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一　

問
題
の
所
在

　

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
我
が
国
で
社
会
問
題
と
し
て
顕
在
化
し
た
こ
と
に
よ
る
影
響
は
大
き
く
、
国
法
と
し
て
は
二
一
〇
六
年
の
「
本
邦

外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、『
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
』
と
す
る
（
1
））」

に
結
実
し
た
。
し
か
し
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
は
罰
則
を
伴
わ
な
い
理
念
法
で
あ
り
、
そ
の
効
果
は
限
定
さ
れ
て
い（
2
）る。
桧
垣
伸
次

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
が
成
立
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
め
ぐ
る
問

題
状
況
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
…
…
そ
れ
を
超
え
て
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
規
制
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
い
の
か
は
今
後
も
問

題
と
な
る
だ
ろ（
3
）う」。
そ
の
た
め
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
成
立
に
至
る
議
論
を
喚
起
し
た
京
都
朝
鮮
学
校
事（
4
）件で
明
ら
か
と
な
っ
た
、

「
既
存
の
法
を
適
用
で
き
る
の
は
、
特
定
の
個
人
ま
た
は
団
体
に
向
け
ら
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
み
で
あ
る
。
不
特
定
多
数
に
向
け

ら
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
規
制
す
る
な
ら
ば
、
新
た
な
法
が
必
要
と
な（
5
）る」
と
い
う
「
法
制
度
の
限（
6
）界」
は
依
然
重
要
な
問
題
で

あ（
7
）る。

　

で
は
、
新
た
な
規
制
を
設
け
た
ら
ど
う
か
。
こ
の
点
、
小
谷
順
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
法
規
制
を
理
論
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
に

成
功
し
た
と
し
て
も
、
実
際
に
規
制
を
設
け
た
場
合
、
そ
の
文
言
は
曖
昧
性
や
過
度
の
広
汎
性
を
避
け
る
た
め
に
、
ご
く
一
部
の
限
定
的

な
憎
悪
表
現
を
対
象
と
し
た
極
め
て
狭
い
範
囲
を
対
象
と
す
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
こ
と
が
規
制
合
憲
説
の
論
者
に
と
っ
て

は
ジ
レ
ン
マ
と
な
る
し
、
逆
に
規
制
反
対
派
に
と
っ
て
は
規
制
不
要
論
の
論
拠
と
な（
8
）る」。

そ
の
た
め
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
関
す
る
新

た
な
規
制
を
設
け
る
に
は
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
た
だ
し
小
谷
は
、
日
本
と
同
様
に
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
消
極
的
な
ア
メ
リ
カ
に

つ
い
て
、「
ア
メ
リ
カ
は
、
表
現
規
制
こ
そ
は
避
け
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
通
し
て
、
人
種
的
な
憎
悪
や
偏

見
の
解
消
に
努
め
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
憎
悪
や
偏
見
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
社
会
生
活
に
支
障
を
き
た
す
と
い
う
事
態
を
防
止
す
る
こ
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と
に
努
め
て
い
る
」
と
指
摘
し
、「
日
本
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
拡
散
・
蔓
延
の
問
題
に
向
き
合
う
際
に
は
、
表
現
規
制
と
い

う
選
択
肢
の
み
に
限
定
し
た
議
論
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
啓
発
活
動
を
含
め
た
多
様
な
施
策
も
選
択
肢
に
入
れ
て
議
論
を
展
開
す
る

こ
と
が
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
主
張
し
て
い（
9
）る。
こ
の
主
張
は
、
差
別
対
策
と
い
う
広
い
枠
組
み
の
中
で
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

対
策
を
論
じ
る
こ
と
で
、
表
現
規
制
に
拘
ら
な
い
柔
軟
な
議
論
を
志
向
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
状
況
の
中
で
表
現
規
制
以
外
の
手
段
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
規
制
で
あ
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、（
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
事
案
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
）
上
述
し
た
京
都
朝
鮮
学
校
事
件
を
筆
頭
に
我
が
国
で
問
題
と

な
っ
た
事
案
の
多
く
が
既
存
の
刑
罰
法
規
に
該
当
す
る
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
の
事
案
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
）
10
（

る
。
こ

の
点
、
冨
増
四
季
が
本
件
に
つ
い
て
、「
本
来
あ
る
べ
き
刑
事
司
法
の
機
能
不
全
が
あ
っ
た
こ
と
」、
そ
し
て
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
新

設
の
是
非
や
表
現
の
自
由
か
ら
の
考
察
と
い
っ
た
…
…
『
ス
ピ
ー
チ
』
領
域
の
検
討
は
副
次
的
と
な
る
は
ず
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
点
も

重
要
で
あ
）
11
（
る
。
ま
た
、
我
が
国
で
は
諸
外
国
ほ
ど
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
は
多
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
九
九
七
年
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
少
年

リ
ン
チ
殺
人
事
）
12
（

件
や
い
わ
ゆ
る
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
事
）
13
（

件
な
ど
日
本
で
も
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
と
考
え
ら
れ
る
事
件
は
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
。

加
え
て
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
成
立
の
わ
ず
か
二
ヵ
月
後
に
発
生
し
た
相
模
原
事
）
14
（
件
は
明
ら
か
な
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
今
後
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
を
制
定
す
る
必
要
性
が
生
じ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
我
が
国
の
憲
法
学
で
は
従
来
か
ら
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
関
す
る
議
論
に
関
心
が
集
中
し
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
に
関
す
る
議
論

へ
の
関
心
は
高
く
な
か
っ
）
15
（

た
。
例
外
的
に
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
に
関
す
る
議
論
が
紹
介
・
検
討
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ
こ
で
の
議
論
は
、
内

心
の
動
機
に
基
づ
い
て
刑
罰
を
加
重
す
る
こ
と
が
思
想
の
自
由
あ
る
い
は
表
現
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
集
中
し
て
い

た
）
16
（

。
こ
の
よ
う
な
問
題
把
握
は
、
刑
罰
の
加
重
の
場
面
に
お
い
て
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
を
思
想
の
自
由
あ
る
い
は
表
現
の
自
由
に
対
す

る
直
接
的
な
規
制
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
理
解
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
桧
垣
が
詳
細
な
検
討
を
加
え
て

お
り
、
本
稿
で
は
検
討
の
対
象
と
し
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
は
思
想
の
自
由
あ
る
い
は
表
現
の
自
由
を
直
接
的
に
侵
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害
す
る
も
の
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
そ
う
だ
と
し
て
も
正
当
化
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
前
提
と
し
た
場
合
で
も
、
そ
こ
に
は
さ
ら

な
る
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
要
件
で
あ
る
差
別
的
な
（
あ
る
い
は
偏
見
と
い
う
）
動
機
を
ど
の
よ
う
に
証
明

す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
が
「
差
別
的
な
発
言
を
犯
罪
の
要
素
と
し
て
射
程
に
含
ん
で
い
な
い
と
し

て
も
、
そ
の
執
行
過
程
に
お
い
て
、
処
罰
し
よ
う
と
し
て
い
る
動
機
の
証
拠
と
し
て
被
告
人
の
言
論
及
び
結
社
に
不
可
避
的
に
（
お
そ
ら

く
排
他
的
に
）
依
拠
す
る
こ
と
に
な
）
17
（

る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
被
告
人
の
差
別
的
な
動
機
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
被
告
人
の

「
表
現
行
為
や
特
定
の
結
社
へ
の
参
加
（
以
下
、「
表
現
行
為
等
」
と
す
る
）」
を
証
拠
と
し
て
用
い
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
ヘ
イ
ト

ク
ラ
イ
ム
法
は
、
直
接
的
に
表
現
行
為
等
を
処
罰
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
通
し
て
間
接
的
に
表
現
行
為
等

を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
点
に
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
が
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
法
と
同
様
の
効
果
を
持

つ
）
18
（

」
あ
る
い
は
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
法
の
支
持
者
た
ち
に
と
っ
て
次
善
の
手
）
19
（

段
」
と
評
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
そ
し
て
、
証
拠
と
し
て
用

い
る
こ
と
を
通
し
て
間
接
的
に
表
現
行
為
等
が
処
罰
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
は
、「
表
現
の
自
由
及
び
結
社
の
自
由
（
以
下
、

「
表
現
の
自
由
」
と
す
る
）」
に
対
し
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の
自
由
に
対
す
る
萎
縮
効
果
の
問
題
に
つ

い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
（
以
下
「
連
邦
最
高
裁
」
と
す
る
）
は
、
後
述
す
るM

itchell

判
）
20
（
決
で
「
あ
ま
り
に
憶
測
的
）
21
（
だ
」

と
述
べ
て
簡
単
に
処
理
し
た
。
し
か
し
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
法
に
つ
い
て
消
極
的
な
立
場
を
と
る
一
方
）
22
（

で
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
下
で

差
別
的
な
動
機
の
証
拠
と
し
て
被
告
人
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
用
い
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
貫
し
た
立
場
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
議
論
に
つ

い
て
、
被
告
人
の
動
機
を
証
明
す
る
際
に
被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
表
現
の
自
由
に
対
す
る

萎
縮
効
果
の
問
題
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
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二 　

ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
に
関
す
る
裁
判
例
の
展
開

―
萎
縮
効
果
の
問
題
に
限

定
し
て

―

㈠　

W
isconsin v. M

itchell

　

ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
本
件
は
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
七
日
の
晩
、
被
告
人
ト
ッ
ド
・
ミ
ッ

チ
ェ
ル
を
含
む
黒
人
グ
ル
ー
プ
が
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
ケ
ノ
ー
シ
ャ
で
白
人
少
年
に
暴
行
を
加
え
、
そ
の
テ
ニ
ス
シ
ュ
ー
ズ
を
盗
ん
だ

事
案
で
あ
る
（
な
お
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
自
身
は
暴
行
を
加
え
て
い
な
い
）。
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
州
法
の
規
定
は
、
犯
人
が
被
害
者
を
そ
の

「
人
種
・
宗
教
・
肌
の
色
・
障
害
・
性
的
指
向
・
民
族
的
出
自
又
は
起
源
に
関
す
る
行
為
者
の
思
想
及
び
見
識
」
に
基
づ
い
て
意
図
的
に

選
び
出
し
た
場
合
、
刑
を
加
重
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
）
23
（
た
。

1　

連
邦
最
高
裁
の
判
断

　

レ
ー
ン
キ
ス
ト
首
席
判
事
に
よ
る
全
員
一
致
の
法
廷
意
見
は
以
下
の
よ
う
に
判
断
し
）
24
（
た
。
伝
統
的
に
、
裁
判
官
は
量
刑
に
当
た
っ
て

様
々
な
要
素
を
考
慮
し
て
き
た
。
被
告
人
の
犯
罪
の
動
機
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
告
人
の
抽
象
的
な
信
条
は
、
そ

れ
が
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
い
か
に
不
快
で
あ
っ
て
も
、
量
刑
の
際
、
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。D

aw
son

判
）
25
（
決

に
お
い
て
、
死
刑
を
科
す
た
め
の
手
続
き
で
、
州
は
被
告
人
が
白
人
至
上
主
義
団
体
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
を
提
出
し
た
。

こ
の
証
拠
に
つ
い
て
、D

aw
son

判
決
の
法
廷
意
見
は
、「
証
拠
は
被
告
人
の
抽
象
的
な
信
条
以
上
の
も
の
を
証
明
し
な
い
」
と
い
う
理

由
か
ら
、
そ
の
証
拠
の
承
認
は
被
告
人
の
修
正
一
条
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
判
断
し
）
26
（

た
。
も
っ
と
も
、
量
刑
の
際
、
修
正
一
条
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
た
信
念
や
結
社
加
入
を
考
慮
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
違
憲
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。D

aw
son

判
決
の
法
廷
意
見
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は
「
信
条
及
び
結
社
が
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
量
刑
に
お
い
て
被
告
人
の
信
条
及
び
結
社
に
関

す
る
証
拠
を
承
認
す
る
こ
と
に
対
す
る
本
質
的
な
障
害
を
憲
法
は
創
設
し
て
い
な
）
27
（

い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、Barclay

判
）
28
（

決

に
お
い
て
、
相
対
多
数
意
見
は
、
被
害
者
に
対
す
る
被
告
人
の
人
種
的
敵
意
を
考
慮
す
る
こ
と
を
裁
判
官
に
許
し
て
い
）
29
（
る
。
こ
の
事
案
に

お
い
て
、
証
拠
は
、
被
告
人
が
黒
人
解
放
軍
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
及
び
人
種
戦
争
の
惹
起
を
望
ん
で
い
た
こ
と
は
、
被
告
人
が
有
罪
と

さ
れ
た
白
人
男
性
の
殺
人
と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
）
30
（

る
。
そ
し
て
、「
殺
人
に
お
け
る
人
種
的
憎
悪
の
要
素
」
は

様
々
な
加
重
事
由
と
関
連
す
る
た
め
、
裁
判
官
は
、
被
告
人
に
死
刑
を
科
す
際
に
そ
の
証
拠
を
考
慮
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
相
対
多

数
意
見
は
判
示
し
）
31
（

た
。

　

本
件
の
被
告
人
は
、D

aw
son

判
決
とBarclay

判
決
は
刑
罰
加
重
条
項
の
適
用
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
両
者

は
不
適
切
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、Barclay

判
決
に
お
い
て
、
相
対
多
数
意
見
は
、
被
告
人
が
死
刑
を
科
さ
れ
る
べ
き
か

―

す
な
わ
ち
、
最
も
過
酷
な
刑
の
「
加
重
」

―
と
い
う
判
断
に
際
し
被
告
人
の
人
種
的
敵
意
を
考
慮
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
ま
た
、

偏
見
を
動
機
と
す
る
犯
罪
が
一
律
に
よ
り
大
き
な
最
大
刑
に
値
す
る
と
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
議
会
が
判
断
し
た
と
い
う
事
実
は
、
本
件
の

結
論
を
変
え
な
い
。
刑
罰
の
設
定
に
関
す
る
主
要
な
責
任
は
立
法
府
に
あ
る
。

　

以
上
を
前
提
に
法
廷
意
見
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
過
度
の
広
汎
性
の
主
張
を
退
け
た
。「
被
告
人
が
被
害
者
の
保
護
さ
れ
る
身
分
を
理

由
に
意
図
的
に
被
害
者
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
被
告
人
の
以
前
の
言
論
あ
る
い
は
結
社
加
入
を
証
拠
と
し
て
用

い
る
の
は
、
言
論
の
自
由
へ
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
し
、
し
た
が
っ
て
過
度
に
広
汎
で
あ
）
32
（

る
」
と
被
告
人
は
主
張
す
る
。
し
か
し
、「
自
分

が
い
ず
れ
犯
罪
を
お
か
し
た
と
き
に
、
人
を
不
快
に
す
る
自
分
の
偏
狭
な
見
解
が
刑
の
加
重
事
由
と
し
て
提
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と

の
恐
れ
か
ら
そ
の
見
解
の
表
明
を
控
え
る
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
民
の
想
定
は
、
あ
ま
り
に
憶
測
的
で
、
本
件
規
定
が
過
度
に
広
汎
で
あ
る

と
の
主
張
を
支
え
る
に
は
不
十
分
で
あ
）
33
（

る
」。

　

ま
た
、
法
廷
意
見
は
、「
修
正
一
条
は
、
犯
罪
の
要
件
の
確
定
や
、
動
機
あ
る
い
は
意
図
の
立
証
の
た
め
に
、
言
論
を
証
拠
と
し
て
用
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い
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、「
被
告
人
の
以
前
の
宣
言
や
意
見
表
明
の
証
拠
は
、
関
連
性
（relevancy

）・
信
頼
性

（reliability

）
な
ど
の
証
拠
法
に
服
す
る
刑
事
裁
判
に
お
い
て
一
般
に
許
容
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
）
34
（

た
。

2　

分　

析

　

表
現
の
自
由
に
対
す
る
萎
縮
効
果
の
主
張
に
つ
い
て
、
州
最
高
裁
と
連
邦
最
高
裁
の
判
断
は
分
か
れ
た
。
州
最
高
裁
が
、
犯
罪
行
為
を

行
う
以
前
の
被
告
人
の
言
論
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
る
萎
縮
効
果
を
理
由
に
過
度
の
広
汎
性
の
主
張
を
認
め
た
の
に
対
）
35
（
し
、
連

邦
最
高
裁
は
、
萎
縮
効
果
を
「
あ
ま
り
に
憶
測
的
」
だ
と
述
べ
て
過
度
の
広
汎
性
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁

の
判
断
に
つ
い
て
は
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
合
憲
性
を
支
持
す
る
側
か
ら
も
「
遺
憾
な
点
が
多
）
36
（
い
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
者

は
続
け
て
、「
も
し
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
に
よ
る
起
訴
が
一
般
的
な
も
の
と
な
り
、
ま
た
被
告
人
に
よ
る
差
別
的
な
結
社
へ
の
参
加
や
犯

罪
の
は
る
か
前
に
な
さ
れ
た
差
別
的
な
言
動
を
検
察
官
が
証
拠
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
る
な
ら
ば
、
保
護
さ
れ
る
言
論
へ

の
萎
縮
効
果
は
憶
測
的
と
呼
ぶ
に
は
程
遠
い
も
の
と
な
）
37
（

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
表
現
の
自
由
に
対

す
る
萎
縮
効
果
の
問
題
に
つ
い
て
連
邦
最
高
裁
は
そ
の
問
題
の
本
質
を
認
識
し
損
な
っ
て
お
り
、
よ
り
緻
密
な
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
連
邦
最
高
裁
は
、
言
論
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
自
体
従
来
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
だ
と
い
う
点
を
確
認
す
る
と
同
時

に
、
そ
れ
に
は
証
拠
法
上
の
制
約
、
つ
ま
り
、「
関
連
性
・
信
頼
性
（
以
下
、「
関
連
性
」
と
す
）
38
（

る
）」
の
制
約
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
証
拠
法
上
の
制
約
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
ヘ
イ
ト
ク

ラ
イ
ム
法
の
適
用
に
当
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
程
度
被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か

と
い
う
点
に
関
す
る
判
断
枠
組
み
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「M

itchell

判
決
の
最
も
期
待
外
れ
な
側
面
の
一
つ

は
、
保
護
さ
れ
る
言
論
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
制
限
す
る
予
防
的
ル
ー
ル
を
連
邦
最
高
裁
が
構
築
し
な
か
っ
た
点
、
若
し
く
は
そ
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れ
が
必
要
だ
と
示
唆
す
ら
し
な
か
っ
た
点
で
あ
）
39
（
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
の
判
断
に
は
、
本
件
が
犯
罪
の
現

場
に
お
け
る
「
煽
動
者
と
し
て
の
責
）
40
（

任
」
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
た
め
被
告
人
の
言
論
と
犯
罪
行
為
と
の
関
連
性
が
明
ら
か
だ
と
考
え

ら
れ
る
事
案
で
あ
っ
た
点
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
件
の
よ
う
な
犯
罪
の
現
場
で
の
表
現
行
為
等
で
は
な
く
、
時

間
的
・
空
間
的
に
離
れ
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
た
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
よ
り
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
実
際
、
後
述

す
る
学
説
上
の
議
論
も
そ
の
点
に
留
意
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

㈡　
V
irginia v. Bla

）
41
（ck

　

Black

判
決
は
、
十
字
架
焼
却
を
禁
じ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
）
42
（
法
の
下
で
当
初
は
別
々
に
処
理
さ
れ
て
い
た
ブ
ラ
ッ
ク
事
件
（
Ｋ
Ｋ
Ｋ
の

集
会
で
十
字
架
を
焼
却
し
た
事
案
）
と
エ
リ
オ
ッ
ト
＆
オ
マ
ラ
事
件
（
隣
に
住
む
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
所
有
地
内
で
十
字
架
を
焼
却
し
た
事

案
）
と
が
州
最
高
裁
で
併
合
処
理
さ
れ
、
連
邦
最
高
裁
で
も
単
一
の
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

　

本
判
決
に
つ
い
て
は
十
字
架
焼
却
を
禁
じ
る
こ
と
自
体
は
合
憲
と
判
断
し
た
点
に
関
心
が
集
中
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
本
稿
の
主
題
か

ら
は
「
一
応
の
証
拠
（prim

a facie evidence

）
条
項
（
以
下
、「
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
」
と
す
る
）」
に
関
す
る
判
断
が
重
要
で
あ
る
た
め
、
そ
の
部

分
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
る
。

1　

連
邦
最
高
裁
の
判
断

　

Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
に
つ
い
て
は
法
廷
意
見
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
相
対
多
数
意
見
を
形
成
す
る
に
と
ど
ま
っ
）
43
（

た
。
相
対
多
数
意
見
に
よ

れ
ば
、「
十
字
架
の
焼
却
そ
れ
自
体
が
、
要
求
さ
れ
る
意
図
を
推
定
（infer
）
で
き
る
十
分
な
証
拠
で
あ
る
」
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
事
件
で

の
説
示
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
た
め
、
脅
迫
す
る
意
図
を
持
つ
十
字
架
焼
却
を
州
が
禁
止
で
き
る
理
由
そ
の
も
の
が
取
り
去
ら
れ
、
十
字

架
の
焼
却
だ
け
を
理
由
に
逮
捕
・
起
訴
・
有
罪
判
決
を
下
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
当
該
条
項
は
、
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憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
政
治
的
言
論
と
し
て
行
わ
れ
る
十
字
架
焼
却
を
萎
縮
さ
せ
る
。
ま
た
、
十
字
架
焼
却
が
脅
迫
す
る
意
図
な
し

に
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
条
項
は
、
多
様
な
十
字
架
焼
却
を
区
別
す
る
努
力
を
怠
っ
て
お
り
、
脅
迫
す
る
意
図

を
認
定
す
る
の
に
必
要
な
文
脈
的
要
素
を
無
視
し
て
い
る
。
修
正
一
条
は
そ
の
よ
う
な
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
を
許
さ
ず
、
当
該
条
項
は
文
面

上
無
効
で
あ
る
。
州
最
高
裁
が
本
件
説
示
と
別
の
解
釈
を
す
る
可
能
性
・
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
の
§18. 2 -423

か
ら
の
分
離
可
能
性
・
分
離
可

能
な
場
合
に
エ
リ
オ
ッ
ト
と
オ
マ
ラ
が
再
び
審
理
さ
れ
る
可
能
性
を
留
保
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
事
件
に
つ
い
て
は
無
罪
の
原
判
決
を
支
持
し
、

エ
リ
オ
ッ
ト
＆
オ
マ
ラ
事
件
に
つ
い
て
は
無
罪
の
原
判
決
を
破
棄
し
て
事
案
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

　

以
上
の
相
対
多
数
意
見
に
対
し
、
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
自
身
が
執
筆
し
たR.A.V. 

判
決
の
下
）
44
（

で
、
州
は
修
正
一
条
を
侵
害
す
る
こ
と

な
く
脅
迫
の
意
図
を
持
つ
十
字
架
焼
却
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
で
法
廷
意
見
に
同
意
す
る
。
ま
た
、
州
最
高
裁
の
判
決
を

破
棄
し
て
差
戻
す
と
い
う
結
論
に
も
同
意
す
る
。
し
か
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
を
文
面
上
無
効
と
す
る
判
断
に
つ
い
て
は
反
対
す
る
。
ス
カ
リ

ア
判
事
は
、
彼
が
当
該
条
項
の
正
し
い
解
釈
で
あ
る
と
信
じ
る
も
の
に
つ
い
て
記
述
し
、
そ
し
て
当
該
条
項
を
文
面
上
無
効
と
す
る
相
対

多
数
意
見
の
判
断
に
反
対
す
る
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
）
45
（

た
。

　

ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
ま
ず
「
一
応
の
証
拠
」
と
い
う
文
言
が
一
般
に
「
所
与
の
事
実
を
立
証
す
る
の
に
十
分
で
あ
り
、
…
…
反
証
若
し

く
は
反
駁
さ
れ
な
け
れ
ば
依
然
と
し
て
十
分
で
あ
る
」
も
の
を
指
す
と
述
べ
た
上
で
、
州
最
高
裁
が
当
該
条
項
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
権

威
あ
る
解
釈
を
採
用
し
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
州
最
高
裁
は
本
件
で
も
同
様
の
解
釈
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
当
該
条
項
の
解

釈
に
よ
る
と
、
被
告
人
が
公
然
と
十
字
架
を
焼
却
し
た
と
い
う
証
拠
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
脅
迫
の
意
図
を
有
し
て
い
た
と
推
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
被
告
人
が
反
証
を
提
示
す
る
ま
で
の
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。

　

続
い
て
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
本
件
の
問
題
は
、
以
上
の
よ
う
な
一
応
の
証
拠
と
い
う
文
言
の
理
解
を
前
提
と
し
た
と
き
、
本
件
州
法
が

合
憲
で
あ
る
か
否
か
だ
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
に
よ
っ
て
本
件
州
法
が
過
度
に
広
汎
に
な
る
と
い
う

州
最
高
裁
の
判
断
を
批
判
す
る
。
こ
こ
で
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
過
度
の
広
汎
性
の
判
断
に
つ
い
て
州
最
高
裁
が
と
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
先
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例
と
合
致
し
な
い
と
述
べ
る
。
ス
カ
リ
ア
判
事
に
よ
る
と
、
保
護
さ
れ
る
行
為
を
行
う
個
人
が
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
得
る
と
い
う
脅
威
だ
け

で
法
令
が
過
度
に
広
汎
と
な
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
過
度
の
広
汎
性
の
判
断
に
際
し
て
は
、
保
護
さ
れ
る

行
為
を
行
う
個
人
が
特
定
の
法
令
の
下
で
有
罪
と
判
断
さ
れ
得
る
か
否
か
が
問
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
、
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
相
対
多
数

意
見
は
§18. 2 -423

の
下
で
有
罪
と
判
断
さ
れ
得
る
か
否
か
に
適
切
に
着
目
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
相
対
多
数
意
見
が

そ
の
よ
う
な
有
罪
の
可
能
性
が
法
令
の
文
面
上
無
効
を
正
当
化
す
る
と
判
断
し
た
点
を
ス
カ
リ
ア
判
事
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　

§18. 2 -423

を
文
面
上
無
効
と
判
断
す
る
に
際
し
、
相
対
多
数
意
見
は
、
過
度
の
広
汎
性
法
理
に
依
拠
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
§18. 

2 -423

は
保
護
さ
れ
る
行
為
を
射
程
に
含
ん
で
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
法
令
の
中
心
的
な
禁
止
で
は
な
く
禁
止
さ
れ
る
行
為
が
陪

審
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
手
続
き
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
ま
た
、
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
に
よ
っ
て
不
当
に
有
罪
と
さ
れ
る
者
は
起
訴
さ
れ
た
際

に
防
御
方
法
の
提
出
を
避
け
る
よ
う
な
訴
訟
戦
略
を
採
用
す
る
人
々
だ
け
と
な
る
た
め
、
不
当
な
有
罪
判
決
は
当
該
条
項
の
み
の
効
果
か

ら
の
帰
結
で
あ
る
と
相
対
多
数
意
見
は
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
過
度
の
広
汎
性
法
理
は
そ
の
広
汎
さ
が
現
実
的
な
だ
け
で

な
く
相
当
な
程
度
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
相
対
多
数
意
見
が
訴
え
る
起
こ
り
得
る
不
当
な
有
罪
判
決
は
、
文
面
上
無
効
が
不
適
切

で
あ
る
法
令
の
周
縁
的
な
適
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
憲
法
上
問
題
の
あ
る
陪
審
員
へ
の
説
示
を
理
由
に
曖
昧
な
法
令
を
文
面
上
無
効
と
判
断
し
た
先
例
は
存
在

し
な
い
と
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
先
例
の
不
存
在
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

場
合
、
一
人
の
裁
判
官
の
特
異
な
州
法
の
解
釈
が
そ
の
州
法
の
無
効
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｐ
Ｆ

Ｅ
条
項
の
適
切
な
解
釈
に
関
す
る
州
最
高
裁
の
権
威
的
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
れ
を
違
憲
で
は
な
く
合
憲
と

な
る
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
、
相
対
多
数
意
見
を
批
判
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
結
論
と
し
て
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
は
憲
法
上
問
題
が
な
い
と
判
断
し
た
が
、
州
最
高
裁
は
ま
だ
§18. 2-423

の
権
威
的
解
釈
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
エ
リ
オ
ッ
ト
と
オ
マ
ラ
に
関
す
る
判
決
の
破
棄
・
差
戻
し
の
決
定
に
つ
い
て
同
意
し
た
。
ま
た
、
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ブ
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
有
罪
判
決
が
維
持
で
き
な
い
と
い
う
点
に
は
同
意
し
た
が
、
起
訴
を
退
け
る
こ
と
は
同
意
せ
ず
、

州
が
再
び
ブ
ラ
ッ
ク
を
審
理
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
そ
れ
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
事
件
に
お
け
る
§18.2-423

が
過
度
に
広
汎
で
あ
る
と
い
う
結

論
は
誤
っ
て
お
り
、
制
定
法
自
体
で
は
な
く
陪
審
員
へ
の
説
示
に
ブ
ラ
ッ
ク
の
有
罪
判
決
に
関
す
る
憲
法
上
の
欠
点
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

ス
カ
リ
ア
判
事
と
同
様
に
ト
マ
ス
判
事
も
、
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
に
は
憲
法
上
の
問
題
点
は
存
在
し
な
い
と
指
摘
し
、
こ
の
点
で
相
対
多
数
意

見
と
意
見
を
異
に
し
て
い
）
46
（

る
。
当
該
条
項
は
十
字
架
の
焼
却
そ
れ
自
体
か
ら
脅
迫
の
意
図
を
推
定
す
る
が
、
こ
の
「
推
定
（presum

p-

tion

）」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
は
「
任
意
的
推
論
（perm
issive inferences

）」
と
「
義
務
的
推
定
（m

andatory presum
ption

）」
と
い
う

二
つ
に
区
別
で
き
る
。
後
者
は
事
実
認
定
者
に
対
し
一
定
の
事
実
か
ら
特
定
の
結
論
や
特
定
の
推
論
を
導
き
出
す
こ
と
を
強
制
す
る
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
特
定
の
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ト
マ
ス
判
事
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
お
け

る
先
例
の
理
解
か
ら
本
件
の
当
該
条
項
を
「
推
論
」
と
性
格
づ
け
て
憲
法
上
の
問
題
は
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
。

　

こ
こ
で
ト
マ
ス
判
事
は
、
相
対
多
数
意
見
は
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
に
よ
っ
て
生
じ
る
萎
縮
効
果
を
恐
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
心
配
の
必
要

性
は
な
い
と
主
張
す
る
。
ト
マ
ス
判
事
は
、
第
一
に
、
推
論
が
逮
捕
及
び
起
訴
の
開
始
の
段
階
で
影
響
を
与
え
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で

は
な
く
、
第
二
に
、
推
論
は
反
証
可
能
で
あ
り
、
ま
た
本
件
州
法
は
、
脅
迫
の
意
図
を
含
む
犯
罪
の
各
要
素
の
存
在
に
つ
い
て
合
理
的
疑

い
を
超
え
て
認
定
す
る
こ
と
を
陪
審
に
要
求
し
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
修
正
一
条
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
連
邦
最
高
裁
は
、
初

め
は
有
罪
と
思
え
る
行
為
が
最
終
的
に
は
無
罪
で
あ
る
場
合
で
も
規
制
を
支
持
し
て
き
た
と
述
べ
、
そ
の
一
例
と
し
て
ポ
ル
ノ
グ
ラ

フ
ィ
ー
規
制
を
挙
げ
て
い
る
。
ト
マ
ス
判
事
に
よ
れ
ば
、
児
童
ポ
ル
ノ
の
所
持
が
違
法
で
あ
る
一
方
で
、
成
人
ポ
ル
ノ
の
所
持
は
そ
れ
が

わ
い
せ
つ
で
な
い
限
り
許
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
未
成
年
に
見
え
る
成
人
ポ
ル
ノ
の
映
像
を
売
買
す
る
ポ
ル
ノ
作
家
に
対
し
萎
縮
効
果
が

生
じ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
法
の
過
度
の
広
汎
性
に
つ
い
て
は
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
上
で
、
ト
マ
ス
判
事
は
、
修
正
一
条
が

他
の
利
益
に
譲
歩
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。

　

以
上
か
ら
ト
マ
ス
判
事
は
、
本
件
州
法
の
有
効
性
を
支
持
す
る
と
述
べ
て
、
法
廷
意
見
及
び
相
対
多
数
意
見
に
反
対
し
た
。
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2　

分　

析

　

本
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
は
、M

itchell

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
法
と
は
違
っ
て
、
偏
見
を

動
機
と
す
る
犯
罪
に
対
し
て
刑
罰
を
加
重
す
る
と
い
う
形
式
を
と
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
件
州
法
は
脅
迫
の
意
図
を
持
っ
た
十

字
架
焼
却
を
禁
じ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
「
脅
迫
の
意
図
」
に
つ
い
て
ブ
ラ
ッ
ク
事
件
の
事
実
審
裁
判
所
は
、
陪
審
員
に
対
し
「
脅
迫
の

意
図
（intent
）
は
、
身
体
的
害
悪
の
恐
怖
に
個
人
及
び
集
団
を
意
図
的
に
置
く
と
い
う
動
機
（m

otivation

）
を
意
味
す
る
」
と
説
示
し

て
い
る
。
こ
の
説
示
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
件
州
法
は
「
意
図
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
「
動
機
」
を

意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
）
47
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
州
法
は
、
脅
迫
を
動
機
と
す
る
十
字
架
焼
却
を
通
常
の
脅
迫
よ
り
も
厳

し
く
罰
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
と
同
様
の
構
造
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
判
決
は
、
ヘ
イ
ト
ク

ラ
イ
ム
法
の
議
論
に
対
し
て
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
判
決
は
、
十
字
架
焼
却
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
か
らR.A.V.

判
決
と
の
類
似
性
に
注
目
さ
れ
、R.A.V.

判
決
の
射
程
を
限
定
す
る

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
）
48
（

い
。
し
か
し
上
述
し
た
よ
う
に
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
と
同
様
の
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
て
本
件
州
法

を
理
解
す
れ
ば
、
本
判
決
は
「
州
の
行
為
（state action

）
は
特
定
の
動
機
に
及
び
う
る
（could reach

）
と
い
うM

itchell

判
決
で
述
べ

ら
れ
た
法
理
を
暗
黙
の
裡
に
再
確
認
し
）
49
（

た
」
も
の
と
し
て
も
理
解
で
き
る
。

　

ま
た
、
本
判
決
に
お
い
て
相
対
多
数
意
見
は
、
十
字
架
焼
却
か
ら
脅
迫
の
意
図
を
推
定
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
に
つ
い
て
違
憲
だ
と
判
断
し

た
。
当
該
条
項
は
、
十
字
架
焼
却
と
い
う
表
現
行
為
を
脅
迫
の
意
図
と
い
う
被
告
人
の
動
機
の
証
拠
に
す
る
と
い
う
点
で
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ

イ
ム
法
と
共
通
の
問
題
を
提
起
す
）
50
（

る
。
こ
の
点
、
判
事
の
意
見
の
中
に
当
該
条
項
が
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
言
及
す
る
部
分
が
あ
る
が
、

そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
各
判
事
の
理
解
が
ど
こ
ま
で
一
致
し
て
い
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
に
よ
っ

て
生
ず
る
萎
縮
効
果
の
問
題
に
触
れ
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
確
認
し
、
ま
た
各
判
事
の
理
解
が
ど
こ
ま
で
一

致
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
ま
ず
、
一
応
の
証
拠
と
は
、「
他
の
証
拠
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
ま
で
は
、
そ
れ
だ
け
で
事
実
を
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認
定
し
判
決
し
て
よ
い
と
さ
れ
る
証
拠
。Inference

（
推
論
）
ま
た
はPresum

ption

（
推
定
）
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
証
）
51
（
拠
」
で

あ
る
。
さ
ら
に
、Inference

は
「
証
拠
法
に
お
い
て
、
証
明
さ
れ
た
甲
と
い
う
事
実
か
ら
乙
と
い
う
別
の
事
実
を
導
き
出
す
こ
と
。
わ

が
国
で
い
う
『
事
実
上
の
推
定
』
に
近
）
52
（
い
」
と
さ
れ
、Presum

ption

は
「
あ
る
事
実
（
前
提
事
実
）
の
存
在
か
ら
他
の
事
実
（
推
定
事

実
）
の
存
在
を
推
認
す
る
（
さ
せ
る
）
こ
と
。
広
義
で
は
、
そ
う
推
論
（inference

）
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
のpresum

p-

tion of fact
（
事
実
上
の
推
定
）
を
含
む
が
、
狭
義
で
は
、
法
が
特
定
の
前
提
事
実
の
存
在
が
証
明
さ
れ
た
と
き
は
特
定
の
推
定
事
実
の
存

在
を
推
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
るpresum

ption of law

（
法
律
上
の
推
定
）
を
い
う
。
そ
の
法
律
上
の
推
定
に
も
、
反
証
を
許
さ
な
い

も
の
（presum

ption juris et de jure; conclusive presum
ption; irrebuttable presum

ption

）
と
、
反
証
を
許
す
も
の
（presum

ption juris 

tantum
; rebuttable presum

ption
）
と
の
別
が
あ
る
が
、
前
者
は
わ
が
国
の
『
み
な
し
』
に
あ
た
り
、『
推
定
』
は
、
後
者
を
さ
す
。
後
者

の
場
合
に
は
、
推
定
事
実
に
つ
い
て
の
挙
証
責
任
が
相
手
方
に
転
換
さ
れ
）
53
（
る
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
一
応
の
証
拠
」・「
推
論
」・

「
推
定
」
と
い
っ
た
文
言
は
相
互
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
に
照
ら
し
て
、
本
判
決
に
お
け
る
各
判
事
の
意
見
を
み

る
と
、
以
下
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

　

ま
ず
、
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
は
一
般
に
「
所
与
の
事
実
を
立
証
す
る
の
に
十
分
で
あ
り
、
…
…
反
証
若
し
く
は
反
駁
さ
れ

な
け
れ
ば
依
然
と
し
て
十
分
で
あ
る
」
も
の
を
指
す
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
該
条
項
を
「
法
律
上
の
推
定
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
法
律

上
の
推
定
の
中
で
も
「
反
証
を
許
す
法
律
上
の
推
定
」
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
マ
ス
判
事
は
、
ス
カ
リ
ア
判
事
の
Ｐ

Ｆ
Ｅ
条
項
の
理
解
に
同
意
し
た
上
で
「
推
定
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
「
任
意
的
推
論
」
と
「
義
務
的
推
定
」
の
区
別
を
提
示
し
、
本
件

の
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
は
「
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
で
は
な
く
推
）
54
（
論
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
両
判
事
に
対
し
、
相
対
多
数
意
見
は
、
自
身
の

Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
理
解
を
示
す
こ
と
を
避
け
て
い
る
）
55
（

が
、
ブ
ラ
ッ
ク
事
件
の
説
示
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
当
該
条
項
に
拘
束
さ
れ
る
と
の
立
場

を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
点
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、「
一
応
の
証
拠
条
項
の
下
で
有
罪
と
判
断
さ
れ
る
の
が
許
さ
れ
な
い
と
相
対
多
数
意
見
が

考
え
て
い
る
人
々
の
類
型
は
、（
1
）
公
衆
に
見
え
る
場
所
で
十
字
架
を
焼
却
し
、（
2
）
脅
迫
を
意
図
し
て
お
ら
ず
、（
3
）
そ
れ
に
も
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か
か
わ
ら
ず
起
訴
さ
れ
、
そ
し
て
（
4
）
防
御
方
法
を
提
出
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
者
に
限
ら
れ
）
56
（
る
」
と
相
対
多
数
意
見
の
立
場
を
要
約
し

て
い
る
。
ま
た
、
相
対
多
数
意
見
が
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
は
「
州
が
十
字
架
焼
却
の
事
実
だ
け
を
理
由
に
人
を
逮
捕
・
起
訴
・
有
罪
と
す
る
こ
と

を
許
す
（perm

）
57
（its

）」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
点
、「
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
の
主
要
な
効
果
は
、
脅
迫
の
意
図
の
証
拠
が
比
較
的
弱
く
、
ま
た

焼
却
の
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
理
由
と
お
そ
ら
く
両
立
す
る
場
合
に
、
陪
審
員
の
審
議
を
有
罪
に
向
け
て
歪
め
る
こ
）
58
（
と
」
だ
と
い
う

ス
ー
タ
ー
判
事
の
指
摘
に
同
意
し
て
い
る
）
59
（

点
を
併
せ
て
考
慮
す
れ
ば
、
相
対
多
数
意
見
が
理
解
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
事
件
の
説
示
に
よ
っ
て
解

釈
さ
れ
た
当
該
条
項
の
意
味
は
ス
カ
リ
ア
及
び
ト
マ
ス
判
事
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
で
は
、
当
該
条
項
の

憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
異
な
る
結
論
を
導
い
た
理
由
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
当
該
条
項
が
も
た
ら
す
萎
縮
効
果
へ
の
評
価
の
違
い
で
あ
る
。

　

Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
が
も
た
ら
す
萎
縮
効
果
に
つ
い
て
、
相
対
多
数
意
見
が
そ
れ
を
深
刻
に
捉
え
た
の
に
対
し
、
ス
カ
リ
ア
判
事
と
ト
マ
ス
判

事
は
そ
れ
を
深
刻
に
は
捉
え
な
か
っ
た
。
相
対
多
数
意
見
は
、
当
該
条
項
に
関
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
事
件
の
事
実
審
裁
判
所
の
説
示
に
拘
束
さ

れ
る
と
い
う
前
提
の
下
で
、
脅
迫
す
る
意
図
を
持
つ
十
字
架
焼
却
を
州
が
禁
止
で
き
る
理
由
そ
の
も
の
が
取
り
去
ら
れ
、
十
字
架
の
焼
却

だ
け
を
理
由
に
逮
捕
・
起
訴
・
有
罪
判
決
を
下
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
続
け
て
相
対
多
数
意
見
が
「
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

た
本
条
項
が
『
容
認
で
き
な
い
ほ
ど
の
思
想
の
抑
圧
の
危
険
を
も
た
ら
す
』
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
）
60
（
る
」
と
述
べ
た
上
で
「
陪
審
説
示

に
よ
る
解
釈
に
よ
る
と
、
修
正
一
条
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
核
心
に
あ
る
適
法
な
政
治
的
言
論
の
み
を
行
う
者
を
ヴ
ァ
ー
ジ

ニ
ア
州
が
起
訴
す
る
（
ま
た
、
潜
在
的
に
有
罪
と
す
る
）
可
能
性
か
ら
、
本
条
項
は
合
憲
的
に
保
護
さ
れ
る
政
治
的
言
論
を
萎
縮
さ
せ
る）
61
（

」

と
述
べ
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
相
対
多
数
意
見
は
有
罪
判
決
の
可
能
性
だ
け
で
な
く
起
訴
さ
れ
る
可
能
性
も
萎
縮
効
果
の
内
容
と
し

て
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「M

itchell

判
決
で
適
用
さ
れ
た
過
度
の
広
汎
性
法
理
を
か
な
り
拡
大
し
）
62
（

た
」
も
の
だ
と
言
え
る
。
つ
ま

り
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
適
用
に
お
い
て
被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
被
告
人
の
動
機
を
立
証
す
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
か

ら
生
ず
る
萎
縮
効
果
に
つ
い
て
、M

itchell

判
決
は
あ
ま
り
に
憶
測
的
だ
と
述
べ
て
過
度
の
広
汎
性
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
本
件
の
相
対
多
数
意
見
は
、「
起
訴
を
恐
れ
て
保
護
さ
れ
る
言
論
を
個
人
が
自
己
検
閲
す
る
と
い
う
憶
測
的
な
可
能
）
63
（
性
」
を
も
っ
て
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過
度
の
広
汎
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
過
度
の
広
汎
性
法
理
に
関
す
る
先
例
か
ら
有
罪
判
決
の
可
能
性
に

着
目
し
た
相
対
多
数
意
見
を
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
過
度
の
広
汎
性
法
理
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
法
令
の
文

言
が
保
護
さ
れ
る
言
論
に
ま
で
及
ん
で
い
る
か
否
か
に
着
目
し
て
き
た
点
を
指
摘
し
、
相
対
多
数
意
見
の
よ
う
な
有
罪
判
決
の
可
能
性
か

ら
文
面
上
無
効
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
点
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
過
度
の
広
汎
性
法
理
が
問
題
と
な
る
場
合
、
従

来
か
ら
法
令
の
文
言
に
着
目
し
て
判
断
さ
れ
て
き
た
た
）
64
（

め
、
ス
カ
リ
ア
判
事
の
指
摘
は
正
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
の
背
景
に
は
、

過
度
の
広
汎
性
法
理
の
根
拠
で
あ
る
萎
縮
効
果
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
過
度
の
広
汎
性
が
問
題
と

な
っ
て
き
た
伝
統
的
な
事
案
で
は
、
過
度
に
広
汎
な
刑
罰
法
規
は
何
が
罪
で
あ
る
か
に
つ
い
て
被
適
用
者
に
公
正
な
告
知
を
与
え
ず
、
法

執
行
者
に
過
大
な
裁
量
を
与
え
る
点
が
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
は
萎
縮
効
果
は
法
令
の
文
言
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

萎
縮
効
果
を
除
去
す
る
た
め
に
は
法
令
の
文
言
が
適
切
に
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
本
判
決
やM

itchell

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
過
度
の
広
汎
性
の
主
張
で
は
、
萎
縮
効
果
は
法
令
の
文
言
自
体
か
ら
生
ず
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
こ
で
は
被
告
人
の
表
現
行
為
等
が
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
得
る
と
い
う
点
に
萎
縮
効
果
の
原
因
が
あ
る
以
上
、
萎
縮
効
果
を

除
去
す
る
た
め
に
は
、
被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
関
す
る
予
防
的
ル
ー
ル
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
ス
カ
リ
ア
判
事
が
あ
く
ま
で
過
度
の
広
汎
性
法
理
の
枠
内
で
議
論
を
展
開
し
た
の
に
対
し
、
相
対
多
数
意
見
は
過
度
の
広
汎
性

法
理
の
根
拠
で
あ
る
萎
縮
効
果
を
重
視
し
て
議
論
を
展
開
し
た
と
言
え
）
65
（
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
を
過
度
の
広
汎
性
法
理
の
射
程
に
含
め
る

か
否
か
が
、
両
者
の
相
違
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
）
66
（

る
。

　

ま
た
、
ト
マ
ス
判
事
は
、
相
対
多
数
意
見
が
萎
縮
効
果
を
恐
れ
て
い
る
の
に
対
し
、（
1
）
推
論
が
逮
捕
及
び
起
訴
の
開
始
の
段
階
で

影
響
を
与
え
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、（
2
）
推
論
は
反
証
可
能
で
あ
り
、
ま
た
本
件
州
法
は
、
脅
迫
の
意
図
を
含
む
犯
罪
の

各
要
素
の
存
在
に
つ
い
て
合
理
的
疑
い
を
超
え
て
認
定
す
る
こ
と
を
陪
審
員
に
要
求
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
萎
縮
効
果
の

発
生
自
体
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
シ
ャ
ウ
ア
ー
が
萎
縮
効
果
論
の
想
定
す
る
人
間
行
動
の
仮
定
に
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つ
い
て
実
証
的
正
当
化
を
不
要
と
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
）
67
（
る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
議
論
を
紹
介
す
る
門
田
成
人
に
よ
れ
ば
、「
現
実
の
法

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
誤
謬
可
能
性
か
ら
実
際
に
さ
ま
ざ
ま
な
誤
っ
た
判
断
が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
問
題
は
ど
の
よ
う
な

誤
り
が
重
大
で
有
害
で
あ
る
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
萎
縮
的
効
果
論
は
、
ま
さ
に
表
現
の
自
由
に
と
っ
て
有
利
と
な
る
誤
り
を

優
先
さ
せ
る
法
ル
ー
ル
の
定
式
化
を
命
ず
る
も
の
で
あ
り
、
修
正
第
一
条
に
お
け
る
実
体
的
原
理
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
）
68
（
る
」。
こ
の
よ

う
な
議
論
を
考
慮
す
れ
ば
、
ト
マ
ス
判
事
の
指
摘
が
仮
に
正
し
い
と
し
て
も
そ
れ
は
致
命
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、

推
論
に
対
し
て
反
証
が
可
能
で
、
そ
の
上
で
脅
迫
の
意
図
の
存
在
に
つ
い
て
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
て
認
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
、

ス
ー
タ
ー
判
事
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
脅
迫
の
意
図
の
証
拠
が
比
較
的
弱
い
場
合
に
陪
審
員
の
判
断
を
有
罪
に
向
け
て
歪
め
る
可
能
性
は

な
お
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
ト
マ
ス
判
事
は
、
修
正
一
条
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
連
邦
最
高
裁
は
、
初
め
は
有
罪
と
思
え
る
行
為
が
最

終
的
に
は
無
罪
で
あ
る
場
合
で
も
規
制
を
支
持
し
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
「
仮
に
萎
縮
効
果
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
萎
縮
効
果
の

存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
規
制
の
許
さ
れ
て
い
）
69
（
る
」
例
が
存
在
す
る
と
い
う
指
摘
だ
が
、
こ
の
指
摘
は
正
当
で
あ
る
。
萎
縮
効
果
が
生
じ
れ

ば
必
ず
違
憲
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、「
現
実
の
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
不
確
実
性
を
基
礎
と
す
る
萎
縮
的
効
果
が
い
か
な
る
ル
ー
ル
に

も
生
ず
る
余
地
を
残
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
い
か
な
る
状
況
の
ど
の
よ
う
な
萎
縮
的
効
果
が
制
定
法
を
違
憲
と
す
る
の
か
、
そ
の
基
準
が

問
わ
れ
）
70
（

る
」。
そ
の
際
、
ト
マ
ス
判
事
が
指
摘
す
る
よ
う
な
修
正
一
条
の
利
益
と
そ
の
他
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
も
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
相
対
多
数
意
見
は
そ
の
よ
う
な
比
較
衡
量
を
行
っ
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
何
ら
か
の
基
準
を
提
示
し
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
。

㈢　

小　

括

　

ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
適
用
に
お
い
て
、
差
別
的
な
動
機
を
立
証
す
る
た
め
に
被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
で

表
現
の
自
由
に
対
し
て
生
じ
る
萎
縮
効
果
の
問
題
に
つ
い
て
、M

itchell

判
決
は
あ
ま
り
に
「
憶
測
的
」
だ
と
述
べ
て
そ
の
主
張
を
認
め
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な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
しBlack

判
決
は
、
特
定
の
動
機
を
立
証
す
る
た
め
に
被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
「
憶
測
的
」
な
可
能
性
を
根
拠
に
そ
の
主
張
を
認
め
た
。
両
判
決
の
間
に
は
、
萎
縮
効
果
の
重
大
性
に
関
す
る
認
識
の
変

化
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
是
非
自
体
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
の
射
程
を
超
え
る
た
め
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち

入
ら
な
い
。
し
か
し
、
重
要
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。M

itchell

判
決
は
、
言
論
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
は

従
来
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
点
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
証
拠
法
上
の
制
約
、
つ
ま
り
関
連
性
の
要
件
が
存
在
す
る
こ

と
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、M

itchell

判
決
もBlack

判
決
も
関
連
性
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き
か
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な

い
）
71
（

。
上
述
し
た
よ
う
に
、
被
告
人
の
表
現
行
為
等
が
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
得
る
と
い
う
点
に
萎
縮
効
果
の
原
因
が
あ
る
以
上
、
萎
縮
効

果
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、
被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
関
す
る
予
防
的
ル
ー
ル
、
つ
ま
り
、
関
連
性
の
要
件

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
判
断
基
準
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
関
連
性
の
要
件
の
具
体
的
な
判
断
基
準
に
関
す
る
学
説
上

の
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

三　

萎
縮
効
果
除
去
の
た
め
の
予
防
的
ル
ー
ル
の
構
築
に
関
す
る
議
論

㈠　

萎
縮
効
果
論
に
つ
い
て

　

萎
縮
効
果
（Chilling Effect

）
と
は
、「
憲
法
上
の
諸
権
利
の
行
使
を
実
際
上
抑
制
す
る
効
）
72
（
果
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
萎
縮

効
果
論
は
様
々
な
場
面
で
援
用
さ
れ
る
。
一
方
で
、
萎
縮
効
果
論
は
、
表
現
規
制
の
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
援
用
さ
れ
）
73
（
る
。

例
え
ば
、
公
的
人
物
に
対
す
る
名
誉
毀
損
的
表
現
の
許
容
性
に
関
す
る
理
論
（
い
わ
ゆ
る
「
現
実
の
悪
意
」
法
理
）
が
そ
の
一
例
で
あ
）
74
（

る
。

他
方
で
、
萎
縮
効
果
論
は
訴
訟
手
続
き
の
場
面
で
も
援
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
文
面
上
判
断
と
適
用
上
判
断
と
の
使
い
分
け
の
問
題
で
あ
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り
、
例
え
ば
、
過
度
の
広
汎
性
法
理
が
そ
の
一
例
と
さ
れ
）
75
（
る
。
た
だ
、
過
度
に
広
汎
な
法
令
に
よ
る
表
現
規
制
か
ら
生
じ
る
萎
縮
効
果
を

理
由
に
そ
の
法
令
を
違
憲
と
す
る
の
だ
か
ら
、
過
度
の
広
汎
性
法
理
は
同
時
に
表
現
規
制
の
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る
基
準
で
あ
る
と
言

え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
萎
縮
効
果
論
は
様
々
な
点
で
援
用
さ
れ
る
た
め
、
萎
縮
効
果
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
萎
縮
効
果
を
除
去
す
る
た
め
の
方

法
は
異
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
一
方
で
名
誉
毀
損
的
表
現
の
場
合
、「
虚
偽
と
認
定
さ
れ
れ
ば
名
誉
毀
損
を
構
成
す
る
と
な
る
と
、
言

論
活
動
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
事
実
調
査
な
ど
の
負
担
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
」
て
し
ま
う
点
に
萎
縮
効
果
の
原
因
が
あ
り
、
そ
れ

を
除
去
す
る
た
め
に
「
表
現
者
が
一
定
の
注
意
を
も
っ
て
調
査
し
て
い
れ
ば
た
と
え
結
果
と
し
て
そ
の
内
容
が
真
実
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
免
責
す
べ
き
だ
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
）
76
（
る
」。
他
方
で
過
度
の
広
汎
性
法
理
の
場
合
、
過
度
に
広
汎
な
法
令
に
よ
る
表
現
規
制
は
、
そ

の
規
制
範
囲
に
つ
い
て
被
適
用
者
に
公
正
な
告
知
を
与
え
ず
、
ま
た
法
執
行
者
に
過
大
な
裁
量
を
与
え
る
点
が
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

萎
縮
効
果
の
原
因
は
過
度
に
広
汎
な
法
令
の
規
定
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
萎
縮
効
果
を
除
去
す
る
た
め
に
そ
の
法
令
を
文
面
上
無
効
と
判

断
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
合
憲
限
定
解
釈
に
よ
っ
て
救
済
す
る
こ
と
も
あ
り
得
）
77
（

る
。

　

以
上
に
対
し
て
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
点
に

萎
縮
効
果
の
原
因
が
あ
り
、
以
下
で
論
じ
る
関
連
性
の
要
件
に
関
す
る
議
論
は
、
証
拠
の
許
容
性
を
制
限
す
る
こ
と
で
そ
の
萎
縮
効
果
を

除
去
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

㈡　

関
連
性
の
要
件
に
関
す
る
議
論

1　

ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
適
用
に
お
け
る
差
別
的
な
動
機
の
立
証
の
難
し
さ

　

ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
を
適
用
す
る
際
、
検
察
官
は
、
被
告
人
が
差
別
的
な
動
機
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
あ
る
論
者
は
、「
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
に
対
す
る
批
判
者
の
不
同
意
（disagreem

ent

）
は
、
動
機
の
問
題
と
執
行
者
が
保
護
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さ
れ
る
言
論
及
び
結
社
に
干
渉
す
る
可
能
性
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
）
78
（
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
批
判
者
は
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の

執
行
者
た
ち
が
行
為
者
の
動
機
を
明
ら
か
に
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
犯
罪
の
動
機
の
証
拠
と
し
て
保
護
さ
れ
る
言
論
を
用
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
懸
念
し
て
い
）
79
（
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
論
者
は
続
け
て
、
こ
の
よ
う
な
懸
念
は
、
差
別
的
な
動
機
が
隠
さ
れ
た
も
の
で
、
見
出
す

の
は
困
難
で
あ
り
、
あ
る
い
は
識
別
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
性
質
に
由
来
し
て
い
る
、
と
指
摘
す
）
80
（
る
。
こ
の
点
、
別
の
論
者
に

よ
る
と
、「
動
機
を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
被
告
人
自
身
彼
の
本
当
の
動
機
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
何
ら
か
の
方
法
で
被

告
人
の
心
を
読
む
こ
と
以
上
の
問
題
を
提
示
す
る
。
社
会
心
理
学
の
分
野
に
は
、
自
身
の
行
動
に
対
し
真
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
に

人
々
が
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
は
よ
く
あ
る
、
と
い
う
十
分
な
調
査
が
存
在
し
て
い
）
81
（

る
」。
こ
の
よ
う
な
差
別
的
な
動
機
の
性
質
か
ら
、

ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
執
行
者
は
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
言
論
・
思
想
・
結
社
の
調
査
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
）
82
（
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
調
査
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、「
彼
あ
る
い
は
彼
女
が
以
前
に
行
っ
た
発
言
、
こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
本
、
こ
れ
ま
で
に
聞
い
た

こ
と
の
あ
る
論
者
、
こ
れ
ま
で
に
所
属
し
た
結
社
な
ど
の
す
べ
て
が
、
彼
あ
る
い
は
彼
女
が
人
種
差
別
的
見
解
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
犯

罪
遂
行
時
に
そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
と
い
う
証
拠
と
し
て
導
入
さ
れ
得
）
83
（

る
」
と
い
う
状
況
を
導
く
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
そ
う
な
れ
ば
、

そ
れ
は
被
告
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
全
般
を
調
査
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
じ
る
萎
縮
効
果
は
重
大
で
あ
）
84
（
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
す
る
こ
と
に
関
す
る
制
約
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の

議
論
が
以
下
の
関
連
性
の
要
件
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。

2　
「
関
連
性
」
と
は

　
「
関
連
性
（relevancy/relevant

）」
と
は
、「
法
律
上
ま
た
は
事
実
上
の
争
点
の
判
断
に
関
係
の
あ
る
こ
と
。
と
く
に
証
拠
法
上
、
あ
る

証
拠
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
争
わ
れ
て
い
る
事
実
の
存
否
を
直
接
に
ま
た
は
間
接
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
言

い
換
え
れ
ば
、
そ
の
事
実
が
存
在
し
ま
た
は
存
在
し
な
い
確
率
を
高
め
ま
た
は
低
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
言
）
85
（
葉
」
で
あ
る
。
ま
た
、
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「Relevancy

（
関
連
性
）
は
、m

ateriality

（
重
要
性
）

―
訴
訟
の
結
論
に
影
響
す
る
争
点
か
否
か

―
とprobativeness

（
証
明

力
）

―
あ
る
事
実
を
証
明
す
る
力

―
に
分
け
ら
れ
）
86
（

る
」。
そ
し
て
、「
関
連
性
の
あ
る
証
拠
（relevant evidence

）」
は
、「
法
廷
に
証

拠
と
し
て
提
出
で
き
る
の
は
、
事
実
に
関
す
る
争
点
の
決
定
に
関
連
性
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
関
連
性
の
な
い
証
拠
は
排

除
さ
れ
る
。
関
連
性
の
あ
る
証
拠
で
も
、hearsay evidence

（
伝
聞
証
拠
）、
証
明
力
の
低
い
も
の
で
審
理
の
遅
延
を
来
た
し
た
り
陪
審

の
判
断
を
混
乱
さ
せ
る
お
そ
れ
の
大
き
い
も
の
な
ど
、
証
拠
の
提
出
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
）
87
（

る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「
関
連
性
が
な
い
（irrelevant

）」
と
は
、「
主
張
や
証
拠
が
争
点
事
項
と
関
連
が
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
対
応
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
証

明
さ
れ
る
べ
き
争
点
・
事
実
の
根
拠
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
の
）
88
（

意
」
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
英
米
法
に
お
け
る
「
関
連
性
」
の
概
念
に
つ
い
て
、「
英
米
法
で
は
、
証
拠
がrelevant

な
も
の
と
し
て
許
容
で
き
る

と
い
う
た
め
に
は
、m

aterial
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
にprobative

で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同

じ
よ
う
な
議
論
が
わ
が
国
の
刑
訴
法
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
）
89
（
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
の
議
論
で

は
、
関
連
性
に
つ
い
て
自
然
的
関
連
性
と
法
律
的
関
連
性
と
を
区
別
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
「
自
然
的
関
連
性
」
は

「
要
証
事
実
に
対
し
て
必
要
最
小
限
度
の
証
明
力
が
あ
る
か
ど
う
）
90
（
か
」
を
意
味
し
、「
法
律
的
関
連
性
」
は
「
自
然
的
関
連
性
は
肯
定
で
き

る
が
、
証
明
力
を
誤
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
）
91
（

か
」
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、「
証
拠
が
要
証
事
実
に
つ
い
て
必
要
最
小
限
度
の
証

明
力
す
ら
な
い
と
き
に
は
、
自
然
的
関
連
性
が
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
必
要
最
小
限
度
の
証
明
力
は
あ
る
が
、
そ
の
証
明
力
の
評
価
を

誤
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
反
対
尋
問
や
任
意
性
な
ど
一
定
の
要
件
が
法
律
で
要
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
明
文
の
規

定
が
な
く
て
も
法
律
的
関
連
性
が
な
い
と
し
て
排
除
す
べ
き
場
合
が
あ
）
92
（

る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
自
然
的
関
連
性
の
認
め
ら
れ
る

も
の
に
つ
い
て
法
律
的
関
連
性
に
よ
る
制
約
が
さ
ら
に
加
え
ら
れ
る
根
拠
と
し
て
、
英
米
法
上
、（
ア
）
不
当
な
偏
見
の
排
除
、（
イ
）
争

点
の
混
乱
の
防
止
、（
ウ
）
相
手
方
に
対
す
る
不
公
正
な
不
意
打
ち
の
排
除
と
い
っ
た
観
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
93
（

る
」。
上
述
し
た
よ
う
に
、

わ
が
国
で
は
以
上
の
二
つ
を
区
別
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、「
証
拠
能
力
の
有
無
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
み
れ
ば
、
後
者
の
法
律
的
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関
連
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
う
ち
、
反
対
尋
問
や
任
意
性
の
点
は
明
文
規
定
の
解
釈
・
適
用
の
問
題
で
あ
る
し
、
明
文
の
規
定
な
し
に
排

除
す
べ
き
場
合
は
、
審
理
の
混
乱
や
誤
り
の
お
そ
れ
と
い
う
弊
害
を
凌
駕
す
る
だ
け
の
証
明
力
が
当
該
証
拠
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
結
局
は
必
要
と
さ
れ
る
だ
け
の
証
明
力
が
な
い
こ
と
に
帰
す
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
的
関
連
性
と
呼
ば
れ
る

も
の
と
法
律
的
関
連
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
の
間
に
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
）
94
（
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
実
際
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ

ム
法
に
関
す
る
憲
法
上
の
議
論
で
は
以
上
の
よ
う
な
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
も
以
上
の
よ
う
な
区
別
に
は
拘
ら

な
い
こ
と
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
実
質
的
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
証
拠
の
う
ち
、
類
型
的
に
証
明
力
が
弱
い
か
、
証
明
力
の
判
断
を
誤

る
お
そ
れ
が
強
い
証
拠
に
該
当
す
る
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
選
別
し
て
排
除
す
べ
き
か
に
つ
き
具
体
的
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
）
95
（

で
」

あ
り
、
次
項
の
議
論
は
こ
の
よ
う
な
作
業
の
一
環
だ
と
言
え
る
。

3　

ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
適
用
に
お
け
る
証
拠
の
関
連
性
の
判
断
に
つ
い
て

　

M
itchell

判
決
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
修
正
一
条
は
被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
自
体
を
禁
じ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
無
制
限
に
認
め
ら
れ
る
と
、
上
述
し
た
よ
う
な
萎
縮
効
果
の
問
題
が
発
生
す
る
。
こ
の
点
、
連
邦
最
高

裁
は
、
犯
罪
行
為
と
の
関
連
性
と
い
う
一
般
的
な
基
準
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
何
も

述
べ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
学
説
上
、
関
連
性
の
判
断
基
準
を
具
体
化
す
る
べ
く
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

　

ま
ず
、
多
く
の
論
者
は
、
犯
罪
の
遂
行
と
ほ
ぼ
同
時
に
な
さ
れ
た
言
論
が
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
に
お
け
る
差
別
的
な
動
機
に
関
す
る
証
拠

の
捜
索
の
出
発
点
と
し
て
役
立
つ
、
と
想
定
し
て
い
）
96
（

る
。
こ
の
よ
う
な
想
定
の
背
景
に
は
犯
罪
の
遂
行
に
近
い
（proxim

ate

）
言
論
は
動

機
の
証
拠
と
な
る
と
い
う
前
提
が
存
在
し
て
お
）
97
（
り
、
こ
の
よ
う
な
言
論
は
高
い
証
明
力
を
持
つ
と
よ
く
指
摘
さ
れ
）
98
（
る
。
し
か
し
、
犯
罪
の

遂
行
に
伴
っ
て
差
別
的
発
言
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
必
ず
し
も
犯
罪
が
差
別
を
動
機
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

は
な
）
99
（
い
。
敵
対
心
を
公
然
と
顕
わ
に
し
て
い
る
状
況
で
は
、
暴
力
行
為
の
実
際
の
動
機
と
は
関
係
な
い
攻
撃
的
な
の
の
し
り
言
葉
を
使
用
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す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
）
100
（
る
。
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
の
多
く
は
計
画
的
な
も
の
で
は
な
く
往
来
に
お

け
る
諍
い
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
犯
罪
の
遂
行
と
同
時
に
な
さ
れ
た
言
論
は
、
被
告
人
の
本
当
の
動
機
に
つ
い
て
十

分
な
証
明
力
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
多
）
101
（
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
刑
事
手
続
に
関
与
す
る
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
、

ま
た
犯
罪
行
為
と
同
時
に
な
さ
れ
た
言
論
が
関
連
性
の
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
警
戒
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
102
（
い
。

　

次
に
、
犯
罪
行
為
と
ほ
ぼ
同
時
に
な
さ
れ
た
言
論
が
差
別
的
な
動
機
に
つ
い
て
十
分
な
証
明
力
を
持
た
な
い
場
合
あ
る
い
は
犯
罪
行
為

の
間
に
被
告
人
が
何
も
発
言
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
執
行
者
た
ち
は
被
告
人
の
以
前
の
言
論
に
依
拠
し
よ
う
と

す
る
。
例
え
ば
、
被
告
人
が
日
頃
か
ら
友
人
に
対
し
特
定
の
集
団
に
対
す
る
差
別
意
識
を
表
す
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
場
合
や
、
ネ
ッ

ト
掲
示
板
で
差
別
発
言
を
書
き
込
ん
で
い
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
問
題
と
な
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
例
は
現
在
修
正
一
条
で
保

護
さ
れ
て
お
り
、
何
ら
刑
罰
法
規
に
触
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
点
、
以
上
の
よ
う
な
言
論
が
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
適
用
に
お
い
て

差
別
的
な
動
機
の
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
事
実
上
修
正
一
条
の
保
護
を
取
り
去
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
指

摘
さ
れ
）
103
（

る
。
そ
の
た
め
、
犯
罪
行
為
と
同
時
に
な
さ
れ
た
言
論
の
場
合
よ
り
も
深
刻
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、

「
保
護
さ
れ
る
言
論
と
犯
罪
行
為
と
の
間
の
結
び
つ
き
が
弱
く
な
れ
ば
、
そ
の
証
明
力
が
減
少
す
る
だ
け
で
な
く
、
潜
在
的
な
萎
縮
効
果

は
著
し
く
増
加
す
）
104
（

る
」。
そ
の
た
め
、「
も
し
検
察
官
が
犯
罪
行
為
と
直
接
的
な
つ
な
が
り
の
な
い
保
護
さ
れ
る
言
論
（
特
に
犯
罪
か
ら
時

間
的
に
離
れ
て
い
る
言
論
）
を
利
用
す
る
な
ら
ば
、
人
々
は
偏
狭
な
思
想
を
表
明
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
だ
ろ
）
105
（
う
」。
こ
の
よ
う
な
萎
縮

効
果
の
問
題
を
考
慮
す
る
と
、
仮
に
被
告
人
の
以
前
の
言
論
が
被
告
人
の
差
別
的
な
動
機
に
つ
い
て
最
低
限
の
証
明
力
を
備
え
て
い
た
と

し
て
も
、
犯
罪
行
為
と
因
果
的
及
び
時
間
的
に
離
れ
た
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
、
証
拠
か
ら
排
除
す
べ
き
だ
と
言
え
）
106
（

る
。

　

さ
ら
に
、
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、「
も
し
被
告
人
の
言
論
の
証
拠
と
し
て
の
使
用
が
犯
罪
行
為
と
ほ
ぼ
同
時
に
行
わ
れ
た
発
言
に
限
定

さ
れ
る
な
ら
ば
、
犯
罪
行
為
と
結
び
つ
か
な
い
偏
狭
な
発
言
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
よ
う
な
発
言
が
刑
罰
を
加
重
す
る
た
め
に
証

拠
と
し
て
利
用
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
を
恐
れ
る
合
理
的
な
理
由
を
持
た
な
）
107
（
い
」。
例
え
ば
、M

itchell

判
決
で
は
、
暴
力
行
為
の
直
前
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に
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
と
そ
の
友
人
た
ち
が
ミ
シ
シ
ッ
ピ
・
バ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
映
画
を
み
て
、
そ
し
て
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
映
画
の
中
の
黒
人
に

対
す
る
残
虐
行
為
の
シ
ー
ン
に
よ
っ
て
興
奮
し
て
い
ら
い
ら
し
た
（hyped up

）
か
ど
う
か
尋
ね
た
、
と
い
う
証
拠
が
存
在
す
る
。
こ
の

点
、
修
正
一
条
は
映
画
を
み
た
り
映
画
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
よ
う
な
行
為
を
保
護
し
て
い
る
が
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
た
ち
が
映
画
を
み
た

り
映
画
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
し
た
の
が
被
害
者
に
対
す
る
暴
力
行
為
と
時
間
及
び
距
離
的
に
密
接
に
関
係
し
て
い
た
と
い
う
ま
さ
に
そ
の

理
由
か
ら
、
こ
の
保
護
さ
れ
る
行
為
の
証
拠
と
し
て
の
使
用
は
、
他
の
人
物
が
映
画
を
み
た
り
映
画
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
を
妨

げ
な
い
し
、
あ
る
い
は
黒
人
が
白
人
に
対
す
る
怒
り
を
表
現
す
る
こ
と
を
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
も
な
）
108
（
い
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
時
間
及
び
距

離
的
に
近
接
し
た
保
護
さ
れ
る
言
論
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
場
合
、
萎
縮
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
は
低
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
萎
縮
効
果
の
除
去
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
保
護
さ
れ
る
言
論
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
時
間
及
び
距
離
的
に
近
接
し
た

言
論
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
言
論
が
被
告
人
の
動
機
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
た
め
、
そ
の
証
明
力
の
判
断
に
つ
い
て
は
注
意
を
要
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
犯
罪
行
為
と
時
間
及
び
距
離
的
に
離
れ
た
言
論
等
が
証
拠
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
と
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
を
ヘ

イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
下
で
処
罰
す
る
こ
と
は
よ
り
困
難
に
な
る
か
も
し
れ
な
）
109
（
い
。
し
か
し
、
被
告
人
の
動
機
を
証
明
す
る
際
に
被
告
人
の

表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
表
現
の
自
由
に
対
す
る
萎
縮
効
果
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ

う
な
対
策
が
必
要
な
の
で
あ
）
110
（
る
。
理
論
的
に
は
以
上
の
よ
う
に
言
え
る
と
こ
ろ
、
萎
縮
効
果
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、
証
拠
の
許
容
性
に

関
す
る
制
約
が
一
般
市
民
に
対
し
て
告
知
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
二
〇
〇
九
年
に
制
定
さ
れ
た
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
防
止
法
、

い
わ
ゆ
る
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
に
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
解
釈
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
で
は
、
節
を
改
め

て
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
の
解
釈
規
定
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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㈢　

シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
の
解
釈
規
定

　

以
上
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
問
題
の
存
在
か
ら
、
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
の
制
定
過
程
で
は
証
拠
の
許
容
性
に
関
す
る
制
約
を
設
け

る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
に
証
拠
の
許
容
性
に
関
す
る
解
釈
規
定
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
の

過
程
で
は
立
場
の
変
化
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
下
院
を
通
過
し
た
法
案
で
は
、「
証
拠
が
そ
の
犯
罪
と
明
確
に
関
連
し
て
い
な
い
限
り
、
被
告
人
の
表
現

あ
る
い
は
結
社
と
い
う
証
拠
は
、
裁
判
に
お
い
て
実
質
証
拠
（substantive evidence

）
と
し
て
提
出
さ
れ
得
な
）
111
（

い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
両
院
協
議
会
で
、
こ
の
条
項
は
法
案
か
ら
取
り
除
か
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
通
過
し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
、

「
当
事
者
の
合
意
が
な
い
限
り
、
連
邦
証
拠
規
則
の
下
で
関
連
性
が
あ
り
証
拠
と
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
…
…
裁
判
所
が
言
論
、
信
条
、

結
社
、
団
体
所
属
又
は
表
現
行
為
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
て
は
な
ら
な
）
112
（

い
」
と
い
う
解
釈
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
に
つ
い
て
あ
る
論
者
は
、「
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
防
止
法
は
、（
そ
の
犯
罪
と
の
関
連
を
証
明
す
る
と
い
う
検
察
官
の
負
担
と

と
も
に
）
表
現
及
び
結
社
と
い
う
証
拠
を
許
容
す
る
こ
と
に
対
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
の
排
除
ル
ー
ル
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
証
拠
は
連
邦
証
拠

規
則
の
下
で
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
単
な
る
明
確
化
に
移
っ
）
113
（
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
続
け
て
こ
の
論
者
は
、

「
こ
の
違
い
は
、
検
察
官
と
被
告
人
の
双
方
に
と
っ
て
重
大
な
帰
結
の
相
違
を
も
た
ら
す
。
例
え
ば
、
被
告
人
が
過
去
に
被
害
者
が
所
属

す
る
集
団
に
対
す
る
人
種
差
別
的
な
発
言
を
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
連
邦
規
則
の
低
い
関
連
性
の
基
準
の
下
で
許
容
さ
れ
る
。
し
か

し
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
承
認
さ
れ
た
よ
う
な
（『
そ
の
犯
罪
と
の
明
確
な
関
連
』
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
証
拠
へ

の
特
別
の
保
護
規
定
を
定
め
た
）
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
防
止
法
は
、
お
そ
ら
く
証
拠
と
犯
罪
と
の
よ
り
直
接
的
な
つ
な
が
り
を
要
求
す
る
だ
ろ

う
）
114
（

」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
に
お
け
る
解
釈
規
定
は
、M

itchell

判
決
が
述
べ
た
こ
と

を
明
文
化
し
た
に
す
ぎ
ず
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
な
関
連
性
の
判
断
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
欠
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
対
し
て
、
二
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〇
〇
九
年
四
月
の
法
案
は
、
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
の
現
行
規
定
に
比
べ
て
好
意
的
に
評
価
で
き
る
が
、
不
完
全
な
も
の
だ
と
言
え
）
115
（
る
。

な
ぜ
な
ら
、「
そ
の
犯
罪
と
の
明
確
な
関
連
」
と
い
う
文
言
に
は
解
釈
の
余
地
が
存
在
し
、
犯
罪
行
為
と
ほ
ぼ
同
時
に
な
さ
れ
た
言
論
だ

け
で
な
く
時
間
及
び
距
離
的
に
離
れ
た
言
論
も
許
容
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
広
い
解
釈

が
と
ら
れ
る
な
ら
、
萎
縮
効
果
の
除
去
と
い
う
目
的
に
対
し
そ
の
有
効
性
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
）
116
（
う
。
萎
縮
効
果
の
除
去
を
目
的
と

す
る
な
ら
、
証
拠
の
許
容
性
に
関
す
る
厳
格
な
時
間
及
び
距
離
的
制
約
を
明
文
化
す
べ
き
だ
っ
た
と
言
え
る
。

四　

結
び
に
代
え
て

　

本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
動
機
を
証
明
す
る
際
に

被
告
人
の
表
現
行
為
等
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
表
現
の
自
由
に
対
す
る
萎
縮
効
果
の
問
題
を
中
心
に
検
討
を
加
え

た
。
こ
れ
は
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
適
用
に
お
い
て
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
差
別
的
な
思
想
を
共
有
す
る
結
社
へ
の
参
加
が
証
拠
と
し
て

用
い
ら
れ
る
の
な
ら
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
は
事
実
上
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
法
と
同
様
の
効
果
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
法
に
消
極
的
な
ア
メ
リ
カ
の
立
場
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

　

前
章
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
法
の
制
定
に
消
極
的
な
ア
メ
リ
カ
の
立
場
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
前
提
と
し
て
連
邦
最
高
裁
は
、
表
現
行
為
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
修
正
一
条
は
禁
じ
て
い
な

い
と
述
べ
た
上
で
、
関
連
性
等
の
証
拠
法
上
の
制
約
が
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
異
論
は
見
ら
れ
な
い
。
一
定

の
表
現
行
為
を
犯
罪
と
す
る
こ
と
自
体
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
こ
と
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
。
ま
た
、
証
拠
に
つ
い
て

犯
罪
行
為
と
の
関
連
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
関
連
性
と
い
う
概
念
だ
け
で
は
証
拠
の
許
容
性
に
つ
い
て
具
体

的
な
限
界
を
画
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
適
用
に
お
い
て
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
表
現
行
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為
の
範
囲
が
明
ら
か
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
保
護
さ
れ
る
表
現
行
為
ま
で
萎
縮
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
問
題
の
核
心

は
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
適
用
に
お
い
て
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
表
現
行
為
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
確
定
す
る
か
と
い

う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
学
説
上
で
は
、
萎
縮
効
果
を
除
去
す
る
た
め
に
時
間
及
び
距
離
的
な
制

約
を
設
け
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
お
り
、
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
も
こ
の
点
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
残

念
な
が
ら
、
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
の
現
行
規
定
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
抜
け
落
ち
て
い
る
が
、
萎
縮
効
果
を
除
去
す
る
た

め
に
時
間
及
び
距
離
的
な
制
約
を
設
け
る
と
い
う
発
想
自
体
は
正
当
な
も
の
だ
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
表
現
行
為
の
範
囲
を
限
定
す
る
な
ら
ば
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
法
の
制
定
に
消
極
的
な
ア
メ
リ
カ
の
立
場
と
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法

の
適
用
に
お
い
て
被
告
人
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
利
用
さ
れ
得
る
と
い
う
点
を
調
和
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

将
来
我
が
国
で
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
制
定
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
る
際
に
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
我
が
国
と
の

刑
事
司
法
制
度
の
相
違
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
関
連
性
の
判
断
に
関
す
る
法
律

上
の
違
い
に
触
れ
る
。
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
で
証
拠
の
許
容
性
に
関
す
る
解
釈
規
定
が
設
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
連
邦
証
拠
規
則
の
下
に
お
け
る
関
連
性
の
あ
る
証
拠
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
を
確
認
し
て
い
た
。
対

し
て
我
が
国
で
は
、「
現
行
刑
訴
法
及
び
刑
訴
規
則
上
こ
れ
に
直
接
触
れ
た
規
定
は
な
く
、
我
が
国
に
お
い
て
採
用
す
る
必
要
は
な
い
と

い
う
議
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
公
判
廷
で
取
り
調
べ
ら
れ
る
べ
き
証
拠
の
範
囲
を
選
別
・
限
定
す
る
た
め
に
存
在
意
義
が
あ

り
、
刑
訴
法
二
九
五
条
が
『
事
件
に
関
係
の
な
い
事
項
』
に
つ
い
て
の
尋
問
等
を
制
限
で
き
る
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
つ
の
現
れ
で
あ

る
と
し
て
、
現
在
で
は
学
説
・
実
務
と
も
異
論
な
く
そ
の
概
念
を
承
認
し
て
い
）
117
（

る
」。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
と
違
い
我
が
国
で
は
関

連
性
の
判
断
に
つ
い
て
直
接
触
れ
た
規
定
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
た
め
、
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
関
連
性
の
判
断
基
準
を
明
文
化
す
る
際
に
は
、
我
が
国
で
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
詳
細
な
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
萎
縮
効
果
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
萎
縮
効
果
と
は
何
か
を
決
定
す
る
基
準
や
萎
縮
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効
果
を
ど
の
程
度
緩
和
す
れ
ば
違
憲
性
を
除
去
で
き
る
の
か
等
、
萎
縮
効
果
論
自
体
の
考
察
に
ま
で
至
ら
）
118
（
ず
、
ま
た
、Black

判
決
に
お

い
て
相
対
多
数
意
見
が
過
度
の
広
汎
性
の
法
理
の
射
程
を
拡
大
し
て
適
用
し
た
点
に
つ
い
て
そ
れ
自
体
の
是
非
を
考
察
す
る
に
も
至
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
残
さ
れ
た
問
題
に
関
す
る
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
に
つ
い
て
、
魚
住
裕
一
郎
他
監
修
『
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法　

成
立
の
経
緯
と
基
本
的
な
考
え
方
』（
第
一
法
規
、

二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
2
）  

こ
の
点
、
横
浜
地
裁
川
崎
支
部
平
成
二
八
年
六
月
二
日
判
時
二
二
九
六
号
一
四
頁
が
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
二
条
を
援
用
し
つ
つ
、
社
会

福
祉
法
人
の
事
務
所
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
で
の
示
威
活
動
を
差
止
め
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
前
田
正
義
が
「
本
決
定
に
つ
い
て
は
、
罰
則

規
定
な
ど
を
伴
わ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
理
念
法
と
さ
れ
る
差
別
的
言
動
解
消
法
が
違
法
性
の
判
断
な
ど
へ
今
後
い
か
な
る
影
響
力
を
も
つ
こ
と
と
な

る
か
、
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
法
が
裁
判
手
続
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
重
要
な
問
題
で

あ
る
。
前
田
正
義
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W

atch

二
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
〇
頁
〔
本
文
中
の
注
釈
は
省
略
〕。

（
3
）  

桧
垣
伸
次
『
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
の
憲
法
学
的
考
察
―
表
現
の
自
由
の
ジ
レ
ン
マ
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
七
年
）
二
二
一
頁
〔
本
文

中
の
注
釈
は
省
略
〕。

（
4
）  

刑
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
京
都
地
判
平
成
二
三
年
四
月
二
一
日
判
例
集
未
登
載
、
大
阪
高
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
八
日
判
例
集
未
登
載
、
最

決
平
成
二
四
年
二
月
二
三
日
判
例
集
未
登
載
。
民
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
京
都
地
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
七
日
判
時
二
二
〇
八
号
七
四
頁
、
大
阪

高
判
平
成
二
六
年
七
月
八
日
判
時
二
二
三
二
号
三
四
頁
、
最
決
平
成
二
六
年
一
二
月
九
日
判
例
集
未
登
載
。

（
5
）  

桧
垣
・
前
掲
注
（
3
）
二
一
八
頁
。

（
6
）  

奈
須
祐
治
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W

atch

一
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
八
頁
。

（
7
）  

現
行
法
制
度
の
限
界
に
つ
い
て
、
小
谷
順
子
「
日
本
国
内
に
お
け
る
憎
悪
表
現
（
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
）
の
規
制
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
法
学
研

究
八
七
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
八
五
頁
以
下
参
照
。

（
8
）  

小
谷
・
同
右
四
〇
七
頁
。

（
9
）  

小
谷
順
子
「
言
論
規
制
消
極
論
の
意
義
と
課
題
」
金
尚
均
編
『
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
法
的
研
究
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
〇
二

頁
。
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（
10
）  

前
田
朗
『
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
法
研
究
序
説
―
差
別
煽
動
犯
罪
の
刑
法
学
―
』（
三
一
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
三
五
‐
六
八
頁
参
照
。

（
11
）  

冨
増
四
季
「
京
都
朝
鮮
第
一
初
級
学
校
威
力
業
務
妨
害
事
件
―
ヘ
イ
ト
『
ク
ラ
イ
ム
』
か
ら
の
教
訓
―
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
対
話
的
憲
法

理
論
の
展
開
』（
敬
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
七
二
‐
七
三
頁
。

（
12
）  
西
野
瑠
璃
子
『
エ
ル
ク
ラ
ノ
は
な
ぜ
殺
さ
れ
た
の
か
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
13
）  
師
岡
康
子
『
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
ⅴ
‐
ⅵ
頁
参
照
。

（
14
）  
保
坂
展
人
『
相
模
原
事
件
と
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
15
）  

管
見
の
限
り
で
は
、
憲
法
学
に
お
い
て
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
を
主
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
文
献
は
、
桧
垣
・
前
掲
注
（
3
）
五
九
頁
以
下

〔
初
出
二
〇
一
四
年
〕
と
蟻
川
恒
正
「
思
想
犯
罪
の
法
構
造
⑴
」
法
学
六
七
巻
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
頁
以
下
の
み
で
あ
る
。

（
16
）  

例
外
的
に
大
日
方
信
春
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
』
に
つ
い
て
」
比
較
憲
法
学
研
究
二
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
七
‐

四
〇
頁
は
、
後
述
す
る
「
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド
法
」
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
三
条
・
一
四
条
と
の
関
係
を
分
析
し
て
い
る
。

（
17
）  Susan G

ellm
an, Sticks and Stones Can Put You in Jail, But Can W

ords Increase Your Sentence? Constitutional and Policy 
D
ilem
m
as of Ethnic Intim

idation Laws, 39 U
cla L. R

ev. 333, 359 （1991

）.

（
18
）  H

ans C. W
ahl, The Right to Be O

ffended: The G
reatest of A

ll U
nenum

erated Rights, 13 F
la. C

o
astal L. R

ev. 387, 387 -388 

（2012

）.

（
19
）  Jam

es B. Jaco
bs &
 K
im
berly P

o
tter, H

ate C
rim
es: C

rim
in
al L

aw &
 Id
en
tity P

o
litics 121 （O

xford U
niversity Press, 1998

）.

（
20
）  W

isconsin v. M
itchell, 508 U. S. 476 

（1993
）. 

本
判
決
に
つ
い
て
、
長
谷
部
恭
男
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
四
号
（
一
九
九
四
年
）

一
〇
五
頁
以
下
参
照
。

（
21
）  Id., at 489.

（
22
）  See R. A. V. v. City of St. Paul, M

innesota, 505 U. S. 377 （1992

）. 

本
判
決
に
つ
い
て
、
紙
谷
雅
子
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
一

号
（
一
九
九
三
年
）
一
三
六
頁
以
下
参
照
。

（
23
）  W
. S. A. 939. 645.

（
24
）  See M

itchell, 508 U. S., at 485 -489.

（
25
）  D

aw
son v. D

elaw
are, 503 U. S. 159 （1992

）.

（
26
）  See id. at 167.
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（
27
）  Id. at 165.

（
28
）  Barclay v. Florida, 463 U. S. 939 （1983

）.
（
29
）  See M

itchell, 508 U. S., at 486.
（
30
）  See Barclay, 463 U. S., at 942 -944.

（
31
）  Id. at 949, and n. 7.

（
32
）  M

itchell, 508 U. S., at 486.

（
33
）  Id. at 488 -489.

（
34
）  Id. at 489.

（
35
）  See State v. M

itchell, 169 W
is.2d 172 -175 （1992

）.

（
36
）  Jam

es W
einstein, H

ate Crim
e and Punishm

ent: A
 Com

m
ent on W

isconsin v. M
itchell, 73 O

r. L. R
ev. 345, 376 （1994

）.

（
37
）  Id.

（
38
）  

こ
れ
は
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
文
脈
で
は
関
連
性
の
問
題
に
限
定
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

（
39
）  See W

einstein, supra note 36, at 379.

（
40
）  Jaco

bs &
 P
o
tter, supra note 19, at 112.

（
41
）  538 U. S. 343 

（2003

）. 

本
判
決
に
つ
い
て
、
小
谷
順
子
「
判
批
」
宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要
（
社
会
科
学
）
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一

頁
以
下
参
照
。

（
42
）  

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
は
、「
い
か
な
る
者
も
、
他
の
い
か
な
る
個
人
又
は
集
団
を
脅
迫
す
る
意
図
（intent

）
で
、
他

人
の
所
有
地
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
、
そ
の
他
の
公
共
の
場
に
お
い
て
、
十
字
架
を
焼
却
し
又
は
焼
却
さ
せ
る
こ
と
は
不
法
で
あ
る
。
本
セ
ク
シ
ョ
ン
の

条
項
を
侵
し
た
者
は
、
６
等
級
の
重
罪
に
処
さ
れ
る
。
…
…
い
か
な
る
十
字
架
焼
却
も
、
個
人
ま
た
は
集
団
を
脅
迫
す
る
一
応
の
証
拠
（prim

a 
facie evidence

）
と
な
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。Va. Code Ann. 
§18. 2 -423 （1996

）.

（
43
）  See Black, 538 U. S., at 364 -367.

（
44
）  See R. A. V., 505 U. S., at 379 -396.

（
45
）  See Black, 538 U. S., at 368 -380 （O

pinion of Scalia, J.

）.

（
46
）  See id., at 395 -399 （Thom

as, J., dissenting

）.
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（
47
）  

同
様
に
理
解
す
る
も
の
と
し
て
、see Frederick M

. Law
rence, The Evolving Federal Role in Bias Crim

e Law Enforcem
ent and 

the H
ate Crim

es Prevention A
ct of 2007, 19 S

tan. L. &
 P
o
l

’y R
ev. 251, 269 

（2008

）; H
ank G

ates, The Chill Bill: The H
ate 

Crim
es Prevention A

ct of 2007 and the Forgotten D
angers to the First A

m
endm

ent, R
ich. J. L. &

 P
u
b. In

t. 167, 182 -184 

（2009

）.
（
48
）  
例
え
ば
、Law

rence, id. 

邦
語
で
は
桧
垣
・
前
掲
注
（
3
）
八
九
頁
注
（
一
四
八
）
参
照
。

（
49
）  G

ates, supra note 47, at 184 （citation om
itted

）.

（
50
）  See D

avid G
oldberger, The Inherent U

nfairness of H
ate Crim

e Statutes, 41 H
arv. J. o

n L
eg
is. 449, 462 （2004

）.

（
51
）  

田
中
英
夫
編
集
代
表
『
英
米
法
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
六
六
二
頁
。

（
52
）  

同
右
四
四
四
頁
。

（
53
）  

同
右
六
六
〇
頁
。

（
54
）  Black, 538 U. S., at 398 （Thom

as, J., dissenting

）.

（
55
）  See id., at 367.

（
56
）  Id., at 374 （O

pinion of Scalia, J.
）.

（
57
）  Id., at 365.

（
58
）  Id., at 385 （O

pinion of Souter, J.

）.

（
59
）  Id., at 366.

（
60
）  Id., at 365.

（
61
）  Id.

（
62
）  G

ates, supra note 47, at 185.

（
63
）  Id.

（
64
）  E. g., H

ouston v. H
ill, 482 U. S. 459 （1987

）; G
rayned v. City of Rockford, 408 U. S. 114 （1972

）.

（
65
）  

過
度
の
広
汎
性
の
法
理
と
萎
縮
効
果
に
つ
い
て
、
門
田
成
人
「
過
度
に
広
汎
な
刑
罰
法
規
と
萎
縮
的
効
果
に
つ
い
て
（
一
）・（
二
・
完
）
―
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
議
論
か
ら
―
」
島
大
法
学
三
七
巻
二
号
（
一
九
九
三
年
）
九
三
頁
以
下
・
三
号
（
一
九
九
三
年
）
九
七
頁
以
下
参
照
。

（
66
）  

過
度
の
広
汎
性
法
理
に
対
す
る
相
対
多
数
意
見
と
ス
カ
リ
ア
判
事
の
理
解
の
相
違
に
つ
い
て
、see Roger C. H

artley, Cross Burning-H
ate 



アメリカにおけるヘイトクライム法の憲法適合性

167

Speech as Free Speech: A
 Com

m
ent on V

irginia v. Black, 54 C
ath. U. L. R

ev. 1, 27 -30 （2004

）.

（
67
）  See Frederick Schauer, Fear, Risk and the First A

m
endm

ent: U
nraveling the „Chilling Effect

“, 58 B. U. L. R
ev. 685, 689, 

730 -731 （1978

）.
（
68
）  
門
田
・
前
掲
注
（
65
）
三
七
巻
二
号
一
一
一
頁
。See id., 688.

（
69
）  
小
谷
順
子
「
十
字
架
を
燃
や
す
行
為
の
規
制
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
」
大
沢
秀
介
・
大
林
啓
吾
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
の
物
語
』（
成
文
堂
、

二
〇
一
四
年
）
一
六
五
頁
。

（
70
）  

門
田
・
前
掲
注
（
65
）
一
一
三
頁
。

（
71
）  Black

判
決
が
行
為
者
の
意
図
を
ど
の
よ
う
に
認
定
す
べ
き
か
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
な
い
点
に
つ
い
て
、see Jeannine Bell, The H

ang-
m
an

’s N
oose and the Lynch M

ob: H
ate Speech and the Jena Six, 44 H

arv. C. R. -C. L. L. R
ev. 329, 357 （2009

）.

（
72
）  

『
英
米
法
辞
典
』・
前
掲
注
（
51
）
一
四
三
頁
。

（
73
）  

高
橋
和
之
『
憲
法
判
断
の
方
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
一
九
‐
二
〇
頁
参
照
。

（
74
）  

現
実
の
悪
意
法
理
と
萎
縮
効
果
論
に
つ
い
て
、
毛
利
透
『
表
現
の
自
由
―
そ
の
公
共
性
と
も
ろ
さ
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）

一
〇
五
‐
一
〇
六
頁
参
照
。

（
75
）  

高
橋
・
前
掲
注
（
73
）
一
九
頁
、
毛
利
・
同
右
一
〇
五
頁
参
照
。

（
76
）  

毛
利
・
同
右
一
〇
五
‐
一
〇
六
頁
。

（
77
）  

門
田
・
前
掲
注
（
65
）
三
七
巻
三
号
九
八
‐
一
〇
五
頁
参
照
。

（
78
）  Jeannine Bell, D
eciding W

hen H
ate is a Crim

e: The First A
m
endm

ent, Police D
etectives and the Identification of H

ate 
Crim

e, 4 R
u
tg
ers R

ace &
 L. R

ev. 33, 46 （2002
）.

（
79
）  Id.

（
80
）  Id.

（
81
）  Phyllis B. G

erstenfeld, Sm
ile W

hen You Call M
e That!: The Problem

s W
ith Punishing H

ate M
otivated Behavior, 10 B

eh
av. 

S
ci. &

 L. 259, 270 （1992

）.

（
82
）  See e. g., G

ellm
an, supra note 17, at 359; M

artin H
. Redish, Freedom

 of Thought as Freedom
 of Expression: H

ate C
rim
e  

Sentencing Enhancem
ent and First A

m
endm

ent Theory, 11 C
rim. Ju

st. E
th
ics 29, 30 （1992

）.
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（
83
）  Id., at 360.

（
84
）  

こ
の
よ
う
な
状
況
は
捜
査
段
階
に
お
け
る
被
告
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
も
提
起
す
る
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

See Bell, supra note 78, at 50.
（
85
）  
『
英
米
法
辞
典
』・
前
掲
注
（
51
）
七
一
五
頁
。

（
86
）  
同
右
五
四
八
頁
。

（
87
）  
同
右
七
一
五
頁
。

（
88
）  

同
右
四
七
二
頁
。

（
89
）  

長
沼
範
良
他
『
刑
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
第
五
版
、
二
〇
一
七
年
）
二
七
三
‐
二
七
四
頁
〔
長
沼
〕。

（
90
）  

大
谷
直
人
「
証
拠
の
関
連
性
」
松
尾
浩
也
他
編
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
新
版
、
一
九
九
一
年
）
一
九
二
頁
。

（
91
）  

同
右
。

（
92
）  

長
沼
他
・
前
掲
注
（
89
）
二
七
四
頁
〔
長
沼
〕。

（
93
）  

大
谷
・
前
掲
注
（
90
）
一
九
二
頁
。

（
94
）  

長
沼
他
・
前
掲
注
（
89
）
二
七
四
‐
二
七
五
頁
〔
長
沼
〕。

（
95
）  

同
右
二
七
五
頁
。

（
96
）  See Bell, supra note 78, at 47; Jaco

bs &
 P
o
tter, supra note 19, at 103.

（
97
）  See G

ates, supra note 47, at 200.

（
98
）  See e. g., W
einstein, supra note 36, at 377.

（
99
）  See Ivan H
are, Legislating A

gainst H
ate 

―The Legal Response to Bias Crim
es, 17 O

xfo
rd J. L

eg
al S

tu
d. 415, 430 （1997

）.

（
100
）  See id.

（
101
）  See G
ates, supra note 47, at 202; M

arc Fleisher, D
own the Passage W

hich W
e Should N

ot Take: The Folly of H
ate Crim

e 
Legislation, 2 J. L. &

 P
o
l

’y 1, 11 （1994

）.

（
102
）  See H

are, supra note 99, at 430.

（
103
）  See Bell, supra note 78, at 47; Jaco

bs &
 P
o
tter, supra note 19 at 103; G

ellm
an, supra note 17, at 363.

（
104
）  W

einstein, supra note 36, at 378.
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（
105
）  Id.

（
106
）  See id.; G

ates, supra note 47, at 202.
（
107
）  Id., at 377.

（
108
）  See Id., at 378.

（
109
）  
こ
の
点
、
差
別
的
な
動
機
の
立
証
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
に
よ
る
起
訴
及
び
有
罪
判
決
の
可
能
性
を
減
少
さ
せ
る
た

め
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
法
の
有
効
性
を
損
ね
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
へ
の
対
策
と
し
て
、
一
定
の
前
提
事
実
の
存
在
が
証

明
さ
れ
た
場
合
に
差
別
的
な
動
機
の
存
在
を
推
定
す
る
規
定
を
設
け
る
、
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
犯
罪
行
為
が
白
人

か
ら
非
白
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
人
種
差
別
的
動
機
の
存
在
を
推
定
す
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
提
案
の
憲
法
適
合
性
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、see Jam

es M
orsch, The Problem

 of M
otive in H

ate Crim
es: The A

rgum
ent 

against Presum
ptions of Racial M

otivation, 82 J. C
rim. L. &

 C
rim
in
o
lo
g
y 659, 673 -688 

（1991

）. 

な
お
、
前
章
で
検
討
し
たBlack

判
決
の
Ｐ
Ｆ
Ｅ
条
項
に
関
す
る
判
断
は
こ
の
よ
う
な
提
案
と
の
関
連
で
も
重
要
で
あ
る
。

（
110
）  See H

are, supra note 100, at 432; W
einstein, supra note 36, at 378 -379; G

ates, supra note 47, at 206 -207.

（
111
）  Local Law

 Enforcem
ent H

CPA of 2009, H
. R. 1913, 111th Cong. （2009

）.

（
112
）  M

atthew
 Shepard and Jam

es Byrd Jr. H
ate Crim

e Prevention Act of 2009 

§4710 （1

）, 18 U. S. C. 

§249 note （2009

）. 

邦
訳
に

つ
い
て
は
ロ
ー
ラ
ー
・
ミ
カ
「
合
衆
国
法
典
第
一
八
編
第
二
四
九
条
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
行
為
（
シ
ェ
パ
ー
ド
・
バ
ー
ド　

ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
防
止

法
）」
外
国
の
立
法
二
五
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
頁
を
参
照
し
て
い
る
。

（
113
）  Carter T. Coker, H

ope-Fulfilling or Effectively Chilling? Reconciling the H
ate Crim

es Prevention A
ct with the First A

m
end-

m
ent, 64 V

an
d. L. R

ev. 271, 292 （2011

）; F
ed R. E

v
id. 401, 402.

（
114
）  Id., at 292 -293 （citation om

itted

）.

（
115
）  See G
ates, supra note 47, at 206 -207 （

こ
こ
で
分
析
さ
れ
て
い
る
の
は
廃
案
と
な
っ
た
二
〇
〇
七
年
案
だ
が
、
そ
こ
に
は
二
〇
〇
九
年
四

月
案
と
同
じ
証
拠
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
て
い
た
）.

（
116
）  See Id., at 207.

（
117
）  

大
谷
・
前
掲
注
（
90
）
一
九
二
頁
。

（
118
）  

表
現
の
自
由
原
理
論
に
お
け
る
萎
縮
効
果
論
の
意
義
に
つ
い
て
、
毛
利
・
前
掲
注
（
74
）
参
照
。
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山
邨　

俊
英
（
や
ま
む
ら　

と
し
ひ
で
）

所
属
・
現
職　

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程

　
　
　
　
　
　

比
治
山
大
学
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴　
　

愛
媛
大
学
大
学
院
法
文
学
研
究
科
修
士
課
程

所
属
学
会　
　

関
西
ア
メ
リ
カ
公
法
学
会
、
中
四
国
法
政
学
会
、
広
島
公
法
研
究
会

専
攻
領
域　
　

憲
法

主
要
著
作　
　

 「
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
非
強
制
的
施
策
に
関
す
る
原
理
的
考
察
（
一
）・

（
二
）・（
三
・
完
）

―Corey Brettschneider

の
価
値
民
主
主
義
（Value 
D
em
ocracy

）
論
と
民
主
的
説
得
（D

em
ocratic Persuasion

）
論
の
考
察
を
中
心

と
し
て

―
」
広
島
法
学
四
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）・
四
一
巻
一
号
（
二
〇
一

七
年
）・
四
一
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
反
復
的
に
行
わ
れ
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
将
来
に
向
け
て
の
規
制
は

『
事
前
抑
制
』
か
？

―Clay Calvert

の
議
論
を
素
材
と
し
て

―
」
広
島
法
学

四
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
六
年
）


