
関
関
係
で

決
定
付
け
ら
れ
る
と
い
う
ケ

l
ス
が
、
近
年
生
じ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
私
は
こ

の
事
案
類
型
を
、
「
公
益
へ
の
個
別
的
利
益
の
組
み
込
み
」
が
肯
定
さ
れ
る
ケ
I
ス
と
捉
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
は
全
く
逆
に
、
個
々
人
に
と
っ
て
の
個
別
的
利
益
の
保
護
法
益
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
個
別
的
保
護
法
益

性
の
成
否
問
題
が
、
公
益
目
的
と
の
相
関
関
係
で
決
定
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
ケ
l
ス
が
、
他
方
で
生
じ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
第
二
グ
ル

l

プ
の
事
件
で
あ
り
ま
し
て
、
私
は
こ
れ
を
、
「
公
益
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
個
別
的
利
益
の
法
的
保
護
利
益
性
」
が
肯
定
さ
れ
る
ケ
ー

ス
と
捉
え
て
い
ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
公
益
と
個
別
的
利
益
と
の
相
互
関
係
に
関
し
て
相
反
す
る
二
つ
の
変
化
が
、
同
時
に
生
じ
て
き
て

い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

公
益
へ
の
個
別
的
利
益
の
組
み
込
み

ilI
公
共
施
設
・
公
共
事
業
の
公
益
性
を
め
ぐ
る
事
件
を
例
に

北法56(3・241)1279 



シンポジウム

問
題
の
所
在

唱
，
Aそ

こ
で
ま
ず
第
一
の
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
公
共
施
設
設
置
事
業
や
公
共
事
業
等
の
公
益
性
が
個
別
の
人
格
的
諸
利
益
と
の
相
関
関
係
で

決
定
付
け
ら
れ
る
と
い
う
「
公
益
へ
の
個
別
的
利
益
の
組
み
込
み
」
ケ
l
ス
に
つ
い
て
、
簡
単
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
想

定
し
て
い
ま
す
の
は
、
要
す
る
に
公
共
事
業
や
公
共
施
設
の
設
置
の
た
め
の
都
市
計
画
事
業
や
収
用
事
業
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
従
来
の

公
害
訴
訟
タ
イ
プ
の
事
件
と
は
か
な
り
性
格
が
異
な
っ
て
い
ま
し
て
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
従
来
の
公
害
訴
訟
と
い
う
の
は
企
業
利

益
対
生
命
、
健
康
、
身
体
等
の
人
格
的
諸
利
益
と
の
対
立
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
共
施
設
関
係
の
事
件
に
な
り
ま
す
と
、

そ
の
施
設
自
体
の
公
益
性
や
当
該
公
共
事
業
自
体
の
公
益
性
が
関
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
と
の
対
抗
関
係
で
、
被
害
を
受
け
る
者
の
人
格
的
利
益

の
侵
害
の
程
度
や
態
様
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
被
害
を
受
け
る
の
が
む
し
ろ
自
然
や
歴
史
的
環
境
の
よ
う
な
一
種
の
公
益
で
あ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
場
合
は
、
公
共
事
業
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
地
域
開
発
等
の
公
益
と
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
自
然
や

歴
史
的
環
境
等
の
公
益
と
の
対
抗
関
係
が
生
じ
ま
す
。
こ
う
し
た
類
型
の
事
件
を
見
て
い
く
場
合
に
、
今
言
っ
た
よ
う
に
事
業
の
公
益
性
と

い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
事
業
や
施
設
が
果
た
し
て
公
益
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
に

お
い
て
、
例
え
ば
騒
音
問
題
や
大
気
汚
染
等
に
よ
る
人
格
的
利
益
の
侵
害
と
い
う
こ
と
が
果
た
し
て
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
か
と
い
う
と
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
点
が
重
要
で
す
。
両
者
の
関
係
を
い
か
に
と
ら
え
る
べ
き
か
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
事
件
が
、
今
日
、

生
(2) じ

て
き
て
しミ

る
と
し3

っ

と
で
す

公
益
四
公
益
対
立
型
の
公
共
施
設
訴
訟

こ
の
事
件
類
型
の
典
型
は
、
環
境
行
政
法
に
お
い
て
は
当
時
画
期
的
な
判
決
と
い
わ
れ
、
そ
の
後
な
か
な
か
そ
の
後
を
継
ぐ
判
例
が
な
か
っ

い
わ
ば
行
政
法
上
は
記
念
碑
的
な
判
決
と
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
事
件
、
い
わ
ゆ
る
日
光
太
郎
杉
事
件
で
す
。
こ
の
事

件
で
争
わ
れ
た
の
は
。
要
す
る
に
観
光
開
発
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
に
伴
う
観
光
客
の
誘
致
と
い
う
公
益
の
達
成
の
た
め
に
国
道
の
拡
幅

た
と
い
う
こ
と
で
、

北法56(3・242)1280



事
業
を
行
お
う
と
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
光
東
照
宮
の
地
域
内
の
杉
の
大
木
群
を
中
心
と
し
た
歴
史
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
な
価
値
な

ど
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
こ
れ
は
国
立
公
園
の
特
別
地
域
内
の
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ま
さ
に
開
発
に
よ
る
公
益

に
対
し
て
自
然
、
歴
史
、
丈
化
な
ど
の
公
益
が
対
峠
さ
れ
る
と
い
う
事
件
で
し
て
、
こ
の
意
味
で
、
公
益
対
公
益
聞
の
争
い
で
あ
り
ま
し
て
、

開
発
事
業
に
よ
る
公
益
と
人
格
的
利
益
と
の
対
抗
関
係
と
い
う
の
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
ケ

l
ス
で
す
。
こ
の
事
件
の
控
訴
審
判
決
は
、

収
用
事
業
の
認
定
の
際
に
、
事
業
に
よ
り
失
わ
れ
る
歴
史
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
な
価
値
等
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
十
分
に
考
慮
し
な
い
こ
と

は
違
法
で
あ
る
し
、
逆
に
そ
れ
を
軽
視
し
開
発
が
も
た
ら
す
利
益
の
み
を
考
慮
し
た
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
し
ま
し
て
、
要
す
る
に
適
正
な

環境秩序への多元的アプローチ(1)

利
益
考
慮
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
裁
量
権
の
逸
脱
濫
用
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
、
違
法
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
公
益
と
公
益
の
典
型
的
な
対
決
事
例
だ
と
思
う
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
近
い
の
が
北
海
道
の
二
風
谷
事
件
の
判
決
で
す
。

こ
れ
は
明
治
維
新
以
降
、
い
わ
ば
虐
げ
ら
れ
て
き
て
自
分
た
ち
の
土
地
を
奪
わ
れ
て
き
た
少
数
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
聖
地
で
あ
る

そ
の
場
所
を
収
用
し
て
、
そ
こ
に
ダ
ム
を
造
る
こ
と
の
公
益
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で
す
。
ダ
ム
に
よ
る
災
害
防
止
や
農
業
用
水
の
確
保
等
の

公
益
と
、
少
数
先
住
民
族
が
持
っ
て
い
る
歴
史
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
な
利
益
や
価
値
と
い
う
、
そ
れ
自
体
も
公
益
で
あ
る
諸
利
益
・
諸
価

値
と
が
、
正
面
か
ら
対
決
し
た
と
い
う
事
件
で
す
。
た
だ
、
後
の
議
論
と
も
関
係
し
ま
す
が
、
少
数
先
住
民
族
の
固
有
の
歴
史
、
文
化
、
宗

教
的
価
値
の
保
護
が
問
題
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
む
し
ろ
共
同
利
益
と
と
ら
え
る
べ
き
事
例
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
で
も
、
こ
の
事
件
の
場
合
も
先
ほ
ど
の
日
光
太
郎
杉
事
件
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
そ
う
し
た
少
数
先
住
民
族
と
し
て
の

歴
史
、
文
化
、
宗
教
的
諸
価
値
を
不
当
に
軽
視
し
て
十
分
な
調
査
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
裁
量
権
の
逸
脱
濫
用
に
当
た
る
と
い
う
理
由
で
、

~ti去 56(3 ・ 243)1281

違
法
で
あ
る
と
の
結
論
が
下
さ
れ
た
事
件
で
す
。

同
公
益
四
人
格
利
益
対
立
型
の
公
共
施
設
訴
訟

こ
の
種
の
事
件
、
特
に
日
光
太
郎
杉
の
よ
う
な
事
件
の
場
合
は
、
公
益
に
対
し
て
人
格
的
利
益
の
侵
害
が
問
わ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
は
言
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え
な
い
わ
け
で
す
が
、
近
年
、
騒
音
や
大
気
汚
染
に
よ
る
被
害
に
対
す
る
人
格
的
な
利
益
の
保
護
と
い
う
個
別
的
利
益
の
保
護
の
必
要
性
を
、

開
発
事
業
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
公
益
と
し
て
組
み
込
も
う
と
す
る
判
決
例
が
現
れ
て
い
ま
す
。
平
成
二
二
年
の
小
田
急
の
複
々
線
化
に
伴

う
高
架
化
事
業
に
関
す
る
訴
訟
の
第
一
審
判
決
(
東
京
地
判
平
成
一
一
一
一
年
一

O
月
一
一
一
日
判
時
一
七
六
四
号
=
一
頁
)
が
そ
の
一
つ
で
す
。
こ
の

事
件
の
高
架
化
事
業
に
は
、
一
方
で
は
鉄
道
の
本
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
通
勤
の
便
を
図
る
と
と
も
に
、
踏
切
を
廃
止
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
道
路
交
通
の
円
滑
化
、
い
わ
ゆ
る
聞
か
ず
の
踏
切
と
い
わ
れ
た
状
態
を
解
消
す
る
と
い
う
公
益
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
判
決
は
、
当
該
高
架
化
事
業
計
画
を
決
め
た
都
市
計
画
決
定
自
体
が
違
法
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
に
基
づ
く
事
業

認
可
自
体
も
違
法
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
下
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
理
由
付
け
が
重
要
で
あ
り
ま
し
て
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、

北法56(3・244)1282

平
成
五
年
の
都
市
計
画
決
定
の
時
点
で
、
す
で
に
当
時
そ
の
地
域
に
は
受
忍
限
度
を
超
え
る
よ
う
な
騒
音
被
害
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
鉄
道
路
線
の
複
々
線
化
、
高
架
化
に
関
す
る
都
市
計
画
決
定
を
行
う
際
に
は
、
も
う
す
で
に
存
在
し
て
い

る
受
忍
限
度
を
超
え
る
騒
音
被
害
を
解
決
す
る
た
め
に
は
い
か
に
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

当
該
都
市
計
画
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
騒
音
被
害
解
決
に
関
す
る
配
慮
が
ま
っ
た
く
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
も

そ
の
際
、
騒
音
被
害
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
高
架
化
と
い
う
方
法
で
は
な
く
て
地
下
化
(
ト
ン
ネ
ル
案
)
が
あ
り
得
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
を
経
た
上
で
は
な
い
よ
う
な
考
慮
に
基
づ
い
て
、
結
局
、
ト
ン
ネ
ル
案
は
格
段
に
費
用
が
か
さ

む
と
の
理
由
に
よ
り
、
ト
ン
ネ
ル
案
を
ほ
と
ん
ど
ま
じ
め
に
考
窟
せ
ず
に
高
架
化
案
を
採
択
し
た
。
こ
れ
は
、
考
慮
す
べ
き
事
項
を
十
分
に

考
慮
し
な
い
判
断
で
あ
っ
て
、
裁
量
権
の
逸
脱
濫
用
に
当
た
る
と
い
う
判
断
を
、
東
京
地
裁
は
下
し
た
わ
け
で
す
。

こ
の
判
決
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
当
該
都
市
計
画
決
定
お
よ
び
事
業
認
可
自
体
が
十
分
な
公
益
性
を
備
え
て
い
な
い
と
い
う
判
断
を
す
る

に
当
た
っ
て
、
受
忍
限
度
を
超
え
る
騒
音
被
害
の
実
態
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
重
視
し
た
と
い
う
点
で
す
。

次
に
ご
紹
介
す
る
、
昨
年
四
月
二
二
日
の
圏
央
道
あ
き
る
野
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
第
一
審
判
決
(
東
京
地
判
平
成
一
六
年
四
月
一
一
一
一
日



判
時
一
八
五
六
号
三
二
頁
)
も
、
騒
音
問
題
つ
ま
り
受
忍
限
度
を
超
え
る
騒
音
被
害
の
解
決
を
十
分
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
点
を
重
視
し

て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
違
法
な
事
業
計
画
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
下
し
た
点
で
は
小
田
急
高
架
化
訴
訟
判
決
と
ほ
ぼ
同
じ
考
え
方
で
あ
り

ま
す
。
実
は
裁
判
官
も
東
京
地
裁
の
民
事
第
三
部
の
当
時
の
藤
山
雅
行
裁
判
長
の
下
で
の
法
廷
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ

と
で
す
が
同
じ
よ
う
な
考
え
方
、
つ
ま
り
受
忍
限
度
を
超
え
る
騒
音
な
ど
の
解
消
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
と
い
う
点
で
は
、
共

通
し
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
判
決
は
、
実
は
小
田
急
訴
訟
以
上
に
さ
ら
に
二
歩
も
=
一
歩
も
前
へ
進
め
た
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
わ
け
で
、
ど
の
よ
う
な

意
味
で
か
と
言
い
ま
す
と
、
要
す
る
に
そ
う
い
う
受
忍
限
度
を
超
え
る
よ
う
な
道
路
や
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
い
う
の
は
、
す
で
に
こ
れ
は

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
で
い
う
と
こ
ろ
の
暇
庇
あ
る
営
造
物
に
当
た
る
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
行
政
法
で
は
、
道
路
の
安
全
性
と
い
う
意
味
で
は
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
一
般
に
、
そ
の
利
用
に
供
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
周
辺
住
民
な
ど
の
第
三
者
に
騒
音
被
害
等
を
も
た
ら
す
場
合
は
、

い
わ
ゆ
る
供
用
関
連
取
抗
と
い
う
概
念
、
あ
る
い
は
機
能

環境秩序への多元的アプローチ(1)

的
な
暇
庇
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
ま
た
国
賠
法
二
条
一
項
で
い
う
設
置
管
理
の
瑠
庇
に
当
た
る
と
考
え
て
き
て
い
ま
す
。

大
阪
空
港
訴
訟
の
国
賠
を
認
容
し
た
部
分
や
国
道
四
三
号
線
訴
訟
等
で
は
、
そ
う
い
う
理
解
の
下
で
国
賠
請
求
に
つ
い
て
は
認
め
て
き
て
お

り
ま
す
。
こ
の
判
決
は
、
ま
ず
、
大
阪
空
港
の
こ
の
判
示
部
分
と
四
一
二
号
線
訴
訟
を
援
用
い
た
し
ま
し
て
、
そ
う
い
う
機
能
的
暇
抗
を
持
つ

も
の
も
国
賠
法
二
条
で
い
う
と
こ
ろ
の
暇
庇
あ
る
営
造
物
に
当
た
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
上
で
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
暇
庇
あ
る
営
造

物
を
設
置
す
る
よ
う
な
収
用
事
業
と
い
う
の
は
、
土
地
収
用
法
上
も
違
法
な
事
業
計
画
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
わ
け
で
す
。
土
地
収
用
法
に

北法56(3・245)1283

い
わ
ば
黙
示
の
前
提
要
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
庇
あ
る
施
設
を

収
用
事
業
に
よ
っ
て
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
行
為
規
範
と
い
う
の
は
、
土
地
収
用
法
の
規
定
の
い
か
ん
に
か
か
わ
り
な
く
黙
示
の
前

提
要
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
と
、
そ
う
い
う
論
理
構
成
を
し
て
お
り
ま
す
。

は
、
そ
う
い
う
規
定
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
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こ
れ
は
実
は
学
説
上
は
今
ま
で
誰
も
主
張
し
な
か
っ
た
こ
と
を
判
決
が
言
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
驚
く
と
と
も
に
「
目
か
ら
ウ
ロ
コ
が

落
ち
た
」
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
行
政
裁
量
の
余
地
の
有
無
を
云
々
す
る
以
前
の
問
題
と

し
て
、
そ
も
そ
も
違
法
な
収
用
事
業
の
認
定
だ
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。

そ
の
上
で
、
し
か
し
こ
の
判
決
は
仮
に
国
賠
法
二
条
で
い
う
椴
庇
あ
る
営
造
物
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
当
該
事
業
が
収
用

法
上
た
だ
ち
に
違
法
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
場
合
を
想
定
し
、
そ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
小
田
急
訴
訟
の
第
一
審

判
決
と
同
様
の
論
理
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
受
忍
限
度
を
超
え
る
騒
音
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
施
設
の
建
設
計
画
が
争

わ
れ
る
ケ

l
ス
で
は
、
営
造
物
取
庇
を
帯
有
す
る
施
設
の
建
設
は
収
用
法
上
も
違
法
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
ま
す
と
、
そ
こ
か
ら

直
ち
に
都
市
計
画
事
業
認
可
の
取
消
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
一
方
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
前
提
を
採
用
し
な
い
場
合
に
は
、
受
忍
限
度
を
超

え
る
よ
う
な
騒
音
被
害
な
ど
を
適
正
に
考
慮
す
べ
き
と
こ
ろ
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
適
正
な
利
益
考
慮
を
果
た
し
て
い
な
い

し
、
そ
の
際
に
そ
う
し
た
問
題
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
な
代
替
案
に
つ
い
て
十
分
考
慮
し
て
い
な
い
の
で
、
裁
量
権
の
逸
脱
濫
用
に
当
た
り
違

法
で
あ
る
と
い
う
、
二
段
構
え
の
理
由
づ
け
に
よ
り
、
本
件
事
業
計
画
を
違
法
と
し
て
取
り
消
し
た
わ
け
で
す
。
国
賠
法
二
条
を
か
ま
し
た

議
論
と
、
そ
れ
か
ら
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
も
裁
量
権
の
逸
脱
濫
用
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
段
構
え
の
論
理
構
成
に
よ
り
、

い
ず
れ
に
し
て
も
違
法
な
事
業
認
定
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
結
論
づ
け
た
わ
け
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
小
田
急
高
架
化
事
件
及
び
圏
央
道
あ
き
る
野
イ
ン
タ
ー
事
件
に
お
け
る
こ
つ
の
東
京
地
裁
判
決
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し

た
よ
う
に
、
受
忍
限
度
を
超
え
る
騒
音
被
害
と
い
う
個
別
的
な
人
格
被
害
の
発
生
可
能
性
を
、
公
共
事
業
の
公
益
性
判
断
に
当
た
っ
て
の
決

定
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
重
視
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
違
法
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
下
し
た
わ
け
で
す
。

公
益
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
個
別
的
利
益
の
法
的
保
護
利
益
性

北1去56(3・246)1284



国
立
マ
ン
シ
ョ
ン
訴
訟
に
お
け
る
二
つ
の
住
民
側
勝
訴
判
決

唱
E
A他

方
、
第
二
の
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
「
公
益
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
個
別
的
利
益
の
法
的
保
護
利
益
性
」
の
肯
定
と
い
う
テ
ー

マ
に
移
り
ま
す
。
上
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
個
々
人
の
個
別
的
保
護
法
益
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
、
実
は
公
益
目
的

と
の
相
関
関
係
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
具
体
例
と
し
て
、
東
京
都
国
立
市
に
お
け
る
マ
ン

シ
ョ
ン
建
設
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
紛
争
と
の
関
係
で
い
く
つ
か
の
判
決
例
が
出
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
住
民
側
が
勝
訴
し
た
二
つ
の
判

決
を
取
り
上
げ
ま
す
。

こ
の
事
件
で
は
、
高
さ
約
二

0
メ
ー
ト
ル
の
イ
チ
ョ
ウ
及
び
桜
が
植
樹
さ
れ
た
幅
約
四
三
了
六
メ
ー
ト
ル
の
並
木
道
を
は
さ
ん
だ
沿
道
地

域
に
お
い
て
、
建
築
物
の
高
さ
を
二

0
メ
ー
ト
ル
以
下
に
抑
え
る
こ
と
に
よ
り
良
好
な
町
並
み
景
観
が
形
成
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

環境秩序への多元的アプローチ(1)

突
然
持
ち
上
が
っ
た
高
さ
四
三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
大
型
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に
よ
り
、
永
年
に
わ
た
る
住
民
の
努
力
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
良

好
な
景
観
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
地
域
住
民
は
、
訴
訟
を
通
し
て
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
を
食
い
止
め
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
、
完
成
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
違
反
部
分
を
撤
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
等
が
、
争
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
連
の
訴
訟
の
中
で
、
東
京
地
判
平
成
二
三
年
一
一
一
月
四
日
(
判
時
一
七
九
一
号
三
頁
)
は
、
住
民
が
東
京
都
の
建
築
指
導
事
務
所
長
を

被
告
に
提
起
し
た
行
政
訴
訟
に
関
し
て
、
行
政
庁
が
違
反
建
築
物
に
対
し
何
ら
の
是
正
命
令
権
限
(
建
基
九
条
一
項
)
も
行
使
し
な
い
こ
と

は
違
法
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
旨
の
判
決
を
下
し
た
も
の
で
す
(
判
決

a.)
。
当
時
の
行
政
事
件
訴
訟
法
上
は
そ
う
い
う
権
限
不
行
使
の

違
法
性
確
認
判
決
を
明
示
的
に
認
め
る
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

い
わ
ば
名
前
の
な
い
、
非
法
定
の
抗
告
訴
訟
と
し
て
、
そ
れ
を

認
め
た
と
い
う
判
決
で
す
。
以
下
で
、
行
政
訴
訟
と
い
う
の
は
こ
ち
ら
の
判
決
の
方
を
言
い
ま
す
。
他
方
、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
二
一
月

一
八
日
(
判
時
一
八
二
九
号
三
六
頁
)
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
付
近
の
住
民
が
民
事
差
止
め
訴
訟
を
起
こ
し
ま
し
て
、
高
さ
二

O
メ
l
ト

ル
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
の
撤
去
を
命
じ
る
判
決
を
勝
ち
取
っ
た
と
い
う
判
決
で
す
(
判
決
b
.
)
。

い
ず
れ
も
認
容
判
決
と
い
う
結
論
ば

北法56(3・247)1285
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か
り
で
は
な
く
て
、
そ
の
理
由
付
け
に
お
い
て
も
、
景
観
利
益
が
土
地
の
所
有
者
個
々
人
の
個
別
的
利
益
と
し
て
法
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き

北法56(3・248)1286

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
で
は
、
か
な
り
重
な
り
合
っ
て
お
り
ま
す
。

ω
二
つ
の
判
決
の
共
通
点

特
に
、
両
判
決
と
も
、
地
域
地
権
者
の
景
観
利
益
が
個
別
的
利
益
と
し
て
も
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
る
た
め
に
、
①
保
護
さ
れ
る

べ
き
景
観
の
範
囲
と
内
容
が
明
確
で
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
地
域
地
権
者
自
身
が
高
さ
制
限
を
守
り
財
産
権
制
限
を
受
忍
す
る
と
同
時

に
、
そ
れ
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
良
好
な
景
観
を
享
受
し
て
き
た
と
い
う
点
で
、
景
観
利
益
の
享
受
と
そ
の
た
め
の
自
己
規
制
・
自
己
犠
牲
と

が
「
互
換
的
利
害
関
係
」
(
判
決

a.
の
表
現
)
に
あ
る
こ
と
、
③
景
観
と
は
、
地
権
者
の
一
人
で
も
高
さ
制
限
等
の
規
制
を
逸
脱
し
た
建
築

物
を
建
築
し
自
己
利
益
の
み
を
追
求
す
る
な
ら
ば
、
直
ち
に
破
壊
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
良
好
な
景
観
を
維
持
し
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
良
好
な
景
観
の
享
受
と
引
き
換
え
に
自
ら
の
財
産
権
行
使
へ
の
制
限
を
受
忍
し
て
い
る
地
域
地
権
者
の
景
観
利
益
を
、
個
別

的
法
益
と
し
て
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
と
い
う
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
条
件
の
充
足
を
要
求
し
て
い
ま
す
。

q
J
 

二
つ
の
判
決
間
の
差
異

た
だ
、
こ
の
二
つ
の
判
決
間
に
は
多
少
の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
吉
田
先
生
も
こ
の
違
い
を
か
な
り
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
下
に
述
べ
る
と
お
り
、
行
政
訴
訟
に
関
す
る
判
決

a.
の
場
合
は
、
国
立
大
学
通
り
の
現
に
あ
る
特
定
の
景
観
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
い

わ
ば
具
体
化
さ
れ
た
公
益
と
い
う
ふ
う
に
ま
ず
捉
え
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
な
具
体
化
さ
れ
た
公
益
と
し
て
の
良
好
な
景
観
と
そ
れ
を

事
受
す
る
個
々
人
の
利
益
と
の
相
互
依
存
性
を
重
視
し
て
い
る
の
に
対
し
、
民
事
差
止
訴
訟
判
決
b
.
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
具
体
化
さ

れ
た
公
益
と
い
っ
た
よ
う
な
議
論
や
空
間
利
用
者
の
共
同
意
識
へ
の
依
存
性
と
い
っ
た
こ
と
に
は
全
く
言
及
し
て
い
ま
せ
ん
。

ま
ず
、
判
決

a.
は
、
「
並
木
通
り
の
高
さ
で
あ
る
こ

0
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
高
さ
の
建
築
物
で
構
成
さ
れ
る
景
観
と
い
う
、
客
観
的

な
基
準
に
よ
っ
て
、
そ
の
美
し
さ
の
維
持
が
法
的
に
図
ら
れ
た
大
学
通
り
と
い
う
特
定
の
景
観
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
具
体
化
さ
れ
た



公
益
」
と
捉
え
た
上
で
、
か
か
る
「
具
体
化
さ
れ
た
公
益
」
と
し
て
の
景
観
が
維
持
さ
れ
る
か
否
か
は
、
当
該
景
観
を
構
成
す
る
空
間
の
利

用
者
の
「
共
同
意
識
」
に
「
強
く
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
特
質
」
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
具
体
化
さ
れ
た

公
益
」
と
し
て
の
景
観
の
保
護
に
は
、
そ
の
よ
う
な
「
空
間
利
用
者
の
共
同
意
識
」
へ
の
強
い
依
存
性
と
い
う
特
質
が
あ
る
た
め
、
判
決

a.

の
場
合
は
、
特
定
の
優
れ
た
景
観
の
保
護
と
い
う
公
益
達
成
の
た
め
の
手
段
的
利
益
と
し
て
、
地
域
の
地
権
者
が
当
該
特
定
の
景
観
を
享
受

す
る
利
益
に
つ
い
て
も
、
「
個
々
人
の
個
別
的
利
益
」
と
し
て
の
保
護
利
益
性
を
承
認
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
論
理
構
成
を
と
っ
た
わ

け
で
す
。

環境秩序への多元的アプローチ(1 ) 

の
場
合
は
、
「
当
該
地
域
内
の
地
権
者
ら
は
、
自
ら
の
財
産
権
の
自

由
な
行
使
を
自
制
す
る
負
担
を
負
う
反
面
、
他
の
地
権
者
ら
に
対
し
て
、
同
様
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し

て
、
景
観
利
益
の
私
法
上
の
保
護
法
益
性
の
承
認
と
い
う
結
論
が
、
景
観
維
持
の
た
め
の
自
己
負
担
と
の
互
換
的
関
係
性
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト

に
導
か
れ
て
い
ま
す
。
判
決
b
.
の
場
合
、
「
具
体
化
さ
れ
た
公
益
」
と
し
て
の
特
定
の
優
れ
た
景
観
を
維
持
す
る
に
は
、
当
該
景
観
を
構

成
す
る
空
間
の
利
用
者
の
「
共
同
意
識
」
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
従
っ
て
、
当
該
景
観
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、

当
該
景
観
を
享
受
す
る
地
権
者
の
利
益
を
「
個
々
人
の
個
別
的
利
益
」
と
し
て
も
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
っ
た
論
理
は
展
開
さ
れ
て
い

な
い
の
で
す
。
判
決
b
.
が
重
視
す
る
の
は
、
む
し
ろ
、
「
広
く
一
般
社
会
に
お
い
て
も
良
好
な
景
観
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
」

こ
れ
に
対
し
、
違
法
部
分
の
撤
去
を
命
じ
た
民
事
差
止
め
判
決
b
.

地
権
者
に
生
じ
る
「
付
加
価
値
」
の
存
在
で
す
。

凶
公
益
と
個
別
的
利
益
の
媒
体
と
し
て
の
共
同
利
益

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
国
立
マ
ン
シ
ョ
ン
事
件
を
め
ぐ
る
二
つ
の
認
容
判
決
を
受
け
て
、
特
に
行
政
訴
訟
判
決
を
手
掛
か
り
に
考
え
ま
す
と
、

こ
の
行
政
訴
訟
判
決
で
述
べ
て
い
る
公
益
と
し
て
の
良
好
な
景
観
を
維
持
す
る
と
い
う
公
益
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
実
は
そ
の
空
間
を
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享
受
し
て
い
る
地
権
者
個
々
人
の
利
益
を
具
体
的
な
利
益
と
し
て
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
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際
、
空
間
利
用
者
の
共
同
意
識
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
議
論
は
景

観
利
益
を
い
わ
ば
共
同
利
益
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
い
う
志
向
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ま
す
。
行
政
訴
訟
の
方
の
判

決
が
言
っ
て
お
り
ま
す
空
間
利
用
者
の
共
同
意
識
に
依
拠
し
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
、
い
わ
ば
具
体
化
さ
れ
た
公
益
と
し
て
の
景
観
と
い
う
考

一
種
の
共
同
利
益
論
を
唱
え
た
も
の
と
い
う
ふ
う
に
見
て
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

え
方
と
い
う
の
は
、

四

む
す
び

以
上
を
踏
ま
え
ま
し
て
結
び
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
一
方
で
は
公
共
施
設
や
公
共
事
業
の
公
益
性
の
判
断
に
お
い
て
人
格
利

益
の
保
護
と
の
相
関
関
係
性
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
判
決
例
が
存
在
し
ま
す
。
他
方
で
、
個
々
人
に
と
っ
て
の
個
別
的
な
利
益
の
保
護

法
益
性
の
判
断
に
当
た
っ
て
、
実
は
公
益
目
的
の
達
成
と
の
関
連
性
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
公
益
と
私
益
と
の
相
互
依
存
性

を
示
唆
す
る
特
徴
的
な
判
決
例
が
、
特
に
近
年
現
れ
て
き
て
い
る
。
で
き
れ
ば
そ
う
し
た
傾
向
を
今
後
と
も
さ
ら
に
進
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
景
観
利
益
の
権
利
性
や
保
護
利
益
性
を
認
め
て
い
く
方
向
へ
と
向
か
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
開
発
事
業
や
公
共
事
業
の
決
定

等
の
際
に
重
視
す
べ
き
価
値
と
し
て
、
生
命
や
健
康
等
の
人
格
利
益
及
び
景
観
保
護
の
要
請
と
い
う
視
点
を
確
立
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

私
自
身
は
、
景
観
と
い
う
の
は
ア
メ
ニ
テ
ィ
!
と
い
う
言
い
方
で
従
来
か
ら
位
置
付
け
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
一
緒
に
配
布
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
こ
れ
は
ま
だ
校
正
段
階
の
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
『
都
市
計
画
』
と
い
う
雑
誌
の
二
五
三
号
掲
載
予
定
の
論

文
に
お
い
て
、
昨
年
制
定
さ
れ
た
景
観
法
に
関
す
る
紹
介
と
と
も
に
、
国
立
マ
ン
シ
ョ
ン
訴
訟
と
の
関
連
付
け
に
関
す
る
試
論
を
公
に
し
て

お
り
ま
す
。

景
観
法
と
い
う
の
は
か
な
り
画
期
的
な
法
律
で
あ
り
ま
し
て
、

日
本
の
土
地
利
用
関
係
の
諸
法
律
で
い
わ
ば
手
付
か
ず
だ
っ
た
よ
う
な
間
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隙
を
縫
っ
て
、
景
観
保
護
と
い
う
視
点
か
ら
計
画
的
か
つ
系
統
的
に
良
好
な
環
境
保
全
を
図
る
た
め
の
法
制
度
を
導
入
し
た
と
舌
守
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
景
観
計
画
及
び
景
観
計
画
区
域
と
い
う
新
た
な
計
画
制
度
を
、
都
市
計
画
区
域
と
は
相
対
的
に
独

立
し
た
制
度
と
し
て
設
け
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
都
市
計
画
区
域
の
中
に
は
景
観
地
区
と
い
う
も
の
を
指
定
で
き
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

い
わ
ば
通
常
の
優
れ
た
景
観
の
保
護
、
す
な
わ
ち
第
一
級
の
文
化
財
と
し
て
優
れ
た
景
観
だ
け
で

は
な
く
て
、
そ
の
地
域
の
持
色
を
よ
く
示
す
よ
う
な
景
観
や
、
当
該
地
域
の
自
然
、
歴
史
、
文
化
の
多
様
・
な
要
素
か
ら
な
る
よ
う
な
特
徴
的

な
景
観
等
を
計
画
的
に
保
護
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
法
制
度
で
す
。
さ
ら
に
、
違
反
者
に
対
し
て
は
非
常
に
厳
し
い
対
処
を
可
能
に
す
る

い
わ
ば
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
の
保
障
と
い
う
考
え
方
が
、
我
が
国
の
法
制
度
の
中
で
初
め
て
正

こ
う
し
た
区
域
・
地
区
指
定
に
よ
っ
て
、

と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

面
か
ら
確
立
す
る
可
能
性
が
聞
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ア
メ
ニ
テ
ィ

l
保
障
と
い
う
視
点
か
ら
し
ま
す
と
、

国
立
マ
ン
シ
ョ
ン
訴
訟
に
お
い
て
も
、

い
わ
ば
ア
メ
ニ
テ
ィ

i
保
障
を
い
か
に
個
別
的
保
護
利
益
と
し
て
保
護
の
対
象
に
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
が
、
私
は
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

環境秩序への多元的アプローチ(1)

そ
う
致
し
ま
す
と
、
国
立
マ
ン
シ
ョ
ン
訴
訟
の
判
決
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
突
出
し
た
判
決
で
あ
り
ま
し
て
、
実
際
、
そ
の
た
め
に
民

事
訴
訟
の
方
の
控
訴
審
判
決
は
、
む
し
ろ
伝
統
的
な
利
益
観
に
の
っ
と
っ
て
第
一
審
判
決
b
.
を
覆
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ

た
意
味
で
は
、
む
し
ろ
民
事
の
控
訴
審
判
決
の
方
が
、

い
わ
ば
我
が
同
の
法
律
学
の
世
界
で
は
常
識
的
な
考
え
方
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
を
何
と
か
突
破
し
よ
う
と
い
う
の
が
国
立
マ
ン
シ
ョ
ン
訴
訟
の
先
ほ
ど
紹
介
し
た
判
決
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
判
決

a.

b
.
が
打
ち
出
し
た
考
え
方
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
前
提
条
件
を
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
す
べ
き
な
の
か
と
考
え
ま
す
と
、
こ
れ
は
理
論

的
・
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
が
、
景
観
法
の
よ
う
な
そ
れ
自
体
は
公
益
と
し
て
の
景
観
保
護
を
目
的
と
し
た
法
律
が
制

定
さ
れ
、
そ
れ
が
定
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
ニ
テ
ィ

l
保
障
と
い
う
視
点
が
我
が
国
の
土
地
利
用
関
係
の
諸
法
律
の
中
に
確
立
す
る

こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
実
は
個
別
的
保
護
法
益
性
の
承
認
の
方
に
も
は
ね
返
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る や
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わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
か
な
り
整
備
さ
れ
た
法
制
度
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
ア
メ
ニ
テ
ィ

i
保
障
や
景
観
保
護
の
必
要
性
に
関

す
る
国
民
の
幅
広
い
共
通
認
識
が
確
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
権
利
性
や
保
護
法
益
性
と
い
う
の
が
確
立
し
て
い
く
の
で
は

な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
シ
ナ
リ
オ
を
描
き
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
気
が
致
し
て
お
り
ま
す
。
以
上
、
若
干
時
聞
が
オ
ー
バ
ー
い
た

し
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
て
報
告
を
終
了
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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