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論評ないし意見の表明による名誉毀損表現に関する日米の法理の分析
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一
　
は
じ
め
に

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
の
急
激
な
発
展
と
普
及
は
現
代
社
会
に
大
き
な
可
能
性
を
与
え
た
が
、
従
来
想
定
し
て
い
な

か
っ
た
問
題
も
生
じ
さ
せ
た
。
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
と
い
う
新
た
な
表
現
媒
体
は
、
大
規
模
な
経
済
的
社

会
的
基
盤
を
有
さ
な
い
個
人
に
対
し
て
意
見
発
信
を
可
能
に
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
表
現
の
自
由
の
受
け
手
と
送
り
手
の
分
化
を
解
消
し

た
一
方
で
、
名
誉
毀
損
等
の
不
快
な
表
現
が
発
信
さ
れ
る
頻
度
が
増
加
す
る
お
そ
れ
も
生
じ
さ
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
名
誉
毀
損
表
現
に
関

し
て
は
、
ネ
ッ
ト
を
表
現
媒
体
と
し
た
場
合
に
従
来
の
法
理
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
表
現
の
自
由
と
個
人
の
名
誉

の
調
整
の
観
点
か
ら
、
多
く
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い（
1
）る。

　
こ
の
点
、
仮
に
、
ネ
ッ
ト
の
表
現
媒
体
と
し
て
の
価
値
を
重
く
捉
え
、
従
来
よ
り
も
表
現
者
に
配
慮
す
べ
き
と
し
た
場
合
、
裁
判
所
や

学
説
の
多
く
は
従
来
の
基
準
の
内
容
を
具
体
的
に
修
正
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
手
法
に
は
問
題
点
も
多（
2
）い。

私
見
と
し
て

は
、
そ
の
よ
う
な
手
法
を
採
ら
ず
と
も
、
表
現
の
自
由
に
配
慮
さ
れ
た
結
果
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、

ネ
ッ
ト
が
表
現
媒
体
で
あ
る
場
合
に
、
従
来
で
は
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
さ
れ
た
表
現
も
、
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に

よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
さ
れ
る
可
能
性
で
あ（
3
）る。

四
　
分
析
と
検
討

　
㈠ 

　
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
関
す
る
従
来

の
法
理
の
分
析
と
比
較

　
　
1
　
日
　
本

　
　
2
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

　
　
3
　
両
国
の
比
較

　
　
　
⑴
　
類
似
点

　
　
　
⑵
　
相
違
点

　
㈡
　
表
現
媒
体
に
よ
る
、
識
別
判
断
の
変
動
可
能
性
に
つ
い
て

五
　
ま
と
め
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そ
も
そ
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
名
誉
毀
損
表
現
は
、
刑
事
責
任
で
は
刑
法
二
三
〇
条
の
も
と
で
事
実
の
摘
示
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
の

に
対
し
、
民
事
責
任
で
は
、
不
法
行
為
と
し
て
民
法
七
〇
九
条
で
処
理
さ
れ
、
事
実
の
摘
示
が
要
件
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、

論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
っ
て
他
人
の
名
誉
を
毀
損
し
た
場
合
に
も
名
誉
毀
損
責
任
を
追
及
さ
れ
う（
4
）る。
そ
し
て
、
事
実
の
摘
示
に

よ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
が
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
関
係
し
、
か
つ
、
そ
の
目
的
が
専
ら
公
益
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
き
に
、

摘
示
さ
れ
た
事
実
が
そ
の
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
あ
れ
ば
、
違
法
性
が
否
定
さ
れ
、
ま
た
、
仮
に
真
実
で
あ

る
こ
と
の
証
明
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
真
実
で
あ
る
と
信
じ
る
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
れ
ば
、
そ
の
故
意
ま
た
は
過
失
は
否
定
さ

れ
る
と
い
う
判
断
枠
組
に
よ
っ
て
、
表
現
の
自
由
と
名
誉
の
調
整
が
図
ら
れ（
5
）る。

他
方
、
論
評
等
に
よ
る
場
合
も
、
①
公
共
の
利
害
に
関

す
る
事
実
に
関
す
る
論
評
で
あ
り
、
②
そ
の
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
公
益
を
図
る
も
の
で
あ
っ
て
、
③
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
事
実
が
主
要
な

点
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
真
実
で
あ
る
と
信
じ
る
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
が
あ
れ
ば
、
④
人
身

攻
撃
に
及
ぶ
な
ど
論
評
と
し
て
の
域
を
逸
脱
し
た
も
の
で
な
い
限
り
で
、
不
法
行
為
の
違
法
性
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
判
断
枠
組
に
よ
っ

て
、
表
現
の
自
由
と
名
誉
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
基
準
の
内
容
に
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
た
め
、
事
実
の
摘
示
に

よ
る
場
合
と
論
評
等
に
よ
る
場
合
で
表
現
の
自
由
に
対
す
る
保
護
の
程
度
も
異
な
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。
加
え
て
、
論
評
等
に
よ
る

場
合
の
判
断
枠
組
で
は
、
③
の
要
件
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
提
事
実
の
観
念
で
き
る
論
評
等
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
現

実
で
は
前
提
事
実
の
観
念
で
き
な
い
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
も
生
じ
う
る
。
仮
に
、
こ
の
類
の
表
現
の
ほ
う
が
免
責
範
囲
が
広
く
、

そ
し
て
、
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
表
現
が
従
来
よ
り
も
こ
の
類
の
表
現
と
し
て
処
理
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
場
合
の
ほ
う
が

表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
他
方
、
メ
デ
ィ
ア
最
先
端
国
で
あ
り
、
わ
が
国
の
表
現
の
自
由
に
関
す
る
法
理
論
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で

は
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
に
つ
い
て
は
「
現
実
的
悪
意
」
の
法
理
が
確
立
し
、
論
評
等
に
よ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、「
意
見
」
で
あ

れ
ば
絶
対
的
に
免
責
す
べ
き
と
す
る
意
見
特
権
論
が
下
級
審
裁
判
所
で
支
配
的
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
で
は
、
意
見
特
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権
論
を
否
定
し
、
名
誉
毀
損
表
現
に
事
実
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
「
現
実
的
悪
意
」
の
法
理
等
の
要
件
を
充
た
し
た
と
き
に
限
り
免
責
を
認

め
、
事
実
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
完
全
な
免
責
を
認
め
る
と
の
立
場
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
識
別
に
お
い
て
意
見
特
権
論
の
も
と
で
形

成
さ
れ
て
き
た
判
断
基
準
と
類
似
し
た
基
準
を
用
い
る
た
め
、
意
見
特
権
論
と
あ
ま
り
差
異
は
な
く
、
下
級
審
で
は
い
ま
だ
に
意
見
特
権

論
に
基
づ
い
た
判
断
も
下
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
と
論
評
等
に
よ
る
場
合
を
比
較
し

た
場
合
、
後
者
の
ほ
う
が
表
現
者
側
に
と
っ
て
は
有
利
に
な
る
こ
と
が
わ
が
国
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
表
現
が

従
来
よ
り
も
論
評
等
に
よ
る
場
合
と
し
て
処
理
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
場
合
の
ほ
う
が
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
よ
っ
て
、
わ
が
国
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
、
当
該
名
誉
毀
損
表
現
が
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
よ
り
も
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る

場
合
の
ほ
う
が
、
表
現
の
自
由
に
配
慮
さ
れ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
名
誉
毀
損
表
現

が
論
評
等
に
よ
る
場
合
で
あ
る
と
よ
り
広
く
判
断
さ
れ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
を
表
現
媒
体
と
し
た
場
合
に
は
表
現
の
自
由
が
従
来
よ
り
も
広
く

確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
名
誉
毀
損
表
現
に
つ
い
て
、
従
来
よ
り
も
論
評
等

に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
し
て
扱
わ
れ
、
表
現
の
自
由
に
よ
り
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
可
能
性
が
あ
る
か
の
示
唆
を
得
る
た
め
に
、

わ
が
国
の
裁
判
所
や
、
わ
が
国
の
表
現
の
自
由
に
関
す
る
議
論
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
、

論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
対
す
る
扱
い
に
つ
い
て
、
特
に
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
の
識
別
に
着
目
し
つ
つ
分
析
し
、

そ
の
識
別
判
断
が
表
現
媒
体
に
よ
っ
て
変
動
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
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二
　
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
対
す
る
日
本
で
の
扱
い

㈠
　「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
の
採
用

　
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
わ
が
国
に
お
け
る
、
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現

に
対
す
る
扱
い
か
ら
整
理
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　
そ
も
そ
も
、
わ
が
国
で
の
名
誉
毀
損
表
現
は
、
刑
事
責
任
に
つ
い
て
は
刑
法
二
三
〇
条
で
処
理
さ
れ
、
民
事
責
任
つ
い
て
は
民
法
七
〇

九
条
、
七
一
〇
条
で
処
理
さ
れ
る
。
刑
法
二
三
〇
条
で
は
「
公
然
と
事
実
を
摘
示
」
す
る
こ
と
が
処
罰
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

民
法
で
は
そ
の
よ
う
な
表
記
は
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
事
実
は
摘
示
し
て
い
な
い
表
現
、
す
な
わ
ち
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
対
し

て
も
名
誉
毀
損
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
類
の
表
現
に
基
づ
く
責
任
を
無
制
限
に
認
め

れ
ば
、
表
現
の
自
由
が
過
度
に
制
約
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
英
米
法
で
認
め
ら
れ
て
き
た
「
公
正
な
論
評
（Fair Com

m
ent

）」

の
特
権
の
考
え
方
を
認（
6
）め、

表
現
の
自
由
と
個
人
の
名
誉
を
調
整
す
る
態
度
が
下
級
審
裁
判
所
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ（
7
）た。

　
そ
し
て
、
最
高
裁
判
所
も
、
一
九
八
九
年
の
長
崎
教
師
批
判
ビ
ラ
配
布
事
件
に
お
い
て
、
同
法
理
を
認
め
る
判
断
を
下
し（
8
）た。
本
件
で

は
、
あ
る
公
立
小
学
校
の
成
績
評
価
方
式
が
絶
対
評
価
か
ら
相
対
評
価
に
変
更
さ
れ
、
こ
れ
に
反
対
す
る
教
師
が
通
知
表
を
交
付
し
な
い

と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
事
態
に
関
し
て
批
判
的
な
市
民
が
「
有
害
無
能
な
教
職
員
」
等
の
表
現
を
用
い
た
ビ
ラ
を
大
量

に
繁
華
街
で
配
布
し
た
た
め
、
こ
の
ビ
ラ
に
関
す
る
名
誉
毀
損
責
任
の
有
無
が
争
わ
れ
た
。
ビ
ラ
で
は
、
通
知
票
交
付
を
巡
っ
た
混
乱
の

経
緯
等
が
記
載
さ
れ
、
本
文
で
は
「
教
師
と
し
て
の
能
力
自
体
を
疑
わ
れ
る
よ
う
な
『
愚
か
な
抵
抗
』」、「
お
粗
末
教
育
」、「
有
害
無
能

な
教
職
員
」
等
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
た
。

　
最
高
裁
は
、「
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
自
由
に
批
判
、
論
評
を
行
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
表
現
の
自
由
の
行
使
と
し
て
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尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
象
が
公
務
員
の
地
位
に
お
け
る
行
動
で
あ
る
場
合
に
は
、
右
批
判
等
に
よ
り
当
該
公
務
員
の
社

会
的
評
価
が
低
下
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
公
益
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
事
実
が

主
要
な
点
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
人
身
攻
撃
に
及
ぶ
な
ど
論
評
と
し
て
の
域
を
逸
脱
し
た
も
の
で
な
い

限
り
、
名
誉
侵
害
の
不
法
行
為
の
違
法
性
を
欠
く
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
を
認
め
る
判
断
を
示

し
た
。

　
そ
し
て
、
ビ
ラ
の
作
成
配
布
も
表
現
行
為
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
件
ビ
ラ
は
、
市
内
の
一
般
人
の
中
で
も
大
き
な
関
心

事
に
な
っ
て
い
た
、
通
知
票
交
付
を
巡
る
混
乱
と
い
う
「
公
共
の
利
益
に
関
す
る
事
項
に
関
す
る
意
見
表
明
」
で
あ
り
、
ま
た
、
本
件
ビ

ラ
を
全
体
的
に
考
察
す
れ
ば
、
主
題
を
離
れ
て
人
身
攻
撃
に
及
ぶ
等
論
評
と
し
て
の
域
を
逸
脱
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
本

件
ビ
ラ
が
前
提
と
し
て
い
る
客
観
的
事
実
に
つ
い
て
も
、
そ
の
主
要
な
点
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
あ
っ
た
と
み
て
差
し
支

え
な
い
た
め
、
名
誉
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
の
違
法
性
を
欠
く
と
の
結
論
が
下
さ
れ（
9
）た。

㈡
　「
ロ
ス
疑
惑
」
事
件
報
道
に
関
す
る
最
高
裁
判
決

1　

事
実
の
概
要

　
長
崎
教
師
批
判
ビ
ラ
配
布
事
件
判
決
で
は
、
最
高
裁
が
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
対
し
て
「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
を
適
用
す

る
こ
と
を
明
言
し
た
が
、
あ
く
ま
で
「
前
提
と
し
て
い
る
事
実
が
主
要
な
点
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
」
が
被
告
側
に
必
要
で

あ
り
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
「
相
当
の
理
由
」
基
準
と
同
様
に
、
前
提
と
し
て
い
る
事
実
に

つ
い
て
の
真
実
性
の
立
証
に
は
失
敗
し
た
が
真
実
で
あ
る
と
信
じ
る
相
当
な
理
由
は
あ
っ
た
場
合
に
も
免
責
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
明
言
さ
れ
な
か
っ
）
10
（

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
最
高
裁
が
考
え
を
示
し
た
の
が
「
ロ
ス
疑
惑
」
事
件
報
道
に
関
す
る
一
九
九
七
年
の

最
高
裁
判
決
で
あ
）
11
（
る
。
本
件
で
は
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ス
疑
惑
報
道
の
中
で
、
被
告
新
聞
社
が
発
刊
し
た
一
九
八
五
年
一
〇
月
三
日
付
の
夕
刊
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紙
に
お
い
て
、
こ
の
疑
惑
に
関
す
る
記
事
の
見
出
し
に
、
原
告
は
「
極
悪
人
、
死
刑
」
等
の
表
現
が
用
い
ら
れ
、
本
文
中
に
も
「
元
検
事

に
い
わ
せ
る
と
、
…
…
『
知
能
犯
プ
ラ
ス
凶
悪
犯
で
、
前
代
未
聞
の
手
ご
わ
さ
』
と
い
う
」
と
の
表
現
が
見
受
け
ら
れ
た
た
め
、
名
誉
毀

損
を
理
由
と
し
た
損
害
賠
償
が
請
求
さ
れ
た
。

2　
「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
に
関
す
る
立
場
の
継
続
と
「
相
当
の
理
由
」
の
採
用

　
最
高
裁
は
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
場
合
、
仮
に
摘
示
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
な
く
て
も
、
表
現
者
が
事
実
を

真
実
で
あ
る
と
信
じ
る
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
れ
ば
故
意
ま
た
は
過
失
が
否
定
さ
れ
る
と
し
た
、
最
高
裁
昭
和
四
一
年
六
月
二
三
日

判
決
、
最
高
裁
昭
和
五
八
年
一
〇
月
二
〇
日
判
決
、
お
よ
び
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
場
合
に
「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
が
適
用
さ
れ

る
と
し
た
長
崎
教
師
批
判
ビ
ラ
配
布
事
件
判
決
等
を
引
用
し
つ
つ
、「
仮
に
右
意
見
な
い
し
論
評
の
前
提
と
し
て
い
る
事
実
が
真
実
で
あ

る
こ
と
の
証
明
が
な
い
と
き
に
も
、
事
実
を
摘
示
し
て
の
名
誉
毀
損
に
お
け
る
場
合
と
対
比
す
る
と
、
行
為
者
に
お
い
て
右
事
実
を
真
実

と
信
ず
る
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
れ
ば
、
そ
の
故
意
又
は
過
失
は
否
定
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
の
考
え
を
示
し
た
。

3　
「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
識
別

　
ま
た
、
本
判
決
で
は
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
と
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
で
は
不
法
行
為
の
成
立
要
件
が
異
な
る
た
め
、
問

題
と
さ
れ
る
表
現
が
事
実
を
摘
示
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
か
、
論
評
な
い
し
意
見
を
表
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
あ
る
か
を
識
別

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
最
高
裁
と
し
て
は
じ
め
て
「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
識
別
に
関
す
る
判
断
基
準
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
あ
る
記
事
の
内
容
が
他
人
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
て
い
る
か
否
か
は
、「
当
該
記
事
の
読
者
の
普
遍
の
注
意
と
読
み

方
を
基
準
と
し
て
判
断
す
べ
き
」
と
こ
ろ
、
こ
の
こ
と
は
「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
識
別
に
お
い
て
も
妥
当
し
、「
名
誉
毀
損
の
成
否
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
の
み
を
通
常
の
意
味
に
し
た
が
っ
て
理
解
し
た
場
合
に
は
、
証
拠
等

を
も
っ
て
そ
の
存
否
を
決
す
る
こ
と
が
可
能
な
他
人
に
関
す
る
特
定
の
事
項
を
主
張
し
て
い
る
も
の
と
直
ち
に
は
解
せ
な
い
と
き
に
も
、

当
該
部
分
の
前
後
の
文
脈
や
、
記
事
の
公
表
当
時
に
一
般
の
読
者
が
有
し
て
い
た
知
識
な
い
し
経
験
な
ど
を
考
慮
し
、
右
部
分
が
、
修
辞
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上
の
誇
張
な
い
し
強
調
を
行
う
か
、
比
喩
的
表
現
方
法
を
用
い
る
か
、
又
は
第
三
者
か
ら
の
伝
聞
的
内
容
の
紹
介
や
推
論
の
形
式
を
採
用

す
る
な
ど
に
よ
り
つ
つ
、
間
接
的
な
い
し
え
ん
曲
に
前
記
事
項
を
主
張
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
同
部
分
は
、
事
実
を
摘
示
す

る
も
の
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
の
考
え
が
示
さ
れ
た
。
加
え
て
、
間
接
的
な
言
及
は
欠
け
る
に
し
て
も
、「
当
該
部
分
の
前
後
の

文
脈
な
ど
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
と
当
該
部
分
の
叙
述
の
前
提
と
し
て
前
記
事
項
を
黙
示
的
に
主
張
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
な

ら
ば
、
同
部
分
は
事
実
を
摘
示
す
る
も
の
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
記
事
内
容
は
、
一
部
が
事
実
の
摘
示
、

一
部
が
事
実
を
摘
示
す
る
と
と
も
に
そ
れ
に
関
す
る
論
評
等
を
公
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
判
決
は
真
実
と
信
じ
る
に
つ
い
て
相
当
の
理

由
が
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断
せ
ず
に
名
誉
毀
損
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
の
成
立
を
否
定
し
た
と
し
て
、
破
棄
差
戻
し
の
判
断
が
下
さ
れ
）
12
（

た
。

㈢
　「
裸
の
意
見
言
明
」

　
以
上
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
を
、
明
示
的
、
黙
示
的
、
直
接

的
、
間
接
的
問
わ
ず
、
そ
の
存
否
に
つ
い
て
証
明
可
能
な
事
実
を
主
張
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
識
別
し
、
そ
の
基
準
に
よ
っ
て
論
評

等
に
よ
る
場
合
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
が
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
同
法
理
で
も
、
前

提
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
あ
る
い
は
真
実
で
あ
る
と
信
じ
る
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と
の
立
証
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ

う
な
事
実
が
当
該
表
現
に
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
な
お
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
前
提
事
実
が
開
示
さ
れ
て
い
な
い
、

あ
る
い
は
ま
っ
た
く
観
念
で
き
な
い
、「
裸
の
意
見
言
）
13
（
明
」
も
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
何
ら
事
実
を
示
さ
ず
に
、「
あ
い
つ
は
無
能
だ
よ
」、

「
彼
女
は
不
美
人
だ
」
と
論
評
し
た
場
合
で
あ
）
14
（

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
最
高
裁
も
下
級
審
も
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
）
15
（

が
、
学
説

で
は
少
な
い
な
が
ら
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
堀
内
明
裁
判
官
は
、「
公
正
な
論
評
の
法
理
を
適
用
す
る
か
、
そ
れ
と
も
真
実
性
、
相
当
性

の
理
論
を
適
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
か
は
別
と
し
て
、
起
訴
事
実
を
論
評
者
側
に
摘
示
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
な
さ
れ
な
い

と
き
、
又
は
そ
の
立
証
が
で
き
な
い
と
き
は
、
名
誉
毀
損
の
責
任
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
の
考
え
を
示
し
て
い
）
16
（

る
。
ま
た
、
奥
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平
康
弘
名
誉
教
授
は
、「
こ
う
し
た
場
合
に
は
、『
事
実
』
が
『
真
実
』
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
余
地
は
な
」
く
、「
人
身
攻
撃
・
侮

辱
・
揶
揄
な
ど
の
有
無
が
問
題
に
な
る
と
い
う
形
で
、『
論
評
の
公
正
性
』
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
て
い
）
17
（

る
。

さ
ら
に
、
五
十
嵐
清
名
誉
教
授
は
、「
わ
が
国
の
場
合
、
そ
れ
が
侮
辱
的
言
辞
の
と
き
は
、
名
誉
権
ま
た
は
名
誉
感
情
の
侵
害
と
し
て
被

害
者
は
保
護
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
以
外
は
ひ
ろ
く
免
責
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の
考
え
を
示
し
て
い
）
18
（
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
れ
は
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
関
す
る
わ
が
国
の
法
理
の
空
白
部
分
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
　
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
で
の
扱
い

㈠
　
意
見
特
権
論
の
登
場

1　

Gertz v. R
obert W

elch Inc.
判
決

　
他
方
、
わ
が
国
の
名
誉
毀
損
法
理
に
強
い
影
響
力
を
与
え
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
論
評
等

に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
の
識
別
が
、
名
誉
毀
損
表
現
に
対
す
る
憲
法
的
保
護
の
必
要
性
を
検
討
す
る
う
え
で
、
必
要
不
可
欠
な
問
題
と
し

て
早
い
段
階
か
ら
扱
わ
れ
て
き
た
。

　
そ
も
そ
も
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
対
し
て
は
「
公
正
な
論
評
」
の
特
権
が
認

め
ら
れ
て
い
た
が
、
当
初
は
論
評
等
の
前
提
事
実
が
虚
偽
で
あ
る
場
合
に
は
保
護
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
）
19
（
た
。
し
か
し
、
一
九
六
四
年
の

N
ew
 York Tim

es Co. v. Sullivan

判
）
20
（
決
や
一
九
七
四
年
のG

ertz v. Robert W
elch Inc.

判
）
21
（
決
に
お
い
て
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名

誉
毀
損
表
現
に
つ
き
、
原
告
が
「
公
人
」
で
あ
る
か
私
人
で
あ
る
か
に
よ
る
差
は
あ
る
も
の
の
、
一
定
の
範
囲
内
で
憲
法
上
の
保
護
が
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
憲
法
的
保
護
を
受
け
る
場
合
の
虚
偽
表
現
を
前
提
と
す
る
「
公
正
な
論
評
」
に
つ
い
て
も
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憲
法
的
保
護
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
）
22
（
た
。

　
さ
ら
に
、「
意
見
」
に
つ
い
て
は
修
正
第
一
条
に
基
づ
き
完
全
な
免
責
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
「
意
見
特
権
（opinion privilege

）」
論

が
次
第
に
形
成
さ
）
23
（
れ
、G

ertz

判
決
に
お
け
る
傍
論
に
よ
っ
て
、
そ
の
動
き
が
決
定
的
に
強
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
件
で
は
、
殺
人
事

件
で
有
罪
と
さ
れ
た
警
察
官
が
被
害
者
家
族
か
ら
民
事
訴
訟
を
提
起
さ
れ
た
際
に
被
害
者
家
族
側
の
代
理
人
を
務
め
た
弁
護
士G

ertz

に

関
し
、
被
告
出
版
社
が
自
社
の
雑
誌
の
中
で
当
該
殺
人
事
件
の
首
謀
者
で
あ
る
等
の
記
事
を
掲
載
し
た
こ
と
か
ら
、
名
誉
毀
損
責
任
の
有

無
が
争
わ
れ
た
。

　
本
判
決
は
、「
公
人
」
に
対
す
る
名
誉
毀
損
表
現
に
つ
い
て
は
被
告
の
「
現
実
的
悪
意
」
の
立
証
が
原
告
に
求
め
ら
れ
、
私
人
に
対
す

る
名
誉
毀
損
表
現
に
つ
い
て
は
、
表
現
内
容
が
「
公
的
関
心
事
」
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
原
告
に
は
被
告
の
過
失
の
立
証
が
要
求
さ

れ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
基
準
を
確
立
さ
せ
、
ア
メ
リ
カ
の
名
誉
毀
損
法
理
に
今
日
ま
で
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
）
24
（

が
、
そ
の
判
決
の
冒

頭
部
分
も
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
関
す
る
後
の
裁
判
例
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
連
邦
最
高
裁
は
、「
修
正
第
一
条
の
も
と
で
は
、
虚
偽
の
考
え
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
意
見
が
い
か
に
有
害
に
思
え
よ

う
と
も
、
そ
の
訂
正
の
た
め
に
は
、
裁
判
官
や
陪
審
員
の
良
心
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
他
の
意
見
と
の
競
争
に
依
存
す
る
。
し
か
し
、
虚

偽
の
事
実
の
表
現
に
は
い
か
な
る
憲
法
的
価
値
も
な
い
。
故
意
や
不
注
意
な
過
ち
が
、
公
的
問
題
に
関
す
る
『
抑
制
さ
れ
ず
、
活
発
で
、

広
く
開
か
れ
た
』
議
論
に
お
け
る
社
会
的
利
益
を
実
質
的
に
促
進
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
過
ち
は
意
見
表
明
に

必
要
な
部
分
で
は
な
い
表
現
で
あ
り
、
真
理
に
至
る
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
の
社
会
的
価
値
は
僅
か
で
あ
る
た
め
、
秩
序
や
道
徳
に
関
す
る
社

会
的
利
益
を
維
持
す
る
ほ
う
が
明
ら
か
に
優
先
さ
れ
る
」
と
の
考
え
を
示
し
）
25
（

た
。
表
現
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
名
誉
毀
損
の
成
立
要

件
で
あ
っ
た
た
め
、「
意
見
」
に
つ
い
て
は
、
虚
偽
で
あ
り
え
な
い
以
上
、
名
誉
毀
損
責
任
の
有
無
が
検
討
さ
れ
る
余
地
は
な
い
と
判
断

し
た
の
で
あ
る
。
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2　

第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
五
六
六
条

　
こ
の
傍
論
を
受
け
て
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
五
六
六
条
で
は
、「
意
見
の
形
式
を
採
る
名
誉
毀
損
表
現
は
、
開
示
さ
れ
て
い
な

い
名
誉
毀
損
的
な
事
実
を
、
意
見
の
基
礎
事
実
と
し
て
暗
に
主
張
す
る
場
合
に
限
り
、
名
誉
毀
損
を
構
成
す
る
」
旨
が
規
定
さ
れ
、

G
ertz

判
決
の
立
場
が
尊
重
さ
れ
）
26
（
た
。Com

m
ent b

に
よ
れ
ば
、
意
見
は
「
純
粋
タ
イ
プ
の
意
見
（The pure type of expression of 

opinion

）」
と
「
混
合
タ
イ
プ
の
意
見
（The m

ixed type of expression of opinion

）」
に
分
類
さ
れ
、
前
者
は
意
見
の
基
礎
と
す
る
事
実

を
言
及
し
た
う
え
で
原
告
の
行
動
や
資
格
、
性
格
に
つ
い
て
論
評
を
提
示
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
表
現
者
が
言
及
し
て
い
な

い
か
、
あ
る
い
は
当
事
者
が
想
定
し
て
い
な
い
事
実
を
基
礎
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

Com
m
ent c

で
は
、
そ
も
そ
も
「
公
正
な
論
評
」
の
特
権
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
は
「
純
粋
タ
イ
プ
の
意
見
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

G
ertz

判
決
に
よ
る
保
護
も
こ
の
類
の
意
見
に
限
ら
れ
る
と
し
て
い
）
27
（

る
。
つ
ま
り
、
同
条
で
は
、「
意
見
」
と
は
事
実
を
基
礎
と
し
た
論

評
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
基
礎
事
実
を
開
示
し
て
い
な
い
と
い
う
不
誠
実
性
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
以
外
に
つ
い
て
は
免
責
さ
れ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
意
見
」
に
つ
い
て
は
責
任
が
生
じ
な
い
と
し
たG

ertz

判
決
と
の
整

合
性
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
）
28
（
る
。

3　

O
ld D
om
inion Branch N

o. 496, N
ational A

ssociation of Letter Carriers v. A
ustin

判
決

　
さ
ら
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
一
九
七
四
年
のO

ld D
om
inion Branch N

o. 496, N
ational Association of Letter Carriers v. 

Austin

判
）
29
（

決
に
お
い
て
、
虚
偽
の
事
実
の
表
現
が
な
け
れ
ば
名
誉
毀
損
責
任
を
追
及
で
き
な
い
と
の
立
場
を
明
確
に
し
た
。
本
件
で
は
、

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
郵
便
局
の
郵
政
職
員
で
あ
っ
た
、
原
告Austin

を
含
む
三
名
が
被
告
労
働
組
合
へ
の
加
入
を
拒
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
被

告
組
合
は
、
組
織
の
拡
大
を
目
的
と
し
て
、
分
解
機
関
誌
の
「
ス
キ
ャ
ッ
ブ
一
覧
表
」
に
非
組
合
員
の
名
前
を
掲
載
し
、
原
告
の
名
前
も

掲
載
し
た
。
原
告
は
名
前
の
掲
載
が
組
合
加
入
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
抗
議
し
、「
ス
キ
ャ
ッ
ブ
」
の
意
味
は
分
か
ら
な
い
が
、

再
び
「
ス
キ
ャ
ッ
ブ
」
と
呼
ば
れ
た
と
き
に
は
裁
判
所
に
提
訴
す
る
と
警
告
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
は
翌
月
号
の
一
覧
表
に
も
原
告
の
名
前
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を
掲
載
し
、
さ
ら
に
、「
ス
キ
ャ
ッ
ブ
」
に
つ
い
てJack London

の
定
義
を
引
用
し
た
。
本
件
で
は
、
そ
の
定
義
の
「
ス
キ
ャ
ッ
ブ
は
、

神
、
母
国
、
家
族
、
階
級
に
対
す
る
裏
切
り
者
で
あ
る
」
等
の
部
分
が
名
誉
毀
損
に
該
当
す
る
か
問
題
と
な
っ
た
。

　
連
邦
最
高
裁
は
、Jack London

の
定
義
に
お
け
る
「
裏
切
り
者
」
と
い
う
表
現
を
事
実
の
表
現
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
の
判
断
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
本
件
で
は
、
組
合
へ
の
加
入
に
反
対
し
て
い
る
労
働
者
に
対
す
る
反
対
の
態

度
を
強
く
示
す
た
め
に
、
大
雑
把
で
比
喩
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
見
表
明
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
最
も
軽
蔑
的
な
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
連
邦
労
働
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
。
そ
し
て
、Jack London

の
定
義

は
単
な
る
修
辞
的
誇
張
で
あ
り
、
組
合
加
入
の
拒
絶
者
に
対
す
る
組
合
員
の
侮
辱
感
情
に
関
す
る
強
烈
で
想
像
逞
し
い
表
現
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
よ
う
な
修
辞
的
誇
張
は
労
働
争
議
に
お
い
て
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
と
し
て
、
原
審
の
判
断
を
破
棄
し
）
30
（
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う

な
言
葉
も
、
虚
偽
の
事
実
に
基
づ
く
表
現
を
発
信
す
る
過
程
で
使
用
さ
れ
た
場
合
に
は
名
誉
毀
損
に
な
り
う
る
と
の
考
え
も
示
し
）
31
（

た
。

㈡
　O

llm
an v. Evans
連
邦
控
訴
裁
判
決

1　

事
実
の
概
要

　
こ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
の
姿
勢
を
受
け
て
、
連
邦
下
級
審
や
州
裁
判
所
で
は
、
名
誉
毀
損
表
現
を
「
事
実
」
と
「
意
見
」
に
分
類
し
、

前
者
に
つ
い
て
は
要
件
を
充
た
せ
ば
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
で
き
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
修
正
第
一
条
に
基
づ
く
絶
対
的
な
保
護
を
認

め
て
責
任
を
完
全
に
否
定
す
る
意
見
特
権
論
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
32
（

た
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
控
訴
裁

判
所
は
、
一
九
八
四
年
のO

llm
an v. Evans

事
件
の
多
数
意
見
に
お
い
て
、
意
見
特
権
論
を
支
持
す
る
姿
勢
を
明
確
に
示
し
た
と
と
も

に
、「
事
実
」
と
「
意
見
」
を
識
別
す
る
た
め
の
判
断
基
準
を
、
こ
れ
ま
で
の
各
裁
判
所
で
示
さ
れ
た
基
準
を
総
合
集
約
す
る
形
で
提
示

し
、
連
邦
下
級
審
や
州
裁
判
所
に
大
き
な
影
響
を
与
え
）
33
（

た
。

　
本
件
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
政
治
学
准
教
授
で
あ
っ
た
原
告
が
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
立
大
学
政
治
学
部
の
学
部
長
候
補
に
挙
げ
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ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
そ
の
他
に
掲
載
さ
れ
た
、
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
と
し
て
全
国
的
に
有
名
で
あ
っ
た
被
告
に
よ
る

「
マ
ル
ク
ス
主
義
教
授
の
意
図
」
と
題
す
る
コ
ラ
ム
内
に
お
い
て
、
原
告
は
「
哲
学
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
い
う
よ
り
も
、
公
然
と
し
た

政
治
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唱
道
者
」
で
あ
り
、「
著
作
物
は
、
彼
が
『
革
命
』
と
呼
ぶ
も
の
の
準
備
の
手
段
と
し
て
教
室
を
使
お
う
と
い

う
彼
の
欲
望
を
表
し
て
い
る
」
と
の
批
判
を
受
け
た
。
ま
た
、
あ
る
大
学
の
匿
名
の
政
治
学
者
の
弁
を
紹
介
す
る
と
い
う
形
で
、
原
告
は

「
学
会
で
は
何
ら
評
価
さ
れ
て
い
な
い
、
単
な
る
純
粋
な
活
動
家
に
す
ぎ
な
い
」
と
の
表
現
も
あ
っ
た
。
こ
の
コ
ラ
ム
の
公
表
後
、
原
告

は
学
部
長
任
命
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
名
誉
毀
損
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
地
方
裁
判
所
で
は
、
当
該
コ
ラ
ム
は
「
意
見
」
と
し
て
修

正
第
一
条
で
保
護
さ
れ
る
と
し
て
、
略
式
判
決
に
よ
っ
て
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
。

2　

判　

旨

　
連
邦
控
訴
裁
は
、G

ertz

判
決
に
よ
っ
て
、「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
識
別
が
憲
法
上
の
原
則
と
さ
れ
た
こ
と
、
原
告
の
地
位
に
関
係

な
く
虚
偽
の
意
見
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
た
め
に
、「
意
見
」
は
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
）
34
（
た
。
そ
し
て
、
両
者
の
識

別
は
法
律
問
題
と
し
て
、
陪
審
で
は
な
く
裁
判
所
が
判
断
す
べ
き
事
項
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
で
、
両
者
を
識
別
す
る
際
の
基
準

と
し
て
四
つ
の
判
断
要
素
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
要
素
は
、「
表
現
の
通
常
の
用
法
な
い
し
意
味
（the com

m
on usage or 

m
eaning of the allegedly defam

atory w
ords

）」
で
あ
り
、
こ
の
要
素
で
は
、
当
該
表
現
が
厳
密
な
意
味
を
有
し
、
明
確
な
事
実
を
含
意
し

て
い
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
犯
罪
行
為
の
嫌
疑
を
か
け
る
発
言
は
そ
の
言
葉
に
明
確
な
核
と
な
る
意
味
が
あ
る
場
合
で
あ

り
、
逆
に
、
シ
ン
パ
、
フ
ァ
シ
ス
ト
、
無
能
力
、
ま
と
ま
り
が
な
い
、
い
い
加
減
、
下
手
く
そ
等
表
現
が
不
確
定
的
で
多
様
な
解
釈
が
可

能
な
場
合
も
あ
り
う
）
35
（

る
。
第
二
の
要
素
は
、「
表
現
の
検
証
可
能
性
（the degree to w

hich the statem
ents are verifiable

）」
で
あ
り
、
こ

の
要
素
で
は
、
表
現
が
真
偽
を
客
観
的
に
証
明
す
る
こ
と
が
可
能
な
性
質
を
有
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
）
36
（
る
。
第
三
の
要
素
は
「
文
章
の

前
後
関
係
（the context in w

hich the statem
ent occurs

）」
で
あ
る
。
名
誉
毀
損
的
表
現
の
周
囲
に
あ
る
表
現
が
平
均
的
読
者
に
影
響
を

与
え
る
こ
と
で
、
名
誉
毀
損
的
表
現
が
事
実
を
主
張
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
、
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
一
見
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判
断
さ
れ
る
表
現
も
、
記
事
や
コ
ラ
ム
全
体
の
表
現
に
照
ら
せ
ば
、
意
見
表
明
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
こ
の
要
素

が
必
要
と
な
）
37
（

る
。
第
四
の
要
素
は
、「
よ
り
広
い
社
会
的
文
脈
（the broader social context into w

hich the statem
ent fits

）」
で
あ
り
、

第
三
の
要
素
よ
り
も
広
い
文
脈
や
背
景
が
考
慮
さ
れ
る
。「
あ
る
種
の
書
物
や
発
言
は
、
意
見
で
あ
る
か
事
実
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
慣

行
や
約
束
に
よ
っ
て
読
ま
れ
た
り
聞
か
れ
た
り
し
て
い
る
部
分
に
よ
っ
て
読
者
や
聴
衆
に
判
断
さ
せ
て
い
る
」
場
合
が
あ
る
た
め
、
こ
の

要
素
も
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
。
当
該
表
現
が
新
聞
上
の
意
見
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
、
第
一
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
で
購
読
者
の

印
象
は
変
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
）
38
（
る
。
そ
し
て
、
こ
の
四
つ
の
要
素
の
検
討
順
序
と
し
て
は
、
決
ま
り
き
っ
た
方
法
で
実
行
す
る
こ
と
は

求
め
て
い
な
い
と
確
認
し
た
う
え
で
、
こ
の
判
断
基
準
の
論
理
的
出
発
点
と
し
て
は
、
第
四
の
要
素
と
第
三
の
要
素
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
と
の
考
え
を
示
し
て
い
）
39
（
る
。

　
ま
た
、
本
判
決
で
は
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
考
え
方
に
対
し
て
批
判
的
な
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
判
決
の
判

断
基
準
に
基
づ
け
ば
、
表
現
が
非
開
示
の
事
実
を
暗
に
主
張
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
表
現
が
「
事
実
」
で
あ
る
か
「
意
見
」
で

あ
る
か
を
判
断
す
る
前
に
検
討
さ
れ
る
た
め
、「
意
見
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
に
至
っ
た
表
現
に
つ
き
、
改
め
て
非
開
示
事
実
の
暗
示
を

調
べ
る
こ
と
は
余
計
に
な
る
。
加
え
て
、
そ
も
そ
も
「
事
実
の
開
示
が
な
く
て
も
、
表
現
が
合
理
的
読
者
に
よ
っ
て
意
見
と
し
て
理
解
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
」
た
め
、「
周
囲
の
文
脈
に
お
い
て
の
事
実
開
示
は
、
表
現
か
ら
基
礎
事
実
が
合
理
的
に
推
論
さ
れ
え
な
い
こ
と
の
唯

一
の
指
標
で
は
な
い
」
と
い
）
40
（
う
。

　
そ
し
て
、
本
件
で
は
こ
の
基
準
の
も
と
で
名
誉
毀
損
の
有
無
が
争
わ
れ
た
三
つ
の
表
現
す
べ
て
が
「
意
見
」
と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
の

判
断
が
下
さ
れ
た
。
例
え
ば
、「
学
会
で
は
何
ら
評
価
さ
れ
て
い
な
い
」
と
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
当
該
コ
ラ
ム
が
論
説
と
し
て
公
表
さ

れ
て
い
た
こ
と
、
当
該
コ
ラ
ム
で
は
原
告
の
現
職
が
掲
載
さ
れ
、
原
告
に
一
定
の
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、「
誇
張
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
学
会
に
お
け
る
地
位
が
意
見
調
査
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
と
も
伝
え
て
い
な
い

た
め
、「
意
見
」
で
あ
る
と
し
）
41
（
た
。
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㈢
　M

ilkovich v. Lorain Journal Co.

判
決

1　

事
実
の
概
要

　O
llm
an v. Evans

連
邦
控
訴
裁
判
決
は
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
、
連
邦
下
級
審
裁
判
所
や
州
裁
判
所
で
は
修
正
第
一
条
に
基

づ
く
意
見
特
権
を
認
め
る
立
場
が
支
配
的
に
な
っ
）
42
（
た
。
こ
の
点
、
連
邦
最
高
裁
は
、
事
件
移
送
令
状
の
発
布
を
拒
否
し
、
本
判
決
に
お
い

て
「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
識
別
に
つ
い
て
考
え
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
のM

ilkovich v. Lorain Journal 

Co.

事
件
で
は
、
意
見
の
表
明
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
で
あ
っ
て
も
責
任
を
負
う
場
合
が
あ
る
と
の
立
場
を
示
し
）
43
（
た
。

　
本
件
の
原
告M

ilkovich
は
オ
ハ
イ
オ
州
の
メ
イ
プ
ル
ハ
イ
ツ
高
校
レ
ス
リ
ン
グ
部
の
コ
ー
チ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
同
部
は
あ
る
試
合

で
対
戦
相
手
と
喧
嘩
を
起
こ
し
、
数
人
が
負
傷
す
る
に
至
っ
た
。
同
州
の
高
校
体
育
協
会
は
喧
嘩
発
生
の
責
任
が
メ
イ
プ
ル
側
に
あ
る
と

判
断
し
、
同
高
校
は
一
年
間
、
原
告
は
二
年
間
の
保
護
観
察
処
分
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
州
大
会
へ
の
出
場
資
格
を
失
っ
た
選
手
お
よ
び

そ
の
親
は
、
こ
の
決
定
の
差
止
め
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
、
原
告
は
当
該
試
合
で
観
客
や
審
判
に
対
す
る
行
動
で
喧
嘩
を
煽
動
し
た
と

い
う
嫌
疑
を
法
廷
上
で
否
定
し
、
裁
判
所
は
仮
の
救
済
を
認
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
新
聞
社
が
「
メ
イ
プ
ル
高
校
『
大
ウ
ソ
』
で
法

律
に
勝
つ
」
と
い
う
見
出
し
の
コ
ラ
ム
を
掲
載
し
、
原
告
が
証
言
で
ウ
ソ
を
つ
い
て
処
分
を
免
れ
た
と
批
判
し
た
た
め
、
名
誉
毀
損
責
任

の
有
無
が
争
わ
れ
た
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
、「
窮
地
に
陥
っ
た
ら
ウ
ソ
で
切
り
抜
け
よ
」、「
首
尾
よ
く
、
執
拗
に
、
そ
し
て
、
真
剣
さ

を
装
っ
て
や
れ
ば
、
実
際
に
起
き
た
こ
と
が
な
ん
で
あ
れ
、
ウ
ソ
を
突
き
通
せ
る
チ
ャ
ン
ス
は
素
晴
ら
し
く
大
き
い
」、「
試
合
を
観
戦
し

た
者
は
、
…
…
聴
聞
の
場
で
、
真
実
の
み
を
語
る
旨
厳
粛
に
宣
誓
し
た
あ
と
で
ウ
ソ
を
つ
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
で

あ
っ
た
。
オ
ハ
イ
オ
州
控
訴
裁
判
所
は
、
当
該
コ
ラ
ム
は
「
意
見
」
と
し
て
憲
法
上
で
保
護
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
被
告
支
持
の
略
式
判

決
を
下
し
、
同
州
最
高
裁
判
所
は
上
告
を
棄
却
し
た
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
こ
れ
ら
を
覆
し
、
破
棄
差
戻
し
の
判
断
を
下
し
た
。
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2　

判　

旨

　
ま
ず
、
連
邦
最
高
裁
は
、G

ertz

判
決
が
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
つ
い
て
絶
対
的
な
免
責
を
認
め
て
い
る
と
の
見
解
に
対
し
、

同
判
決
に
お
け
る
「
意
見
」
と
は
思
想
と
同
義
で
あ
り
、
同
判
決
はH

olm
es

裁
判
官
が
示
し
た
「
思
想
の
自
由
市
場
」
の
考
え
を
確
認

し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「『
意
見
』
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
れ
ば
す
べ
て
の
表
現
が
全
面
的
に
名
誉
毀
損
責
任
か
ら
免
除
さ

れ
る
こ
と
を
意
図
」
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
免
責
は
意
見
表
明
が
し
ば
し
ば
客
観
的
事
実
の
主
張
を
暗
示
し
て
い

る
と
い
う
事
実
を
無
視
す
る
考
え
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
た
。
例
え
ば
、「
私
の
意
見
で
はJones

は
ウ
ソ
つ
き
で
あ
る
」
と
の
表
現
で

あ
れ
ば
、Jones

が
虚
偽
を
述
べ
て
い
た
と
い
う
結
論
を
導
く
事
実
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
意
見
と
し
て

表
明
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
含
意
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
）
44
（
い
。

　
こ
の
よ
う
なG

ertz

判
決
に
つ
い
て
の
分
析
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、「
意
見
と
事
実
と
い
う
識
別
を
技
巧
的
に
創
り

出
さ
ず
と
も
、
表
現
の
自
由
が
生
き
延
び
る
た
め
に
必
要
な
呼
吸
空
間
は
既
存
の
憲
法
理
論
に
よ
っ
て
十
分
に
確
保
で
き
る
」
と
の
考
え

を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
名
誉
毀
損
表
現
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
と
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
責
任
を
追
及
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ

え
に
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
立
証
可
能
で
あ
る
事
実
を
含
意
し
な
い
表
現
は
憲
法
上
の
完
全
な
保
護
を
受
け
る
。
ま
た
、
空
想
的
な
表
現
や

修
辞
的
な
誇
張
と
い
っ
た
、「
具
体
的
事
実
を
述
べ
て
い
る
と
は
合
理
的
に
解
釈
」
で
き
な
い
表
現
も
保
護
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
れ
ら
の
表
現
に
該
当
し
な
い
と
し
て
も
、Sullivan

判
決
やG

ertz

判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
基
準
が
適
用
さ
れ
、「
公
人
」
に
関
す

る
表
現
で
あ
れ
ば
そ
の
表
現
内
容
に
つ
い
て
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
、
虚
偽
で
あ
る
か
否
か
を
顧
慮
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
私
人
に
関
す
る
表
現
で
あ
れ
ば
過
失
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
原
告
側
で
立
証
で
き
な
け
れ
ば
名
誉
毀
損
責
任
を

追
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
下
級
審
の
判
断
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
上
級
審
が
改
め
て
判
断
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
こ
れ
ら
の
保
護
に
加
え
て
、
修
正
第
一
条
が
保
障
す
る
表
現
の
自
由
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、『
意

見
』
に
対
し
て
別
個
独
立
の
憲
法
上
の
特
権
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
は
理
解
し
が
た
い
」
と
い
）
45
（
う
。
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そ
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
コ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
偽
証
罪
を
犯
し
た
と
主
張
し
て
い
る
印
象
を
否
定
す
る
よ
う
な
比
喩
的
表
現
や

誇
張
的
表
現
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
一
般
的
論
調
も
そ
の
よ
う
な
印
象
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
真
偽
の
証
明
が
十
分
可
能
な

ほ
ど
事
実
的
で
あ
る
た
め
、
合
理
的
な
認
定
者
な
ら
ば
か
か
る
主
張
を
含
意
し
て
い
る
と
認
め
う
る
表
現
で
あ
る
と
し
て
、
破
棄
差
戻
し

の
判
断
を
下
し
）
46
（
た
。

3　

本
判
決
の
影
響

　
本
判
決
で
は
、
修
正
第
一
条
の
も
と
で
認
め
ら
れ
て
き
た
既
存
の
名
誉
毀
損
法
理
に
加
え
て
「
意
見
特
権
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る

こ
と
に
反
対
の
立
場
が
明
確
に
示
さ
れ
）
47
（

た
。
し
か
し
、
事
実
を
含
意
し
な
い
表
現
に
対
し
て
特
権
的
な
保
護
を
認
め
て
い
る
点
で
は
同
じ

で
あ
り
、
下
級
審
の
考
え
方
と
明
確
な
違
い
は
な
い
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
）
48
（
る
。Brennnan

裁
判
官
は
、
本
判
決
の
反
対
意
見
に
お

い
て
、
法
廷
意
見
は
「
意
見
特
権
」
を
認
め
な
い
立
場
を
明
確
に
し
た
一
方
で
、
純
粋
な
意
見
表
明
に
対
す
る
保
護
は
既
存
の
名
誉
毀
損

法
理
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
表
現
に
事

実
が
含
意
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に
は
下
級
審
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
判
断
要
素
で
あ
る
、

用
い
ら
れ
た
言
葉
の
種
類
、
文
脈
的
視
点
か
ら
の
意
味
、
立
証
可
能
性
、
社
会
的
背
景
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
）
49
（
る
。
つ
ま
り
、

名
誉
毀
損
責
任
は
当
該
表
現
に
虚
偽
の
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
具
体
的
な
事
実
を
述
べ
て
い
る
と
合
理
的
に
解
釈

で
き
な
い
表
現
は
責
任
追
及
の
前
提
を
欠
く
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
判
断
す
る
際
に
はO

llm
an

判
決
と
同
様
の
判
断
基
準
を
用
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
下
級
審
で
は
、M

ilkovich
判
決
後
も
、
内
容
の
真
偽
に
つ
い
て
証
明
可
能
な
事
実
を
含
ん
で
い
な
い

名
誉
毀
損
表
現
に
対
し
て
は
、「
意
見
」
で
あ
る
と
し
て
、
憲
法
上
の
保
護
を
認
め
よ
う
と
す
る
判
決
も
少
な
か
ら
ず
下
さ
れ
て
い
）
50
（

る
。
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四
　
分
析
と
検
討

㈠
　
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
関
す
る
従
来
の
法
理
の
分
析
と
比
較

1　

日　

本

　
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
関
す
る
日
米
両
国
の
法
理
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
の
識
別
に
関

す
る
両
国
の
判
断
基
準
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
両
国
の
法
理
を
比
較
、
分
析
す
る
た
め
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
簡
潔
に
整
理
し
て

い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
わ
が
国
で
は
、
事
実
を
摘
示
し
て
い
な
い
、
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
つ
い
て
、「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
を
基
本
と

し
つ
つ
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
対
す
る
扱
い
に
準
じ
て
「
相
当
の
理
由
」
基
準
が
加
味
さ
れ
た
免
責
基
準
に
よ
っ
て
、

表
現
の
自
由
と
名
誉
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
関
す
る
論
評
で
あ
り
、
②
そ
の
目
的

が
も
っ
ぱ
ら
公
益
を
図
る
も
の
で
あ
っ
て
、
③
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
事
実
が
主
要
な
点
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
あ
っ
た

と
き
は
、
④
人
身
攻
撃
に
及
ぶ
な
ど
論
評
と
し
て
の
域
を
逸
脱
し
た
も
の
で
な
い
限
り
、
名
誉
毀
損
に
よ
る
責
任
が
否
定
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
③
の
要
件
に
関
し
て
は
、
真
実
性
の
立
証
が
な
く
て
も
、
真
実
と
信
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
の
存
在
を
立
証
で
き
れ
ば
肯

定
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
で
は
、
摘
示
事
実
が
観
念
で
き
な
い
以
上
、「
論
評
と
し
て
の
域
を
逸
脱
し
た
も
の
」
で
あ

る
か
否
か
と
い
う
要
件
が
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
表
現
「
内
容
の
当
否
は
問
題
と
な
ら
ず
、
せ
い
ぜ
い
許
容
さ
れ
る
表
現
形
式
の
限

度
内
か
否
か
の
み
が
争
点
と
な
る
に
と
ど
ま
る
」
た
め
、
責
任
の
有
無
の
判
断
に
若
干
の
差
異
が
あ
）
51
（
り
、
表
現
の
自
由
と
名
誉
の
調
整
に

も
違
い
が
生
じ
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
名
誉
毀
損
表
現
が
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
で
あ
る
か
、
論
評
等
に
よ
る
場
合
で
あ
る
か
が
憲
法
的
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な
観
点
か
ら
も
重
要
な
意
義
を
有
し
て
お
り
、
最
高
裁
で
は
、
当
該
表
現
の
平
均
的
読
者
を
基
準
と
し
て
、「
証
拠
等
を
も
っ
て
そ
の
存

否
を
決
す
る
こ
と
が
可
能
な
他
人
に
関
す
る
特
定
の
事
項
を
主
張
し
て
い
る
」
表
現
は
事
実
の
摘
示
に
よ
る
表
現
で
あ
り
、
ま
た
、「
前

後
の
文
脈
な
ど
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
」
す
れ
ば
、
間
接
的
、
黙
示
的
に
そ
の
よ
う
な
事
項
を
主
張
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
表
現
も
事

実
の
摘
示
に
よ
る
表
現
に
含
ま
れ
る
と
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
事
実
の
摘
示
が
全
体
の
文
脈
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀

損
表
現
と
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
の
識
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
で
は
前
提
事
実
と
の

関
係
が
い
ま
だ
に
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
前
提
事
実
の
ま
っ
た
く
観
念
で
き
な
い
表
現
に
つ
い
て
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な

「
裸
の
意
見
言
明
」
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
で
も
学
説
で
も
い
ま
だ
に
確
固
た
る
見
解
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
わ
が
国
の
名
誉
毀
損
法
理

の
空
白
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

2　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

　
他
方
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
両
者
の
識
別
に
関
す
る
議
論
が
わ
が
国
以
上
に
な
さ
れ
て
き
た
。
論
評
等
に
よ
る
場
合
に
は
、
摘
示

事
実
を
観
念
で
き
な
い
た
め
に
表
現
内
容
の
真
偽
の
判
別
が
不
可
能
で
あ
っ
て
、
表
現
内
容
の
真
偽
で
名
誉
毀
損
責
任
の
有
無
を
決
定
し

て
き
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
も
と
で
は
、
責
任
を
認
め
る
前
提
が
欠
け
て
お
り
、
論
評
等
に
よ
る
場
合
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
れ
ば
表
現
者
に

と
っ
て
明
ら
か
に
有
利
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
下
級
審
裁
判
所
で
は
、
当
該
名
誉
毀
損
表
現
が
「
事
実
」
で
あ
れ
ば
責
任
の

可
能
性
を
認
め
、「
意
見
」
で
あ
れ
ば
責
任
を
完
全
に
否
定
す
る
と
い
う
、
意
見
特
権
論
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
最

高
裁
で
は
、
意
見
特
権
論
を
否
定
し
、
前
提
事
実
の
観
念
で
き
る
表
現
で
あ
れ
ば
責
任
の
余
地
を
認
め
、
観
念
で
き
な
け
れ
ば
免
責
さ
れ

る
と
い
う
判
断
方
法
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
識
別
基
準
は
「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
識
別
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
基
準
と
類
似
し
て

お
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
意
見
特
権
論
と
の
差
異
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
、「
事
実
」
で
あ
る
か
「
意
見
」
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
「
事
実
」
を
含
意
す
る
か
含
意
し
な
い
か
を
識
別
す
る
た
め
の
基
準
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と
し
て
、
詳
細
か
つ
主
流
と
な
っ
て
い
る
の
が
、O

llm
an v. Evans

連
邦
控
訴
裁
判
決
の
法
廷
意
見
に
お
け
るStarr

裁
判
官
に
よ
っ
て

示
さ
れ
た
判
断
基
準
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
表
現
の
通
常
の
用
法
な
い
し
意
味
」、「
表
現
の
検
証
可
能
性
」、「
文
章
の
前
後
関
係
」、

「
社
会
的
背
景
」
の
四
つ
の
要
素
か
ら
、
当
該
意
見
が
事
実
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
「
事
実
」
に
該
当
し
、
責
任
追
及
の
可
能
性
が
肯
定
さ

れ
、
事
実
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
「
意
見
」
と
し
て
そ
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、「
事
実
」
に
該
当
し
た
と
し

て
も
、
被
害
者
た
る
原
告
が
「
公
人
」
で
あ
っ
た
り
、
表
現
内
容
が
「
公
的
関
心
事
」
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
加
害
者
た
る
被
告
の
「
現

実
的
悪
意
」、
そ
う
で
な
け
れ
ば
被
告
の
過
失
を
原
告
側
が
立
証
し
な
け
れ
ば
、
名
誉
毀
損
責
任
は
生
じ
な
い
。

3　

両
国
の
比
較

　
⑴
　
類
似
点

　
両
国
の
法
理
を
比
較
す
る
と
、
両
者
の
間
で
免
責
基
準
等
に
差
異
が
あ
り
、
表
現
の
自
由
と
名
誉
の
調
整
に
違
い
が
生
じ
う
る
こ
と
は

共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
の
識
別
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
両
国
と
も
に
、
当
該
表
現
か
ら
特
定
の
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
こ

と
が
読
み
取
れ
る
な
ら
ば
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
と
し
て
扱
う
と
い
う
判
断
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
摘
示

事
実
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
表
現
内
容
に
加
え
て
前
後
の
文
脈
等
も
検
討
し
、
間
接
的
あ
る
い
は
暗
示
的
に
そ
の
よ
う
な

事
実
を
読
み
取
れ
る
と
き
も
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
点
も
同
様
で
あ
る
。

　
⑵
　
相
違
点

　
も
っ
と
も
両
国
の
考
え
方
に
は
違
い
も
見
受
け
ら
れ
）
52
（
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
で
は
、
前
述
し
た
通
り
、
両
者
の
識
別
に
よ
っ
て
論
評

等
に
よ
る
場
合
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
表
現
に
対
し
て
は
「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
前
提

事
実
の
真
実
性
あ
る
い
は
真
実
と
信
じ
た
こ
と
に
関
す
る
「
相
当
の
理
由
」
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
同
法
理
の
適
用
に
は
前
提
事
実
の
存

在
が
な
お
想
定
さ
れ
、
前
提
事
実
の
観
念
で
き
な
い
「
裸
の
意
見
言
明
」
に
対
す
る
扱
い
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、
前
提
事
実
が
含
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
完
全
に
責
任
が
否
定
さ
れ
、
含
意
さ
れ
て
い
れ
ば
、「
現
実
的
悪
意
」
の
法
理
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等
の
適
用
を
通
じ
て
責
任
の
最
終
的
な
有
無
が
続
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
両
者
の
識
別
の
段
階
で
当
該
表
現
が
前
提
事
実

を
示
唆
し
て
い
る
か
否
か
を
厳
密
に
検
討
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
両
国
の
差
異
は
、
名
誉
毀
損
表
現
に
対
す
る
捉
え
方
の
違
い
か
ら
説
明
で
き
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
で
は
、
名
誉
毀
損
表

現
は
、
他
者
の
名
誉
を
侵
害
す
る
た
め
に
、
表
現
の
自
由
の
行
使
と
し
て
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
公
共
の
利
害
に
関
す

る
事
項
を
内
容
と
し
て
い
る
表
現
に
つ
い
て
は
、
民
主
的
な
観
点
か
ら
、
表
現
の
自
由
と
し
て
の
価
値
を
な
お
認
め
、
例
外
的
に
名
誉
と

の
調
整
が
図
ら
れ
る
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
）
53
（
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
名
誉
毀
損
表
現
が
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
と
論
評
等
に
よ
る
場

合
で
違
い
は
な
く
、
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
項
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
表
現
の
自
由
と
名
誉
の
調
整
が
図
ら
れ
る
た

め
、「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
に
お
い
て
も
前
提
事
実
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
前
提
事
実
の

ま
っ
た
く
観
念
で
き
な
い
「
裸
の
意
見
言
明
」
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
表
現
の
自
由
に
配
慮
す
る
必
要
が
な
い
た
め
、
裁
判
所
で
は
、

原
則
に
従
い
、
表
現
者
の
責
任
を
広
く
認
め
る
判
断
が
下
さ
れ
る
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
他
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
表
現
の
自
由
に
は
「
思
想
の
自
由
市
場
」
に
貢
献
す
る
価
値
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、
他
者
の
名
誉
を
侵
害

す
る
表
現
で
あ
っ
て
も
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
虚
偽
情
報
を
含
意
す
る
表
現
に
つ
い
て
は
、「
思
想
の
自
由
市
場
」
に
何

ら
寄
与
し
な
い
と
し
て
、
例
外
的
に
保
護
さ
れ
な
い
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
真
実
の
情
報
を
含
意
す
る
名
誉
毀
損

表
現
、
お
よ
び
、
情
報
を
含
意
し
な
い
た
め
に
真
偽
を
判
断
で
き
な
い
名
誉
毀
損
表
現
は
、「
思
想
の
自
由
市
場
」
へ
の
寄
与
が
認
め
ら

れ
る
た
め
に
、
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
虚
偽
の
情
報
を
含
意
す
る
名
誉
毀
損
表
現
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
表
現
が

「
公
人
」
や
「
公
的
関
心
事
」
に
関
す
る
内
容
で
あ
れ
ば
、
公
的
議
論
を
活
発
に
さ
せ
る
機
能
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、
な

お
免
責
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
名
誉
毀
損
表
現
が
事
実
を
含
意
し
て
い
る
か
否
か
が
責
任
の
有
無

を
決
定
す
る
際
に
重
要
な
判
断
事
項
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
と
ア
メ
リ
カ
で
は
、
名
誉
毀
損
表
現
の
根
本
的
な
捉
え
方
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
わ
が
国
に
ア
メ
リ
カ
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の
考
え
方
を
導
入
す
る
際
に
は
、
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
な
）
54
（
る
。

㈡
　
表
現
媒
体
に
よ
る
、
識
別
判
断
の
変
動
可
能
性
に
つ
い
て

　
よ
っ
て
、
日
米
両
国
で
は
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
関
し
、
そ
れ
ら
の
識
別
基
準
に

つ
い
て
は
類
似
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
ほ
う
が
表
現
者
に
と
っ
て
有
利
な
判
断
が
下
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
は
真
逆
の

結
論
に
な
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。
わ
が
国
で
は
、
仮
に
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
表
現
が
論
評
等
に
よ
る
場
合
で
あ
る
と
従
来
よ
り
も

認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
表
現
者
に
よ
り
不
利
な
判
断
が
下
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
本
稿
の
目
的
が
前
提
か
ら
否
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
い
ま
だ
に
不
明
瞭
で
あ
り
、
ま
た
、
別
の
観
点
も
加
味
す
る
こ
と
）
55
（

で
、
今
後
、
論
評
等
に

よ
る
場
合
の
ほ
う
が
表
現
者
に
有
利
な
判
断
が
下
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
引
き
続
き
、
両
者
の

識
別
の
判
断
が
表
現
媒
体
、
特
に
ネ
ッ
ト
を
表
現
媒
体
と
し
た
場
合
と
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
よ
っ
て
変
動
し
う
る
か
に
つ
い
て
、
詳
細

な
分
析
が
可
能
で
あ
るO

llm
an

判
決
の
判
断
基
準
を
も
と
に
、
若
干
の
検
討
を
試
み
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　
ま
ず
、
第
一
の
要
素
で
あ
る
「
表
現
の
通
常
の
用
法
な
い
し
意
味
」
で
は
、
表
現
に
明
確
な
事
実
が
含
意
さ
れ
て
い
る
か
が
問
題
と
な

る
が
、
こ
の
要
素
に
関
し
て
は
、
表
現
媒
体
の
性
質
に
よ
っ
て
特
段
の
変
化
は
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
表

現
媒
体
は
、
報
道
企
業
の
よ
う
な
組
織
的
な
編
集
過
程
を
介
さ
ず
、
個
人
単
位
で
の
表
現
発
信
を
可
能
に
さ
せ
る
た
め
、
明
確
な
事
実
を

含
意
し
て
い
る
と
は
解
さ
れ
な
い
表
現
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
個
々
で
専
門
的
あ
る
い
は
組
織
的
に
表
現
発
信
を
管
理
す
る
こ

と
も
可
能
な
場
合
も
あ
る
た
め
、
一
概
に
断
言
す
る
こ
と
は
安
易
で
あ
る
。

　
第
二
の
要
素
で
あ
る
「
表
現
の
検
証
可
能
性
」
に
関
し
て
は
、
当
該
表
現
の
真
実
性
に
つ
い
て
の
客
観
的
証
明
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
、
第
一
の
要
素
と
同
様
に
、
表
現
媒
体
に
よ
っ
て
は
証
明
困
難
な
表
現
が
多
く
発
信
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

よ
う
な
事
情
が
一
般
的
な
事
象
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
経
済
的
、
組
織
的
基
盤
の
な
い
個
人
も
容
易
に
名
誉
毀
損
事
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件
に
お
け
る
加
害
者
と
な
り
う
る
と
い
う
事
情
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
要
素
に
よ
っ
て
、
名
誉
毀
損
表
現
が
論
評
等
に
よ
る
場
合
で
あ
る
と

認
定
さ
れ
る
可
能
性
が
左
右
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
客
観
的
証
明
可
能
性
の
有
無
が
表
現
者
の
事
情
を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
報
道
機
関
等
に
よ
っ
て
名
誉
毀
損
表
現
が
発
信
さ
れ
た
場
合
と
、
確
か
な
情
報
源
を
有
し
て
お
ら
ず
、
証
明
能
力
の
乏
し
い
個

人
が
名
誉
毀
損
表
現
を
発
信
し
た
場
合
と
で
は
、
客
観
的
証
明
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
違
い
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、「
文
章
の
前
後
関
係
」
と
い
う
第
三
の
要
素
で
は
、
当
該
表
現
だ
け
で
な
く
、
そ
の
表
現
が
掲
載
さ
れ
た
記
事
等
の
性
格
も
鑑

み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
精
密
な
区
別
を
行
う
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
、
こ
の
要
素
に
お
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
表
現
媒
体
に
つ
い

て
は
明
確
な
変
化
が
生
じ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
要
素
で
は
当
該
表
現
媒
体
に
お
け
る
平
均
的
読
者
を
も
と
に
判
断
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ネ
ッ
ト
の
よ
う
に
利
用
の
門
戸
が
広
く
開
か
れ
て
い
る
表
現
媒
体
で
は
、
情
報
の
取
捨
選
択
に
つ
い
て
未
熟
な
若

者
も
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
者
た
ち
が
判
断
基
準
と
な
れ
ば
、
一
見
す
れ
ば
事
実
を
含
意
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
る

表
現
が
そ
の
ま
ま
事
実
を
含
意
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
逆
に
、
個
人
に
よ
る
表
現
発
信
が
多
い
た
め
、
当

該
表
現
媒
体
で
は
は
じ
め
か
ら
信
憑
性
の
乏
し
い
表
現
で
あ
る
と
認
識
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
の
事
情
を
鑑
み
れ
ば
、
名
誉
毀
損
表
現

が
事
実
に
基
づ
か
な
い
論
評
等
に
す
ぎ
な
い
と
認
定
さ
れ
る
可
能
性
が
従
来
よ
り
も
高
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
要
素
に
関
し
て
は
、

裁
判
所
等
が
い
ず
れ
の
事
情
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
の
識
別

判
断
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
表
現
に
関
し
て
は
、
近
時
の
日
米
の
裁
判
例
に
お
い
て
後
者
の
事

情
を
鑑
み
た
判
断
が
示
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
後
者
の
立
場
に
基
づ
き
、
広
く
論
評
等
に
よ
る
場
合
と
し
て
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
高
）
56
（

い
。

　
最
後
に
、
第
四
の
要
素
の
「
社
会
的
背
景
」
で
は
、
そ
れ
以
外
の
三
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
結
論
に
つ
い
て
修
正
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
要
素
で
は
広
い
文
脈
や
背
景
、
社
会
的
慣
行
が
検
討
さ
れ
る
た
め
、
表
現
の
自
由
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
等

の
表
現
媒
体
の
価
値
を
積
極
的
あ
る
い
は
消
極
的
に
評
価
し
て
、
結
論
の
妥
当
性
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
従
来
よ
り
も
多
く

の
者
に
表
現
の
自
由
の
行
使
の
機
会
を
提
供
で
き
る
表
現
媒
体
に
よ
る
表
現
活
動
は
積
極
的
に
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
当
該
名
誉
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毀
損
表
現
を
広
く
論
評
等
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
よ
り
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
の
識
別
に
関
し
て
は
、
主
に
第
二
、
第
三
の
要
素

に
よ
っ
て
、
表
現
媒
体
の
性
質
か
ら
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
し
て
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
ま
と
め

　
本
稿
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
名
誉
毀
損
表
現
に
関
し
、
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と

し
て
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
従
来
よ
り
も
広
く
な
る
こ
と
で
、
表
現
の
自
由
が
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
に
つ
い
て
の
示
唆
を
得

る
た
め
に
、
論
評
等
に
よ
る
場
合
に
関
す
る
日
米
の
法
理
に
つ
い
て
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
と
の
識
別
に
着
目
し
つ
つ
分
析
し
、
表

現
媒
体
に
よ
っ
て
、
両
者
の
識
別
の
判
断
に
変
化
が
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　
両
国
で
は
、
責
任
を
負
う
べ
き
範
囲
が
異
な
る
等
か
ら
、
表
現
の
自
由
と
名
誉
の
調
整
に
差
異
が
生
じ
る
た
め
、
両
者
を
識
別
す
る
必

要
が
あ
）
57
（
り
、
表
現
内
容
に
明
示
的
あ
る
い
は
暗
示
的
に
事
実
が
摘
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
し
て
い

る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
い
ず
れ
が
表
現
者
側
に
有
利
な
判
断
が
下
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
事
実
の

摘
示
に
よ
る
場
合
の
ほ
う
が
有
利
と
な
る
可
能
性
が
高
く
、
ア
メ
リ
カ
で
は
論
評
等
に
よ
る
場
合
の
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

わ
が
国
で
は
、
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
場
合
と
し
て
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
従
来
よ
り
も
広
く
な
る
こ
と
で
表
現
の
自
由
が
よ
り

保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
従
来
の
名
誉
毀
損
法
理
か
ら
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
結
論

を
わ
が
国
で
導
く
場
合
に
は
、
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
を
よ
り
積
極
的
に
保
護
す
べ
き
別
の
論
拠
を
提
示
す
る
こ
と
が
前
提
と
な

る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
前
提
が
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
両
者
の
識
別
に
関
す
る
判
断
結
果
が
表
現
媒
体
の
違
い
に
よ
っ
て
変
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動
す
る
か
否
か
の
検
討
が
、
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
に
つ
い
て
は
表
現
の
自
由
が
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
と
の
結
論
を
導
く
う
え
で
、
意
味
を

成
し
て
く
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
本
稿
で
は
、
詳
細
な
分
析
を
試
み
る
ア
メ
リ
カ
の
判
断
基
準
を
も
と
に
検
討
し
、
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
表

現
媒
体
に
つ
い
て
は
、
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
と
し
て
処
理
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
と
の
示
唆
が
得
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

論
評
等
に
よ
る
場
合
の
ほ
う
が
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
よ
り
も
表
現
者
に
有
利
な
判
断
が
下
さ
れ
る
と
の
前
提
に
立
て
ば
、
従
来
の
名

誉
毀
損
法
理
の
内
容
を
具
体
的
に
修
正
せ
ず
と
も
、
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
表
現
に
つ
い
て
は
表
現
の
自
由
が
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
と

の
結
論
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
両
者
の
識
別
基
準
に
お
い
て
は
、「
社
会
的
背
景
」
を
考
慮
す
る
た
め
、
こ
の
要
素
を
も
っ
て
、
逆
に
、
名
誉
毀
損
表
現

の
頻
度
に
鑑
み
て
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
該
当
す
る
場
合
を
増
や
し
て
個
人
の
名
誉
の
保
護
を
図
る
こ
と
も
不
可
能
で

は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
表
現
の
自
由
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
の
価
値
に
つ
い
て
、
個
人
の
名
誉
の
保
護
よ
り
も
優
先
さ
せ

る
ほ
ど
の
価
値
が
見
出
せ
る
か
否
か
に
関
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）  

例
え
ば
、
修
正
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
立
場
と
し
て
、
高
橋
和
之
教
授
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
は
、
名
誉
毀
損
表

現
が
な
さ
れ
た
場
所
へ
被
害
者
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
な
ら
ば
、
加
害
者
と
被
害
者
は
表
現
手
段
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
平
等
な
立
場
に
立
つ
た
め
、

対
抗
言
論
の
原
則
に
基
づ
き
、
よ
り
表
現
者
側
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
す
べ
き
と
主
張
す
る
。
高
橋
和
之
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
と

表
現
の
自
由
」
高
橋
和
之
・
松
井
茂
記
・
鈴
木
秀
美
編
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
法
』
六
六
―
六
八
頁
（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
二
〇
一
〇
年
）。

　
　
　
一
方
、
修
正
が
不
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
立
場
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ラ
ー
メ
ン
Ｆ
Ｃ
事
件
判
決
に
お
け
る
最
高
裁
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

に
載
せ
た
情
報
は
、
不
特
定
多
数
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
が
瞬
時
に
閲
覧
可
能
で
あ
」
っ
て
、「
一
度
損
な
わ
れ
た
名
誉
の
回
復
は
容
易
で

は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
反
論
に
よ
っ
て
十
分
に
そ
の
回
復
が
図
ら
れ
る
保
証
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
」
た
め
、
ネ
ッ
ト
と
他
の
表
現

手
段
を
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。
最
決
平
成
二
二
年
三
月
一
五
日
。

（
2
）  

従
来
の
基
準
よ
り
も
表
現
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的
手
法
と
し
て
、
例
え
ば
、
立
証
責
任
を
被
告
か
ら
原
告
に
転
換
す
る
、
さ
ら
に

は
、「
現
実
的
悪
意
」
の
法
理
を
導
入
す
る
と
い
っ
た
形
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
そ
の
よ
う
な
手
法
を
採
る
場
合
、「
人
間
の
生
活
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次
元
に
お
け
る
公
私
の
多
元
性
に
配
慮
」
す
る
必
要
が
あ
る
等
、
安
易
に
導
入
す
る
こ
と
が
困
難
な
側
面
も
認
め
ら
れ
る
。
駒
村
圭
吾
『
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
法
理
』
二
〇
四
頁
（
嵯
峨
野
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
3
）  

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
明
確
に
提
示
し
た
論
稿
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
が
、
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
論
稿
で
は
あ
る
が
、

Kaitlin M
. G
urney, CO

M
M
EN
T: M

YSPA
CE, YO

U
R REPU

TATIO
N
: A
 CA
LL TO

 CH
A
N
G
E LIBEL LAW

S FO
R JU

VEN
ILES 

U
SIN
G
 SO
CIA
L N
ETW

O
RKIN

G
 SITES, 82 Tem

p. L. Rev. 241, 249 -250, 273 -278 （2009

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
4
）  
た
だ
し
、
事
実
の
摘
示
が
な
い
名
誉
毀
損
表
現
は
、「
侮
辱
」
と
い
う
形
で
、
刑
事
上
の
責
任
追
及
も
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
大
判
大
正
一
五

年
七
月
五
日
刑
集
五
巻
三
〇
三
頁
参
照
。

（
5
）  

最
一
小
判
昭
和
四
一
年
六
月
二
三
日
民
集
二
〇
巻
六
号
一
一
一
八
頁
。

（
6
）  

英
米
法
に
お
け
る
「
公
正
な
論
評
」
は
、「
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
項
又
は
一
般
公
衆
の
関
心
事
で
あ
る
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
ん

び
と
と
い
え
ど
も
論
評
の
自
由
を
有
し
、
そ
れ
が
公
的
活
動
と
は
無
関
係
な
私
生
活
暴
露
や
人
身
攻
撃
に
わ
た
ら
ず
、
か
つ
論
評
が
公
正
で
あ
る

限
り
は
、
い
か
に
そ
の
用
語
や
表
現
が
激
越
・
辛
辣
で
あ
ろ
う
と
も
、
ま
た
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
被
論
評
者
が
社
会
か
ら
受
け
る
価
値
が
低
下

す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
論
評
者
は
名
誉
毀
損
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
法
理
」
と
定
義
さ
れ
る
。
幾
代
通
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お

け
る
名
誉
毀
損
とFair Com

m
ent
―
事
実
の
真
実
性
証
明
に
関
し
て
」
末
延
還
暦
記
念
・
英
米
私
法
論
集
二
六
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
六
三
年
）。

　
　
　
そ
し
て
、「
公
正
な
論
評
」
の
特
権
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
当
該
論
評
が
、
①
公
共
の
関
心
事
を
内
容
と
し
て
お
り
、
②
前
提
と
し
て

い
る
事
実
が
真
実
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
特
権
の
認
め
ら
れ
た
内
容
で
あ
り
、
③
論
者
の
現
実
の
意
見
で
あ
っ
て
、
④
対
象
者
に
危
害
を
与
え
る

こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
名
誉
毀
損
責
任
が
免
除
さ
れ
る
。See Jeffery E. Thom

as, CO
M
M
EN
T: Statem

ents 
of Fact, Statem

ents of O
pinion, and the First A

m
endm

ent, 74 Calif. L. Rev. 1001, 1002 

（1986

）;  Robert D. Sack, A
RTICLE: 

PRO
TECTIO

N
 O
F O
PIN
IO
N
 U
N
D
ER TH

E FIRST A
M
EN
D
M
EN
T: REFLECTIO

N
S O
N
 A
LFRED

 H
ILL, 

“DEFA
M
ATIO

N
 

A
N
D
 PRIVA

CY U
N
D
ER TH

E FIRST A
M
EN
D
M
EN
T

”, 100 Colum
. L. Rev. 294, 301 

（2000

）.

邦
語
文
献
と
し
て
は
、
松
井
茂
記

「
意
見
に
よ
る
名
誉
毀
損
と
表
現
の
自
由
」
民
商
法
雑
誌
第
一
一
三
巻
第
三
号
三
二
九
頁
（
一
九
九
五
）
参
照
。

（
7
）  

例
え
ば
、
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
七
月
一
二
日
判
タ
二
八
二
号
一
九
六
頁
（
女
子
プ
ロ
レ
ス
事
件
）
や
、
東
京
地
判
昭
和
五
六
年
六
月
二
日
判

時
一
〇
〇
九
号
一
七
頁
（
永
山
裁
判
批
判
事
件
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
8
）  

最
判
平
成
元
年
一
二
月
二
一
日
民
集
四
三
巻
一
二
号
二
二
五
二
頁
。
た
だ
し
、
本
判
決
に
先
立
っ
て
、
最
高
裁
は
、
最
大
判
昭
和
六
一
年
六
月
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一
一
日
民
集
四
〇
巻
四
号
八
七
二
頁
（
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事
件
）
や
最
判
昭
和
六
二
年
四
月
二
四
日
民
集
四
一
巻
三
号
四
九
〇
頁
（
サ
ン
ケ
イ
新

聞
事
件
）
に
お
い
て
、
論
評
等
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
。
前
者
の
判
決
は
論
評
等
に
よ
る
場
合
も
事
実
の
摘
示
に
よ
る

場
合
と
同
じ
枠
内
で
処
理
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
後
者
の
判
決
は
「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
の
枠
組
み
を
示
唆
し
た
と
評
価
さ
れ
る
。
前
田

聡
「
名
誉
毀
損
に
お
け
る
『
意
見
表
明
表
現
』
の
免
責
法
理
に
つ
い
て
（
２
）

―
『
名
誉
毀
損
法
と
意
見
表
明
の
自
由
』
考
・
そ
の
一
」
流
経

法
学
第
一
一
巻
一
号
五
八
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
駒
村
・
前
掲
注
（
２
）
一
九
四
頁
参
照
。

（
9
）  
こ
の
点
、
学
説
で
は
、
本
判
決
が
英
米
法
に
お
け
る
「
公
正
な
論
評
」
の
特
権
を
採
用
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
本
判
決
が
「
公
正
な
論
評
」
の
特
権
を
正
式
に
採
用
し
た
と
評
価
す
る
立
場
と
し
て
、
松
井
茂
記
「
公
立
小
学
校
に
お
け
る
通
知
表
の
交
付

を
め
ぐ
る
混
乱
に
つ
い
て
の
批
判
、
論
評
を
主
題
と
す
る
ビ
ラ
の
配
布
行
為
が
名
誉
侵
害
と
し
て
の
違
法
性
を
欠
く
と
さ
れ
た
事
例
」
民
商
法
雑

誌
第
一
〇
三
巻
第
二
号
二
八
一
頁
（
一
九
九
〇
年
）、
奥
平
康
弘
『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
法
』
一
六
九
頁
（
新
世
社
、
一
九
九
七
年
）。「
相
当
の

理
由
」
基
準
を
持
ち
込
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
等
と
評
価
す
る
立
場
と
し
て
、
五
十
嵐
清
「
ビ
ラ
の
配
布
行
為
と
名
誉
な
い
し
人
格
的
利
益
の
侵
害
」

平
成
元
年
度
重
要
判
例
解
説
七
九
頁
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
違
い
に
つ
い
て
、
神
田
孝
夫
名
誉
教
授
は
、
前
者
は
論
評
等
に
よ
る
場
合
に
も
免
責

の
余
地
を
認
め
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
の
理
解
、
後
者
は
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
よ
り
も
厚
く
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
の
理
解
か
ら
生
じ
て

い
る
と
分
析
し
て
い
る
。
神
田
孝
夫
「
論
評
な
い
し
意
見
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
と
免
責
事
由
（
一
）

―
判
例
に
お
け
る
『
公
正
な
論
評
』
法

理
の
生
成
と
問
題
点

―
」
札
幌
法
学
第
一
四
巻
二
号
二
六
、
二
七
頁
。

（
10
）  

も
っ
と
も
、
下
級
審
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
判
決
が
下
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、「
相
当
の
理
由
」
が
あ
る
と
し
て
免
責
を
肯

定
し
た
判
決
と
し
て
は
、
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
一
月
二
六
日
判
時
一
二
六
五
号
一
二
五
頁
、
東
京
高
判
平
成
六
年
九
月
二
二
日
判
時
一
五
三
六

号
三
七
頁
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
方
、「
相
当
の
理
由
」
が
な
い
と
し
て
免
責
を
否
定
し
た
判
決
と
し
て
は
、
東
京
地
判
平
成
二
年
八
月
二
七
日

判
タ
七
五
一
号
一
六
八
頁
（
各
界
う
ら
ば
な
し
事
件
）、
東
京
高
判
平
成
四
年
一
二
月
二
八
日
判
時
一
四
四
九
号
一
〇
〇
頁
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
11
）  

な
お
、
こ
の
事
件
の
東
京
高
裁
判
決
も
、
示
唆
の
富
ん
だ
判
断
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
名
誉
毀
損
表
現
が
、「
現
実
の
事
実
又
は

行
為
に
つ
い
て
述
べ
た
言
辞
（
以
下
「
事
実
言
明
」
と
い
う
。）
で
は
な
く
、
意
見
を
叙
述
し
た
言
辞
（
以
下
「
意
見
言
明
」
と
い
う
。）
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、（
一
）
当
該
記
事
が
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、（
二
）（
１
）
右
意
見
の
形
成
の
基
礎
を
な
す

事
実
（
以
下
「
意
見
の
基
礎
事
実
」
と
い
う
。）
が
当
該
記
事
に
お
い
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
主
要
な
部
分
に
つ
き
、
真
実
性
の
証

明
が
あ
る
か
若
し
く
は
記
事
の
公
表
者
に
お
い
て
真
実
と
信
じ
る
に
つ
き
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
（
以
下
真
実
性
の
証
明
の
あ
る
事
実
と
記
事

の
公
表
者
に
お
い
て
真
実
と
信
じ
る
に
つ
き
相
当
な
理
由
の
あ
る
事
実
の
い
ず
れ
を
も
「
免
責
事
実
」
と
い
う
。）（
２
）
又
は
当
該
記
事
が
公
表
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さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
意
見
の
起
訴
事
実
が
、
既
に
新
聞
、
週
刊
誌
又
は
テ
レ
ビ
等
に
よ
り
繰
り
返
し
報
道
さ
れ
た
た
め
、
社
会
的
に
広
く
知

れ
渡
っ
た
事
実
若
し
く
は
こ
の
よ
う
な
事
実
と
当
該
記
事
に
記
載
さ
れ
た
免
責
事
実
か
ら
な
る
と
き
で
あ
っ
て
、（
三
）
か
つ
、
当
該
意
見
を
そ

の
基
礎
事
実
か
ら
推
論
す
る
こ
と
が
不
当
、
不
合
理
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
き
に
は
、
右
の
よ
う
な
意
見
言
明
の
公
表
は
、
不
法
行
為
を
構
成

す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
考
え
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、「
当
該
意
見
の
真
偽
又
は
正
当
性
は
、
証
拠
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

議
論
を
通
じ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
と
い
え
る
」
た
め
、
そ
の
よ
う
な
意
見
の
公
表
は
「
憲
法
二
一
条
の
規
定
に
よ
り
厚
く
保
護
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
」
る
。
ま
た
、「
右
意
見
の
読
者
は
、
意
見
の
基
礎
事
実
に
基
づ
き
自
己
の
意
見
を
形
成
し
、
そ
の
真
偽
又
は
正
当
性
を
自
ら

判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
当
該
意
見
に
よ
っ
て
そ
の
読
者
の
判
断
、
印
象
等
が
直
ち
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
に
鑑
み
」

れ
ば
、
不
法
行
為
と
解
し
な
い
ほ
う
が
、「
言
論
の
自
由
と
個
人
の
名
誉
の
保
護
と
の
合
理
的
調
整
を
図
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
」。

　
　
　
ま
た
、「
事
実
言
明
」
を
、「
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
一
般
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
意
味
に
従
っ
て
理
解
す
る
と
き
、
あ
る
特
定
の
者

に
つ
い
て
の
現
実
の
事
実
又
は
行
為
を
叙
述
し
た
表
現
で
あ
っ
て
、
右
事
実
又
は
行
為
の
真
偽
が
証
拠
に
よ
り
証
明
可
能
で
あ
る
も
の
」、「
意
見

言
明
」
を
、「
右
以
外
の
言
明
で
あ
っ
て
、
多
義
的
、
不
正
確
若
し
く
は
漠
然
と
し
て
い
る
た
め
一
般
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
意
味
の
中
核
を
把

握
し
難
く
そ
の
意
味
内
容
に
つ
き
議
論
の
余
地
の
あ
る
言
葉
よ
り
表
現
さ
れ
て
い
る
言
明
、
又
は
あ
る
特
定
の
者
の
行
為
若
し
く
は
性
質
等
に
つ

い
て
の
評
価
若
し
く
は
論
評
を
加
え
た
言
明
」
と
定
義
し
た
。
た
だ
し
、「
意
見
言
明
の
よ
う
な
形
式
を
と
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該

記
事
に
お
け
る
そ
の
前
後
の
文
脈
又
は
右
記
事
の
平
均
的
読
者
の
お
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
な
い
し
は
社
会
的
文
脈
か
ら
、
黙
示
的
な
事
実
言

明
と
解
さ
れ
る
者
は
、
事
実
言
明
と
認
め
る
べ
き
」
と
し
た
。

（
12
）  

論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
関
す
る
そ
の
後
の
最
高
裁
判
例
と
し
て
、
最
判
平
成
一
〇
年
一
月
三
〇
日
判
時
一
六
三
一

号
六
八
頁
と
最
判
平
成
一
〇
年
七
月
一
七
日
判
時
一
六
五
一
号
五
六
頁
が
注
目
さ
れ
た
。
前
者
で
は
、「
表
現
に
推
論
の
形
式
が
採
ら
れ
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
も
…
…
証
拠
等
を
も
っ
て
そ
の
存
否
を
決
す
る
こ
と
が
可
能
な
他
人
に
関
す
る
特
定
の
事
項
を
右
推
論
の
結
果
と
し
て
主
張
す
る

も
の
と
理
解
さ
れ
る
と
き
に
は
、
同
部
分
は
、
事
実
を
摘
示
す
る
も
の
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
の
考
え
を
示
し
た
と
と
も
に
、
立
証
活
動

や
認
定
の
困
難
は
そ
の
判
断
を
左
右
し
な
い
と
さ
れ
た
。

　
　
　
後
者
で
は
、
著
作
物
に
対
す
る
論
評
等
に
つ
い
て
、
前
提
事
実
で
あ
る
著
作
内
容
に
関
す
る
真
実
性
の
立
証
の
程
度
や
範
囲
が
主
に
問
題
と

な
っ
た
。
最
高
裁
は
、
先
例
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
意
見
な
い
し
論
評
が
他
人
の
著
作
物
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
右
著
作
物
の
内

容
自
体
が
意
見
な
い
し
論
評
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
事
実
に
当
た
る
か
ら
、
当
該
意
見
な
い
し
論
評
に
お
け
る
他
人
の
著
作
物
の
引
用
紹
介
が
全

体
と
し
て
正
確
性
を
欠
く
も
の
で
な
け
れ
ば
、
前
提
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
真
実
で
な
い
と
の
理
由
で
当
該
意
見
な
い
し
論
評
が
違
法
と
な
る
こ
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と
は
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
考
え
を
示
し
た
。

　
　
　
な
お
、
わ
が
国
の
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
の
法
理
に
関
す
る
一
連
の
展
開
を
詳
細
に
整
理
し
た
文
献
と
し
て
、
神
田

孝
夫
「
論
評
な
い
し
意
見
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
と
免
責
事
由
（
一
）（
二
）（
三
）・
完

―
判
例
に
お
け
る
『
公
正
な
論
評
』
法
理
の
生
成
と

問
題
点

―
」
前
掲
注
（
9
）
七
―
四
二
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
札
幌
法
学
第
一
五
巻
第
一
号
四
九
―
七
五
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
札
幌
法
学
第
一

六
巻
第
一
号
一
―
二
四
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
13
）  
山
口
成
樹
「
名
誉
毀
損
法
に
お
け
る
事
実
と
意
見
（
三
・
完
）

―
英
米
法
の
示
唆
す
る
も
の

―
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
第
三
六
巻

第
二
号
一
五
三
頁
参
照
。

（
14
）  

奥
平
・
前
掲
注
（
9
）
一
七
八
頁
。

（
15
）  

こ
の
よ
う
な
論
評
と
関
係
し
た
数
少
な
い
裁
判
例
と
し
て
、
札
幌
高
判
昭
和
五
八
年
一
月
二
六
日
判
タ
四
九
二
号
七
五
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同

判
決
で
は
、
被
告
が
前
提
事
実
を
真
実
性
の
抗
弁
と
し
て
主
張
し
た
た
め
、
そ
の
事
実
が
審
査
さ
れ
て
真
実
性
が
否
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
い
わ
ゆ

る
「
安
部
譲
二

―
お
れ
が
裁
く
」
事
件
に
お
け
る
東
京
地
裁
判
決
で
は
、「
お
よ
そ
公
正
な
論
評
の
基
礎
と
し
う
る
事
実
の
指
摘
を
欠
く
」
こ

と
を
理
由
に
、
免
責
が
否
定
さ
れ
た
。
東
京
地
判
平
成
二
年
三
月
二
六
日
判
時
一
三
四
三
号
六
二
頁
。

（
16
）  

堀
内
明
「
公
正
な
論
評
」
竹
田
稔
・
堀
部
政
男
編
『
新
・
裁
判
実
務
大
系
9
　
名
誉
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
関
係
訴
訟
法
』
四
六
頁
（
青
林
書
院
、

二
〇
〇
一
年
）。

（
17
）  

奥
平
・
前
掲
注
（
9
）
一
七
八
頁
。

（
18
）  

五
十
嵐
清
『
人
格
権
法
概
説
』
七
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
19
）  

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
原
告
が
本
来
有
し
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
有
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
社
会
的
評
判
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
こ
と
、
被
告
は
原
告
の
不
名
誉
を
広
め
て
社
会
貢
献
し
た
こ
と
、
損
害
賠
償
の
可
能
性
に
よ
っ
て
真
実
が
抑
制
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。Prosser and Keeton, TH

E LAW
 O
F TO

RTS 
§116 at 840 （5th ed. 1984

）.

（
20
）  N
ew
 York Tim

es Co. v. Sullivan, 376 U. S. 254 

（1964
）.
本
判
決
で
は
、
名
誉
毀
損
表
現
に
対
し
て
も
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
の
保

護
が
及
び
、「
公
職
者
」
に
対
す
る
名
誉
毀
損
表
現
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
た
る
原
告
が
、
被
告
の
「
現
実
的
悪
意
」、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
虚
偽

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
、
虚
偽
か
否
か
を
無
謀
に
も
無
視
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
、
損
害
賠
償
は
得
ら
れ
な
い
と
の
連

邦
最
高
裁
の
考
え
が
示
さ
れ
た
。
本
判
決
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
堀
部
政
男
「N

ew
 York Tim

es Co. v. Sullivan

名
誉
毀
損
と
言
論
の
自

由
」
英
米
判
例
百
選
﹇
第
三
版
﹈
五
〇
頁
（
一
九
九
六
年
）
参
照
。
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な
お
、「
現
実
的
悪
意
」
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
「
公
職
者
」
と
は
、「
統
治
の
事
務
行
為
に
対
す
る
実
質
的
な
責
任
な
い
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

有
し
て
い
る
か
、
有
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
者
」
で
あ
り
、「
政
府
内
で
の
地
位
が
、
…
…
政
府
公
務
員
の
資
格
と
職
務
遂
行
全
体
に
対
す
る

一
般
公
衆
の
関
心
を
超
え
て
、
独
自
の
関
心
を
公
衆
が
有
す
る
ほ
ど
明
ら
か
に
重
要
で
あ
る
と
き
」
に
「
現
実
的
悪
意
」
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
。

See Rosenblatt v. Baer, 383 U. S. 75 （1966

）.
（
21
）  G

ertz v. Robert W
elch, Inc., 418 U. S. 323 

（1974

）.

本
判
決
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
堀
部
政
男
「G

ertz v. Robert W
elch, Inc., 418 

U. S. 323 （1974

）

―
ニ
ュ
ー
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
表
現
の
自
由
と
私
的
個
人
の
名
誉
の
保
護
」
米
法
一
九
七
六
Ⅰ
、
一
一
四
頁
参
照
。

（
22
）  Sullivan
判
決
で
は
、
脚
注
で
は
あ
る
が
、「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
が
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
直
接
言
及
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
修
正
第
一
四
条
に
基
づ
き
誠
実
な
事
実
誤
認
に
対
し
て
条
件
付
き
の
特
権
を
認
め
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
以
上
、
特
権
が
認

め
ら
れ
た
事
実
表
現
を
前
提
と
す
る
誠
実
な
意
見
表
現
に
つ
い
て
、
真
実
に
基
づ
く
場
合
と
同
様
、
公
正
な
論
評
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。N

ew
 York Tim

es Co. v. Sullivan, note 30 at 292.

（
23
）  

例
え
ば
、G

reenbelt Cooperative Publishing Association v. Bresler

判
決
に
お
い
て
、
当
時
の
連
邦
最
高
裁
は
、「
脅
し
」
と
い
う
表
現

に
つ
き
、「
誇
張
の
レ
ト
リ
ッ
ク
、
厳
し
い
形
容
詞
」
に
す
ぎ
ず
、
事
実
を
主
張
し
て
い
る
と
読
者
は
受
け
止
め
な
い
た
め
、
名
誉
毀
損
責
任
を

負
わ
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
判
断
を
下
し
た
。G

reenbelt Cooperative Publishing Association v. Bresler, 398 U. S. 6

（1970

）.

（
24
）  

も
っ
と
も
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
に
関
す
る
法
理
は
、G

ertz

判
決
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
若
干
の
変
化
も
生
じ
て
い
る
。
例

え
ば
、
同
判
決
で
は
、
表
現
内
容
が
「
公
的
関
心
事
」
に
該
当
す
る
か
否
か
で
「
現
実
的
悪
意
」
の
法
理
の
適
用
を
判
断
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ

た
が
、D

un &
 Bradstreet, Inc. v. G

reenm
oss Builders, Inc.

判
決
で
は
、
相
対
多
数
意
見
で
は
あ
る
が
、
再
び
「
公
的
関
心
事
」
も
加
味

し
て
同
法
理
の
適
用
が
判
断
さ
れ
た
。D

un &
 Bradstreet, Inc. v. G

reenm
oss Builders, Inc., 472 U. S. 749 （1985

）.

（
25
）  418 U. S. 323, 339 -340.

（
26
）  Restatem
ent （Second

） of Torts 

§ 566 （1977

）.

（
27
）  

同
条
を
特
に
詳
細
に
引
用
し
た
裁
判
例
と
し
て
、Falls v. Sporting N

ew
s Publishing Co.

連
邦
控
訴
裁
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
判
決
で

は
、
非
開
示
事
実
が
虚
偽
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
意
見
の
表
明
で
は
な
く
事
実
の
主
張
と
し
て
名
誉
毀
損
表
現
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る

と
の
判
断
が
下
さ
れ
た
。834 F. 2d 611 （6th Cir. 1987

）.

（
28
）  Jeffrey E. Thom

as, CO
M
M
EN
T: Statem

ents of Fact, Statem
ents of O

pinion, and the First A
m
endm

ent, 74 Calif. L. Rev. 
1001, 1031

（1986

）.

山
口
・
前
掲
注
（
13
）
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。
ま
た
、
基
礎
事
実
を
観
念
で
き
な
い
論
評
に
つ
い
て
は
、
免
責
の
判
断
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を
下
し
た
裁
判
例
が
存
在
す
る
。See Avins v. W

hite, 627 F. 2d 637 （3rd Cir. 1980

）.

（
29
）  O

ld D
om
inion Branch N

o. 496, N
ational Association of Letter Carriers v. Austin, 418 U. S. 264 （1974

）.
（
30
）  Id. at 284 -286.

こ
れ
に
対
し
、Pow

el

裁
判
官
は
、
原
告
ら
は
労
働
争
議
を
起
こ
し
て
お
ら
ず
、
本
件
は
圧
倒
的
多
数
派
が
加
入
し
な
い
権

利
を
正
当
に
行
使
す
る
少
数
派
に
対
し
て
口
汚
い
言
葉
を
浴
び
せ
て
加
入
を
強
制
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
被
告
の
免
責
に

つ
い
て
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。Id. at 296 （Pow

el, J., dissenting

）.

（
31
）  Id. at 286.

（
32
）  

山
口
・
前
掲
注
（
13
）
一
二
五
頁
。
な
お
。
山
口
教
授
は
、
下
級
審
裁
判
所
で
示
さ
れ
た
基
準
を
、「
非
開
示
事
実
の
テ
ス
ト
」、「
検
証
可
能

性
テ
ス
ト
」、「
意
味
内
容
の
明
確
度
の
テ
ス
ト
」、「
修
辞
的
誇
張
の
テ
ス
ト
」、「
コ
ン
テ
キ
ス
ト
全
体
に
よ
る
テ
ス
ト
」
に
分
類
し
て
い
る
。
山

口
・
同
上
一
〇
六
―
一
二
五
頁
。

（
33
）  O

llm
an v. Evans, 750 F. 2d 970 （D.C. Cir. 1984

） （en banc

）, cert. denied, 471 U. S. 1127 （1985

）.

（
34
）  750 F. 2d at 974, 975.

（
35
）  Id. at 979 -981.

（
36
）  Id. at 981, 982.

（
37
）  Id. at 981 -983.

（
38
）  Id. at 983, 984.

（
39
）  Id. at 980 n17.

（
40
）  Id. at 985.

（
41
）  Id. at 990.

（
42
）  See e.g. M

cCabe v. Rattiner, 814 F. 2d 839 （1st Cir. 1987

）. See also Brow
n &
 W
illiam

son Tobacco Corp. v. Jacobson, 827 F. 
2d 1119 （7th Cir. 1987

）, dert, denied, 485 U. S. 993 （1988
）.

（
43
）  M
ilkovich v. Lorain Journal Co., 497 U. S. 1 

（1990

）.

本
判
決
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
喜
田
村
洋
一
「
名
誉
毀
損
訴
訟
で
、
い
わ
ゆ
る

『
意
見
特
権
』
は
存
在
し
な
い
と
判
示
し
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
三
四
号
一
三
一
―
一
三
五
頁
参
照
。

（
44
）  Id. at 18.

（
45
）  Id. at 19 -21.
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（
46
）  Id. at 21 -23.

（
47
）  O

llm
an

判
決
等
の
意
見
特
権
論
と
本
判
決
の
具
体
的
な
違
い
と
し
て
は
、
陪
審
の
役
割
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Jam

es F. Ponsoldt, 
ESSAY: Challenging D

efam
atory O

pinions as an A
lternative to M

edia Self-Regulation, 9 Fordham
 Intell. Prop. M

edia &
 Ent. L. 

J. 45, 53 

（1998

）.

す
な
わ
ち
、
意
見
特
権
論
の
も
と
で
は
、
訴
訟
可
能
な
「
事
実
」
と
訴
訟
不
可
能
な
「
意
見
」
の
区
別
を
裁
判
官
が
判
断
し

て
い
た
の
に
対
し
、
本
判
決
の
考
え
方
に
則
れ
ば
、
当
該
名
誉
毀
損
表
現
に
訴
訟
可
能
な
事
実
が
含
意
さ
れ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る

と
こ
ろ
、
か
か
る
事
項
は
、
究
極
の
法
的
問
題
で
は
な
く
、
は
じ
め
に
片
付
け
て
お
く
べ
き
問
題
で
あ
る
た
め
、
陪
審
員
が
分
析
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。Eric Eversole, Eight Years A

fter M
ilkovich: A

pplying a Constitutional Privilege for O
pinions U

nder the W
rong Consti-

tution, 31 Ind. L. Rev. 1107, 1126 （1998

）.

（
48
）  497 U. S. 1, 24 （Brennan, J., dissenting

）.

（
49
）  

な
お
、Brennan
裁
判
官
は
、
本
判
決
で
示
さ
れ
た
基
準
の
本
質
的
部
分
に
つ
い
て
は
多
数
意
見
に
同
意
し
、
そ
の
基
準
の
も
と
で
は
本
件
の

表
現
は
「
意
見
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
か
ら
、
多
数
意
見
に
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。

（
50
）  M

ilkovich

判
決
後
の
下
級
審
判
決
の
中
で
、
例
え
ば
、
同
判
決
以
前
の
意
見
特
権
論
を
基
礎
と
し
た
裁
判
例
と
し
て
、Im

m
uno AG

 v. 
M
oor-Jankow

ski, 567 N.E.2d 1270 
（App. Ct. N.Y. 1991

）;  Biospherics v. Forbes, Inc., 151 F. 3d 180 

（4th Cir. 1998

）;  Bent-
kow
ski v. Scene M

agazine, 637 F. 3d 689 （6th Cir. 2011

）.

　
　
　
他
方
、M

ilkovich

判
決
に
厳
密
に
従
っ
た
裁
判
例
と
し
て
、Cum

m
ins v. SunTrust Capital M

kts., Inc., 416 Fed. Appx. 101 

（2nd 
Cir. 2011

）.

　
　
　
さ
ら
に
、
本
文
の
よ
う
に
両
者
の
考
え
方
を
整
合
さ
せ
た
裁
判
例
と
し
て
、D

w
orin v. D

eutsch, 2008 U. S. D
ist. LEXIS 13655 

（S. D. 
N. Y. 2008

）.

　
　
　
な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
論
評
な
い
し
意
見
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
表
現
の
法
理
に
関
す
る
一
連
の
展
開
を
詳
細
に
分
析
し
た
文

献
と
し
て
、
山
口
成
樹
「
名
誉
毀
損
法
に
お
け
る
事
実
と
意
見
（
一
）（
二
）（
三
・
完
）

―
英
米
法
の
示
唆
す
る
も
の

―
」
東
京
都
立
大
学

法
学
会
雑
誌
第
三
五
巻
第
一
号
一
〇
九
―
一
二
五
頁
、
第
二
号
一
一
一
―
一
三
二
頁
、
前
掲
注
（
13
）
九
一
―
一
五
六
頁
、
松
井
・
前
掲
注

（
6
）
三
二
七
―
三
六
八
頁
参
照
。

（
51
）  

神
田
「
論
評
な
い
し
意
見
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
免
責
事
由
（
一
）」
前
掲
注
（
9
）
三
八
頁
。

（
52
）  

な
お
、
山
口
成
樹
教
授
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
も
と
で
は
、
意
見
の
前
提
事
実
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
有
責
性
は
要
求
さ
れ
ず
、
表
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現
が
「
事
実
」
で
あ
れ
ば
被
告
に
は
真
実
性
の
抗
弁
の
み
許
さ
れ
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
の
名
誉
毀
損
法
理
で
は
、
表
現
が
「
事
実
」
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
、
真
実
性
の
立
証
に
失
敗
し
た
場
合
で
も
、
責
任
を
追
及
す
る
た
め
に
は
相
当
の
理
由
等
の
有
責
性
が
必
要
で
あ
る
た
め
、「
意
見
」

の
認
定
を
広
く
す
る
こ
と
で
フ
ェ
ア
・
コ
メ
ン
ト
の
抗
弁
を
広
く
認
め
る
べ
き
必
要
性
が
低
く
な
る
と
し
て
、
両
国
の
考
え
方
の
違
い
を
指
摘
す

る
。
山
口
「
名
誉
毀
損
法
に
お
け
る
事
実
と
意
見
（
三
・
完
）」
前
掲
注
（
13
）
一
五
六
頁
。

（
53
）  
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
岡
根
好
彦
「
わ
が
国
の
名
誉
毀
損
法
理
の
整
理
と
分
析

―
名
誉
毀
損
的
表
現
に
関
す
る
憲
法
上
の
価

値
に
関
す
る
考
察
を
中
心
と
し
て

―
」
法
学
政
治
学
論
究
第
九
〇
号
七
一
―
一
〇
二
頁
（
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
54
）  

こ
の
点
、
松
井
茂
記
教
授
は
、
わ
が
国
の
名
誉
毀
損
法
理
は
、「
そ
も
そ
も
名
誉
を
毀
損
す
る
表
現
は
表
現
の
自
由
の
保
護
の
範
囲
外
で
あ
る

と
の
出
発
点
に
立
脚
し
て
」
お
り
、
他
人
の
名
誉
を
毀
損
す
る
表
現
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
表
現
を
も
っ
て
対
抗
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、

表
現
の
自
由
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
由
来
の
基
本
原
理
と
は
根
本
的
に
異
な
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
松
井
教
授
は
、
虚
偽
の
事
実
に
基

づ
く
表
現
以
外
の
表
現
に
対
し
て
名
誉
毀
損
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
憲
法
二
一
条
に
反
し
、
し
た
が
っ
て
、
前
提
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を

基
本
と
す
る
「
公
正
な
論
評
」
の
法
理
で
は
、
論
評
等
に
対
す
る
憲
法
上
の
保
護
は
十
分
に
確
保
さ
れ
え
な
い
と
主
張
す
る
。
松
井
・
前
掲
注

（
6
）
三
五
五
、
三
五
六
頁
。

（
55
）  

例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
ラ
ー
メ
ン
Ｆ
Ｃ
事
件
の
東
京
地
裁
判
決
で
は
、「
個
人
利
用
者
が
ネ
ッ
ト
上
で
発
信
し
た
情
報
の
信
頼
性
は
一
般
的
に
低

い
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
」、
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
的
表
現
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
評
判
を
貶
め
る
程
度
は
従
来
よ
り
も
低

い
と
し
て
、
表
現
者
に
配
慮
し
た
基
準
を
設
け
る
べ
き
と
し
た
。
平
成
二
〇
年
二
月
二
九
日
判
時
二
〇
〇
九
号
一
五
頁
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
基

づ
き
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
と
論
評
等
に
よ
る
場
合
の
比
較
に
お
い
て
も
、
後
者
の
ほ
う
が
名
誉
侵
害
の
程
度
が
低
い
と
し
て
表
現
者
有
利

の
判
断
を
下
す
べ
き
と
の
結
論
を
導
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
56
）  

こ
の
点
、
近
時
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
で
は
、
同
様
の
趣
旨
か
ら
、「
意
見
」
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
判
決
が
あ
る
。Sandals Re-

sorts Intl. Ltd. v G
oogle, Inc., 86 A.D.3d 32 （S. Ct. N. Y. App. D

iv. 1st D
ept. 2011

）.

な
お
、
同
判
決
で
は
、
第
四
の
要
素
に
お
い
て
、

ネ
ッ
ト
上
の
表
現
や
利
用
者
の
特
性
に
言
及
し
て
い
る
。Id. at 43.

（
57
）  

も
っ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
の
表
現
は
「
事
実
」
と
「
意
見
」
双
方
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
両
者
の
識
別
は
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
る
と
の

指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。Jeffrey E. Thom

as, A
RTICLE: A

 PRAG
M
ATIC A

PPROA
CH
 TO
 M
EA
N
IN
G
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 D
EFA
M
ATIO

N
 LAW

, 
34 W

ake Forest L. Rev. 333, 381 -383 （1999

）.
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岡
根　

好
彦
（
お
か
ね
　
よ
し
ひ
こ
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
専
攻
領
域
　
　
憲
法

　
主
要
著
作
　
　 「
わ
が
国
の
名
誉
毀
損
法
理
に
関
す
る
整
理
と
分
析

―
名
誉
毀
損
的
表
現
の
憲
法

上
の
価
値
に
関
す
る
考
察
を
中
心
と
し
て

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
十
号

（
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　 「『
現
実
的
悪
意
』
の
法
理
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
へ
の
適
用
」

『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
二
号
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
　
　
　 「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
名
誉
毀
損
表
現
の
二
次
的
責
任

―
通

信
品
位
法
二
三
〇
条
とZeran V. Am

erica O
nline Inc.

事
件
判
決
に
関
す
る
評

価
を
中
心
と
し
て

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
三
号
（
二
〇
一
二
年
）


