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動
物
の
権
利

　

二
〇
〇
八
年
に
ア
メ
リ
カ
で
、
史
上
最
大
規
模
と
言
わ
れ
る
約

七
万
ト
ン
の
牛
肉
製
品
リ
コ
ー
ル
事
件
が
起
き
た
。
と
あ
る
食
肉

メ
ー
カ
ー
が
、「
へ
た
り
牛
」（
ダ
ウ
ナ
ー
）
と
呼
ば
れ
る
歩
行
困
難
な

牛
に
対
し
て
狂
牛
病
の
検
査
な
ど
を
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
出
荷
し
て
い

た
の
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
話
な
の
だ
が
、
元
は
動
物
愛
護
団
体
に

よ
る
肉
牛
虐
待
の
告
発
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
屠
殺
場
の
労
働
者

に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
暴
露
映
像
を
み
る
と
、
自
立
で
き
ず
に
「
へ

た
っ
て
」
い
る
牛
が
作
業
員
に
蹴
飛
ば
さ
れ
た
り
、
眼
を
棒
で
突
か

れ
た
り
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
で
突
き
上
げ
ら
れ
た
り
し
て
お
り
、
確

か
に
憐
れ
な
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の「
非
人
道
的
な
取
り
扱
い
」の

咎
で
、
同
メ
ー
カ
ー
に
は
動
物
虐
待
事
件
と
し
て
史
上
最
大
の
罰
金

支
払
い
が
命
じ
ら
れ
た
。

　
「
虐
待
」と
し
て
事
件
化
さ
れ
る
事
例
は
多
く
の
人
々
の
注
意
を
引

く
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
食
肉
用
の
畜
産
は
動
物
の
殺
害
を
予
定

し
て
営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
工
業
化
さ
れ
た
現
代
の
畜
産

業
で
は
効
率
化
の
た
め
に
、
動
物
た
ち
は
極
め
て
不
自
然
な
管
理
の

下
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
こ
で「
動
物
の
権
利
」へ

の
配
慮
を
唱
え
る
論
者
た
ち
は
、
飼
育
場
や
屠
殺
場
に
お
い
て
家
畜

が「
人
道
的
」に
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
訴
え
、
そ
の
一
部
は
倫
理
的
な

使
命
感
か
ら
菜
食
主
義
を
主
張
し
て
も
い
る
。

　

こ
の「
動
物
の
権
利
」と
い
う
も
の
は
、
倫
理
上
の
問
題
の
中
で
も

と
り
わ
け
明
快
に
論
ず
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
屠

殺
や
解
体
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
て
不
快
感
を
催
す
人
は
少
な

く
な
く
、
小
さ
な
檻
の
中
で
自
由
を
奪
わ
れ
た
家
畜
の
姿
に
は
憐
れ

み
や
同
情
を
覚
え
る
も
の
だ
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
先
進
国
で
は

国
民
の
九
割
以
上
が
動
物
の
肉
を
平
然
と
常
食
し
て
お
り
、
そ
の
た

め
に
日
々
夥
し
い
数
の
家
畜
が
、
野
生
動
物
に
比
べ
れ
ば
極
端
に
短

い
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
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増
加
す
る
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン

　

倫
理
学
者
の
Ｐ
・
シ
ン
ガ
ー
は
一
九
七
五
年
に
出
版
し
そ
の
後
改

訂
を
重
ね
て
い
る『
動
物
の
解
放
』の
中
で
、
動
物
実
験
や
畜
産
に
お

け
る「
非
人
道
的
な
取
り
扱
い
」の
事
例
を
膨
大
に
挙
げ
な
が
ら
、
そ

の
改
善
を
訴
え
て
い
る
。
シ
ン
ガ
ー
は
倫
理
学
者
と
し
て
は
珍
し
く

「
功
利
主
義
者
」を
名
乗
っ
て
お
り
、
彼
の「
動
物
の
権
利
」論
も
功
利

主
義
の
原
則
を
動
物
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
苦
痛
が
苦
痛
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
人
間
に
お
い

て
で
あ
れ
そ
の
他
の
動
物
に
お
い
て
で
あ
れ
大
差
な
い
の
で
あ
り
、

苦
痛
の
抑
制
と
快
楽
の
増
進
を
目
標
と
す
る
功
利
主
義
者
な
ら
ば
、

動
物
の
苦
痛
を
人
間
の
苦
痛
と
同
じ
よ
う
に
気
に
か
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
論
理
の
延
長
で
シ
ン
ガ
ー
は
、
菜
食
は
肉
食
よ
り
も

倫
理
的
な
の
だ
と
主
張
す
る
。
功
利
主
義
の
立
場
か
ら
は
苦
痛
の

量
が
問
題
と
な
る
の
で
、
苦
痛
を
催
す
「
感
覚
」
を
持
た
な
い
（
と
言

え
る
の
か
ど
う
か
確
証
は
な
い
が
）
植
物
は
、
食
べ
て
も
問
題
が
な
い
ら

し
い
。
ま
た
、
肉
食
の
習
慣
を
即
座
に
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

し
て
も
、
食
肉
の
需
要
を
減
ら
す
こ
と
や
、
動
物
に
与
え
る
苦
痛
の

大
き
い
飼
育
・
屠
殺
方
法
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
は
、
功
利
主
義
的
に

正
し
い
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
運
動
の
甲
斐
も
あ
っ
て
、
先
進

各
国
で
は
こ
こ
半
世
紀
ほ
ど
の
間
に
動
物
虐
待
を
禁
ず
る
法
整
備
が

進
め
ら
れ
、
家
畜
の
取
扱
い
が
あ
る
程
度
残
酷
さ
を
減
じ
た
も
の
と

な
っ
た
。

　

ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
は
こ
こ
二
、三
十
年
で
数
倍
に
増
え
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
幅
も
あ
る
が
い
く
つ
か
の
調
査
結
果
を
総
合
す
る
と
、

日
・
米
・
英
・
独
・
豪
な
ど
の
各
国
で
は
現
在
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
性

食
品
を
拒
否
す
る
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
が
一
％
前
後
、
そ
し
て
卵
や
魚
な
ど

を
許
容
す
る
人
を
含
め
た
広
い
意
味
で
の
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
は
数
％
か

ら
十
％
前
後
存
在
す
る
よ
う
だ
。

　

彼
ら
が
菜
食
に
傾
倒
し
た
き
っ
か
け
や
そ
れ
を
継
続
し
て
い
る
理

由
に
つ
い
て
も
、
様
々
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
Ｐ
・
ロ
ジ
ン
ら

が
一
九
八
七
年
に
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
の
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
一
一
九
名

に
対
し
て
行
っ
た
調
査
で
は
、
初
め
て
菜
食
を
実
践
し
始
め
た
時
の

理
由
と
し
て
、「
動
物
に
苦
痛
を
与
え
、
殺
し
、
彼
ら
の
権
利
を
侵

害
す
る
こ
と
の
倫
理
上
の
問
題
」を
挙
げ
た
人
と
、「
菜
食
が
肉
食
よ

り
も
健
康
に
良
い
こ
と
」
を
挙
げ
た
人
が
、
と
も
に
二
～
三
割
ず
つ

存
在
し
て
い
た
。
ま
た
二
〇
一
九
年
に
Ｄ
・
Ｌ
・
ロ
ー
ゼ
ン
フ
ェ
ル

ド
ら
が
英
語
圏
の
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
数
百
名
を
対
象
に
行
っ
た
複
数
回

に
わ
た
る
調
査
で
は
、
三
〇
％
弱
が
動
物
の
権
利
、
四
〇
％
が
自
身

の
健
康
、
五
～
六
％
が
環
境
へ
の
影
響
を
、
菜
食
を
実
践
す
る
理
由

に
挙
げ
て
い
る
。

菜
食
主
義
の
批
評
的
意
義

　
「
主
義
」に
ま
で
高
め
ら
れ
た
菜
食
に
は
不
自
然
な
と
こ
ろ
が
い
く
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つ
も
あ
る
し
、
菜
食
化
の
理
由
で
一
、二
位
を
争
う
「
動
物
の
権
利
」

と
い
う
理
念
も
簡
単
に
腑
に
落
ち
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
う
は

言
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
身
動
き
の
出
来
な
い
特
殊
な
檻
に
囚
わ
れ
、

若
く
し
て
屠
殺
さ
れ
る
動
物
に
憐
憫
を
覚
え
る
の
は
ご
く
自
然
な
感

情
で
あ
り
、
ペ
ッ
ト
が
家
族
の
一
員
と
化
し
て
人
間
並
み
の
権
利
が

与
え
ら
れ
る
の
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
菜
食
主
義
を
社
会
規
範

と
す
る
こ
と
に
同
意
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
そ
の
心
情
が
理
解
で
き

な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
菜
食
の
思
想
が
現
代
の
食
文
化
に
対
し

批
評
的
意
義
を
持
つ
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　

菜
食
主
義
者
が
言
う
通
り
、
生
命
に
ま
つ
わ
る
我
々
の
倫
理
観
が

さ
し
て
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
く
、
多
分
に
ご
都
合
主
義
的
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
Ｂ
・
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
ら
が
二
〇
一
二
年
に

行
っ
た
実
験
で
は
、
人
間
は
あ
る
動
物
が「
食
用
」で
あ
る
と
知
ら
さ

れ
る
と
、
そ
の
時
を
境
に
、
彼
ら
が
精
神
を
持
っ
た
動
物
で
あ
る
と

は
考
え
な
く
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
我
々
が

動
物
の
生
命
に
認
め
る
尊
厳
は
、
実
利
的
な
都
合
に
よ
っ
て
簡
単
に

抑
圧
さ
れ
た
り
無
視
さ
れ
た
り
す
る
も
の
な
の
だ
。

　

菜
食
主
義
者
は「
よ
り
残
酷
で
な
い
飼
育
・
屠
殺
方
法
」を
求
め
る

が
、
こ
れ
に「
ど
う
せ
殺
し
て
食
べ
る
の
だ
か
ら
同
じ
だ
ろ
う
」と
応

じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
種
の
現
実
主
義
は
、
生
死
の
意
味

を
過
度
に
一
般
化
し
て
い
る
点
で
、「
全
て
の
命
が
等
し
く
守
ら
れ

る
べ
き
」
と
い
う
理
想
主
義
と
同
様
の
短
絡
を
犯
し
て
い
る
。
生
の

価
値
や
死
の
悲
哀
は
あ
く
ま
で
具
体
的
な
も
の
で
、
一
様
で
は
な
い

の
だ
。

　

ま
た
菜
食
主
義
者
の
主
張
に
は
、
我
々
現
代
人
が
、
日
々
口
に
す

る
食
糧
の
由
来
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
鈍
感
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
警

告
と
し
て
の
意
義
も
あ
る
。
工
業
化
さ
れ
た
畜
産
は
、
人
間
が
他
の

動
物
の
殺
戮
の
上
に
生
活
と
文
化
を
築
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と

や
、
直
接
目
の
当
た
り
に
す
れ
ば
多
く
の
人
が
嫌
悪
感
を
覚
え
る
よ

う
な
飼
育
方
法
が
生
産
効
率
の
た
め
に
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
を
見
え
に
く
く
す
る
。
合
理
的
な「
工
場
畜
産
」や
グ
ロ
ー
バ
ル
な

「
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
」へ
の
依
存
を
短
期
間
で
解
消
す
る
こ
と
は
難
し

い
に
し
て
も
、
自
分
の
食
べ
て
い
る
も
の
の
由
来
を
直
視
す
る
こ
と

は
重
要
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
て
い
る
の
か
を

知
ら
ず
に
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
だ

か
ら
だ
。

信
条
を
捨
て
た
人
々

　

心
理
学
者
の
Ｈ
・
ハ
ー
ツ
ォ
グ
は
「
わ
た
し
た
ち
人
間
の
、
他
の

生
物
種
に
対
す
る
考
え
方
は
、
往
々
に
し
て
理
屈
で
は
説
明
で
き
な

い
」
と
言
う
が
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
菜
食
主
義
者
を
名
乗
り
な
が

ら
、
魚
類
や
鳥
類
を
食
べ
る
こ
と
を
疑
問
に
思
わ
な
い
人
は
多
い
。

闘
鶏
が
そ
の
残
虐
性
を
理
由
に
禁
止
さ
れ
る
一
方
で
、
毎
年
何
億
羽

も
の
ブ
ロ
イ
ラ
ー
が
合
法
的
に
殺
さ
れ
て
い
る
。
年
間
百
万
匹
の
犬
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が
食
用
に
供
さ
れ
る
国
で
、
百
万
人
以
上
が
ペ
ッ
ト
の
犬
を
可
愛

が
っ
て
い
る
。
確
か
に
そ
こ
に
は
論
理
の
一
貫
性
は
無
い
よ
う
に
思

え
る
。

　

た
だ
そ
も
そ
も
倫
理
観
と
い
う
も
の
は
一
般
に
、
論
理
的
な
意
味

で
明
快
で
も
安
定
的
で
も
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
科
学
や
哲
学
が
い
く

ら
洗
練
さ
れ
て
も
我
々
は
一
向
に
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
知
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
論
理
的
な
一
貫
性
や
普
遍
性

と
は
違
う
形
で
倫
理
観
を
洗
練
さ
せ
る
道
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
た
め
に
は
菜
食
主
義
の
信
条
を
捨
て
た「
元
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
」の

経
験
が
ち
ょ
っ
と
し
た
参
考
に
な
る
。

　

Ｋ
・
メ
ン
ジ
ー
ズ
ら
が
二
〇
一
二
年
に
、
一
九
名
の
元
ベ
ジ
タ
リ

ア
ン（
と
一
五
名
の
現
役
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
）に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

を
行
っ
た
。
彼
ら
が
菜
食
を
や
め
た
主
な
理
由
は
、「
食
を
め
ぐ
る

家
族
や
友
人
と
の
諍
い
」「
菜
食
の
準
備
に
要
す
る
手
間
と
費
用
」
そ

し
て
「
体
調
の
悪
化
」
で
あ
っ
た
。
菜
食
そ
の
も
の
は
、
丁
寧
に
実

践
す
れ
ば
肉
食
に
比
べ
て
健
康
に
良
い
こ
と
が
い
く
つ
も
の
研
究
で

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
安
易
に
肉
・
魚
・
卵
・
乳
製
品
を
取
り

除
い
た
だ
け
で
は
、
カ
ル
シ
ウ
ム
や
鉄
分
や
ビ
タ
ミ
ン
が
不
足
し
た

り
、
消
化
器
官
が
過
敏
に
な
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン

は
も
と
も
と
神
経
症
傾
向
を
持
っ
た
人
が
多
い
と
も
言
わ
れ
、
そ
の

性
格
と
偏
食
が
複
合
す
る
こ
と
で
摂
食
障
害
な
ど
を
引
き
起
こ
し
、

病
弱
に
な
る
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
少
な
く
な
い
。
鉄
分
の
不
足
に
よ
り

貧
血
が
慢
性
化
し
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
過
食
と
拒
食
を
繰
り
返
す

人
も
い
る
。

　

そ
の
た
め
菜
食
か
ら
肉
食
に
復
帰
す
る
人
も
多
く
、
ア
メ
リ
カ
で

は
元
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
現
役
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
三
倍
存
在
す
る
と
も

言
わ
れ
る
。
い
く
つ
か
の
事
例
報
告
を
読
む
と
、
十
年
、
二
十
年
に

わ
た
っ
て
慢
性
的
な
心
身
の
不
調
に
苛
ま
れ
て
い
た
菜
食
主
義
者

が
、
医
師
の
勧
め
と
自
ら
の
決
断
に
よ
っ
て
肉
食
に
復
帰
す
る
と
、

短
期
間（
早
い
例
で
は
わ
ず
か
四
十
八
時
間
）で
劇
的
に
健
康
状
態
が
改
善

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
論
理
的
一
貫
性
」と「
物
語
的
調
和
」

　

馬
鹿
げ
た
話
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
一
度
抱
い
た
強
い
道
徳
的

信
念
を
葛
藤
の
末
に
放
棄
し
た
人
々
の
経
験
に
は
、
独
特
の
重
み
が

あ
る
の
も
事
実
で
、
ハ
ー
ツ
ォ
グ
は
興
味
深
い
事
例
を
い
く
つ
か
紹

介
し
て
い
る
。

　

十
代
の
頃
に「
痩
せ
ら
れ
る
」こ
と
と「
倫
理
的
に
正
し
い
」こ
と
の

魅
力
に
取
り
憑
か
れ
、
厳
格
な
菜
食
主
義
者
に
な
っ
た
あ
る
女
性

は
、
貧
血
・
疲
労
・
腹
痛
が
慢
性
化
し
、
十
二
年
後
に
肉
食
を
再

開
し
た
。
今
で
は
農
場
で
豚
を
飼
い
、
自
ら
の
手
で
屠
殺
す
る
こ
と

も
あ
る
。
彼
女
は
、
可
愛
が
っ
て
育
て
た
豚
を
殺
し
て
解
体
す
る

こ
と
に
複
雑
な
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
が
、
そ
れ
を
克
服
す
る
の
に

必
要
な
の
は
動
物
の
生
命
に
対
し「
畏
敬
の
念
」を
持
つ
こ
と
だ
と
言
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い
、「
自
分
で
動
物
を
殺
し
て
み
た
ほ
う
が
い
い
の
か
も
。
な
ぜ
か

し
ら
。
そ
こ
ま
で
し
て
ひ
と
ま
わ
り
な
の
。
責
任
を
引
き
受
け
る
こ

と
が
、
恐
怖
を
や
わ
ら
げ
る
薬
に
な
る
の
よ
」と
語
っ
て
い
る
。

　

ま
た
別
の
元
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
は
、
定
期
的
に
鉄
分
を
注
射
し
ビ
タ
ミ

ン
剤
を
服
用
し
て
い
た
が
、
ひ
ど
く
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
医
者

の
ア
ド
バ
イ
ス
で
肉
食
を
再
開
し
た
。
菜
食
主
義
者
が
動
物
食
に
復

帰
す
る
際
、
当
初
は
乳
製
品
や
卵
、
あ
る
い
は
鶏
肉
や
魚
に
対
象
を

限
定
す
る
場
合
が
多
い
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
元
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
は

「
ニ
ワ
ト
リ
や
魚
だ
け
を
食
べ
る
の
は
偽
善
的
だ
と
思
っ
た
。
そ
れ

も
牛
や
豚
と
同
じ
動
物
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
だ
か
ら
、

肉
を
一
切
食
べ
な
い
生
活
を
や
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
肉
を
食
べ
る
よ
う

に
な
っ
た
」と
語
る
。

　

元
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
肉
食
を
絶
ち
始
め
た
の
は
学
生
時
代
で
あ
る

ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
、
そ
れ
は
素
朴
な
道
徳
的
衝
動
に
駆
ら
れ
て

学
生
運
動
に
身
を
投
じ
る
の
に
似
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
単
純
な
倫
理
原
則
の
み
で
は
現
実
に
立
ち
向
か
え
な
い
こ
と
を
知

る
と
と
も
に
、「
宗
教
的
な
畏
敬
の
感
覚
」
や
「
偽
善
に
対
す
る
警
戒

心
」を
持
つ
こ
と
を
学
び
、
心
身
の
健
康
を
取
り
戻
す
。
こ
の「
ひ
と

ま
わ
り
」こ
そ
が
倫
理
と
い
う
も
の
の
本
質
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

理
念
と
現
実
の
間
の
葛
藤
は
、「
論
理
的
」に
解
決
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
我
々
に
で
き
る
の
は
、
原
理
を
貫
く
こ
と
の
難
し
さ
を
生

活
の
中
で
身
を
も
っ
て
味
わ
い
、
社
会
の
習
慣
と
自
分
の
流
儀
に

則
っ
て
、
そ
の
矛
盾
を
引
き
受
け
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
過
程
が

一
つ
の
物
語
と
し
て
調
和
し
て
い
る
時
に
、
我
々
は
倫
理
観
と
い
う

も
の
の
真
の
洗
練
や
成
熟
を
見
る
の
で
あ
る
。
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