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ＮＰＯ法人 環境文明２１ 

日本国憲法に「環境原則」を追加する提案（第四次案） 
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日
本
国
憲
法
に
「
環
境
原
則
」
を
追
加
す
る
提
案 

 
 

環
境
文
明  
は
、
平
成
十
六
年
七
月
よ
り
「
憲
法
部
会
」
を
設
け
、
日
本
国
憲
法
（
以
下
「
憲
法
」）
に
、
社
会
の
持

続
性
を
確
保
す
る
た
め
の
「
環
境
原
則
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
第
一
次
案
を

平
成
十
七
年
一
月
十
三
日
に
発
表
、
そ
の
後
検
討
を
重
ね
、
同
年
四
月
二
十
六
日
に
は
第
二
次
提
案
を
発
表
し
ま
し
た
。

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
を
基
に
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
第
三
次
案
を
同
年
十
月
二
十
六
日
に
公
表
し
、
政
党
、
政
治
家
は
も

と
よ
り
、
広
く
国
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
求
め
る
べ
く
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
を
通
じ
て
ご
審
議
し
て
い
た
だ
き

た
く
場
を
提
供
し
て
参
り
ま
し
た
。 

憲
法
は
、
国
家
統
治
の
基
本
的
事
項
を
定
め
、
他
の
法
令
で
変
更
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
国
家
最
高
の
法
規
範
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
憲
法
で
は
「
環
境
」
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
確
か
に
、
起
草
当
時
は
そ
の
必

要
性
は
少
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
現
在
の
、
地
球
温
暖
化
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
地
球
規
模
の
環
境
問
題
の
急

速
な
悪
化
、
廃
棄
物
や
化
学
物
質
の
量
の
増
大
や
質
の
変
化
な
ど
身
の
回
り
に
あ
る
環
境
問
題
は
、
私
た
ち
の
持
続
的
な

生
存
を
脅
か
す
レ
ベ
ル
に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
重
大
性
を
考
え
れ
ば
、
持
続
可
能
な
社
会
を
将
来
世
代
に
継
承
す
る
観

点
か
ら
、
環
境
の
保
全
と
い
う
人
間
の
生
活
や
経
済
活
動
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
基
本
的
事
項
を
憲
法
に
書
き
込
む
べ
き

時
期
で
あ
り
、
今
そ
の
努
力
を
怠
れ
ば
、
次
世
代
に
大
き
な
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

現
行
憲
法
の
三
原
則
と
さ
れ
る
①
主
権
在
民
（
国
民
主
権
）、
②
戦
争
の
放
棄
（
平
和
主
義
）
、
③
基
本
的
人
権
の
尊
重
、

と
並
び
、
社
会
の
持
続
性
が
重
要
な
課
題
と
な
る
今
世
紀
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
基
盤
で
あ
る
環
境
の
保
全

（
「
環
境
原
則
」
）
を
第
四
の
原
則
と
し
て
憲
法
に
明
確
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
私
た
ち
は
考
え
ま
す
。 

私
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
か
ら
五
年
以
上
の
月
日
が
経
ち
ま
し
た
が
、
国
会
に
お
い
て
も
、
ま
た
国
民
の
間

で
も
主
要
な
関
心
は
相
変
わ
ら
ず
足
元
の
経
済
問
題
に
集
中
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状
況
が
続
い
て
い

ま
す
。 

一
方
、
そ
の
間
、
温
暖
化
や
生
物
多
様
性
の
問
題
は
深
刻
の
度
を
増
し
、
国
連
や
各
種
の
サ
ミ
ッ
ト
の
場
等
で
は
、
そ

の
対
応
が
国
際
政
治
の
最
重
要
な
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
示
す
環
境
問
題
の
重
大
性
、
緊
急
性
に
か
ん
が
み
、
社
会
の
持
続
性
を
確
保
す
る
た

め
の
「
環
境
原
則
」
を
憲
法
に
追
加
す
る
よ
う
、
国
会
で
速
や
か
に
審
議
さ
れ
ま
す
こ
と
を
、
再
度
要
請
し
ま
す
。 

ま
た
、
こ
の
問
題
は
全
て
の
国
民
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
く
国
民
に
呼
び
か
け
、
と
も
に
働
き
か
け
て

い
き
ま
す
。 

 

な
お
、
本
提
案
は
、
第
三
次
案
（
平
成
十
七
年
十
月
二
十
六
日
提
出
）
に
必
要
な
修
正
を
加
え
、
改
め
て
私
た
ち
の
改

正
案
（
第
四
次
案
）
と
し
て
公
表
す
る
も
の
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
十
二
日 
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提
案
内
容
（
目
次
） 

  

１
． 

私
た
ち
の
提
案 

 
 
 
 
 

一 

前 
文 

 
 
 
 
 

二 

第
三
章 

環
境 

 
 
 
 
 

三 
｢

公
共
の
福
祉｣

の
概
念
の
明
確
化 

 

２
． 

私
た
ち
の
提
案
理
由 

（
１
）
環
境
問
題
は
人
類
生
存
へ
の
重
大
な
脅
威 

（
２
）
環
境
原
則
は
国
内
外
の
平
和
と
安
定
を
維
持
す
る
た
め
の
根
源
的
事
項 

（
３
）｢

公
共
の
福
祉｣

概
念
の
明
確
化 

（
４
）
環
境
学
習
の
最
大
の
契
機 

 

３
． 

補
足
説
明
（
Ｑ
＆
Ａ
） 

（
１
）
環
境
基
本
法
、
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
な
ど
、
環
境
法
令
は
体
系
的
に
整
備

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
改
正
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
、
憲
法
を
改
正

し
て
環
境
原
則
を
書
き
込
む
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

（
２
）
憲
法
に
環
境
原
則
が
入
る
こ
と
で
、
具
体
的
に
何
が
変
わ
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
持
続
可
能
な
社
会
と
は
ど
ん
な
社
会
な
の
か
。 

（
４
）
予
防
原
則
と
は
何
か
。 

（
５
）
環
境
条
項
は
他
の
主
要
国
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。 

（
６
）
第
九
条
と
の
関
連
性
に
つ
い
て 
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１
．
私
た
ち
の
提
案 

 
一 

前 

文 
 

日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
、
わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の

子
孫
の
た
め
に
、
諸
国
民
と
の
協
和
に
よ
る
成
果
と
、
わ
が
国
全
土
に
わ
た
つ
て
自
由
の
も
た
ら
す
恵
沢

を
確
保
し
、
政
府
の
行
為
に
よ
つ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意

し
、
こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
。
そ
も
そ
も
国
政
は
、
国

民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
権
威
は
国
民
に
由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者

が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ
の
福
利
は
国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の

憲
法
は
、
か
か
る
原
理
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔

勅
を
排
除
す
る
。 

 

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和

と
健
全
で
恵
み
豊
か
な
環
境
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支

配
す
る
崇
高
な
理
想

と
環
境
の
保
全
に
対
す
る
責
任
を
深
く
自
覚
す
る
の
で
あ
つ
て
、
平
和
を

愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら

と
将
来
世
代
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う

と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し

よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、
全
世
界

の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏

そ
し
て
環
境
の
破
壊
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に

持
続
可

能
な
社
会
に
生
存
す
る
権
利

と
そ
れ
を
維
持
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

 

わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
国
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
つ
て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法
則
に
従
ふ
こ
と
は
、
自
国
の
主
権
を

維
持
し
、
他
国
と
対
等
関
係
に
立
た
う
と
す
る
各
国
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。 

 

日
本
国
民
は
、
国
家
の
名
誉
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇
高
な
理
想
と
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を

誓
ふ
。 

  
 
 

（
注
） 

 

原
文
を
変
え
ず
、
提
案
を
太
字
で
追
加
。 

（
注
） 
 

環
境
と
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
基
盤
」
を
意
味
す
る
。 
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二 
 

第
三
章 

環
境 

 
三
の
一
条 

（
権
利
と
責
務
） 

 
 

何
人
も
、
地
球
の
営
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
生
命
の
基
盤
で

あ
る
健
全
で
恵
み
豊
か
な
環
境
を
享
受
す
る
権
利
を
有
す
る
と
と

も
に
、
こ
の
環
境
を
保
持
し
、
且
つ
将
来
世
代
に
継
承
し
て
い
く
責

務
を
有
す
る
。 

 

 

三
の
二
条 

（
国
の
責
務
と
国
民
の
参
画
） 

 
 

国
は
、
い
か
な
る
政
策
を
立
案
・
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、

環
境
の
保
全
を
優
先
し
、
人
と
環
境
が
調
和
し
た
持
続
可
能
な
社
会

の
構
築
を
目
指
す
と
と
も
に
、
そ
の
過
程
で
、
国
民
の
参
画
を
保
障

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

三
の
三
条 

（
予
防
原
則
） 

 
 
 

何
人
も
、
人
の
健
康
ま
た
は
生
態
系
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
事
態
に
対
し
て
は
、
科
学
的
知
見
に
不
確
実
性
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
予
防
原
則
に

立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

三
の
四
条 

（
国
際
協
力
） 

 
 
 

地
球
規
模
の
環
境
保
全
は
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
に
関
す
る
国
際
協
力
は
積
極
的
に

推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
  
 
 
 
 

（
注
） 

「
第
三
章 

環
境
」
は
、
現
行
憲
法
の
第
二
章
「
戦
争
の
放
棄
」
と
第
三
章
「
国

民
の
権
利
及
び
義
務
」
と
の
間
に
、
新
た
に
挿
入
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
も
の
で

あ
る
。 
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三 
｢

公
共
の
福
祉｣

の
概
念
の
明
確
化 

 

現
行
憲
法
の
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
九
条
中
に
あ
る
「
公
共

の
福
祉
」
の
概
念
の
中
心
に
「
持
続
可
能
な
社
会
の
創
造
と
維
持
」
を
据
え
る
こ
と
を
解
釈

の
上
で
明
確
に
す
る
。 
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２
．
私
た
ち
の
提
案
理
由 

  

現
行
憲
法
が
公
布
さ
れ
て
か
ら
、
間
も
な
く
六
十
四
年
と
な
る
。
こ
の
間
に
、
国
内
外
に

お
い
て
、
憲
法
を
と
り
ま
く
社
会
経
済
状
況
は
劇
的
に
変
化
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
激

変
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
基
盤
と
な
る
「
環
境
」
に
極
め
て
深
刻
な
脅
威
を
も
た
ら
し
て
い

る
が
、
そ
の
こ
と
は
現
行
憲
法
の
起
草
時
に
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
国
の

最
も
基
本
と
な
る
法
典
で
あ
る
現
行
憲
法
に
欠
け
て
い
る
「
環
境
原
則
」
を
追
加
す
べ
き
こ

と
を
、
私
た
ち
が
提
案
す
る
主
た
る
理
由
は
次
の
四
つ
で
あ
る
。 

 

（
１
）
環
境
問
題
は
人
類
生
存
へ
の
重
大
な
脅
威 

（
２
）
環
境
原
則
は
国
内
外
の
平
和
と
安
定
を
維
持
す
る
た
め
の
根
源
的
事
項 

（
３
）｢

公
共
の
福
祉｣

概
念
の
明
確
化 

（
４
）
環
境
学
習
の
最
大
の
契
機 
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（
１
）
環
境
問
題
は
人
類
生
存
へ
の
重
大
な
脅
威 

             

図２ 日本の真夏日日数の変化 図４ 日本の夏季（６･７･８月）の平均気温 

図３ 日本の豪雨日数の変化 

＊ 図１の出典：気象庁、気象統計情報 
＊ 図２、３、４の出典：東京大学気候システム研究センター、国立環境研究所、海洋研究開発機構地球環境フロンティア研究センター； 

広報資料「地球シミュレータによる最新の地球温暖化予測計算が完了―温暖化により日本の猛暑と豪雨は増加―」 

図１ 世界の気温変化 

現時点 

現時点 
現時点 
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・ 

最
も
重
大
な
問
題
と
さ
れ
る
地
球
温
暖
化
に
関
し
て
は
、
過
去
一
世
紀
余
り
の
間
に
地
球
の
平

均
気
温
は
上
昇
し
、
特
に
一
九
七
〇
年
以
降
は
急
激
に
上
昇
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
う
異
常
気

象
現
象
が
世
界
各
地
で
頻
繁
に
観
測
さ
れ
、
洪
水
、
土
砂
崩
れ
、
干
ば
つ
な
ど
の
形
で
、
人
間

の
生
活
や
経
済
活
動
に
も
大
き
な
被
害
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
最
新
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、

我
々
は
地
球
温
暖
化
の
「
序
の
口
」
に
い
る
に
過
ぎ
ず
、
将
来
さ
ら
に
厳
し
い
事
態
を
覚
悟
せ

ざ
る
を
得
な
い
。 

・ 

も
う
一
つ
重
要
な
地
球
規
模
の
環
境
問
題
と
し
て
生
物
多
様
性
の
損
失
が
あ
る
。
例
え
ば
、
生

物
種
の
状
況
だ
け
を
み
て
も
、
表
１
に
示
す
よ
う
に
激
減
の
過
程
に
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
全
て
の
生
命
の
基
盤
で
あ
る
環
境
の
状
況
は
、
人
類
の
存
続
に
も
関
わ
る
危
機

的
様
相
を
呈
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
憲
法
は
環
境
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
２
）
環
境
原
則
は
国
内
外
の
平
和
と
安
定
を
維
持
す
る
た
め
の
根
源
的
事
項 

・ 

二
十
一
世
紀
の
世
界
に
お
い
て
は
、
軍
事
的
に
国
際
的
な
紛
争
を
解
決
で
き
る
状
況
は
限
ら
れ

て
き
て
お
り
、
よ
り
総
合
的
な
力
で
、
人
類
の
平
和
と
安
定
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

・ 

第
九
条
が
規
定
し
て
い
る
平
和
主
義
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
六

十
九
億
人
を
超
す
世
界
人
口
の
中
に
、
極
端
な
貧
富
の
差
や
各
種
の
不
平
等
が
存
在
し
、
そ
れ

ら
を
温
床
と
す
る
テ
ロ
、
社
会
秩
序
の
崩
壊
、
さ
ら
に
は
気
候
変
動
に
伴
う
食
糧
や
水
資
源
の

供
給
の
不
安
定
化
、
生
態
系
の
劣
化
、
人
間
の
健
康
へ
の
脅
威
な
ど
、
深
刻
な
社
会
不
安
が
顕

在
化
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
第
九
条
に
規
定
さ
れ
た
平
和
主
義
の
み
で
は
、
国
内
外
の

平
和
と
安
定
を
維
持
す
る
の
は
困
難
な
時
代
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
二
十
一
世
紀
の
世
界
そ
し
て
国
家
の
平
和
と
安
定
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
世

表１ 生物種の絶滅の速度  

区分 速度（種/年） 

恐竜時代 0.001 

1600～1900 年 0.25 

1900 年 1 

1975 年 1,000 

2000 年までの 

25 年間平均（予測） 
40,000 

＊出典：N.マイヤーズ「沈み行く箱舟」より 
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界
平
和
を
維
持
す
る
た
め
の
様
々
な
努
力
に
加
え
て
、
地
球
環
境
の
保
全
と
そ
れ
に
基
づ
く
持
続
可

能
な
社
会
・
経
済
を
創
造
す
る
た
め
の
憲
法
上
の
根
拠
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。 

  

（
３
）｢

公
共
の
福
祉｣
概
念
の
明
確
化 

現
行
憲
法
の
第
十
一
条
に
お
い
て
、「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
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
へ
ら
れ
る
。」
と
し
て
い
る
一
方
で
、
第

十
二
条
に
お
い
て
は
、「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ

つ
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

つ
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
定
め
て
い
る
。
ま
た
第
十
三

条
に
お
い
て
は
、「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
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
の
国
政
の
上
で
、
最
大

の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。
」
と
し
て
い
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
国
民
の
自
由
及
び
権
利
を
制
約
し
う
る
重
要
な
概
念
と
し
て
「
公
共
の
福
祉
」
が
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
五
年
に
及
ぶ
、
衆
、
参
両
院
の
憲
法
調
査
会
の
議
論
に
お
い
て
も
「
公
共
の
福

祉
」
の
概
念
は
不
明
確
で
あ
り
、
分
か
り
に
く
い
と
し
て
、
言
葉
の
置
き
換
え
（
例
え
ば
、「
公
益
」
あ

る
い
は
、
「
公
の
秩
序
」）
、
解
釈
・
適
用
の
明
確
化
な
ど
の
意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
衆
院
の
報
告
書
に
お
い
て
も
、「
公
共
の
福
祉
と
は
何
か
を
明
確
に
す
る
た
め
、
そ
の
具
体
的

内
容
を
憲
法
に
明
記
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

私
た
ち
は
、
持
続
可
能
な
社
会
を
確
保
す
る
た
め
に
、
現
行
憲
法
に
「
環
境
原
則
」
を
導
入
す
る
こ

と
を
提
案
し
て
い
る
が
、「
公
共
の
福
祉
」
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
「
全
て
の
人
の
幸
福
」
と
い
う
あ
い

ま
い
な
解
釈
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
範
囲
を
時
間
的
に
は
次
世
代
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
、
担
い
手
に
つ

い
て
は
行
政
の
み
な
ら
ず
、
国
民
、
市
民
団
体
や
企
業
等
事
業
体
も
含
む
こ
と
を
前
提
と
し
、
持
続
可

能
な
社
会
を
構
築
し
維
持
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
全
て
の
人
の
幸
福
に
つ
な
が
る
も
の
」
で
あ
り
、「
公
共

の
秩
序
が
保
た
れ
た
状
況
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
公
共
の
福
祉
」
の
概
念
の
中

心
に
「
持
続
可
能
な
社
会
の
創
造
と
維
持
」
を
据
え
る
こ
と
を
解
釈
の
上
で
明
確
に
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
。 
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（
４
）
環
境
学
習
の
最
大
の
契
機 

 
憲
法
に
環
境
原
則
を
加
え
る
改
正
案
を
様
々
な
視
点
か
ら
議
論
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
環
境
問
題
へ

の
関
心
を
高
め
、
環
境
が
国
民
の
生
活
や
事
業
活
動
に
ど
う
関
係
す
る
か
を
考
え
る
機
会
に
な
る
と
と

も
に
、
国
の
あ
り
方
を
含
め
、
環
境
問
題
を
政
治
的
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
最
良
の

契
機
と
な
る
。
こ
の
検
討
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
、
国
民
が
自
ら
環
境
に
つ
い
て
考
え
学
ぶ
環
境
学
習

の
最
大
・
最
良
の
機
会
で
あ
る
と
私
た
ち
は
考
え
る
。 

 

  

以
上
、
四
つ
の
理
由
を
あ
げ
た
が
、
様
々
な
問
題
を
タ
ブ
ー
視
せ
ず
、
国
民
が
憲
法
を
自
分
の
問
題

と
し
て
受
け
止
め
て
議
論
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
国
家
の
国
民
と
し
て
の
当
然
の
責
務
で
あ
る
。「
環

境
」
こ
そ
は
「
平
和
」
と
と
も
に
憲
法
に
お
い
て
も
今
や
最
も
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
と
私
た
ち
は
考

え
る
。 
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３
．
補
足
説
明
（
Ｑ
＆
Ａ
） 

 

問
一
．
環
境
基
本
法
、
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
な
ど
、
環
境
法
令
は
体
系
的
に
整
備
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
ら
を
改
正
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
、
憲
法
を
改
正
し
て
環
境
原
則
を
書
き
込
む
必

要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

答
．
基
本
法
と
い
え
ど
も
、
数
あ
る
法
律
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
経
済
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
外
交
、
防
衛
な

ど
注
目
を
集
め
や
す
い
課
題
が
出
て
く
れ
ば
、
環
境
問
題
は
そ
の
影
に
置
か
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ

る
。
し
か
し
、
環
境
は
す
べ
て
の
生
命
の
基
盤
で
あ
り
、
そ
の
保
全
無
く
し
て
人
類
の
存
続
は
あ
り

え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
現
実
と
法
制
上
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
と
、
国
の
最
高
法
規
た
る
日
本
国
憲

法
の
中
に
、
環
境
保
全
に
関
す
る
国
全
体
の
取
組
方
針
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
。 

 

 

問
二
．
憲
法
に
環
境
原
則
が
入
る
こ
と
で
、
具
体
的
に
何
が
変
わ
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。 

 

答
．
国
の
方
向
性
が
持
続
可
能
性
の
追
求
に
向
け
て
明
確
に
な
り
、
環
境
問
題
の
重
要
性
が
法
制
上
も

明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
政
策
に
お
け
る
環
境
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
が
上
が
り
、
経

済
偏
重
か
ら
環
境
を
含
む
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
期
待
で
き
る
。 

 
 

例
え
ば
、
環
境
と
経
済
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
税
制
改
革
の
進
展
、
外
交
面
で
の
環
境
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
発
揮
、
環
境
保
護
に
関
す
る
訴
訟
手
続
き
の
容
易
さ
、
さ
ら
に
従
来
の
安
全
保
障
概
念
の

拡
大
な
ど
が
可
能
に
な
る
。 

  

問
三
．
持
続
可
能
な
社
会
と
は
ど
ん
な
社
会
な
の
か
。 

 

答
．
持
続
可
能
な
社
会
と
は
、
環
境
面
で
の
取
組
み
が
進
ん
だ
社
会
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
側

面
、
人
間
・
社
会
的
側
面
に
お
い
て
も
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
社
会
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ

う
な
社
会
で
あ
る
。 

・
有
限
な
地
球
環
境
の
中
で
、
環
境
負
荷
を
最
小
に
と
ど
め
、
資
源
の
循
環
を
図
り
な
が
ら
、



 

 12 

地
球
生
態
系
を
維
持
で
き
る
持
続
可
能
な
社
会 

・
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
費
用
と
便
益
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
状
態
に
あ
り
、
市
場

経
済
に
お
い
て
も
長
期
的
な
視
点
が
重
視
さ
れ
、
長
期
的
な
コ
ス
ト
負
担
も
厭
わ
な
い
社
会 

・
人
間
・
社
会
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
一
人
ひ
と
り
の
市
民
が
自
立
し
、
健
康
で
文
化
的
な
生

活
を
営
む
だ
け
で
な
く
、
自
然
・
次
世
代
・
他
の
地
域
な
ど
と
の
関
連
性
を
持
ち
、
多
様
な

豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
市
民
社
会 

  問
四
．
予
防
原
則
と
は
何
か
。 

 
 答

．
予
防
原
則
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
既
に
確
立
さ
れ
て
い
る
。 

①
リ
オ
宣
言
の
中
の
「
予
防
原
則
」 

「
環
境
を
保
護
す
る
た
め
、
予
防
的
方
策
は
、
各
国
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
広
く
適
用
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
深
刻
な
、
あ
る
い
は
不
可
逆
的
な
被
害
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
完
全
な

科
学
的
確
実
性
の
欠
如
が
、
環
境
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
の
費
用
対
効
果
の
大
き
い
対
策
を
延
期
す

る
理
由
と
し
て
使
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
（
「
環
境
と
開
発
に
関
す
る
リ
オ
宣
言
（
一
九
九
二
年
六

月
）
」
第
十
五
原
則
（
予
防
原
則
）
） 

②
フ
ラ
ン
ス
の
「
環
境
憲
章
（
二
〇
〇
四
年
六
月
）」
の
な
か
の
「
予
防
原
則
」 

「
科
学
的
な
知
見
に
不
確
実
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
害
の
発
生
が
、
環
境
に
対
し
て
、
重
大
か
つ

回
復
不
能
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
公
共
機
関
は
、
予
防
原
則
を
適
用
し
、
権

限
の
範
囲
内
で
、
リ
ス
ク
評
価
手
続
き
を
実
施
し
、
被
害
の
発
生
を
避
け
る
た
め
に
暫
定
的
か
つ
釣

り
合
い
の
と
れ
た
措
置
を
講
じ
る
よ
う
留
意
す
る
。
」（
フ
ラ
ン
ス
環
境
憲
章
第
五
条
よ
り
。
な
お
、

こ
れ
は
二
〇
〇
五
年
三
月
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
挿
入
さ
れ
た
。） 

 

問
五
．
環
境
条
項
は
他
の
主
要
国
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。 

 

答
．
多
く
の
主
要
諸
国
に
お
い
て
、
既
に
環
境
条
項
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、 

・
韓
国 

 

第
三
十
五
条
（
環
境
権
） 

①
全
て
の
国
民
は
、健
康
で
快
適
な
環
境
に
お
い
て
生
活
す
る
権
利
を
有
し
、
国
及
び
国
民
は
、

環
境
保
全
の
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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②
環
境
権
の
内
容
及
び
行
使
に
関
し
て
は
、
法
律
で
定
め
る
。 

 
 

・
ド
イ
ツ 

 

第
二
十
ａ
条
（
自
然
的
生
活
基
盤
の
保
護
義
務
） 

国
は
来
る
べ
き
世
代
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
た
め
に
も
、
憲
法
に
適
合
す
る
秩
序
の
枠
内
に

お
い
て
、
立
法
を
通
じ
て
、
ま
た
法
律
お
よ
び
法
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
、
執
行
権
お
よ
び
裁

判
を
通
じ
て
、
自
然
的
生
活
基
盤
を
保
護
す
る
。 

 
 

・
中
国 

「
国
家
は
、
生
活
環
境
と
生
態
環
境
を
保
護
、
改
善
し
、
汚
染
そ
の
他
の
公
害
に
対
す
る

対
策
を
進
め
る
」 

 

問
六
．
本
提
案
は
現
行
憲
法
に
環
境
条
項
を
追
加
す
る
だ
け
の
提
案
と
は
い
え
、
戦
後
六
十
余
年
以
上
も
護

り
つ
づ
け
て
き
た
平
和
憲
法
を
い
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
環
境
保
全
と
い
う
と
聞
こ
え
は
よ
い
が
、
そ
れ

は
第
九
条
の
改
憲
に
つ
な
が
る
突
破
口
と
な
る
事
が
強
く
懸
念
さ
れ
る
。
環
境
保
全
と
い
う
偏
狭
な
一

分
野
か
ら
の
追
加
提
案
は
、
平
和
憲
法
維
持
の
観
点
か
ら
は
迷
惑
で
あ
り
、
控
え
る
べ
き
で
は
な
い
の

か
。 

 

答
．
こ
の
提
案
は
、
私
た
ち
の
考
え
る
環
境
原
則
を
現
行
憲
法
に
追
加
し
て
ほ
し
い
と
の
要
請
で
あ
っ

て
、
第
九
条
問
題
に
は
、
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
今
日
の
気
候
変
動
な
ど
の
環
境
問
題
は

食
料
、
水
、
生
物
の
多
様
性
、
洪
水
、
干
ば
つ
な
ど
広
範
で
人
間
生
活
に
係
わ
る
問
題
に
直
結
し
て

お
り
、
安
全
保
障
の
問
題
に
も
係
わ
る
重
要
問
題
で
あ
る
の
で
“
偏
狭
な
一
分
野
”
の
問
題
と
は
全

く
考
え
て
い
な
い
。 
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電話 03－5483－8455（FAX 03－5483－8755） 
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