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聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
「
権
利
擁
護
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
権

利
」
と
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い

る
基
本
的
人
権
（
人
間
の
権
利
）

と
置
き
換
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
人
と
し
て
最
低

限
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
の
こ
と
で

す
。わ

が
国
で
は
、
医
療
技
術
や
薬

学
の
目
ざ
ま
し
い
進
歩
と
と
も
に

高
齢
者
の
増
加
に
歯
止
め
が
か
か

ら
ず
、
平
均
寿
命
が
上
昇
す
る
に

つ
れ
て
高
齢
化
社
会→

高
齢
社
会

→

超
高
齢
社
会
と
、
現
代
社
会
の

呼
称
が
そ
の
都
度
変
更
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

超
高
齢
社
会
が
進
展
す
る
と
認

知
症
（
昔
は
痴
呆
症
と
い
い
ま
し

た
）
に
な
る
方
が
高
齢
者
の
数
に

比
例
し
て
増
え
ま
す
。
認
知
症
に

な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
人
と
し
て

の
権
利
が
奪
わ
れ
る
訳
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
逆
に
奪
わ
れ
て
は
な
ら

な
い
の
で
す
。
人
間
で
あ
る
こ
と

に
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
す
か
ら
。

に
参
加
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
そ
の
者
が
最
低
限
２
分
の

１
に
当
た
る
父
親
の
権
利
が
き
ち

ん
と
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
他
の
相

続
人
と
交
渉
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
す
。
こ
の
父
親
の
権
利
を

代
弁
す
る
義
務
を
担
う
の
が
「
成

年
後
見
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
間
な

の
で
す
。

成
年
後
見
人
は
判
断
能
力
の
衰

え
た
方
の
財
産
を
適
正
に
管
理
し
、

そ
の
内
容
を
家
庭
裁
判
所
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
親
族

が
選
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

最
近
は
第
三
者
の
専
門
職
の
選
任

が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
そ
の

理
由
に
は
親
族
に
よ
る
本
人
財
産

の
横
領
が
あ
り
ま
す
。
誤
解
さ
れ

が
ち
で
す
が
、
成
年
後
見
人
は
ご

本
人
の
財
産
を
管
理
す
る
の
み
で
、

処
分
（
流
用
）
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

成
年
後
見
制
度
に
は
お
元
気
な

う
ち
に
将
来
後
見
人
と
な
る
人
を

予
め
契
約
で
決
め
て
お
く
「
任
意

後
見
」
と
、
実
際
に
判
断
能
力
が

衰
え
て
か
ら
家
庭
裁
判
所
に
選
ん

で
も
ら
う
「
法
定
後
見
」
が
あ
り

ま
す
。

成
年
後
見
制
度
は
、
本
人
の
権

利
や
財
産
を
守
る
制
度
で
あ
り
、

法
律
で
定
め
ら
れ
た
権
利
擁
護
の

方
法
の
一
つ
で
す
。
認
知
症
に
な

り
、
物
事
の
価
値
判
断
、
平
た
く

い
う
と
損
得
勘
定
が
分
か
ら
な
く

な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人

を
排
除
す
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の

権
利
の
否
定
に
つ
な
が
り
ま
す
。

親
族
と
し
て
は
そ
の
人
が
た
と
え

認
知
症
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
見

捨
て
る
の
で
は
な
く
、
ご
本
人
の

意
向
に
沿
っ
て
そ
の
人
ら
し
い
最

期
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
サ
ポ
ー

ト
す
る
姿
勢
が
重
要
な
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
困
り
ご
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
悩
む
ば
か
り
で
は

進
歩
が
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
余
市
町
に
は
様
々
な
相
談
支

援
機
関
が
あ
り
ま
す
の
で
、
成
年

後
見
も
含
め
本
人
の
「
権
利
擁
護
」

の
た
め
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

た
ま
た
ま
脳
の
一
部
に
病
気
が
発

生
し
て
判
断
機
能
や
記
憶
機
能
が

低
下
し
た
だ
け
な
の
で
す
。

例
え
ば
認
知
症
の
方
の
連
れ
合

い
が
亡
く
な
っ
た
場
面
を
想
像
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
父
親
が
認
知
症

で
そ
の
奥
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
場

合
に
、
子
ど
も
が
二
人
い
た
と
し

て
、
父
親
を
い
な
い
も
の
と
し
て

子
ど
も
た
ち
だ
け
で
勝
手
に
母
親

の
遺
産
を
分
け
て
し
ま
う
よ
う
な

場
面
が
考
え
ら
れ
ま
す
（
実
際
表

面
化
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
か
な

り
あ
り
ま
す
）。

こ
の
場
合
、
父
親
に
は
、
法
律

上
は
奥
さ
ん
の
遺
産
の
２
分
の
１

を
相
続
で
き
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
無
視
し
て
父
親
の
印
鑑
証

明
書
を
と
っ
て
父
親
に
無
断
で
書

類
に
実
印
を
押
せ
ば
、
父
親
の
存

在
が
全
く
否
定
さ
れ
、
父
親
に
は

何
の
財
産
も
行
き
渡
り
ま
せ
ん
。

本
来
は
、
こ
う
し
た
場
面
で
は
、

利
害
関
係
の
な
い
第
三
者
の
専
門

職
（
弁
護
士
・
司
法
書
士
・
社
会

福
祉
士
な
ど
）
等
が
、
父
親
の
代

わ
り
に
遺
産
を
分
け
る
話
し
合
い
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