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一
　
は
じ
め
に

　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
す
べ
て
の
人
々
と
同
様
に
「
言
論
の
自
由
」
条
項
の
も
と
で
強
力
な
保
護
を
享
受
し
て
き

た
。
そ
の
一
方
で
「
プ
レ
ス
の
自
由
」
条
項
は
「
憲
法
上
の
冗
長
（constitutional redundancy

）」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
近
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
言
論
空
間
を
構
築
し
て
き
た
プ

ロ
・
ア
マ
の
差
が
曖
昧
に
な
っ（
1
）たこ

と
を
受
け
、
そ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
こ
そ
「
言
論
」
と
「
プ
レ
ス
」
条
項
を
区
別
し
て
解
釈
す

べ
き
と
す
る
理
論
が
見
受
け
ら
れ（
2
）る。
本
稿
で
は
、
ま
ず
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
革
命
以
後
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
が
言
論
空
間
と
プ

レ
ス
の
自
由
条
項
に
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
考
察
し
、
そ
の
考
察
を
も
っ
て
「
プ
レ
ス
」
条
項
が
「
言
論
」
条
項
と

異
な
る
意
義
を
有
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
さ
ら
に
、「
プ
レ
ス
」
条
項
が
「
言
論
」
条
項
と
区

別
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
で
、「
プ
レ
ス
」
に
特
殊
な
憲
法
上
の
権
利
が
付
与
さ
れ（
3
）ると
す
る
な
ら
ば
、
個
々
の
訴
訟
に
お
い
て
「
プ

レ
ス
」
に
該
当
す
る
主
体
（
す
な
わ
ち
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」）
を
識
別
す
る
手
法
が
重
要
と
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
も
、
本
稿
は
「
プ
レ

ス
」
を
識
別
す
る
た
め
の
近
時
の
理
論
を
概
観
し
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

二
　
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
革
命
後
の
言
論
空
間
の
変
容

㈠
　
言
論
媒
体
の
「
融
解
」

　
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
は
、「
新
聞
」
や
「
テ
レ
ビ
」、「
ラ
ジ
オ
」
と
い
っ
た
従
来
の
言
論
空
間
に
ア
ク
セ
ス
す
る
媒
体
ご
と
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の
境
界
を
、
融
解
あ
る
い
は
消
失
さ
せ
始
め
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い（
4
）る。
確
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト
・
メ
デ
ィ
ア
の
登

場
に
よ
り
通
信
速
度
や
情
報
処
理
能
力
は
飛
躍
的
に
向
上
し
、
言
論
媒
体
を
こ
れ
ま
で
持
ち
え
な
か
っ
た
個
人
が
言
論
活
動
を
行
い
言
論

空
間
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
を
大
幅
に
削
減
し
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
今
で
は
誰
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ブ
ロ
グ
で

「
出
版
」
可
能
で
あ
り
、YouTube

な
ど
を
用
い
れ
ば
「
放
送
」
す
ら
可
能
で
あ
る
。
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
革
命
に
よ
る
そ
う

し
た
言
論
媒
体
の
「
融
解
」
は
、
言
論
空
間
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
も
の
と
し
て
、
本
稿
で
は

ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
と
情
報
法
の
研
究
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
バ
ル
キ
ン
（Jack Balkin

）
の
理
論
を
取
り
上
げ
る
。
バ
ル
キ
ン
は
、
デ
ジ
タ

ル
・
メ
デ
ィ
ア
革
命
が
言
論
の
自
由
に
与
え
た
影
響
を
記
述
的
に
整
理
し
、
そ
の
な
か
で
最
も
重
要
な
変
化
が
「
言
論
の
民
主
化

（speech becom
es dem

ocratized
）」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い（
5
）る。

㈡
　
言
論
空
間
の
「
大
衆
化
」

1　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論

　
バ
ル
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
の
特
徴
は
次
の
五
つ
に
仕
分
け
で
き（
6
）る。
軽
薄
な
ゴ
シ
ッ
プ
や
性
表
現
か
ら
深
遠
な
表

現
な
ど
に
も
わ
た
る
あ
ら
ゆ
る
表
現
の
主
題
（subject
）
と
形
態
（m

ode

）
が
あ
ふ
れ
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
ま
さ
に
大
衆
好
み
、

大
衆
文
化
、
大
衆
人
気
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
（
大
衆
化
）。
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
想
像
力
の
あ
る
一
般
大
衆
に
自
身
を

表
現
す
る
機
会
を
与
え
、
文
化
的
世
界
に
お
け
る
受
動
的
な
受
領
者
で
は
な
く
む
し
ろ
能
動
的
な
生
産
者
で
あ
る
こ
と
を
彼
ら
自
身
に
認

識
さ
せ
る
革
新
的
技
術
に
満
ち
て
い
る
（
技
術
革
新
）。
ま
た
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
コ
ー
ド
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
・
メ

デ
ィ
ア
上
の
言
論
は
、
バ
ル
キ
ン
が
伝
送
（routing around

）
と
盗
用
（glom

m
ing on

）
と
呼
ぶ
リ
ン
ク
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
、
注
釈
、
混
合

と
い
っ
た
営
為
を
通
し
て
、
継
続
的
に
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
（
言
論
の
発
展
）。
さ
ら
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
で
は
、
テ
レ
ビ
や
ラ

ジ
オ
と
い
っ
た
既
存
メ
デ
ィ
ア
と
異
な
り
、
情
報
の
生
産
者
と
消
費
者
の
役
割
が
効
果
的
に
同
化
さ
れ
て
い
る
（
参
加
型
・
対
話
型
）。 
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
は
、
そ
の
よ
う
な
双
方
向
性
の
社
会
的
活
動
で
あ
る
が
故
に
、
個
人
と
し
て
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
文
化
、

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
形
成
と
発
展
に
参
加
す
る
こ
と
を
我
々
一
人
ひ
と
り
に
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
（
双
方
向
性
）。

2　
「
言
論
の
民
主
化
（
＝
大
衆
化
）」

　
以
上
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
の
五
つ
の
特
徴
を
捉
え
て
、
バ
ル
キ
ン
は
現
在
の
情
報
社
会
に
お
い
て
「
言
論
の
民
主
化
」
が

生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
確
か
に
、
情
報
の
伝
達
と
流
通
の
技
術
革
新
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
人
々
が

0

0

0

0

0

0

0

0

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い

て
コ
ン
テ
ン
ツ
を
世
界
中
に
配
信
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
同
時
に
、
よ
り
多
く
の
人
々
が

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
う
し
て
配
信
さ
れ
た
よ
り
多
く
の
コ
ン

テ
ン
ツ
を
受
信
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
バ
ル
キ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
革
新
的
技
術
を
一
部
の
エ
リ
ー
ト
に
限
ら
れ
な
い
よ
り
広
範

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
人
々
が

0

0

0

0

利
用
可
能
に
な
り
、
人
々
が
皆
等
し
く
文
化
形
成
に
携
る
よ
う
に
な
っ
た
在
り
様
を
捉
え
て
、「
言
論
」
が
「
民
主
化
」
さ
れ

た
と
観
測
す（
7
）る。

こ
こ
か
ら
バ
ル
キ
ン
が
い
う
「
民
主
化
（dem

ocratize

）」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
大
衆
化
（popularize

）」
と
同
義
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ（
8
）う。
も
ち
ろ
ん
、
バ
ル
キ
ン
の
論
稿
の
タ
イ
ト
ル
「
デ
ジ
タ
ル
・
ス
ピ
ー
チ
と
民
主
的
文
化
」
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
こ
の
論
稿
で
バ
ル
キ
ン
が
考
察
を
試
み
て
い
る
の
は
、「
文
化
」
形
成
に
お
け
る
「
言
論
の
民
主
化
（
＝
大
衆
化
）」
で
あ
り
、

そ
れ
は
単
な
る
政
治
形
態
と
し
て
の
「
民
主
化
」
よ
り
も
広
い
意
味
を
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
執
筆
者
が
着
目
し
た
い
の
は
、
バ
ル
キ
ン

が
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
言
論
空
間
に
お
い
て
「
階
級
と
特
権
の
不
公
平
な
障
壁
が
融
解

0

0

し
」、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
一
般

0

0

大
衆
が

0

0

0

、
自
身
と
自
身
の
未
来
を
形
作
る
制
度
な
ら
び
に
実
践
に
つ
い
て
、
よ
り
強
力
な
発
言
権
を
得
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
強
調
執
筆
者
）
と
観
測
し
て

い
る
点
で
あ（
9
）る。

こ
の
近
未
来
予
測
か
ら
は
、
媒
体
間
の
垣
根
が
融
解
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
大
衆
が
言
論
空
間
へ
の
公
平
な
ア
ク

セ
ス
の
機
会
を
獲
得
し
、
そ
れ
と
同
時
に
こ
れ
ま
で
社
会
に
お
い
て
言
論
媒
体
を
独
占
的
に
所
有
し
、
言
論
空
間
に
優
先
的
に
ア
ク
セ
ス

し
て
き
た
一
部
の
エ
リ
ー
ト
階
級
（
ま
さ
に
既
存
の
報
道
機
関
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
！
）
が
、
そ
の
特
権
的
地
位
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
政
治
的
、
経
済
的
あ
る
い
は
文
化
的
に
エ

リ
ー
ト
で
は
な
い
一
般
大
衆
が
、
一
部
エ
リ
ー
ト
の
独
占
か
ら
解
放
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
公
平
な
ア
ク
セ
ス
の
機
会
を
保
障
さ
れ
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た
言
論
空
間
は
、「（
一
政
治
形
態
と
し
て
の
）
民
主
主
義
」
に
と
っ
て
歓
迎
で
き
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
こ
う
し
た
言

論
空
間
の
「
大
衆
化
」
に
対
し
て
「
民
主
主
義
」
の
観
点
か
ら
懐
疑
的
な
視
点
を
向
け
る
議
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

三
　
言
論
空
間
の
「
大
衆
化
」
と
「
プ
レ
ス
の
自
由
」
条
項
へ
の
影
響

㈠
　
言
論
空
間
の
「
大
衆
化
」
と
「
プ
レ
ス
の
自
由
」
条
項

　
ジ
ョ
ー
ジ
ア
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
助
教
授
で
「
メ
デ
ィ
ア
法
」、「
憲
法
と
プ
レ
ス
」
を
専
門
と
す
る
若
手
研
究
者
で
あ
る
ソ
ー
ニ
ャ
・

ウ
ェ
ス
ト
（Sonja W

est

）
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
2
0
1
4
で
の
「
プ
レ
ス
特
例
主
義
（Press 

Exceptionalism

）」
と
題
し
た
報
）
10
（

告
に
お
い
て
、
バ
ル
キ
ン
と
同
様
に
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
革
命
以
後
の
言
論
空
間
が
「
大
衆
化
」
さ

れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
観
察
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
危
機
感
を
も
っ
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

1　
「
プ
レ
ス
の
自
由
」
条
項

　
ウ
ェ
ス
ト
は
ま
ず
、「
プ
レ
ス
の
自
由
」
条
項
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
修
正
一
条
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
「
言
論
」
条
項

と
「
プ
レ
ス
」
条
項
は
、
判
例
法
理
上
、
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
連
邦
最
高
裁
が
プ
レ
ス
を
憲

法
上
保
護
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
記
事
を
出
版
／
放
送
し
た
後
に
、
彼
ら
の
言
論
は

確
か
に
そ
の
自
由
を
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、「
し
か
し
そ
れ
は
、
我
々
皆
の
た
め
の
言
論
の
自
由
条
項

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
）
11
（

る
」（
強

調
執
筆
者
）。
例
え
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
す
べ
て
の
人
々
と
同
様
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事
前
抑
制
か
ら
も
保
護
さ
れ
て
き
）
12
（
た
し
、
さ
ら
に
す
べ
て
の

0

0

0

0

人
々
の
言
論
と
同
様
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
言
論
内
容
に
基
づ
く
検
閲
か
ら
も
保
護
さ
れ
て
き
）
13
（

た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
「
言
論
」
条
項
に
よ
る
強
力
な
保
障
と
は
裏
腹
に
、「
プ
レ
ス
」
条
項
が
「
憲
法
上
の
冗
）
14
（
長
」
に
す
ぎ
な
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い
も
の
と
し
て
裁
判
所
に
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
も
ま
た
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
に
、
ニ
ュ
ー
ス
取
材
の
文
脈
に
お
い
て
顕
著

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
連
邦
最
高
裁
は
裁
判
過
程
に
お
け
る
取
材
の
権
利
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
言
論
、
プ
レ
ス
な
ら
び
に
集
会

の
自
由
」
を
頼
り
に
し
て
導
き
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
公
衆
に
と
っ
て
の
基
本
権
で
あ
り
、
プ
レ
ス
は
そ
の
「
代
行
者
」
に
す
ぎ
な
）
15
（
い
。
後

に
連
邦
最
高
裁
は
、「
プ
レ
ス
は
修
正
一
条
も
知
ら
せ
る
（enlighten

）
能
力
の
ど
ち
ら
も
独
占
権
を
有
し
な
い
」
と
い
う
見
方
を
明
確

に
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
情
報
ア
ク
セ
ス
権
は
市
民
と
プ
レ
ス
に
等
し
く
属
す
る
も
の
で
あ
）
16
（

る
。
さ
ら
に
連
邦
最
高
裁
は

「
ニ
ュ
ー
ス
を
収
集
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
保
護
が
な
け
れ
ば
、
プ
レ
ス
の
自
由
は
骨
抜
き
に
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
判
示
し
な

が
ら
も
、
リ
ポ
ー
タ
ー
は
大
陪
審
で
証
言
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
彼
ら
の
秘
密
の
情
報
源
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
）
17
（

た
。

こ
の
判
決
は
現
在
で
も
憲
法
上
の
取
材
源
秘
匿
特
権
を
否
定
し
た
先
例
と
し
て
不
動
の
地
位
を
保
っ
て
い
）
18
（
る
。
ま
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、

ニ
ュ
ー
ス
編
集
室
や
ニ
ュ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
の
捜
索
に
対
す
る
憲
法
上
の
保
護
を
有
し
て
い
な
）
19
（

い
。
く
わ
え
て
「
ニ
ュ
ー
ス
を
収
集
し
、
報

告
す
る
能
力
に
対
す
る
付
随
的
な
影
響
」
を
も
つ
と
し
て
も
、
裁
判
所
は
プ
レ
ス
に
ニ
ュ
ー
ス
収
集
目
的
の
た
め
に
キ
ュ
ー
バ
へ
旅
立
つ

権
）
20
（

利
や
、「
一
般
に
適
用
さ
れ
る
法
律
」
の
下
で
の
責
任
を
回
避
す
る
権
利
も
与
え
な
か
っ
）
21
（

た
。
そ
し
て
報
道
価
値
の
あ
る
問
題
に
つ
い

て
情
報
源
か
ら
リ
ー
ク
さ
れ
た
情
報
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
刑
事
罰
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
）
22
（
る
。
以
上
の

よ
う
に
ウ
ェ
ス
ト
は
、
現
行
法
理
に
お
い
て
「
プ
レ
ス
が
他
の
す
べ
て
の
人
々
と
同
様
の
ル
ー
ル
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
分
析
す
る
の
で
あ
）
23
（
る
。

2　

メ
デ
ィ
ア
環
境

　
次
に
ウ
ェ
ス
ト
は
、
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
革
命
以
後
の
言
論
空
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
診
断
を
下
す
。
ウ
ェ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、

「
あ
る
言
論
者
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
場
合
に
、『
プ
レ
ス
』
は
こ
れ
ま
で
都
合
の
よ
い
代
理
物
で
あ
っ
た
が
、
今
や
そ
れ
は
過

去
の
話
に
な
り
つ
つ
あ
る
」
と
い
）
24
（

う
。
確
か
に
今
日
で
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
確
立
さ
れ
た
報
道
機
関
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
お
り
、

ま
た
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
と
い
っ
た
デ
ジ
タ
ル
・
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
ニ
ュ
ー
ス
を
配
信
し
て
い
る
。
さ
ら
に
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多
く
の
ニ
ュ
ー
ス
出
版
社
が
、
も
は
や
印
刷
版
で
は
な
く
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
み
を
提
供
し
て
お
り
、
残
り
の
出
版
社
の
多
く
も
印

刷
に
お
い
て
い
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
減
ら
し
ウ
ェ
ブ
ベ
ー
ス
で
の
提
供
に
比
重
を
置
き
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
「
プ
レ
ス

で
は
な
い
」
数
億
の
言
論
者
も
ま
た
、
ブ
ロ
グ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
な
ら
び
に
類
似
の
通
信
手
段
を
保
有
し
、
使
用
し
て
い
る
の
で

あ
）
25
（
る
。
こ
こ
か
ら
、「
今
で
は
、
公
共
的
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
常
日
頃
行
動
し
続
け
る
こ
と
よ
り
も
、
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
と
し
て
時
折
行
動
す
る
こ
と
の
方
が
容
）
26
（

易
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ウ
ェ
ス
ト
は
こ
れ
ま
で
社
会
に
お
い
て
通
信
手
段
を
独
占
し

て
い
た
こ
と
で
優
先
的
に
言
論
空
間
に
ア
ク
セ
ス
し
て
き
た
「
プ
レ
ス
」
が
そ
の
地
位
を
剝
奪
さ
れ
た
在
り
様
を
鮮
明
に
描
き
出
す
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ス
ト
の
「
プ
レ
ス
」
条
項
の
憲
法
上
の
扱
い
と
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
診
断
を
裏
付
け
る
の
が
、
連
邦

最
高
裁
で
二
〇
一
〇
年
に
下
さ
れ
たCitizens U
nited

判
決
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
判
決
は
企
業
に
よ
る
政
治
献
金
規
制
と
表
現
の

自
由
を
争
っ
た
事
）
27
（

例
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
に
は
法
廷
意
見
を
め
ぐ
る
「
プ
レ
ス
の
自
由
条
項
が
独
立
し
た
意
味
を
も
つ
か
ど
う
か
に
通

ず
る
二
人
の
判
事
の
間
に
お
け
る
滅
多
に
見
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
争
）
28
（
い
」
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
観
察
で
き
る
。
次
節
で
は
、

こ
の
観
点
か
ら
判
決
を
検
討
し
て
み
た
い
。

㈡
　Citizens U

nited v. FEC
連
邦
最
高
裁
判
決
（
二
〇
一
〇

）
29
（年
）

1　

事
件
概
要

　
保
守
系
の
非
営
利
団
体Citizens U

nited

が
、
二
〇
〇
七
年
当
時
に
大
統
領
選
へ
の
出
馬
を
表
明
し
て
い
た
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン 

ト
ン
上
院
議
員
を
批
判
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『H

illary: The M
ovie

』
を
製
作
し
、
二
〇
〇
八
年
に
各
地
で
上
映
会
や
、
Ｃ
Ａ 

Ｔ
Ｖ
に
よ
る
放
送
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
販
売
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
活
動
が
後
に
、
予
備
選
挙
前
三
〇
日
間
及
び
本
選
挙
前
六

〇
日
間
に
、
特
定
候
補
者
の
当
落
を
主
張
す
る
選
挙
運
動
通
信
を
禁
じ
た
二
〇
〇
二
年
超
党
派
選
挙
運
動
改
革
法
二
〇
三
条
（
以
下
、
最

高
裁
に
お
け
る
表
記
に
従
い
§44

）
30
（1b

）
に
抵
触
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
原
告
ら
は
連
邦
選
挙
管
理
委
員
会
を
相
手
取
り
、
§441b
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は
本
件
映
画
と
そ
の
広
告
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
修
正
一
条
に
反
し
て
違
憲
で
あ
り
、
§441b

を
本
件
映
画
に
適
用
し
な
い
よ
う

求
め
る
予
備
差
止
訴
訟
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
連
邦
地
裁
に
提
起
し
た
。
地
裁
は
原
告
の
訴
え
を
棄
却
し
た
が
、
原
告
の
直
接
上
訴
を
受

け
た
連
邦
最
高
裁
は
、
五
対
四
で
原
告
勝
訴
の
違
憲
判
決
を
下
し
た
。

2　

判
旨
な
ら
び
に
プ
レ
ス
条
項
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立

　
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
（
ロ
バ
ー
ツ
首
席
判
事
、
ス
カ
ー
リ
ア
判
事
、
ア
リ
ト
ー
判
事
、
ト
ー
マ
ス
判
事
が
同
意
）
に
よ
る
法
廷
意
）
31
（

見
は
、
本
件
§441b

を
政
治
的
言
論
に
対
す
る
規
制
と
認
定
し
、
政
府
が
主
張
す
る
三
つ
の
規
制
利
益
に
つ
い
て
厳
格
審
査
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
い
う
三
つ
は
、

①
法
人
が
蓄
え
た
巨
額
の
富
を
支
出
す
る
こ
と
で
政
治
過
程
に
歪
曲
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
防
止
す
る
「
歪
曲
防
止

（antidistortion

）」、
②
法
人
の
有
す
る
資
金
が
招
く
政
治
腐
敗
を
防
止
す
る
「
腐
敗
防
止
（anticorruption

）」、
③
支
出
を
行
う
法
人
と
意

見
が
異
な
る
株
主
の
利
益
を
保
護
す
る
「
株
主
の
保
護
」
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
こ
れ
ら
規
制
利
益
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
と
し
て

十
分
な
正
当
化
理
由
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
、
§441b

は
修
正
一
条
に
違
反
し
文
面
上
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。

　
本
稿
が
判
旨
に
お
い
て
着
目
す
る
の
は
法
廷
意
見
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ス
カ
ー
リ
ア
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
の
間
で
勃
発
し
た
極
め
て

稀
な
「
プ
レ
ス
」
条
項
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
ま
ず
同
意
意
見
を
執
筆
し
た
ス
カ
ー
リ
ア
判
事
は
、
法
廷
意
見
の
企
業
（
法
人
）
の
言

論
の
自
由
論
に
つ
い
て
賛
同
し
な
が
ら
、
仮
に
企
業
が
議
会
の
寛
容
の
も
と
で
の
み
修
正
一
条
上
の
権
利
を
有
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
新

聞
社
の
大
部
分
も
企
業
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
「
議
会
の
寛
容
の
も
と
で
の
修
正
一
条
の
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
「
違
和
感
を

覚
え
る
」
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
類
推
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
も
し
新
聞
社
が
幅
広
い
修
正
一
条
保
護
を
有
し
て
い
る
の
な
ら

ば
そ
の
他
の
企
業
も
同
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
プ
レ
ス
と
そ
の
他
の
企
業
は
等
し
く
修
正
一
条
の
保
護
を
受
け
る
と
説
い
た

の
で
あ
）
32
（
る
。

　
一
方
で
、
反
対
意
見
を
執
筆
し
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
判
事
は
、
プ
レ
ス
は
そ
の
他
の
企
業
よ
り
も
一
般
的
に
広
範
な
修
正
一
条
の
権
利

を
享
受
す
る
と
反
論
し
、
他
の
ど
の
判
事
の
意
見
も
、「
プ
レ
ス
」
条
項
と
い
う
最
も
重
要
な
憲
法
上
の
テ
ク
ス
ト
を
見
逃
し
て
い
る
と
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批
判
し
）
33
（
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
ス
カ
ー
リ
ア
は
、「
言
論
の
自
由
あ
る
い
は
プ
レ
ス
の
自
由
（the freedom

 of speech, or of the press

）」
と

い
う
フ
レ
ー
ズ
を
、「
言
論
あ
る
い
は
出
版
に
対
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
権
利
」
と
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、「
言
論
に
対
す
る
す
べ
て
の

人
々
の
権
利
と
、
制
度
的
な
プ
レ
ス
の
権
利
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
「
奇
妙
」
で
あ
る
と
困
惑
を
示
）
34
（
す
。
し
か
し
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
は
、

修
正
一
条
テ
ク
ス
ト
の
「
露
骨
な
区
別
（explicit distinctions

）」
と
い
う
原
文
上
の
証
拠
に
加
え
て
、
修
正
一
条
が
植
民
地
時
代
に
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
か
ら
「
プ
レ
ス
」
に
課
さ
れ
た
重
税
へ
の
反
応
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
）
35
（

と
や
ア
メ
リ
カ
建
国
時
の
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
と
反

フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
論
争
が
「
新
聞
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
）
36
（
と
と
い
っ
た
歴
史
上
の
証
拠
を
挙
げ
て
、
そ

れ
ら
「
原
文
上
な
ら
び
に
歴
史
上
の
証
拠
は
、
企
業
の
一
類
型
と
し
て
の
プ
レ
ス
が
修
正
一
条
上
の
特
殊
な
地
位
を
主
張
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
理
由
を
示
唆
」
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、
法
廷
意
見
を
こ
う
し
た
原
文
上
・
歴
史
上
の
「
証
拠
を
一
掃
す
る
も
の

で
あ
る
」
と
批
判
す
る
の
で
あ
）
37
（

る
。

　
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
が
執
筆
し
た
法
廷
意
見
は
、「
メ
デ
ィ
ア
と
み
な
さ
れ
る
企
業
と
そ
う
で
は
な
い
企
業
の
間
を
区
別
す
る
試
み
を
支
持

す
る
先
例
は
存
在
し
な
い
」
と
し
て
、
企
業
に
は
既
存
の
メ
デ
ィ
ア
と
同
等
の
修
正
一
条
上
の
権
利
が
あ
る
と
説
い
）
38
（

た
。
さ
ら
に
法
廷
意

見
で
注
目
す
べ
き
は
、「
歪
曲
防
止
」
を
検
討
す
る
際
に
次
の
点
を
考
慮
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
「
歪
曲
防
止
」
は
、
巨
額
の
資

金
力
に
よ
る
選
挙
過
程
の
歪
み
を
防
止
す
る
と
い
う
理
由
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
企
業
と
同
様
に
富
を
有
し
て

い
る
メ
デ
ィ
ア
法
人
は
、
§431

⑼
B
ⅰ

と
§434

⒡
⑶
B
ⅰ

に
よ
っ
て
§441b

の
適
用
除
外
と
さ
れ
て
き
）
39
（
た
。
法
廷
意
見
は
、
今
日
の

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
進
歩
と
印
刷
・
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
衰
退
の
故
に
、
…
…
政
治
的
、
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
た
い
メ

デ
ィ
ア
と
そ
の
他
の
人
々
と
の
間
に
あ
る
境
界
が
曖
昧
に
な
り
つ
つ
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
法

人
を
対
象
に
し
た
「
適
用
除
外
の
文
言
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
歪
曲
防
止
の
理
由
付
け
を
無
効
化
し
て
し
ま
う
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
）
40
（
る
。

ま
た
「
歪
曲
防
止
」
と
い
う
政
府
の
規
制
利
益
は
、
先
例
のAustin

判
決
に
お
い
て
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
）
41
（

た

が
、
そ
れ
以
前
のBuckley

判
決
は
選
挙
結
果
に
与
え
る
力
を
平
等
化
す
る
と
い
う
命
題
を
拒
絶
し
て
い
た
）
42
（
し
、
そ
の
二
年
後
の
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Bellotti

判
決
は
修
正
一
条
の
保
護
は
、
公
的
議
論
を
行
う
言
論
者
の
財
政
能
力
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
）
43
（
た
。
そ
う
し
た

先
例
間
の
矛
盾
に
対
し
て
ケ
ネ
デ
ィ
はAustin

判
決
を
破
棄
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
を
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
こ

れ
ま
で
は
既
存
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
三
〇
秒
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
が
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
効
果
的
な
手
段
で
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
「
ブ

ロ
グ
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
源
が
、
候
補
者
と
政
治
争
点
に
つ
い
て
の
情
報

を
市
民
に
提
供
す
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」。
そ
の
よ
う
に
個
人
が
安
価
に
影
響
力
を
行
使
し
え
る
現
代
に
お
い
て
、
資
金
力
の

平
等
化
は
、
政
治
的
言
論
を
規
制
す
る
正
当
化
理
由
と
な
ら
ず
、「
歪
曲
防
止
」
を
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
と
認
定
し
て
い
たAustin

判

決
は
破
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
）
44
（

る
。

3　

考　

察

　
同
判
決
に
お
け
る
ス
カ
ー
リ
ア
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
の
論
争
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
ス
カ
ー
リ
ア
に
軍
配
が
あ
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
が
「
プ
レ
ス
」
条
項
の
存
在
か
ら
一
般
的
な
言
論
者
と
プ
レ
ス
を
憲
法
上
区
別
す
る
必
要
性
を
説
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ケ
ネ
デ
ィ
や
法
廷
意
見
に
同
意
を
示
し
た
他
の
判
事
た
ち
が
そ
う
し
た
区
別
に
消
極
的
に
な
っ
た
理
由
に
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
進

歩
と
印
刷
・
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
衰
退
の
故
に
、
…
…
政
治
的
、
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
た
い
メ
デ
ィ
ア
と
そ
の
他
の
人
々
と

の
間
に
あ
る
境
界
が
曖
昧
に
な
り
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
観
測
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
観
測
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
装
備

に
よ
っ
て
諸
個
人
が
容
易
に
言
論
空
間
へ
ア
ク
セ
ス
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
そ
の
影
響
力
を
以
前
よ
り
も
強
力
に
行
使
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
た
現
状
を
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、
バ
ル
キ
ン
や
ウ
ェ
ス
ト
と
同
様
に
言
論
空
間
の
「
大
衆
化
」
を
捉
え
た
観
測
と
お
お
む
ね
一
致

す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
こ
れ
を
言
論
・
プ
レ
ス
条
項
の
区
別
に
対
す
る
消
極
的
態
度
（
ス
カ
ー
リ
ア
同
意
意
見
）
を

論
理
的
に
強
化
す
る
材
料
と
し
て
用
い
た
。「
歪
曲
防
止
」
の
規
制
利
益
は
企
業
の
巨
額
の
富
が
選
挙
結
果
に
与
え
る
危
険
性
を
根
拠
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
じ
く
富
を
有
す
る
メ
デ
ィ
ア
法
人
を
規
制
す
る
根
拠
と
も
な
り
う
る
。
し
か
し
§441b

か
ら
メ
デ
ィ

ア
法
人
は
一
律
適
用
除
外
と
さ
れ
て
お
り
、「
メ
デ
ィ
ア
と
そ
の
他
の
人
々
と
の
間
に
あ
る
境
界
が
曖
昧
」
な
現
状
に
お
い
て
は
特
に
、



「プレスの自由」条項の現在

175

そ
う
し
た
適
用
除
外
条
文
の
存
在
は
政
府
が
あ
げ
た
規
制
根
拠
の
説
得
力
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
。
さ
ら
に
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
先
例
の

Austin

判
決
を
破
棄
す
る
際
に
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
現
代
的
重
要
性
に
触
れ
て
お
り
、
資
本
の
巨
大
さ
に
対
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
可
能
に
し
た
個
々
人
に
よ
る
言
論
活
動
と
そ
れ
を
判
断
す
る
個
々
人
の
理
性
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
）
45
（
る
。
結
果

的
に
ケ
ネ
デ
ィ
の
法
廷
意
見
は
、
メ
デ
ィ
ア
企
業
を
適
用
除
外
と
す
る
条
文
の
存
在
を
理
由
に
「
歪
曲
防
止
」
の
規
制
利
益
を
否
定
し
、

§441b

を
文
面
上
無
効
と
し
た
た
め
、「
プ
レ
ス
」
は
選
挙
運
動
通
信
に
関
す
る
同
法
の
適
用
除
外
と
い
う
数
少
な
い
特
権
を
剝
奪
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
同
法
廷
意
見
は
「
す
べ
て
の
企
業
に
メ
デ
ィ
ア
と
同
等
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、

…
…
プ
レ
ス
条
項
を
さ
ら
に
弱
体
化
さ
せ
た
」
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
）
46
（

う
。

　
一
方
で
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
は
反
対
意
見
に
お
い
て
、
原
文
上
の
露
骨
な
区
別
と
歴
史
的
な
文
脈
か
ら
「
プ
レ
ス
」
を
区
別
す
る
こ
と
を

主
張
し
た
が
、「
メ
デ
ィ
ア
と
そ
の
他
の
人
々
と
の
間
に
あ
る
境
界
が
曖
昧
」
な
現
状
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
主
張
は
、
区
別
の
必
要
性

と
い
う
点
に
お
い
て
、
ま
た
実
際
上
の
区
別
の
困
難
さ
か
ら
説
得
力
を
も
た
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
彼
の
そ
う
し
た

「
言
論
」
と
「
プ
レ
ス
」
条
項
を
区
別
す
る
指
摘
は
彼
の
ク
ラ
ー
ク
（judicial clerk

）
を
つ
と
め
て
い
）
47
（

た
ウ
ェ
ス
ト
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
彼
女
は
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
の
解
釈
手
法
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
法
廷
意
見
と
は
逆
に
、
む
し
ろ
現
代
的
情
報
伝
達
技
術
の
発
展
と

言
論
空
間
の
「
大
衆
化
」
が
、
プ
レ
ス
は
現
実
に
何
を
成
し
て
き
た
か
に
重
点
を
お
い
た
理
解
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
と
指
摘
し
、

「
技
術
の
爆
発
は
、
誰
も
が
情
報
を
作
り
、
受
け
取
る
方
法
を
変
革
し
た
が
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
社
会
の
中
で
プ
レ
ス
が
果
た
す
重
要

な
機
能
的
役
割
を
排
除
し
て
い
な
い
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
）
48
（

る
。

㈢
　
プ
レ
ス
の
自
由
の
二
つ
の
機
能

　
ウ
ェ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、Citizens U

nited

判
決
の
法
廷
意
見
と
は
逆
に
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ブ
ロ
ガ
ー
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
時
代
」
は
、「
民
主
主
義
」
に
お
い
て
「
プ
レ
ス
」
が
果
た
し
て
き
た
ユ
ニ
ー
ク
な
憲
法
上
の
機
能
を
際
立
た
せ
て
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い
る
た
め
に
、
む
し
ろ
「
言
論
」
条
項
と
「
プ
レ
ス
」
条
項
を
区
別
す
る
「
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
に
は
良
い
時
期
」
で
あ
る
と
い
）
49
（
う
。

ウ
ェ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
憲
法
上
の
「
プ
レ
ス
」
に
は
、「
民
主
主
義
の
遂
行
に
欠
か
せ
な
い
」
二
つ
の
重
要
な
憲
法
上
の
任
務
が
あ
る
と

い
う
。
ひ
と
つ
は
報
道
価
値
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
国
民
に
知
識
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
政
府
の
監
視
い
わ
ゆ
る

「
番
犬
」
機
能
で
あ
）
50
（
る
。
ウ
ェ
ス
ト
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
憲
法
機
能
は
裁
判
所
も
認
め
た
こ
と
が
あ
）
51
（
る
し
、
理
論
上
で
も
か
ね
て

よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、「
プ
レ
ス
」
の
憲
法
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
は
さ
し
て
重
要
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
と
さ
れ
）
52
（
る
。
こ
う
し
た
機
能
に
お
い
て
、「
プ
レ
ス
」
が
「
時
折
活
動
す
る
公
共
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
」
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、

「
民
主
主
義
の
遂
行
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
憲
法
上
の
任
務
」
の
た
め
の
「
リ
ソ
ー
ス
と
専
門
知
」
に
自
ら
の
「
時
間
を
奉
げ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

」

（
強
調
執
筆
者
）
点
に
あ
る
と
さ
れ
）
53
（
る
。
そ
し
て
ウ
ェ
ス
ト
は
、
も
し
彼
ら
の
間
に
法
的
な
区
別
を
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
民
主
主
義
の
遂

行
に
欠
か
せ
な
い
機
能
に
リ
ソ
ー
ス
と
専
門
知
を
割
い
て
い
る
特
殊
な
言
論
者
た
ち
の
言
論
が
、
技
術
革
新
に
よ
り
公
平
な
参
加
機
会
が

担
保
さ
れ
た
言
論
空
間
の
中
で
、
や
が
て
は
相
対
化
さ
れ
て
い
き
、
結
果
的
に
「
情
報
流
通
の
縮
減
と
政
府
監
視
の
弱
体
化
に
起
因
す
る

社
会
的
な
コ
ス
ト
の
蔓
延
」
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
議
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
）
54
（

る
。

㈣
　
小
　
括

　
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
装
備
し
た
諸
個
人
が
、
等
し
く
言
論
空
間
に
ア
ク
セ
ス
す
る
機
会
を
得
た
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ス
ト
が
い

う
「
時
折
活
動
す
る
公
共
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
」
か
ら
表
出
す
る
言
論
に
よ
っ
て
言
論
空
間
が
満
た
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

バ
ル
キ
ン
は
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
（
少
な
く
と
も
文
化
形
成
の
文
脈
に
お
い
て
は
）
好
意
的
で
あ
る
が
、
逆
に
ウ
ェ
ス
ト
は
「
民
主
主

義
」
に
と
っ
て
の
危
機
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。
両
者
の
そ
う
し
た
態
度
の
違
い
は
、
両
者
が
想
定
し
て
い
るdem

ocratic

観
の

違
い
か
ら
も
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
バ
ル
キ
ン
が
「
民
主
化
」
と
い
う
時
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
大
衆
化
」
を
表
し
て
い
る
。

バ
ル
キ
ン
自
身
は
、「
言
論
の
自
由
の
大
衆
主
義
的
性
質
（the populist nat

）
55
（ure

）」
に
言
及
し
、
さ
ら
に
既
存
の
言
論
の
自
由
理
論
が
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「
公
共
問
題
」
に
つ
い
て
の
「
熟
議
」
と
「
統
治
」
と
い
っ
た
共
和
主
義
的
憲
法
観
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
明
示
的
に
批
判
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
民
主
化
（
＝
大
衆
化
）」
を
言
論
の
自
由
（
と
言
論
空
間
）
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る

よ
う
で
あ
）
56
（
る
。
さ
ら
にCitizens U

nited

判
決
を
み
る
と
、
現
在
の
裁
判
所
も
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
個
人
の
言
論
と
そ
れ

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
ア
ト
ム
的
な
言
論
空
間
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
で
ウ
ェ
ス
ト
は
、
大
衆
化
さ
れ
た
言
論

空
間
が
統
治
形
態
と
し
て
の
「
民
主
主
義
」
を
遂
行
す
る
上
で
の
重
要
な
二
つ
の
機
能
の
衰
退
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
対
し
て
警
戒
感
を

示
し
て
お
り
、
こ
の
姿
勢
は
、
伝
統
的
に
人
民
の
生
の
声
に
よ
る
「
衆
愚
」
を
警
戒
し
て
き
た
共
和
主
義
的
憲
法
・
民
主
政
）
57
（
観
と
あ
る
程

度
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
民
主
政
の
「
衆
愚
」
に
対
す
る
警
戒
か
ら
、
そ
の
抵
抗
装
置
と
し
て
「
プ
レ
ス
」
を
位
置
付
け
る
こ
と
で
他
の

言
論
者
と
区
別
し
て
憲
法
上
特
別
に
保
護
す
る
必
要
性
を
論
証
で
き
る
と
し
て
も
、Citizens U

nited

判
決
で
ケ
ネ
デ
ィ
が
示
し
た
よ
う

に
、
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
媒
体
間
の
垣
根
の
「
融
解
」
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
「
プ
レ
ス
」
の
定
義
を
不
明
瞭
に
し
て

し
ま
っ
た
た
め
、
二
つ
の
条
項
を
区
別
す
る
こ
と
へ
の
消
極
的
態
度
を
む
し
ろ
活
気
付
け
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
加
え
て
、

「
プ
レ
ス
」
を
他
の
言
論
者
と
別
異
に
取
り
扱
う
理
論
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
み
ら
れ
）
58
（
た
が
、
そ
う
し
た
主
張
に
対
す
る
有
力
な
批
判
と
し

て
エ
リ
ー
ト
主
義
（Elitisism

）
の
問
題
が
存
在
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
判
事
の
プ
レ
ス
の
制
度
的
自
律
理
論
に
対
し
て
、

デ
ビ
ッ
ド
・
ラ
ン
グ
（D
avid Lange

）
は
憲
法
上
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た
「
プ
レ
ス
」
が
権
力
の
濫
用
に
走
る
可
能
性
を
指
摘
す
）
59
（
る
。
こ

の
よ
う
に
「
プ
レ
ス
」
を
区
別
す
る
こ
と
に
対
す
る
法
理
上
あ
る
い
は
理
論
上
の
消
極
的
態
度
が
、「
プ
レ
ス
」
の
定
義
に
よ
る
過
剰
／

過
少
包
摂
の
問
題
と
「
プ
レ
ス
」
の
エ
リ
ー
ト
主
義
の
危
険
性
を
危
惧
し
た
も
の
だ
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
解
消
す
る
こ
と
が
「
プ

レ
ス
」
識
別
理
論
に
と
っ
て
の
重
大
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
）
60
（
う
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
こ
う
し
た
課
題
を
ふ
ま
え
て
プ

レ
ス
の
識
別
を
試
み
る
ウ
ェ
ス
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。
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四
　
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
「
プ
レ
ス
」
の
識
別
理
論

㈠
　「
定
義
」
と
「
識
別
」

　
さ
て
、
前
章
ま
で
に
ウ
ェ
ス
ト
が
議
論
を
展
開
し
て
き
た
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
民
主
政
に
お
け
る
「
衆
愚
」
へ
の

抵
抗
装
置
と
し
て
「
プ
レ
ス
」
を
他
の
言
論
者
か
ら
区
別
し
て
憲
法
上
特
別
に
保
護
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
前
提
を
受
け
入
れ
た
と

し
て
も
、
当
然
な
が
ら
「
時
折
活
動
す
る
公
共
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
」
た
ち
か
ら
「
プ
レ
ス
」
的
言
論
者
た
ち
を
過
不
足
な
く
特
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
「
プ
レ
ス
」
の
特
定
に
際
し
て
生
じ
る
定
義
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
見
し
て
「
手
に
負
え
な
い

（intracta

）
61
（ble

）」
と
し
た
ボ
リ
ン
ジ
ャ
ー
に
対
し
ウ
ェ
ス
ト
は
、
裁
判
所
は
、
時
間
を
か
け
て
そ
う
し
た
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

る
し
、
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
と
す
）
62
（
る
。

1　

媒
体
に
よ
る
特
定

　「
プ
レ
ス
」
を
特
定
す
る
方
法
と
し
て
提
案
さ
れ
る
も
の
に
、
例
え
ば
「
プ
レ
ス
」
条
項
を
言
論
そ
の
も
の
と
は
別
に
「
技
術
」
を
保

障
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
解
）
63
（

釈
と
関
連
し
た
「
媒
体
」
に
よ
る
定
義
が
あ
り
う
る
。
確
か
に
「
印
刷
」、「
放
送
」
と
い
っ
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
用
い
ら
れ
て
い
る
伝
統
的
な
「
媒
体
」
は
、
以
前
は
そ
れ
を
独
占
す
る
報
道
機
関
に
大
半
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

所
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
比
較
的
容
易
で
正
確
な
指
標
と
な
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
な
い
多
く
の
言
論
者
は
、

そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
「
媒
体
」
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
利
用
す
る
に
し
て
も
高
い
コ
ス
ト
が
課
せ
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
連
邦
最
高
裁
は
（
反
対
意
見
で
は
あ
る
も
の
の
）
か
つ
て
こ
う
し
た
「
媒
体
」
に
基
づ
い
た
「
プ
レ
ス
」
の
定
義
は
不
十
分
で
あ
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る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
名
誉
毀
損
を
め
ぐ
る
事
例
で
あ
るD

un&
Bradstreet, Inc. v. G

reenm
oss Builders, Inc.

最
高
裁

判
決
（
一
九
八
五
年
）
で
反
対
意
見
を
執
筆
し
た
ブ
レ
ナ
ン
判
事
（
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
判
事
が
同
意
）
は
、
次

の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
と
非
メ
デ
ィ
ア
の
区
別
に
言
及
し
て
い
る
。「
メ
デ
ィ
ア
と
非
メ
デ
ィ
ア
の
区
別
は
、
基
本
的
な
修
正
一
条
原
理
と

相
容
れ
な
い
」。
そ
し
て
、「
修
正
一
条
の
困
難
さ
は
、
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
生
み
出
す
定
義
上
の
問
題

0

0

0

0

0

0

に
潜
ん
で
」（
強
調
執
筆
者
）

お
り
、
常
に
進
化
し
続
け
る
技
術
に
よ
っ
て
、「
プ
レ
ス
の
経
営
構
造
あ
る
い
は
媒
体
に
基
づ
い
た
定
義
は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
生
み

出
す
」
こ
と
に
な
る
だ
ろ
）
64
（
う
。「
印
刷
」
に
せ
よ
「
放
送
」
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
媒
体
に
応
じ
て
裁
判
所
が
切
り
分
け
て
定
義
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
ら
の
技
術
は
常
に
進
歩
す
る
動
態
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
常
に
時
代
遅
れ
に
な
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
）
65
（

る
。
こ
の
ブ

レ
ナ
ン
判
事
の
指
摘
は
三
〇
年
以
上
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
で
媒
体
が
「
融
解
」
し
、

世
界
中
の
人
々
が
誰
も
が
好
き
な
時
に
「
公
共
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
」
に
な
り
う
る
現
在
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
環
境
を
正
確
に
予
見
し
て
い

た
と
も
評
価
し
う
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
媒
体
や
経
営
構
造
を
ベ
ー
ス
に
し
た
定
義
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
「
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
」
を
生
み

出
す
危
険
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

2　
「
定
義
」
か
ら
「
識
別
」
へ

　
そ
こ
で
ウ
ェ
ス
ト
は
、
プ
レ
ス
を
「
定
義
（define
）」
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
識
別
（identify

）」
あ
る
い
は
「
発
見

（find

）」
す
る
方
が
よ
り
適
切
に
プ
レ
ス
を
特
定
で
き
る
と
主
張
す
る
。
プ
レ
ス
を
「
定
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ

ウ
ォ
ー
キ
ン
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
偉
大
な
ヘ
ラ
ク
レ
ス
判
）
66
（

事
」
が
境
界
を
切
り
分
け
、
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
区
別
を
ト
ッ
プ
ダ 

ウ
ン
で
作
り
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
で
、
プ
レ
ス
を
「
識
別
す
る
」
あ
る
い
は
「
発
見
す
る
」
こ
と
は
、
す
で
に
現
実
の
世
界
で 

起
こ
っ
て
い
る
実
際
上
の
区
別
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
ト
は
、「
ユ
ニ
ー
ク
で
憲
法
的
に
貴
重
な
プ
レ
ス
機
能
を
果
た
す

集
合
体
」
と
い
う
動
態
的
な
存
在
を
過
不
足
な
く
捉
え
る
に
は
、
静
態
的
に
境
界
を
描
く
「
定
義
」
よ
り
も
特
殊
な
言
論
者
た
ち
の
ツ
ー

ル
と
メ
ソ
ッ
ド
の
発
展
に
合
わ
せ
て
論
理
的
に
変
化
す
る
「
識
別
」
の
方
が
有
効
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
）
67
（
る
。
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㈡
　
機
能
証
明
に
よ
る
識
別
ア
プ
ロ
ー
チ

　
そ
こ
で
ウ
ェ
ス
ト
が
「
定
義
」
に
代
わ
っ
て
提
示
す
る
方
法
論
は
、
プ
レ
ス
が
民
主
主
義
に
お
い
て
果
た
し
て
き
た
「
機
能

（function
）」
に
着
目
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
識
別
す
る
」
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
機
能
か
ら
「
プ
レ
ス
」
を
特
定
す
る
方
法
は
、
す
で
に

多
く
の
理
）
68
（
論
や
各
州
の
シ
ー
ル
ド
法
な
）
69
（
ど
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
ウ
ェ
ス
ト
は
、
そ
う
し
た
既
存
の
機
能
論
が
過
剰
／
過
少
包

摂
の
問
題
を
解
消
し
き
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
）
70
（

る
。
そ
こ
か
ら
ウ
ェ
ス
ト
は
あ
る
特
定
の
機
能
を
要
件
と
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
現

状
の
社
会
に
お
い
て
プ
レ
ス
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
々
の
要
素
を
い
く
つ
か
抽
出
し
て
設
定
し
、
そ
れ
ら
を
総
合

的
に
考
慮
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
す
る
。
彼
女
が
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
雛
形
と
し
て
選
択
し
た
の
は
、
二
〇
一
二
年
に
下
さ
れ
た

H
osanna-Tabor Church and School v. EEO

C

連
邦
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
勿
論
、
ウ
ェ
ス
ト
は
こ
の
判
決
が
「
プ
レ
ス
」
条
項
と

は
別
の
条
項
を
対
象
と
し
た
判
例
で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
そ
れ
で
も
な
お
こ
の
判
決
を
参
照
す
る
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、

連
邦
最
高
裁
が
あ
る
特
殊
な
憲
法
上
の
ア
ク
タ
ー
の
存
在
を
合
衆
国
憲
法
秩
序
の
一
部
と
し
て
受
け
入
れ
た
判
決
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
類
似
し
た
立
場
の
中
か
ら
憲
法
上
の
地
位
に
値
し
な
い
人
と
憲
法
上
の
目
的
と
し
て
機
能
し
て
い
た
人
を
区
別
し
、
後
者
を
特

定
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
判
決
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
）
71
（
る
。

1　

H
osanna-T

abor Church and School v. EEO
C

連
邦
最
高
裁
判
決
（
二
〇
一
二
）
72
（

年
）

　
⑴
　
事
件
概
要

　
キ
リ
ス
ト
教
福
音
派
の
教
区
立
学
校
（H

osanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School

）
は
、
当
校
の
教
師
を
「
聖
職
者

（called

）」
と
「
平
信
徒
（lay

）」
の
二
つ
に
分
類
し
て
い
た
。
原
告
の
シ
ェ
リ
ル
・
ペ
リ
ッ
チ
（Cheryl Perich

）
は
、
当
学
校
の
定
め

る
聖
職
者
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
了
し
、「
聖
職
者
」
と
し
て
一
度
任
命
さ
れ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
四
年
に
彼
女
は
突
発
性
睡
眠

病
（narcolepsy

）
を
患
い
、
病
状
は
障
害
認
定
さ
れ
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し
た
。
彼
女
は
二
年
間
休
職
し
て
い
た
が
、
そ
の
間
に
学
校
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長
は
「
彼
女
が
教
室
に
戻
る
こ
と
は
な
い
」
と
通
達
し
、
彼
女
の
代
わ
り
に
別
の
「
平
信
徒
」
を
雇
用
し
、
彼
女
を
解
雇
し
た
。
解
雇
さ

れ
た
シ
ェ
リ
ル
は
雇
用
機
会
均
等
委
員
会
（Equal Em

ploym
ent O

pportunity Com
m
ission

、
以
下
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
）
を
通
じ
、
障
害
を
理
由
に

し
た
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
を
規
定
し
た
「
障
害
者
差
別
禁
止
法
（Am

ericans w
ith D

isabilities Act

、
以
下
Ａ
Ｄ
）
73
（

Ａ
）」
に
基
づ
き
訴
訟
提

起
し
た
。
雇
用
に
つ
い
て
定
め
た
Ａ
Ｄ
Ａ
第
一
編
§12112

（a

）
は
「
い
か
な
る
適
用
対
象
事
業
体
も
、
応
募
手
続
、
労
働
者
の
採
用
、

昇
進
、
解
雇
、
報
酬
、
職
業
訓
練
、
な
ら
び
に
そ
の
他
の
雇
用
上
の
規
定
、
条
件
及
び
特
典
に
関
し
て
、
適
格
性
を
有
す
る
人
を
障
害
を

理
由
と
し
て
差
別
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
か
ら
訴
訟
提
起
を
受
け
た
教
会
側
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条

に
基
づ
く
「
聖
職
者
特
例
（m

inisterial exception

）」
に
よ
る
§12112

（a

）
を
含
む
Ａ
Ｄ
Ａ
第
一
編
の
適
用
除
外
を
主
張
し
、
原
審
は
こ

れ
を
認
め
教
会
側
が
勝
訴
、
続
く
控
訴
審
は
シ
ェ
リ
ル
側
が
勝
訴
し
た
。
教
会
側
は
裁
量
上
訴
を
連
邦
最
高
裁
に
求
め
、
受
理
さ
れ
た
。

　
⑵
　
法
廷
意
見

　
ロ
バ
ー
ツ
首
席
判
事
に
よ
る
法
廷
意
見
（
全
員
一
）
74
（
致
）
は
、
公
民
権
法
や
そ
の
他
の
雇
用
差
別
法
の
存
在
が
「
聖
職
者
特
例
」
の
存
在

を
承
認
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
宗
教
の
自
由
条
項
は
、「
教
会
」
の
聖
職
者
の
任
命
（appointm

ents

）
を
通
し
て
教
義
（faith

）

と
布
教
（m

ission

）
を
具
体
化
す
る
宗
教
団
体
の
権
利
を
保
護
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
雇
用
差
別
を
禁
じ
る
法
律
の
適
用
に
際
し
て
、
宗

教
的
制
度
（
体
）
と
そ
の
聖
職
者
と
の
間
の
雇
用
関
係
を
除
外
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
連
邦
最
高
裁
は
、
教
会
が

シ
ェ
リ
ル
を
聖
職
者
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
彼
女
の
聖
職
者
と
し
て
の
資
格
（title

）
は
職
権
の
正
式
な
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
宗

教
的
訓
練
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
彼
女
自
身
も
礼
拝
へ
の
正
式
な
召
喚
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
自
己
を
教
会
の
聖
職
者
と
認

識
し
て
い
た
こ
と
、
彼
女
の
職
務
上
の
使
命
が
教
会
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
、
そ
の
布
教
を
遂
行
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
つ

い
て
総
合
的
に
判
断
し
、
シ
ェ
リ
ル
は
聖
職
者
特
例
に
お
け
る
「
聖
職
者
」
に
該
当
す
る
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
法
廷
意
見
は

H
osanna-Tabor

教
会
学
校
と
シ
ェ
リ
ル
は
教
会
と
そ
の
聖
職
者
の
関
係
に
あ
っ
た
た
め
に
Ａ
Ｄ
Ａ
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
、
シ
ェ
リ

ル
の
復
職
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
。
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2　
「
聖
職
者
特
例
」
の
法
理

　
さ
て
ウ
ェ
ス
ト
の
議
論
に
戻
る
前
に
、
当
該
判
決
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
が
認
め
た
「
聖
職
者
特
例
」
の
法
理
に
つ
い
て
、
若
干
で
は

あ
る
が
触
れ
て
お
き
た
）
75
（
い
。「
聖
職
者
特
例
」
の
法
理
は
、
公
民
権
法
第
七
編
を
始
め
と
す
る
雇
用
差
別
禁
止
法
の
適
用
か
ら
、
宗
教
団

体
と
そ
の
構
成
員
で
あ
る
聖
職
者
の
関
係
を
除
外
す
る
特
例
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
当
該
法
理
は
、
一
九
七
〇
年
代
の

下
級
審
レ
ベ
ル
の
判
）
76
（

決
に
お
い
て
数
多
く
散
見
さ
れ
、
そ
の
根
拠
を
修
正
一
条
上
の
宗
教
条
項
（Religion Clause

）、
す
な
わ
ち
自
由
行

使
条
項
（Free Exercise Clause

）
と
国
境
樹
立
禁
止
条
項
（Establishm

ent Clause

）
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
の
解
釈
、
な
ら
び
に
教
会

財
産
紛
争
に
お
け
る
最
高
裁
判
例
の
流
れ
に
お
く
憲
法
上
の
法
理
で
あ
る
。H

osanna-Tabor

判
決
は
、
以
上
の
よ
う
な
法
理
を
連
邦
最

高
裁
に
お
い
て
認
め
た
最
初
の
事
例
で
あ
っ
た
。

3　

プ
レ
ス
の
機
能
証
明
の
た
め
の
四
要
素

　
ウ
ェ
ス
ト
は
、H

osanna-Tabor
判
決
で
「
聖
職
者
特
例
」
に
該
当
す
る
「
聖
職
者
」
を
識
別
す
る
た
め
に
最
高
裁
が
用
い
た
四
つ
の

諸
要
素
に
よ
る
機
能
証
明
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
プ
レ
ス
の
ユ
ニ
ー
ク
な
憲
法
上
の
機
能
を
最
も
よ
く
果
た
し
て
い
る
言
論
者
を
裁
判
所
が
識

別
す
る
た
め
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
用
い
る
。
そ
こ
で
ウ
ェ
ス
ト
が
こ
の
判
決
を
参
考
に
掲
げ
た
プ
レ
ス
の
機
能
証
明
の
た
め
の
四
つ
の

諸
要
素
と
は
、
①
既
存
の
制
度
的
プ
レ
ス
、
②
自
己
承
認
、
③
訓
練
、
専
門
教
育
あ
る
い
は
経
験
、
④
出
版
（publication

）
の
規
則
性

と
確
立
さ
れ
た
聴
衆
で
あ
る
。

　
⑴
　
既
存
の
制
度
的
プ
レ
ス

　「
レ
ポ
ー
タ
ー
」、「
編
集
者
」
と
い
っ
た
職
業
上
の
記
述
や
、
資
格
（title

）
と
関
連
し
た
既
存
の
報
道
機
関
の
雇
用
記
録
、
政
府
機
関

や
民
間
団
体
発
行
の
プ
レ
ス
カ
ー
ド
な
ど
は
、「
プ
レ
ス
」
の
識
別
に
有
益
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
、
制
度
的
プ
レ
ス
が
我
々
に
プ

レ
ス
の
自
由
の
目
的
に
奉
仕
し
て
い
る
人
々
に
関
す
る
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。H

osanna-Tabor

に
お
い

て
連
邦
最
高
裁
も
、
当
該
教
師
が
「
聖
職
者
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
要
素
と
し
て
「called

」
と
い
う
資
格
が
「
教
会
」
に
よ
っ
て
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与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
）
77
（
た
。
ウ
ェ
ス
ト
曰
く
、「
教
会
に
せ
よ
プ
レ
ス
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
組
織
は
常
に
開
放
的
に
運
営

さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
、
公
共
的
に
自
己
規
律
し
、
自
己
修
正
し
、
そ
し
て
敏
感
に
時
代
変
化
に
適
応
す
る
責
任
が
あ
）
78
（

る
」。
換
言
す
れ

ば
、
そ
れ
ら
組
織
は
、
構
成
員
の
指
名
と
い
う
非
常
に
困
難
な
作
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
無
視
す
る
の
は
軽
率

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
要
素
の
み
で
は
、
エ
リ
ー
ト
主
義
や
過
剰
／
過
少
包
摂
の
問
題
を
解
消
し
え
な
い
た
め
に
、

他
の
三
つ
の
要
素
が
重
要
と
な
）
79
（

る
。

　
⑵
　
自
己
承
認

　
制
度
（
体
）
に
よ
る
識
別
に
加
え
て
、
裁
判
所
は
、
当
該
言
論
者
が
自
ら
を
「
プ
レ
ス
」
と
し
て
位
置
付
け
て
き
た
か
ど
う
か
に
つ
い

て
の
事
実
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。H

osanna-Tabor

に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
彼
女
が
自
ら
を
「
聖
職
者
」
と
呼
ん
で
い
た
言

辞
を
、
彼
女
が
「
教
会
の
聖
職
者
と
し
て
自
ら
を
奉
げ
て
」
き
た
証
拠
と
し
て
認
定
し
）
80
（

た
。
言
論
者
自
身
が
、
自
ら
の
「
プ
レ
ス
」
と
し

て
の
役
割
を
主
張
す
る
と
い
う
証
拠
は
有
益
で
あ
り
、
な
お
か
つ
過
度
な
エ
リ
ー
ト
主
義
的
定
義
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す
こ
と
に
も
つ
な
が

る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、「
プ
レ
ス
」
と
し
て
の
自
己
承
認
の
み
に
依
存
す
る
こ
と
は
、「
プ
レ
ス
」
を
自
称
す
る
時
折
の
公
共
的
コ
メ
ン

テ
ー
タ
ー
た
ち
を
あ
ま
り
に
も
多
く
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
記
者
の
特
権
を
主
張
す
る
小
規
模
の
「
自
称
」
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

や
団
体
に
対
し
て
は
、
よ
り
精
密
な
審
査
が
必
要
と
な
ろ
）
81
（
う
。

　
⑶
　
訓
練
、
専
門
教
育
、
あ
る
い
は
経
験

　H
ossanna-Tabor

に
お
い
て
、
最
高
裁
は
ま
た
、「
聖
職
者
」
と
し
て
の
、
宗
教
的
訓
練
及
び
継
続
的
教
育
の
存
在
を
指
摘
し
）
82
（
た
。
そ

う
し
た
要
素
も
ま
た
、「
プ
レ
ス
」
を
識
別
す
る
た
め
に
有
益
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
プ
レ
ス
」
の
構
成
員
の
大
半
は
、
今
日
、
正

式
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
学
ん
で
い
る
か
、
訓
練
を
受
け
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
独
立
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動
を
通
じ
て
経
験
を 

積
ん
で
き
て
い
る
か
ら
で
あ
）
83
（

る
。

　
⑷
　
出
版
の
規
則
性
と
確
立
さ
れ
た
聴
衆
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最
後
に
、
裁
判
所
は
、
出
版
物
あ
る
い
は
上
映
物
の
規
則
性
と
確
立
さ
れ
た
聴
衆
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
誰
に
、
そ
し
て
ど
の

程
度
頻
繁
に
言
論
者
が
出
版
し
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
プ
レ
ス
の
識
別
に
貢
献
す
る
。
ま
ず
最
初
に
、
効
果

的
に
国
民
に
ニ
ュ
ー
ス
を
広
め
る
た
め
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
実
際
に
公
衆
に
そ
の
公
刊
し
た
言
論
が
到
達
し
て
い
る
必
要
が
あ
る

し
、
出
版
記
録
の
実
績
は
、
公
衆
に
知
識
を
供
給
す
る
た
め
に
時
間
と
リ
ソ
ー
ス
を
奉
げ
て
き
た
こ
と
な
ら
び
に
政
府
を
厳
格
に
監
視
し

て
き
た
こ
と
と
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
期
的
に
幅
広
い
視
聴
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
は
二
つ
の
機
能

を
満
た
す
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
第
二
に
、
定
期
的
な
読
者
の
要
望
が
な
け
れ
ば
、
我
々
は
プ
レ
ス
に
対
す
る
監
視
機
能

を
失
っ
て
し
ま
う
。
規
則
性
と
愛
読
者
を
も
っ
て
出
版
す
る
そ
れ
ら
言
論
者
は
、
誤
り
を
直
ち
に
訂
正
し
、
記
事
を
追
求
し
、
話
題
を
横

断
し
た
文
脈
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
レ
ス
に
憲
法
上
の
特
殊
な
権
利
と
地
位
を
与
え
る
こ
と
で
生
じ
る
幾
つ
か
の
潜
在
的
リ
ス

ク
は
、
確
立
し
た
読
者
層
に
応
答
し
、
出
版
記
録
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
評
価
を
有
す
る
こ
と
か
ら
く
る
応
答
責
任
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
の
要
素
は
自
ら
を
プ
レ
ス
で
あ
る
と
口
実
的
に
主
張
す
る
者
を
排
除
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の

要
素
は
、
既
存
の
制
度
的
プ
レ
ス
に
属
し
て
い
な
い
人
々
も
「
プ
レ
ス
」
と
し
て
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
エ
リ
ー
ト
主
義
に

向
か
う
危
険
性
を
解
消
す
る
。
例
え
ば
、
ネ
ッ
ト
上
の
ブ
ロ
ガ
ー
が
す
べ
て
「
プ
レ
ス
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
中

に
は
自
ら
の
時
間
を
奉
げ
て
規
則
正
し
く
出
版
し
確
立
さ
れ
た
読
者
を
確
保
し
て
「
プ
レ
ス
」
機
能
を
果
た
し
て
い
る
人
も
確
か
に
存
在

す
る
。
彼
ら
は
「
プ
レ
ス
」
条
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
に
値
す
る
人
々
な
の
で
あ
）
84
（
る
。

㈢
　
小
　
括

　
こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
ウ
ェ
ス
ト
の
理
論
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
の
構
想
で
は
、「
言
論
」・「
プ

レ
ス
」
条
項
は
互
い
に
相
互
補
完
的
な
も
の
と
し
て
再
構
成
さ
れ
）
85
（

る
。
ま
ず
「
言
論
」
条
項
が
「
時
折
の
公
共
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
」
の
言

論
活
動
を
こ
れ
ま
で
ど
お
り
に
手
厚
く
保
障
し
続
け
る
一
方
で
、「
プ
レ
ス
」
条
項
は
「
大
衆
化
」
し
た
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
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言
論
空
間
に
お
い
て
「
民
主
主
義
」
の
遂
行
に
不
可
欠
な
憲
法
機
能
に
リ
ソ
ー
ス
と
専
門
知
を
日
々
奉
げ
て
い
る
人
々
に
、
機
能
遂
行
の

た
め
の
特
別
な
憲
法
上
の
地
位
を
与
え
、
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
諸
権
利
（
取
材
活
動
、
証
言
拒
絶

）
86
（etc

）
を
特
別
に
保
障
す
る
た
め
の
憲

法
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
彼
女
の
構
想
に
お
け
る
「
プ
レ
ス
」
条
項
独
自
の
現
代
的

0

0

0

意
義
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
・
メ

デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
言
論
空
間
の
「
大
衆
化
」
は
避
け
よ
う
の
な
い
事
実
と
し
て
認
め
た
上
で
、
そ
の
中
で
「
民
主
主
義
」
の
適
切
な

遂
行
の
た
め
に
時
間
と
労
力
を
惜
し
ま
ぬ
人
々
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
を
、
裁
判
所
が
権
威
付
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
め
の
法
的
根
拠
と
し
て
機
能
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
機
能
証
明
の
各
要
素
は
、「
プ
レ
ス
」
の
効
果
的
な
定
義
が
困
難
に
な
っ
た
現
状
に
お
い
て
、
当
該
主
体
は
そ
う

し
た
憲
法
上
の
特
別
の
地
位
を
与
え
る
ほ
ど
の
信
頼
に
値
す
る
か
を
裁
判
所
が
判
断
す
る
材
料
（
＝
自
身
が
仕
え
て
い
る
憲
法
機
能
に
自
ら
の

0

0

0

時
間
を
ど
れ
だ
け
奉
げ
て
き
た
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
証
明
す
る
証
拠
）
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ス
ト
の
議
論
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
効
用
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ひ
と
つ
は
、「
定
義
」
に

代
わ
っ
て
「
識
別
」
を
用
い
る
こ
と
で
過
剰
／
過
少
包
摂
の
問
題
を
あ
る
程
度
解
消
し
う
る
点
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
に

お
け
る
プ
レ
ス
の
「
定
義
」
に
関
す
る
困
難
さ
は
、Citizens U

nited

判
決
の
法
廷
意
見
に
お
い
て
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
女

が
理
論
を
構
築
す
る
際
に
法
的
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い
たH

osanna-Tabor

判
決
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
最
高
裁
が
「
聖
職
者
」
の

正
確
な
法
的
「
定
義
」
に
つ
い
て
結
論
付
け
る
こ
と
な
く
、「
識
別
」
の
た
め
の
機
能
証
明
を
強
調
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
法
的
定
義

の
欠
如
は
、
最
高
裁
が
「
聖
職
者
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
場
合
を
判
断
す
る
厳
格
な
規
格
（a rigid form

ula

）
を
採
用
…
…
し
た
く
は

な
か
っ
た
」
と
判
示
し
て
い
）
87
（
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
考
え
う
る
す
べ
て
の
仮
定
的
状
況
の
要
素
を
満
た
す
こ
と
で
、
過
剰
／

過
少
包
摂
を
可
能
な
限
り
回
避
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
）
88
（

る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
エ
リ
ー
ト
主
義
の
危
険
性
を
排
除
し
つ
つ
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
を
特
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
ト
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
こ
こ
で
提
案
さ
れ
て
い
る
方
法
論
の
下
で

は
、
事
実
上
誰
で
も
『
プ
レ
ス
』
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
ノ
ー
ト
パ
ソ

コ
ン
を
有
す
る
誰
も
が
、
基
準
を
満
た
す
わ
け
で
は
な
い
」
し
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
「『
プ
レ
ス
』
の
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
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一
晩
で
達
成
可
能
で
は
な
い
し
、
一
晩
で
生
成
さ
れ
な
い
役
割
」
で
も
あ
る
の
で
あ
）
89
（
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
は
、

通
常
、
時
間
を
か
け
た
努
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。H

osanna-Tabor

に
お
い
て
最
高
裁
も
、「
聖
職
者
」
の
地
位
を
達
成
す
る
た
め

の
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
定
期
的
に
礼
拝
集
会
に
関
与
し
て
い
な
い
無
訓
練
あ
る
い
は
未
経
験
の
人
々
は
、
大
半
が
「
聖
職
者
」

に
該
当
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
そ
れ
と
同
様
に
「
新
参
者
と
道
楽
者
（neophytes and dabbl

）
90
（ers

）」
に
「
プ
レ
ス
」
の
権
利
を
与
え
る
こ

と
は
、「
プ
レ
ス
」
条
項
の
機
能
上
の
目
標
に
あ
ま
り
貢
献
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ス
ト
の
理
論
に
対
し
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
プ
レ
ス
の
憲
法
上

の
機
能
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
宗
教
の
自
由
と
プ
レ
ス
の
自
由
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
章
で

は
、
ウ
ェ
ス
ト
の
議
論
を
よ
り
建
設
的
に
発
展
さ
せ
る
た
め
の
題
材
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

五
　
若
干
の
検
討

㈠
　
民
主
的
対
話
の
組
織
化

　
デ
ビ
ッ
ド
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（D

avid Anderson

）
は
、
ウ
ェ
ス
ト
が
重
視
す
る
「
ニ
ュ
ー
ス
を
収
集
し
、
公
衆
に
広
め
、
政
府
と
権

力
者
に
対
す
る
監
視
を
提
供
す
る
」
と
い
う
プ
レ
ス
の
「
ユ
ニ
ー
ク
な
憲
法
機
能
」
は
容
易
に
反
証
可
能
で
あ
り
、「
プ
レ
ス
は
そ
れ
ら

の
任
務
を
果
た
す
こ
と
に
お
い
て
ユ
ニ
ー
ク
で
は
な
い
」
と
批
判
を
加
え
）
91
（
る
。
ま
ず
ニ
ュ
ー
ス
を
収
集
す
る
機
能
に
つ
い
て
は
、
現
代
に

お
い
て
「
プ
レ
ス
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
る
情
報
の
大
半
は
、
他
者
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
で
あ
）
92
（
る
」。
例
え
ば
犯
罪
報
道
は
、
警
察
、

検
察
、
あ
る
い
は
被
害
者
弁
護
団
ら
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
し
、
災
害
に
関
す
る
情
報
は
、
消
防
当
局
や
法
執
行
機
関
、

な
ら
び
に
災
害
救
助
部
隊
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
進
取
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
（enterprising journalists

）
が
彼
ら
自
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身
の
努
力
を
通
し
て
暴
い
た
ニ
ュ
ー
ス
を
報
道
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
調
査
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（Investigative journalism

）

も
現
在
で
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｉ
（
公
益
擁
護
セ
ン
タ
ー
）
や
Ｎ
Ｓ
Ａ
（
国
家
安
全
保
障
ア
ー
カ
イ
）
93
（

ブ
）
と
い
っ
た
独
立
組
織
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
彼
ら
は
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
強
力
で
入
り
込
め
な
い
主
題
を
調
査
す
る
た
め
の
専
門
性
、
リ
ソ
ー
ス

な
ら
び
に
耐
久
力
を
有
し
て
い
）
94
（
る
」。
次
に
プ
レ
ス
は
、
連
邦
議
会
と
連
邦
機
関
か
ら
リ
ポ
ー
タ
ー
を
引
き
あ
げ
、
役
所
と
裁
判
所
の
報

道
を
減
ら
す
こ
と
で
、「
番
犬
」
と
し
て
の
機
能
も
放
棄
し
つ
つ
あ
る
。
代
わ
り
に
現
在
で
は
全
米
ラ
イ
フ
ル
協
会
や
シ
エ
ラ
ク
ラ
ブ
と

い
っ
た
利
益
団
体
の
注
意
深
い
視
線
に
よ
っ
て
プ
レ
ス
よ
り
も
強
力
に
果
た
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
ニ
ュ
ー
ス
を
広
め
る
機
能
に
つ
い

て
も
、
現
在
で
は
ニ
ュ
ー
ス
を
集
め
る
誰
も
が
、
直
接
に
公
衆
に
そ
れ
を
広
め
る
能
力
が
あ
る
。
し
か
し
、「
聴
衆
の
関
心
を
引
く
能
力

と
広
め
る
能
力
は
同
じ
で
は
な
い
」
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
指
摘
し
、
こ
れ
こ
そ
が
、「
今
日
も
存
在
し
て
い
る
プ
レ
ス
の
特
徴
的
な
価
値

で
あ
る
」
と
す
）
95
（

る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
プ
レ
ス
の
現
代
的
機
能
と
は
「
民
主
的
対
話
（dem

ocratic dialogue

）
を
生
じ
さ
せ
る

共
同
体
（com

m
unity

）
を
形
成
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、「
共
有
さ
れ
た
情
報
と
一
般
的
な
目
標
と
い
っ
た
核
心
部

分
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
公
共
の
関
心
事
に
関
す
る
意
味
あ
る
議
論
は
存
在
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
）
96
（

る
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
や
多
く
の
伝
統
的
メ
デ
ィ
ア
も
「
個
人
の
好
み
に
合
わ
せ
た
ニ
ュ
ー
ス
（personalized new

s

）」
を
集
め
よ
う
と
必

死
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
い
わ
せ
れ
ば
「
市
民
が
自
身
の
個
人
的
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
政
治
形
態
（a polity

）

は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
政
治
形
態
と
は
呼
べ
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
調
整
者
（m

oderator

）
と
政
治
課
題
（agenda

）
を
欠
い
た
、

た
だ
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
に
す
ぎ
な
い
。
民
主
主
義
は
対
話
を
必
要
と
し
、
そ
の
よ
う
な
「
対
話
は
、
議
論
す
る
主
題
に
つ
い
て

の
い
く
つ
か
の
合
意
を
必
要
」
と
す
）
97
（

る
。
そ
の
た
め
に
、
ニ
ュ
ー
ス
編
集
者
は
、
個
人
的
利
益
を
超
え
て
聴
衆
に
何
を
与
え
る
べ
き
か
を

決
定
し
、
自
身
の
編
集
判
断
と
聴
衆
の
維
持
あ
る
い
は
拡
大
の
必
要
性
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
プ
レ
ス
は
こ

の
機
能
の
主
要
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
「
プ
レ
ス
」
は
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
は
主
張
す
）
98
（
る
。
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㈡
　
形
式
主
義
的
要
素
と
機
能
的
要
素

　
ロ
ン
ネ
ル
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（RonN

ell Jones

）
は
、H

osanna-Tabor

判
決
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
適
切
性
に
つ
い
て
指
摘
す
）
99
（

る
。
ジ
ョ
ー
ン 

ズ
曰
く
、H

osanna-Tabor

に
お
け
る
「
聖
職
者
」
の
要
素
は
、
比
較
分
析
の
点
か
ら
み
て
「
プ
レ
ス
」
の
要
素
と
は
異
な
る
。
な
か
で

も
重
大
な
の
は
、
ウ
ェ
ス
ト
は
自
身
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
「
機
能
的
（functional

）」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
彼
女
が
用
い
る

H
osanna-Tabor

判
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
事
実
上
真
に
機
能
的
な
二
つ
と
、
明
確
に
形
式
主
義
的
な
二
つ
か
ら
な
る
四
要
素
テ
ス
ト
で

あ
る
」
こ
と
に
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
い
う
形
式
主
義
的
要
素
と
は
、
既
存
の
制
度
的
プ
レ
ス
と
自
己
承
認
の
要
素
を
示
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
「
遂
行
能
力
の
作
用
、
動
作
、
あ
る
い
は
結
果
よ
り
も
、
内
部
的
か
つ
外
部
的
な
ラ
べ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
完
全
に
増
減
す
る
」
要

素
で
あ
る
た
め
に
極
め
て
形
式
主
義
的
（form
alist

）
で
あ
り
、
そ
う
し
た
要
素
は
「
明
確
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
理
由
に
よ
っ
て
、
…
…

役
立
つ
ど
こ
ろ
か
潜
在
的
に
有
害
と
な
る
」
と
い
）
100
（
う
。

　
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、「
裁
判
所
が
聖
職
者
の
定
義
を
開
発
す
る
必
要
性
の
理
由
と
、
ウ
ェ
ス
ト
教
授
が
プ
レ
ス
の
定
義
を
開
発
す

る
必
要
性
の
理
由
が
基
本
的
に
真
逆
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
）
101
（
る
。
確
か
に
、
も
し
誰
か
が
裁
判
所
のH

osanna-Tabor

定
義
の
下

で
聖
職
者
で
あ
っ
た
場
合
、
彼
あ
る
い
は
彼
女
は
Ａ
Ｄ
Ａ
第
一
編
の
保
護
を
剝
奪
さ
れ
る
が
、
ウ
ェ
ス
ト
の
提
案
す
る
プ
レ
ス
の
構
成
員

で
あ
る
な
ら
ば
、
結
果
と
し
て
彼
あ
る
い
は
彼
女
は
さ
ら
な
る
憲
法
保
護
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
た
場
合
、
自
己

に
よ
る
承
認
は
、H
osanna-Tabor

判
決
で
は
Ａ
Ｄ
Ａ
第
一
編
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
コ
ス
ト
を
払
っ
た
も
の
に
な
る
の

に
対
し
て
、
プ
レ
ス
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
自
己
承
認
は
憲
法
上
の
権
利
を
得
よ
う
と
し
て
な
さ
れ
る
た
め
に
主
張
の
信
憑
性
に
疑
義

が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
制
度
（
体
）
か
ら
の
承
認
は
、
プ
レ
ス
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
組
織
へ
依
存
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う

し
た
古
い
メ
デ
ィ
ア
は
、
憲
法
上
の
プ
レ
ス
機
能
を
疑
い
な
く
遂
行
し
て
い
る
非
伝
統
的
ニ
ュ
ー
ス
源
泉
を
不
当
に
不
利
な
立
場
に
置
く

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
の
理
由
は
、H

osanna-Tabor

判
決
に
お
い
て
裁
判
所
が
、
形
式
主
義
的
要
素
を
取
り
入
れ
た
理
由
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が
宗
教
条
項
を
構
成
す
る
二
つ
の
条
項
の
構
造
的
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。H

osanna-Tabor

判
決
に
お
い
て
裁
判
所

は
、
聖
職
者
特
例
の
法
理
が
自
由
実
践
条
項
（Free Exercise Clause

）
の
下
で
の
集
団
的
権
利
（
教
会
の
権
利
）
を
論
拠
と
し
た
だ
け
で

な
く
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
（Establish Clause

）
の
下
で
の
教
会
の
職
務
に
対
す
る
裁
判
所
の
干
渉
か
ら
の
保
護
を
論
拠
に
し
て
、
純

粋
に
機
能
的
な
審
査
を
採
用
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
た
。
対
し
て
、
ひ
と
つ
の
プ
レ
ス
条
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
プ
レ
ス
の
文
脈
に
お
い

て
は
そ
の
よ
う
な
制
約
は
存
在
し
な
い
た
め
、
裁
判
所
は
誰
が
よ
り
良
い
職
務
を
行
う
か
の
特
定
と
い
う
純
粋
な
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
の
理
由
は
、
第
二
の
そ
れ
と
も
関
連
し
、
そ
し
て
最
も
重
要
で
あ
る
が
、
修
正
一
条
が
宗
教
を
保
護
す
る
理

由
と
プ
レ
ス
を
保
護
す
る
理
由
が
異
な
る
点
に
あ
る
。
宗
教
の
自
由
な
実
践
は
、
主
に
そ
れ
が
個
人
の
良
心
と
個
々
人
の
自
己
同
定
に
関

す
る
事
項
で
あ
る
。
対
し
て
、
プ
レ
ス
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
機
能
的
な
理
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
プ
レ
ス
に
比
べ
て
、

「
我
々
が
宗
教
に
何
を
し
て
ほ
し
い
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
ら
か
な
わ
け
で
は
な
）
102
（

い
」
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
目
的
と
実
践
に
つ
い

て
自
律
的
に
充
塡
し
て
も
ら
う
た
め
に
形
式
主
義
的
（
＝
制
度
的
）
要
素
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
プ
レ
ス
ほ
ど
明
確
に
機

能
が
定
ま
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
逆
に
形
式
主
義
的
要
素
は
有
害
と
な
る
。「
宗
教
は
信
教
の
自
由
に
よ
っ
て
権
利
の
多
様
性
を

保
護
さ
れ
て
い
る
た
め
、
憲
法
が
プ
レ
ス
の
自
由
を
保
護
す
る
極
め
て
結
果
指
向
的
な
理
由
と
は
緊
張
関
係
に
あ
る
」
の
で
あ
）
103
（
る
。
以
上

の
点
か
ら
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
ウ
ェ
ス
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
よ
り
純
粋
な
機
能
的
要
素
を
研
究
す
る
た
め
の
「
出
発
点
（starting point

）」

と
評
す
る
の
で
あ
）
104
（
る
。㈢

　
プ
レ
ス
の
憲
法
機
能
と
制
度
的
要
素
の
関
連
性

　
以
上
の
よ
う
な
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
コ
メ
ン
ト
を
通
し
て
ウ
ェ
ス
ト
の
理
論
を
み
る
と
、
プ
レ
ス
の
憲
法
機
能
と
制
度
的

要
素
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
課
題
が
提
示
さ
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
プ
レ
ス
の
果
た
す
憲
法
機
能
が
明
確
に
設
定
さ
れ
な
く
て
は
、
そ
の
機

能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
各
要
素
も
動
揺
す
る
危
険
性
が
あ
る
が
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
指
摘
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
プ
レ



法学政治学論究　第103号（2014.12）

190

ス
」
条
項
の
憲
法
機
能
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
の
が
適
切
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、「
我
々
が

宗
教
に
何
を
し
て
ほ
し
い
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
ら
か
な
わ
け
で
は
な
い
」
一
方
で
プ
レ
ス
の
機
能
は
明
確
で
あ
る
と
す
る
が
、
プ

レ
ス
が
実
際
に
果
た
し
て
い
る
憲
法
機
能
は
何
か
と
い
う
点
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
い
う
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
）
105
（
い
。
さ
ら
に
ウ
ェ
ス
ト
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
制
度
（
体
）
の
判
断
と
制
度
（
体
）
構
成
員
と
し
て
の
自
己
承
認
と
い
っ
た
制
度
的
要
素
が
、
機
能
証
明
要
素
の

ひ
と
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
こ
の
二
つ
の
要
素
を
形
式
主
義
的
で
あ
る
と
し
た
上
で
そ
れ
ら
が
信
教
の
自

由
の
場
合
と
違
っ
て
有
害
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
純
粋
に
任
務
関
連
的
な
機
能
証
明
要
素
を
設
定
す
る
必
要
性
を
主
張
す
る
。
こ

れ
は
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
プ
レ
ス
の
よ
う
に
明
確
に
機
能
的
理
由
が
定
ま
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
形
式
主
義
的
（
制
度
的
）
な
要
素
が
有

害
と
な
る
と
考
え
て
い
る
点
か
ら
生
じ
て
い
る
。
確
か
に
信
教
の
自
由
に
お
い
て
制
度
的
な
要
素
を
必
要
と
す
る
の
は
、
そ
の
目
的
と
実

践
が
明
確
で
は
な
く
、
裁
判
所
が
そ
れ
ら
を
充
塡
す
る
危
険
を
さ
け
、
制
度
（
体
）
に
自
律
的
に
充
塡
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
た
め
で

あ
る
。
そ
れ
ら
目
的
と
実
践
が
明
確
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
要
素
は
不
要
で
あ
る
し
、
む
し
ろ
新
規
参
入
に
排
他
的
に
な
る
な
ど
有
害
に
作

用
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
述
の
と
お
り
プ
レ
ス
も
目
的
と
実
践
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
明
確
に
定
ま
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
プ
レ
ス
が
果
た
す
具
体
的
な
憲
法
機
能
が
技
術
発
展
な
ど
の
時
代
状
況
か
ら
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

は
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
そ
う
し
た
「
時
代
変
化
に
適
応
す
る
責
任
が
あ
る
」
プ
レ
ス
制
度

（
体
）
の
要
素
は
有
害
で
あ
る
と
一
概
に
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
プ
レ
ス
の
憲
法
機
能
と
制
度
的
要
素
の
関
連
性
が
重
要
な
の
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
っ
て
「
プ
レ
ス
」

の
範
囲
が
お
の
ず
と
決
定
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ウ
ェ
ス
ト
は
機
能
証
明
の
要
素
を
総
合
的
に
判
断
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提

示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
い
う
総
合
的
な
判
断
に
際
し
て
、
個
々
の
諸
要
素
が
ど
れ
だ
け
の
「
重
み
」
を
も
ち
、
さ
ら
に
い
え
ば
い
く
つ

の
諸
要
素
を
満
た
せ
ば
、
裁
判
所
が
当
該
主
体
を
「
プ
レ
ス
」
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
の
か
が
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
彼
女
の
中
で
は
、

出
版
の
規
則
性
と
確
立
さ
れ
た
聴
衆
の
要
素
が
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
）
106
（
る
が
、
ウ
ェ
ス
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
そ



「プレスの自由」条項の現在

191

れ
ぞ
れ
の
要
素
は
複
雑
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
審
査
の
際
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
重
み
を
ど
う
設
定
す
る
か
は
、
個
別
具

体
的
に
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
裁
判
官
の
恣
意
性
の
排
除
や
結
果
予
見
性
の
観
点
か
ら
、
あ
る
程
度
明
確

な
「
重
さ
」
を
各
要
素
に
設
定
し
て
お
く
こ
と
が
や
は
り
必
要
で
あ
ろ
う
。
プ
レ
ス
の
憲
法
機
能
と
制
度
的
要
素
の
関
連
性
は
こ
う
し
た

「
重
さ
」
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。
プ
レ
ス
の
憲
法
機
能
を
明
確
か
つ
静
態
的
に
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
純
粋
に
機
能
的
な
要
素
が

重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
プ
レ
ス
の
憲
法
機
能
が
不
明
確
か
つ
動
態
的
な
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら

の
自
律
的
な
充
塡
の
た
め
に
制
度
的
要
素
は
不
可
欠
で
あ
り
、
必
然
的
に
そ
の
「
重
み
」
も
増
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
）
107
（
う
。

六
　
お
わ
り
に

―
今
後
の
課
題

―

　「
プ
レ
ス
」
は
こ
れ
ま
で
法
的
な
問
題
と
は
関
係
な
く
社
会
に
お
い
て
言
論
媒
体
を
独
占
し
て
き
た
。
そ
の
彼
ら
に
あ
え
て
憲
法
上
の

特
殊
な
地
位
を
与
え
る
必
要
性
は
、
言
論
媒
体
を
融
解
さ
せ
た
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
は
、
こ
れ
ま
で
憲
法
上
の
冗
長
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
「
プ
レ
ス
の
自
由
」
条
項
に
新

た
な
意
義
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ス
ト
の
理
論
は
、
裁
判
所
が
、「
プ
レ
ス
」
条
項
の
も
と
で
言
論
空
間
の
「
大
衆
化
」
と

「
衆
愚
」
に
対
す
る
抵
抗
装
置
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
、
機
能
証
明
の
要
素
に
照
ら
し
て
識
別
・
救
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う

し
た
救
出
活
動
こ
そ
が
言
論
媒
体
が
融
解
し
た
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
「
民
主
主
義
」
に
と
っ
て
は
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
彼
女
の
議
論
を
さ
ら
に
建
設
的
に
発
展
さ
せ
る
に
は
、
彼
女
の
理
論
に
よ
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
か
ら
得
ら
れ
た
憲
法
機
能
と

制
度
的
要
素
の
関
係
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
言
論
空
間
の
「
大
衆
化
」
と
「
民
主
主
義
」
の
危
機
の
関
連
性

に
つ
い
て
も
よ
り
詳
細
な
論
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
執
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た
）
108
（

い
。
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（
1
）  

か
よ
う
な
問
題
状
況
に
つ
い
て
我
が
国
で
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
例
え
ば
、
曽
我
部
真
裕
「
情
報
漏
え
い
社
会
の
メ
デ
ィ
ア
と
法
　
プ
ロ
と
ア

マ
の
差
は
な
く
な
る
か
」
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
二
五
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
四
四
頁
以
下
参
照
。

（
2
）  

プ
ロ
・
ア
マ
間
で
の
異
な
る
法
解
釈
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
刑
法
の
名
誉
毀
損
罪
の
判
例
法
理
が
「『
プ
ロ
』
の
も

つ
取
材
『
特
権
』
の
裏
面
と
し
て
の
広
汎
な
情
報
収
集
義
務
な
い
し
専
門
職
責
任
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
…
…
そ
の

ま
ま
『
ア
マ
』
の
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
行
為
に
当
て
は
め
て
よ
い
の
か
」（
山
本
龍
彦
「
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
（
憲
法
学
の
ゆ
く
え
（
1
―

1
））」

法
律
時
報
八
六
巻
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
八
八
―
八
九
頁
）
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
名
誉
毀
損
法
理
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

岡
根
好
彦
「『
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
九
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
九

七
頁
以
下
参
照
。

（
3
）  

我
が
国
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
基
礎
付
け
る
学
説
は
、
公
共
的
利
益
説
（
佐
藤
幸
治
）、
表
現
の
自
由
の
公
共
的
使
用
（
駒
村

圭
吾
）、「
切
り
札
」・「
公
共
の
福
祉
」
二
分
論
（
長
谷
部
恭
男
）、
公
的
任
務
論
（
浜
田
純
一
）
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
鈴
木
秀
美
「
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
の
自
由
と
特
権
」
小
山
剛
・
駒
村
圭
吾
編
著
『
論
点
探
究 

憲
法
（
第
二
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
一
七
二
頁
以
下
参
照
。

（
4
）  

こ
う
し
た
指
摘
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
さ
し
あ
た
り
吉
見
俊
哉
『
メ
デ
ィ
ア
文
化
論
﹇
改
訂
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
二
―
四
頁
、
駒

村
圭
吾
「
多
様
性
の
再
生
産
と
準
拠
枠
構
築

―
情
報
空
間
に
お
け
る
『
自
由
の
論
理
』
と
『
統
治
の
論
理
』」
駒
村
圭
吾
・
鈴
木
秀
美
編
著

『
表
現
の
自
由
Ⅰ
　
状
況
へ
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
一
年
）
四
―
六
頁
、
堀
部
政
男
「『
放
送
の
自
由
』
と
『
通
信
の
自
由
』
の
史
的
展
開
と
将
来

展
望
」
慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
年
報
三
九
号
（
一
九
九
二
年
）
七
五
頁
以
下
。

（
5
）  Jack M

. Balkin, D
igital Speech and D

em
ocratic Culture: A

 Theory of Freedom
 of Expression for the Inform

ation Society, 79 
N
YU
 L. R

ev. 1, 3 -4 （2004

）.

（
6
）  Id., at 33 -34.

（
7
）  Id., at 3.

（
8
）  

バ
ル
キ
ン
のdem

ocratic

観
を
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
と
の
比
較
に
お
い
て
「
大
衆
的
」
と
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
駒
村
・
前
掲
（
4
）
三
五
頁

を
参
照
。

（
9
）  Balkin, supra note 5, at 35.

（
10
）  Sonja R. W

est, Press Exceptionalism
, 127 H

arv. L. R
ev. 2434 （2014

）.

（
11
）  See, Potter Stew

art, O
r of the Press, 26 H

astin
g

s L.J. 631, 633 （1975
）.
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12
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）; N.Y. Tim
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nited States, 403 U.S. 713, 714 （1971
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）  Zem
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（
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）  Cohen v. Cow
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（
22
）  See, Brian Stelter &

 M
ichael D. Shear, Justice D

ept. Investigated Fox Reporter O
ver Leak, N.Y. TIM

ES （M
ay 20, 2013

）. 

（
23
）  Sonja R. W

est, Awakening the Press Clause, 58 U
cla L. R

ev. 1025, at 1037 -1038 （2011

）.

（
24
）  W

est, supra note 10, at 2449.

（
25
）  Id., at 2448 -2449.

（
26
）  Id., at 2448.

（
27
）  

本
判
決
を
政
治
献
金
規
制
と
言
論
の
自
由
の
文
脈
で
取
り
上
げ
た
文
献
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
福
井
康
佐
「Chapter 15 

団

体
に
よ
る
政
治
資
金
の
規
制
」
大
沢
秀
介
・
大
林
啓
吾
編
著
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
の
物
語
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
五
二
七
頁
以
下
参
照
。

（
28
）  W
est, supra note 23, at 1026.

（
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）  558 U.S. 310 （2010

）.

（
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）  

選
挙
運
動
改
革
法
二
〇
三
条
は2 U.S.C 

§441b

を
改
正
し
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で
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り
、
合
衆
国
法
典
の
編
成
に
伴
い
、2 U.S.C 

§441b （b

）（2

）
と
な

る
。
本
稿
で
は
§441b

と
表
記
す
る
。
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（
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）.
（
33
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稿
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の
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支
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規
制
と
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比
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号
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参
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 the Fram
ing to Today, 160 U. P

a. L. R
ev. 459, 

463 （2012

））
が
あ
る
。

（
64
）  472 U.S. 749, 782 （1985

）.

（
65
）  Id., at 782 n7.

（
66
）  R

o
n

ald D
w

o
rkin, L

aw

’s E
m

pire 239 （1986

）.

（
67
）  W

est, supra note 10, at 2443 -2445.

（
68
）  P

au
l H

o
rw

itz, F
irst A

m
en

d
m

en
t In

stitu
tio

n
s 52 

（2013

）; Erik Ugland &
 Jennifer H

enderson, W
ho Is a Journalist and W

hy 
D
oes It M

atter? D
isentangling the Legal and Ethical A

rgum
ents, 22 J. M

ass M
ed

ia E
th

ics 241, 247 （2007

）.
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（
69
）  See, M

in
n. S

tat. 

§595.023 （2010

）; N.C. G
en. S

tat. 

§8 -53.11 （2009

）; M
in

n. S
tat. 

§595.023 （2010

）.

（
70
）  W

est, supra note 10, at 2454.
（
71
）  Id., at 2455.

（
72
）  132 S. Ct. 694 （2012

）.
（
73
）  42 U.S.C. 

§12101 et seq.

（
74
）  132 S. Ct. 694, 699 -710.

（
75
）  

本
節
の
「
聖
職
者
特
例
」
法
理
に
つ
い
て
は
、
福
嶋
敏
明
「『
聖
職
者
例
外
』
法
理
と
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
（
1
）」
神
戸
学
院
法
学
四
二
巻

三
・
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
六
五
頁
以
下
が
詳
し
い
。

（
76
）  See, 460 F. 2d 553 （5th Cir. 1972

）; 772 F. 2d 1164 （4th Cir. 1985

）.

（
77
）  132 S. Ct. 699 -700, 707.

（
78
）  W

est, supra note 10, at 2457.

（
79
）  Id., at 2456 -2458.

（
80
）  132 S. Ct. 694, 708 -09.

（
81
）  W

est, supra note 10, at 2459.

（
82
）  132 S. Ct. at 707.

（
83
）  W

est, supra note 10, at 2459 -2460.

（
84
）  Id., at 2460 -2462.

（
85
）  Id., at 2442 -2443.

（
86
）  

取
材
の
自
由
に
対
す
る
制
限
は
取
材
内
容
の
秘
匿
、
取
材
源
の
秘
匿
、
取
材
活
動
そ
れ
自
体
に
分
け
て
検
討
さ
れ
る
。
小
山
剛
「
ロ
ー
・
ク
ラ

ス
『
憲
法
上
の
権
利
』
各
論
（
09
）
表
現
の
自
由
（
五
・
完
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
一
五
巻
（
二
〇
一
四
年
）
一
〇
一
頁
参
照
。
ま
た
記
者
の
証

言
拒
絶
権
に
つ
い
て
は
、
二
宮
貴
美
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
評
価
と
証
言
拒
絶
権
の
意
義

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
決
と
比

較
し
て
」
同
志
社
法
学
六
四
巻
七
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
六
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
87
）  132 S. Ct. 707.

（
88
）  W

est, supra note 10, at 2456.
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（
89
）  Id., at 2462.

（
90
）  Id.

（
91
）  D

avid A. Anderson, The Press and D
em
ocratic D

ialogue, 127 H
arv. L. R

ev. F. 331 （2014

）.
（
92
）  Id.

（
93
）  N

ational Security Archive

（
国
家
安
全
保
障
ア
ー
カ
イ
ブ
）
は
、
元
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
非
営
利
団
体

で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
内
の
ゲ
ル
マ
ン
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
本
拠
を
構
え
る
。
本
組
織
の
構
成
や
活
動
に
つ
い
て
は
、
近
時
別

稿
を
予
定
し
て
い
る
。

（
94
）  Anderson, supra note 91, at 332.

（
95
）  Id., at 332.

（
96
）  Id.

（
97
）  Id., at 332 -333.

（
98
）  Id., at 334.

（
99
）  RonN

ell Andersen Jones, Press D
efinition and the Religion A

nalogy, 127 H
arv. L. R

ev. F. 362 （2014

）.

（
100
）  Id., at 362 -363.

（
101
）  Id., at 363.

（
102
）  Id., at 365.

（
103
）  Id., at 365 -366.

（
104
）  Id., at 366.

（
105
）  

例
え
ば
シ
ャ
ウ
ア
ー
が
プ
レ
ス
は
「
政
府
の
権
限
濫
用
に
対
す
る
監
視
と
民
主
的
熟
議
の
促
進
」
に
仕
え
る
と
捉
え
る
一
方
で
、
ホ
ー
ウ
ィ
ッ

ツ
は
修
正
一
条
上
の
制
度
（
体
）
全
般
に
わ
た
っ
て
「
公
共
討
議
へ
の
貢
献
」
を
重
視
す
る
。
拙
稿
・
前
掲
（
58
）
二
三
二
、
二
三
五
頁
を
参
照
。

（
106
）  

ウ
ェ
ス
ト
の
四
番
目
の
要
素
を
重
視
す
る
場
合
、
結
論
的
に
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
訴
法
上
の
証
言
拒
絶
権
行
使
主
体
の
「
職
業
的
」
の
区
分

と
大
し
た
差
を
描
き
切
れ
な
い
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
、
鈴
木
秀
美
「
取
材
・
報
道
の
自
由
」
前
掲
（
4
）『
表
現
の
自
由
Ⅰ
』
二
六
二

頁
参
照
。

（
107
）  

こ
の
点
、
近
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
組
織
」
と
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
」
が
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
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プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
論
の
両
輪
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
聖
職
者
と
同
様
に
、
弁
護
士
や

医
者
の
よ
う
な
公
的
な
資
格
が
な
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
「
組
織
」
と
「
教
育
」
の
二
つ
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
か
ど
う
か
を
区
別
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
。
別
府
三
奈
子
『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年
）

三
〇
〇
―
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〇
一
頁
参
照
。

（
108
）  
「
プ
レ
ス
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の
具
体
的
な
目
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・
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践
と
そ
れ
を
証
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す
る
要
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に
つ
い
て
は
、「
民
主
的
能
力
」
の
憲
法
価
値
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
集
団
の

「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
（
内
部
紀
律
）」
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
有
益
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
日
改
め
て
別
稿
に
て
検
討

し
た
い
。See, R

o
bert P
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ca

d
em

ic F
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