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「
個
人
情
報
保
護
法
案
」
「
人
権
擁
護
法
案
」
が
国
会
で
審
議
入
り
し
ま
し
た
。 

 

個
人
情
報
の
保
護
や
差
別
・
虐
待
な
ど
か
ら
の
救
済
は
、
い
ず
れ
も
市
民
の
人
権
に
関
わ
り
、
私
た
ち
が
そ
の
権
利
の

実
現
の
た
め
に
努
力
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
で
す
。
し
か
し
、
今
国
会
で
審
議
入
り
し
た
二
つ
の
法
案
は
、
こ
う
し

た
課
題
の
実
現
と
い
う
「
美
名
」
に
名
を
借
り
て
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
表
現
活
動
や
、
新
聞
、
放
送
、
出
版
、
映
画
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報
道
・
表
現
活
動
を
制
約

す
る 

危
険
な
仕
組
み 

が
組
み
込
ま

れ
て
い
ま
す
。 

報
道
の
た
め
に
情
報
を
集
め
る
活
動
や
、
取
材
に
協
力
し
て
市
民
が
情
報
を
伝
え
る
こ
と
が
政
府
機
関
の
裁
量
下
に
置

か
れ
、
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
由
な
取
材
、
自
由
な
報
道
、
自
由
な
言
論
を
国
家
の
管
理
下
に
置
こ
う
と
す

る
も
の
で
、
民
主
主
義
社
会
を
維
持
、
発
展
さ
せ
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
市
民
の
表
現
の
自
由
や
「
知
る
権
利
」
を
大
き

く
損
な
う
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

本
来
、
報
道
・
表
現
活
動
に
よ
る
人
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
は
、「
伝
え
る
側
」
で
あ
る
メ
デ
ィ
ア
の
主
体
的
で
自

主
的
な
対
応
と
、「
知
る
権
利
」
を
持
つ
市
民
に
よ
る
自
由
な
メ
デ
ィ
ア
批
判
に
よ
っ
て
解

決
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
す
で
に

個
別
の
報
道
機
関
や
放
送
、
新
聞
、
出
版
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
デ
ィ
ア
の
全
国
的
な
組
織
内
部
で
取
材
・
報
道
の
あ
り
方
の
検

証
、
改
善
へ
の
取
り
組
み
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
審
議
入
り
し
た
二
つ
の
法
案
は
、
自
主
的
改
善
に

委
ね
ら
れ
る
べ
き
取
材
・
報
道
・
表
現
活
動
の
あ
り
方
を
、
公
権
力
の
管
理
、
監
視
の
も
と
に
置
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

よ
う
と
い
う
極
め
て
危
険
な
要
素
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。 

 

個
人
情
報
保
護
法
案
、
人
権
擁
護
法
案
が
成
立
す
れ
ば
、
権
力
機
構
を
監
視
す
る
役
割
を
担
う
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報

道
活
動
は
大
き
く
制
限
さ
れ
、
国
民
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
情
報
が
伝
え
ら
れ
な
く
な
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

国
民
の
「
知
る
権
利
」
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。 

も
ち
ろ
ん
、
メ
デ
ィ
ア
の
側
に
も
反
省
す
べ
き
点
が
あ
り
ま
す
。「
集
中
豪
雨
」
的
過
剰
取
材
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

侵
害
や
、
一
方
的
な
報
道
に
よ
る
人
権
の
侵
害
な
ど
、
市
民
か
ら
行
き
過
ぎ
た
取
材
・
報
道
・
表
現
活
動
が
厳
し
く
批
判

さ
れ
て
い
る
今
日
、
メ
デ
ィ
ア
側
に
も
一
層
の
改
善
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

鹿
児
島
で
報
道
・
表
現
活
動
を
行
っ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
も
ま
た
、
市
民
の
批
判
を
謙
虚
に
受
け
止
め
、
報
道
の
あ
り
方

を
自
立
的
に
改
善
す
る
取
り
組
み
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
公
権
力
の
介
入
を
許
さ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

い
っ
た
ん
、
報
道
・
表
現
活
動
を
制
約
す
る
仕
組
み
が
作
ら
れ
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
、
規
制
が
次
の
規
制
を
生
み
、

表
現
・
言
論
が
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
し
ま
う
―
―
と
い
う
の
が
戦
前
の
日
本
の
苦
い
体
験
で
し
た
。
公
権
力
の
介
入
・

監
視
を
排
除
し
て
、
報
道
・
表
現
の
自
由
を
守
る
こ
と
は
、
市
民
の
「
事
実
を
知
る
権
利
」
「
情
報
の
受
け
手
と
し
て
正
確

な
情
報
を
受
け
取
る
自
由
」
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
と
市
民
が
力
を
合
わ
せ
て
、
審
議
入
り

し
た
両
法
案
の
国
会
通
過
に
反
対
し
、
市
民
の
自
由
と
権
利
を
守
り
、
発
展
さ
せ
る
行
動
に
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
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市
民
と
メ
デ
ィ
ア
」
鹿
児
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