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13 アメリカ憲法における表現の自由の歴史的展開

ア
メ
リ
カ
憲
法
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
歴
史
的
展
開

――
厳
格
審
査
基
準
の
先
駆
者
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
裁
判
官＊

毛　

利　
　

透

は
じ
め
に

違
憲
審
査
基
準
の
う
ち
の
厳
格
審
査
基
準
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
権
利
制
約
が
合
憲
と
な
る
の
を
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
（com

pel-

ling interest

）」
に
「
厳
密
に
適
合
し
た
（narrow

ly tailored

）」
場
合
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
表
現
活
動
へ
の
内
容
に
基
づ
く
規
制

や
、
一
定
の
疑
わ
し
い
区
別
の
合
憲
性
審
査
に
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
基
準
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
で
発
展
し
、
七
〇

年
代
の
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
で
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
こ
の
厳
格
審
査
基
準
は
、「
二
重
の
基
準
論
」
や
「
表
現
の
自
由
の
優
越
的
地
位
」
論
、
つ
ま
り
、
表
現
の
自
由
へ
の
制
約

立
法
の
合
憲
性
は
、
経
済
的
自
由
へ
の
そ
れ
よ
り
も
厳
格
に
審
査
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
の
一
環
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
基
準
と
の
関
係
で
そ
う
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
、
か
つ
て
一
九
四
〇
年
代
の
判

例
・
学
説
で
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
時
代
に
具
体
的
に
判
例
が
用
い
た
審
査
基
準
は
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
で
あ
っ
た
。
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日
本
で
は
、
一
九
四
〇
年
代
と
六
〇
年
代
の
断
絶
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
五
〇
年
代
の
一
時
的
後
退
期
を
は
さ
ん
で
、
そ
れ
と
は
対

照
的
に
表
現
の
自
由
が
厚
く
保
障
さ
れ
た
時
代
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
、
そ
れ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
現
在
の
判
例
理
論
成
立
の

経
緯
を
正
確
に
理
解
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
も
っ
て
き
た
。
こ
の
問
題
意
識
が
集
約
さ
れ
た
か
た
ち

で
表
れ
る
の
が
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
裁
判
官
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
四
〇

年
代
の
判
例
理
論
を
、
最
高
裁
内
部
で
強
く
批
判
し
て
い
た
。
そ
の
と
き
の
思
考
形
式
が
そ
の
ま
ま
六
〇
年
代
以
降
に
引
き
継
が
れ
た
な

ら
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
積
極
的
影
響
を
云
々
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
判
例
の
経
緯
を
丹
念
に
追
う
と
、
違
っ
た
評

価
可
能
性
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
の
判
例
展
開
を
リ
ー
ド
し
た
の
が
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
実
は
そ
れ
ほ

ど
意
外
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
利
益
衡
量
論
の
主
張
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
ブ
レ
ナ
ン
も
ま
た
、
具
体
的
事
件
に
お
け
る

利
益
衡
量
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
具
体
的
な
衡
量
を
通
じ
て
表
現
へ
の
保
護
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
彼
は
表
現
規
制

が
潜
在
的
な
表
現
主
体
で
あ
る
一
般
の
人
々
に
対
し
て
も
た
ら
す
萎
縮
効
果
に
着
目
し
、
そ
れ
を
大
き
め
に
見
積
も
る
こ
と
で
、
表
現
を
規

制
す
る
た
め
に
必
要
な
理
由
を
高
め
に
設
定
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
厳
格
審
査
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
手
法
は
ブ
レ
ナ
ン
が
一
か
ら
作
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
登
場
以
前
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
が
、
こ
の
よ
う
な

具
体
的
利
益
衡
量
に
よ
る
表
現
保
護
と
い
う
途
を
切
り
開
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
両
者
に
は
、
問
題
関
心
や
審
査
手
法
に
お
い
て
、
か
な
り

の
共
通
性
が
あ
っ
た
。
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15 アメリカ憲法における表現の自由の歴史的展開

Ⅰ　

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
「
表
現
の
自
由
の
優
越
的
地
位
」
論
へ
の
あ
い
ま
い
な
態
度

一
九
四
〇
年
代
が
進
む
に
つ
れ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
が
、
表
現
の
自
由
保
護
に
積
極
的
姿
勢
を
示
す
最
高
裁
の
中
で
少
数
派
に
追
い
や

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
は
司
法
消
極
主
義
を
ド
グ
マ
的
に
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン

ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
有
名
な
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
判
決
脚
注
四
）
1
（

で
示
唆
さ
れ
た
考
え
、
つ
ま
り
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
自
由

は
、
そ
の
他
の
自
由
よ
り
も
手
厚
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
、
基
本
的
に
は
賛
成
し
て
い
た
。
当
初
は
、
彼
は
明
白
か
つ

現
在
の
危
険
を
用
い
た
違
憲
判
決
に
も
同
意
し
て
い
る
）
2
（

。

し
か
し
、
州
裁
判
所
に
対
す
る
侮
辱
罪
の
適
用
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
たB

ridges v. C
aliforni

）
3
（a

で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
ブ

ラ
ッ
ク
執
筆
の
、「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
の
あ
る
場
合
に
の
み
刑
罰
を
認
め
る
法
廷
意
見
に
反
対
し
た
。「
公
に
表
現
す
る
自
由
の
み
が

真
理
の
開
示
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
民
主
政
過
程
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
由
と
い
え
ど
も
絶
対
的
で

は
な
く
、
前
も
っ
て
保
護
が
決
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」。
彼
は
、
公
正
な
裁
判
を
維
持
す
る
た
め
の
州
の
権
限
は
伝
統
的
に
広
く

認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
阻
害
す
る
「
合
理
的
傾
向
」
を
有
す
る
刊
行
物
を
禁
止
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
強
調
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ

で
も
彼
は
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
法
理
へ
の
正
面
攻
撃
は
避
け
て
い
る
。
彼
は
、「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
も
ま

た
予
測
に
基
づ
く
傾
向
の
表
現
で
あ
り
、「
合
理
的
傾
向
」
の
テ
ス
ト
と
質
的
違
い
は
な
い
、
と
い
う
。
そ
し
て
、「
明
白
か
つ
現
在
の
危

険
」
テ
ス
ト
で
も
「
個
別
事
件
の
状
況
の
考
慮
」
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
の
に
、
法
廷
意
見
に
は
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
、
と
批
判
し
た
の
で

あ
る
。

学
校
で
の
国
旗
敬
礼
強
制
を
違
憲
と
し
た
有
名
な
判
決
で
あ
るW

est V
irginia State B

oard of E
ducation v. B

arnett

）
4
（e

で
、
フ
ラ
ン
ク
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フ
ァ
ー
タ
は
、
厳
し
く
法
廷
意
見
を
批
判
す
る
反
対
意
見
を
書
い
た
が
、
彼
は
そ
の
中
で
違
憲
審
査
権
限
限
定
の
必
要
性
を
強
調
し
、
自
由

の
種
類
に
よ
っ
て
合
憲
性
審
査
の
厳
格
性
を
違
え
る
こ
と
を
否
定
す
る
よ
う
な
態
度
を
示
し
た
。「
司
法
の
自
己
抑
制
の
み
が
我
々
の
権
限

の
恣
意
的
な
行
使
を
限
定
す
る
と
い
う
警
告
は
、
我
々
が
立
法
を
無
効
に
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
と
き
に
は
常
に
重
要
で
あ
る
。
…
…
我
々

の
権
限
は
、
問
題
と
な
る
の
が
権
利
章
典
の
ど
の
条
項
か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
」。
し
か
し
こ
の
判
決
で
も
、
彼
は
実

際
に
は
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
規
制
の
種
類
を
限
定
し
た
の
で
あ
る
。「
そ
の
テ
ス
ト

を
適
用
す
る
際
に
は
、
最
高
裁
は
、
意
識
的
で
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
権
限
な
く
立
法
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
」。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
「
単
な
る
言
論
」
を
制
約
す
る
よ
う
な
法
律
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
基
準
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
学
校
教
育

の
内
容
の
よ
う
に
州
が
立
法
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
こ
の
テ
ス
ト
を
用
い
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
、「
名
文
句
を
、
そ
れ
が
生
ま

れ
適
合
的
で
あ
る
特
定
の
状
況
の
文
脈
か
ら
切
り
離
す
」
こ
と
を
意
味
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
言
論
自
体
が
制

約
対
象
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
は
承
認
し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
は
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
の
テ
ス

ト
だ
と
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
の
最
高
裁
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
と
は
別
の
道
を
歩
ん
で
い
た
。
判
例
は
、
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
判
決
脚
注
四
か
ら
、
表
現

の
自
由
の
優
越
的
地
位
と
い
う
一
般
的
結
論
を
導
こ
う
と
し
て
い
た
。T

hom
as v. C

ollin

）
5
（s

の
法
廷
意
見
は
、「
修
正
一
条
で
保
障
さ
れ
た
、

偉
大
な
不
可
欠
の
民
主
的
自
由
に
対
し
、
我
々
の
体
制
で
与
え
ら
れ
た
優
越
的
地
位
」
を
承
認
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
こ
の
優
越
性

は
こ
れ
ら
の
自
由
に
神
聖
さ
と
、
疑
わ
し
い
侵
害
を
許
さ
な
い
と
い
う
保
障
を
与
え
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
自
由
を
制
約
し
よ
う

と
す
る
試
み
は
す
べ
て
、
明
白
な
公
共
の
利
益
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
あ
い
ま
い
な
あ
る
い
は
遠
い
将
来
の
で
は
な
く
、
明
白
か
つ
現
在
の
危

険
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
は
、
こ
う
し
て
、
修
正
一
条
の
自
由
の
高
め
ら
れ
た
地
位
の

象
徴
的
現
れ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
化
に
は
抵
抗
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
彼
は
、
街
頭
で
の
拡
声
器
の
使
用
禁
止
が
合
憲
と
さ
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17 アメリカ憲法における表現の自由の歴史的展開

れ
たK

ovacs v. C
oope

）
6
（r

の
結
論
同
意
意
見
に
お
い
て
、
詳
細
な
批
判
論
を
展
開
し
た
。
彼
は
、「
言
論
の
自
由
の
優
越
的
地
位
」
な
る
用

語
に
つ
い
て
、「
も
し
そ
れ
が
、
暗
黙
の
含
意
と
し
て
で
あ
っ
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
制
約
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
は
推
定
無
効
と
見

ら
れ
る
と
い
う
思
想
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
私
に
は
そ
れ
は
有
害
な
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
と
思
え
る
」
と
指
摘
し
た
。
キ
ャ
ロ

ラ
イ
ン
判
決
脚
注
四
は
、
そ
の
よ
う
な
ド
グ
マ
を
提
唱
し
た
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
こ
の
意
見
の
中
で
、
ホ
ー
ム
ズ
裁
判

官
が
経
済
的
自
由
よ
り
も
開
か
れ
た
議
論
の
た
め
に
必
要
な
自
由
を
よ
り
厚
く
保
障
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
こ
れ

は
明
ら
か
に
彼
自
身
の
態
度
を
示
す
叙
述
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
彼
は
、「
合
憲
性
審
査
の
複
雑
な
過
程
」
を
「
過
度
に
単
純
化
」
す
る
こ

と
に
は
強
く
抵
抗
し
た
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
抑
止
効
果
へ
の
着
目

1
．
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
の
嵐
の
中
で
の
最
高
裁
の
変
容

K
ovacs 

判
決
が
出
さ
れ
た
と
き
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
内
部
の
リ
ベ
ラ
ル
派
の
多
数
は
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
背

景
に
は
、
当
時
の
ヒ
ス
テ
リ
カ
ル
な
赤
狩
り
の
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
一
九
四
〇
年
代
以
降
、
表
現
の
自
由
は
確
か
に
重
要
な
法
的
問
題
で
は

あ
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
宗
教
的
少
数
派
や
個
別
の
煽
動
家
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
、
表
現
の
自
由
は
、
共
産
主
義
者
、
あ

る
い
は
そ
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
者
の
政
治
的
行
為
が
ど
の
程
度
許
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
、
国
家
の
最
も
重
大
な
社
会
的
・
政
治
的
議
論

に
か
か
わ
る
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
共
産
主
義
者
の
ア
メ
リ
カ
社
会
へ
の
浸
透
は
、
国
家
の
安
全
に
と
っ
て
深
刻
な
脅
威
だ
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
議
会
や
大
統
領
も
そ
の
よ
う
な
恐
怖
を
あ
お
る
な
か
、
最
高
裁
が
こ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
耐
え
ぬ
く
こ
と
は
不
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可
能
で
あ
っ
た
。「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
法
理
は
崩
壊
す
る
。
そ
し
て
、
再
ス
タ
ー
ト
の
と
き
が
や
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
、
フ
ラ
ン

ク
フ
ァ
ー
タ
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

一
九
五
〇
年
のA

m
erican C

om
m

unications A
ss ’n v. D

ouds

で
は
、
全
国
労
働
関
係
法
の
、
労
働
組
合
役
員
が
共
産
党
や
合
衆
国
政

府
を
暴
力
的
に
転
覆
し
よ
う
と
す
る
団
体
に
所
属
し
て
い
な
い
こ
と
の
宣
誓
供
述
書
を
提
出
し
な
い
場
合
、
そ
の
組
合
は
全
国
労
働
関
係
局

に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
一
定
の
不
利
益
を
受
け
る
と
い
う
規
定
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
宣
誓
供
述
し
な
い
こ
と

が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
最
高
裁
判
決
は
、
こ
の
法
は
実
際
に
は
宣
誓
供
述
書
を
出
さ
な
い
労
組
に
不
利
な
圧
力
と
し

て
働
く
こ
と
を
認
め
た
。
こ
の
法
が
「
政
治
的
自
由
の
合
法
的
な
行
使
も
不
可
避
的
に
く
じ
く
」
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
最
高
裁
は

そ
れ
で
も
労
組
側
の
主
張
す
る
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
法
理
を
適
用
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
修
正
一
条
の
自
由
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ

る
事
件
で
使
わ
れ
る
機
械
的
テ
ス
ト
」
で
は
な
い
、
と
い
う
。
本
件
で
は
、
表
現
活
動
へ
の
影
響
は
大
き
く
な
く
、
共
産
党
に
よ
る
通
商
妨

害
を
防
ぐ
と
い
う
規
制
利
益
が
重
大
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
ま
で
の
理
由
づ
け
は
必
要
な
い
、
と
し
て
、
利
益
衡
量
で
判
断
す
る
姿
勢
を
示
し

た
。
し
か
も
判
決
は
、
規
制
の
必
要
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
の
連
邦
議
会
の
判
断
権
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
判
決
の
姿
勢
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
似
通
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー

タ
が
自
ら
の
勝
利
を
祝
う
の
で
は
な
く
、
重
苦
し
さ
の
た
だ
よ
う
個
別
意
見
を
執
筆
し
、
そ
の
中
で
慎
重
に
法
廷
意
見
に
留
保
を
つ
け
た
こ

と
は
注
目
で
き
る
。
彼
は
、「
今
日
の
世
界
を
二
分
し
て
い
る
政
治
思
想
の
争
い
」
は
最
高
裁
に
と
っ
て
歴
史
上
最
も
深
刻
な
挑
戦
と
な
る

で
あ
ろ
う
と
警
告
し
た
。「
今
我
々
の
眼
前
に
あ
る
よ
う
な
紛
争
は
、
そ
れ
が
生
ま
れ
た
政
治
的
・
感
情
的
文
脈
か
ら
完
全
に
切
り
離
す
こ

と
は
で
き
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
扱
う
訴
訟
は
、
決
定
を
求
め
る
現
時
点
で
の
紛
争
を

少
し
も
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
訴
訟
を
支
持
し
て
な
さ
れ
る
言
明
は
、
法
的
紛
争
に
い
た
ら
な
い
政
治
的
争
い
か
ら
最
高
裁
を
合
理

的
に
可
能
な
限
り
分
離
す
る
も
の
で
な
い
と
い
け
な
い
」。

こ
れ
は
、
典
型
的
な
法
実
証
主
義
の
言
明
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
の
個
別
意
見
は
、
こ
の
法
実
証
主
義
が
労
組
構
成
員
の
現
実
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の
状
況
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
逆
に
、
法
が
彼
ら
に
押
し
付
け
る
現
実
の
圧
力
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
、
共
産
党
が
通
商
に
与
え
る
脅
威
と
い
う
立
法
理
由
は
是
認
し
た
が
、
違
法
・
違
憲
の
手
段
で
合
衆
国
政
府
を
転

覆
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
な
い
と
い
う
供
述
内
容
は
広
汎
す
ぎ
る
と
指
摘
し
た
。「
手
法
が
『
違
憲
」
や
『
違
法
』
で
な
い
と
い
う
宣
誓

を
通
常
の
市
民
に
求
め
る
の
は
、
正
当
に
要
求
で
き
る
程
度
を
超
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
合
憲
性
や
合
法
性
は
、
し
ば
し
は
こ
の
裁
判
所
に
お

い
て
た
ま
た
ま
の
一
票
差
で
決
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
」。
だ
と
す
る
と
、
宣
誓
に
対
す
る
「
過
度
に
慎
重
な
態
度
」
が
促
進
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
思
想
の
自
由
を
護
る
た
め
に
は
、
開
示
を
求
め
ら
れ
る
思
想
は
必
要
最
小
限
に
限
定
さ
れ
て
い
る
必

要
が
あ
る
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
が
、
あ
い
ま
い
な
規
制
が
表
現
活
動
を
「
く
じ
く
」
効
果
に
非
常
に
敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
「
政

治
的
・
感
情
的
文
脈
」
の
中
で
の
法
に
よ
る
圧
力
の
効
果
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
効
果
は
法
的
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
値
す
る
も
の
だ
っ

た
。
最
高
裁
が
表
現
の
自
由
の
優
越
的
地
位
論
か
ら
退
却
し
た
後
、
規
制
の
現
実
の
効
果
に
着
目
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
や
り
方
は
、

表
現
の
自
由
保
障
の
再
建
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

2
．
デ
ニ
ス
判
決
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
「
率
直
な
」
告
白

ア
メ
リ
カ
共
産
党
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
、
政
府
転
覆
を
企
て
た
と
し
て
い
わ
ゆ
る
ス
ミ
ス
法
違
反
で
有
罪
と
し
た
有
名
な
事
件
、D

ennis 

v. U
nited State

）
7
（s

で
は
、
過
半
数
の
裁
判
官
の
同
意
を
得
た
法
廷
意
見
は
構
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
独
自
に
有
罪
を
認

め
る
意
見
を
執
筆
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
最
高
裁
長
官
の
相
対
多
数
意
見
は
、「
世
界
の
相
次
ぐ
危
機
の
中
で
」
暴
力
的
な
政
府
転
覆
を

予
防
す
る
政
府
利
益
の
重
要
性
を
強
調
し
、
害
悪
が
重
大
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
実
現
の
蓋
然
性
が
高
く
な
い
場
合
で
も
規
制
は
可
能
で
あ

る
と
し
て
合
憲
の
結
論
を
導
い
た
。
こ
う
し
て
、「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
法
理
は
骨
抜
き
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
が
こ
の
意
見
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
主
な
理
由
は
、
彼
が
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
の
再
解
釈
で
は
な
く
、
そ
の
廃

棄
を
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
合
憲
性
審
査
は
「
相
争
う
諸
利
益
の
、
情
報
に
基
づ
く
率
直
な
衡
量
」
に
よ
る
し
か
な
い
こ
と

を
認
め
る
べ
き
だ
と
改
め
て
述
べ
た
。
ま
た
、
彼
は
こ
の
衡
量
の
第
一
の
責
任
は
議
会
に
属
す
る
こ
と
も
認
め
、
議
会
が
言
論
規
制
を
必
要

と
認
め
た
以
上
、
裁
判
所
は
そ
の
判
断
を
尊
重
す
べ
き
だ
と
す
る
。
彼
の
司
法
消
極
主
義
の
端
的
な
表
れ
と
し
て
知
ら
れ
る
叙
述
で
あ
る
。

し
か
し
、
ス
ミ
ス
法
が
、
直
接
の
規
制
対
象
と
な
ら
な
い
人
々
に
対
し
て
も
重
大
な
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
彼
が
見
抜
い
て
い
た

こ
と
も
、
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。「
政
府
転
覆
の
主
張
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
、
不
可
避
的
に
、
転
覆
を
主
張
し
て
は
い
な
い
が
自
ら
の
批

判
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
恐
れ
る
批
判
者
を
黙
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
被
告
人
ら
の
主
張
す
る
改
革
の
い
く
つ
か

を
真
摯
に
信
じ
て
い
る
、
忠
誠
心
あ
る
市
民
に
と
っ
て
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
こ
と
な
し
に
、
彼
ら
を
そ
の
主
張
ゆ
え
に
罰
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
こ
と
は
、
自
己
欺
瞞
で
あ
る
。
本
件
の
有
罪
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
想
交
換
へ
の
制
約
は
ほ
と
ん
ど
避
け
ら
れ
な
い

と
い
う
の
は
、
冷
厳
た
る
事
実
で
あ
る
」。「
社
会
は
ト
ラ
イ
ア
ル
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
で
進
歩
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

人
間
精
神
の
自
由
な
活
動
に
最
大
限
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。
…
…
真
実
は
、
新
た
な
試
み
に
敵
対
的

な
雰
囲
気
や
、
英
雄
し
か
あ
え
て
冒
険
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
危
険
の
下
で
は
、
追
求
さ
れ
え
な
い
」。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
共
産
党
員
の
活
動
を
禁
止
す
る
こ
と
が
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
に
強
い
懸
念
を
有
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
意
見
は
、
本
件
が
一
般
市
民
の
表
現
の
自
由
と
関
係
し
た
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
有
罪
を
支
持
す
る

他
の
意
見
と
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
禁
止
は
、
認
め
ら
れ
る
は
ず
の
批
判
を
も
黙
ら
せ
る
よ
う
な
「
雰
囲
気
」
を
つ
く
り
出
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
と
ダ
グ
ラ
ス
の
厳
し
い
反
対
意
見
は
、
共
産
党
の
危
険
性
は
有
罪
を
支
持
す
る
ほ
ど
高
く
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
も
有
罪
判
決
が
も
た
ら
す
広
い
悪
影
響
を
考
慮
に
入
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
現
実
を
見
る
目
は
、
そ
れ
を

重
大
な
法
的
問
題
と
み
な
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
はD

ennis

判
決
で
は
議
会
の
権
限
を
尊
重
す
る
立
場
を
と
っ
た
。
こ
の
司
法
消
極
主
義
は
、
本
判
決
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以
降
、
最
高
裁
が
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
法
理
を
使
わ
な
く
な
り
、
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
事
案
を
決
す
る
態
度
を
鮮
明
に
し
て
い
く
こ

と
も
あ
り
、
強
い
批
判
の
的
と
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
こ
そ
が
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
の
嵐
の
中
で
の
最
高
裁
の
後
退
の
理
論
的
責
任

者
で
あ
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
が
、
表
現
禁
止
が
広
く
有
す
る
、
人
々
を
沈
黙
さ
せ
る
効
果
に

敏
感
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
最
高
裁
の
再
出
発
は
よ
り
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
ろ
う
。
利
益
衡
量
が
最
高
裁
で
結
論
を
左
右
す
る
役

割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
表
現
制
約
が
自
由
行
使
に
敵
対
的
な
雰
囲
気
を
助
長
す
る
こ
と
ま
で
を
、

そ
の
害
悪
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
自
由
擁
護
の
可
能
性
を
拡
大
す
る
途
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

3
．
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
に
よ
る
抑
止
効
果
論
の
導
入

D
ennis

判
決
と
同
日
のG

arner v. B
oard of Public W

orks of Los A
ngele

）
8
（s

は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
こ
の
敏
感
さ
が
表
現
の
自

由
保
護
に
役
立
つ
こ
と
を
す
で
に
示
す
判
決
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
政
府
の
暴
力
的
転
覆
を
主
張
す
る
団
体
や
共
産
党
の
構
成
員
で
な
い

こ
と
の
宣
誓
を
全
公
務
員
に
求
め
る
市
の
命
令
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
法
廷
意
見
は
、
本
件
で
は
公
務
員
と
な
る
と
い
う
特
権
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
所
属
団
体
の
性
格
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
場
合
に
の
み
不
利
益
を
受
け
る
と
い
う
限
定
解
釈
を
す
れ
ば
合

憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

こ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
特
権
授
与
の
条
件
も
合
理
的
で
な
い
と
い
け
な
い
と
し
た
上
で
、
問
題
と
な
っ
た
宣
誓
の
文
面
は

法
廷
意
見
の
よ
う
な
限
定
解
釈
を
許
容
し
な
い
と
す
る
。「
こ
の
宣
誓
の
害
悪
は
、
そ
れ
が
、
あ
る
組
織
が
政
府
転
覆
を
主
張
し
て
い
た
と

知
っ
て
そ
こ
に
所
属
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
」。
そ
の
よ
う
な
宣
誓
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、「
害
の
な
い
結
社
を
も
く
ろ

ん
で
い
る
人
々
に
さ
え
、
き
っ
と
現
実
の
抑
止
（real deterrent

）
と
し
て
機
能
す
る
」。
そ
れ
ら
の
人
も
、
自
分
の
所
属
し
て
い
る
団
体

が
当
局
か
ら
破
壊
活
動
を
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
、
公
務
員
を
続
け
ら
れ
な
く
な
る
危
険
に
常
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
こ
の
よ
う
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な
追
放
に
よ
っ
て
永
久
に
公
務
に
不
適
格
だ
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
よ
ほ
ど
勇
敢
な
人
で
な
け
れ
ば
組
織
に
参
加
す
る
の
を
躊
躇
し
て
し
ま
う

だ
ろ
う
」。「
そ
の
よ
う
な
制
約
は
、
民
主
的
社
会
の
精
神
的
活
力
に
適
合
し
な
い
、
抑
圧
の
雰
囲
気
を
つ
く
り
出
す
」。

さ
ら
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
州
立
大
学
の
教
師
が
や
は
り
公
務
員
に
求
め
ら
れ
る
宣
誓
を
拒
否
し
た
別
の
事
件
（W

iem
an v. 

U
pdegrif

）
9
（f
）
に
お
い
て
、
今
度
は
団
体
の
性
格
を
知
ら
な
い
構
成
員
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
違
憲
を
認
め
た
法
廷
意
見
に

同
意
意
見
を
寄
せ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
本
件
規
定
は
「
す
べ
て
の
教
師
が
特
に
養
い
実
践
す
る
必
要
の
あ
る
、
精
神
の
自
由
な
活
動
を
萎
縮

さ
せ
る
（chill

）
明
白
な
傾
向
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
教
師
に
な
ろ
う
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
教
師
の
結
社
に
警
戒
心
と
臆
病
さ
を
も
た
ら

す
」
と
し
、「
開
か
れ
た
心
と
批
判
的
探
求
」
を
阻
害
す
る
規
定
の
抑
圧
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

D
eter

そ
し
てchill

と
い
う
単
語
を
、
表
現
の
自
由
へ
の
抑
圧
形
態
を
示
す
言
葉
と
し
て
用
い
た
最
初
の
最
高
裁
裁
判
官
が
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ァ
ー
タ
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
い
が
実
は
そ
の
後
の
判
例
展
開
を
左
右
し
た
、
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。

む
ろ
ん
、
彼
は
こ
の
広
い
抑
圧
効
果
を
常
に
決
定
的
な
も
の
と
み
な
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
利
益
衡
量
の
一
要
素
で
あ
っ
た
。
そ

れ
で
も
、
こ
の
抑
止
効
果
へ
の
注
目
は
、
当
時
の
社
会
状
況
に
お
い
て
表
現
制
約
が
引
き
起
こ
す
現
実
の
影
響
に
つ
い
て
の
関
心
を
高
め
、

立
法
者
の
主
張
す
る
利
益
を
一
方
的
に
尊
重
す
る
こ
と
へ
の
歯
止
め
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

公
立
学
校
の
教
師
か
ら
政
府
の
暴
力
的
転
覆
を
主
張
す
る
団
体
に
所
属
し
て
い
る
者
を
排
除
す
る
州
法
の
違
憲
宣
言
と
差
止
め
が
求
め

ら
れ
た
事
件
（A

dler v. B
oard of E

ducatio

）
10
（n

）
で
は
、
法
廷
意
見
は
、
一
方
で
破
壊
活
動
団
体
の
影
響
か
ら
子
ど
も
を
守
る
利
益
を
重
視

し
、
他
方
で
教
師
に
雇
用
さ
れ
な
い
だ
け
で
は
権
利
侵
害
は
発
生
し
て
い
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ブ
ラ
ッ
ク
と
と
も
に
表
現
の
自
由
の

最
も
断
固
た
る
擁
護
派
を
構
成
し
た
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
は
、
本
法
律
が
自
由
に
も
た
ら
す
イ
ン
パ
ク
ト
を
強
調
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
「
魔

女
狩
り
」
状
況
の
中
で
、「
自
由
主
義
の
理
念
を
支
持
す
る
あ
ら
ゆ
る
組
織
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
傾
向
に
抵
抗
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
あ
ら
ゆ

る
集
団
、
人
気
の
な
い
計
画
を
支
援
す
る
た
め
に
始
め
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
委
員
会
が
、
疑
わ
し
く
な
る
」。
一
端
「
共
産
主
義
組
織
だ
」
と

レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
所
属
す
る
全
員
が
非
難
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
る
。「
非
難
を
お
そ
れ
、
教
師
は
論
争
を
起
こ
す
あ
ら
ゆ
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る
結
社
を
避
け
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
表
現
の
自
由
は
窒
息
さ
せ
ら
れ
る
」。「
知
識
の
探
求
は
、
く
じ
か
れ
る
。
多
く
の
討

論
が
、
始
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
で
終
わ
る
」。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
も
反
対
に
回
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
よ
り
法
技
術
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
そ
も
そ
も
文
面
審
査
は
ま
だ
避
け

る
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
そ
の
際
に
は
、
申
し
立
て
を
行
っ
た
教
師
が
こ
の
法
へ
の
「
恐
れ
」
か
ら
政
治
活
動
を
「
抑
止
」
さ
せ
ら
れ
た
こ
と

を
示
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
「
集
団
と
し
て
の
教
師
」
に
抑
止
効
果
が
発
生
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
一

つ
の
決
め
手
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
教
師
か
ら
の
排
除
が
権
利
侵
害
で
な
い
と
い
う
法
廷
意
見
の
考
え
は
承
認
し
て
い

な
い
。
彼
は
、
こ
の
規
制
が
本
来
許
さ
れ
る
は
ず
の
言
論
活
動
に
対
し
て
も
ち
う
る
広
い
抑
止
効
果
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
件

で
そ
の
よ
う
な
効
果
が
本
当
に
発
生
す
る
か
に
は
確
信
が
も
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
はB

eauharnais v. Illinoi

）
11
（s

に
お
い
て
、
人
種
や
宗
教
に
基
づ
く
集
団
侮
辱
罪
の
合
憲
性
に
つ
き
、
そ
れ
を

認
め
る
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
。
治
安
維
持
の
た
め
に
一
定
の
集
団
へ
の
侮
辱
を
禁
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
。「
も
ち
ろ
ん
、
議
論
は
否

定
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
批
判
の
権
利
お
よ
び
義
務
は
窒
息
さ
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」。
し
か
し
、
彼
は
、
対
象
と
な
る
集
団
の
範
囲
を
批

判
の
自
由
が
「
窒
息
」
し
な
い
よ
う
限
定
的
に
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
集
団
侮
辱
は
通
常
の
名
誉
毀

損
よ
り
も
ず
っ
と
広
い
範
囲
の
言
論
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
特
に
人
種
や
宗
教
と
い
っ
た
感
情
的
議
論
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ

る
冷
静
な
判
断
も
望
み
に
く
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
批
判
が
有
罪
と
さ
れ
る
危
険
が
高
い
。
そ
う
な
る
と
、
表
現
の
自
由
に
は
「
恒
常
的
に
脅

威
が
覆
い
か
ぶ
さ
る
」
こ
と
に
な
り
、「
窒
息
」
し
て
し
ま
う
、
と
述
べ
て
反
対
し
た
。

ブ
ラ
ッ
ク
や
ダ
グ
ラ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
抑
止
効
果
へ
の
着
目
を
自
分
た
ち
の
意
見
に
取
り
入
れ
、
そ
れ

を
て
こ
に
し
て
表
現
の
自
由
保
障
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
ら
を
絶
対
主
義
に
か
り
た
て
て
い
く
の
は
、
表
現
規
制
が
ア
メ
リ
カ
社

会
の
開
放
性
を
全
体
的
に
消
滅
さ
せ
つ
つ
あ
る
と
い
う
危
機
意
識
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
む
ろ
ん
そ
こ
ま
で
の
意
識
を
も
っ

て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
表
現
の
自
由
の
も
ろ
さ
へ
の
感
覚
に
お
い
て
共
通
す
る
問
題
意
識
を
有
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
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は
、
そ
れ
を
利
益
衡
量
の
中
で
使
用
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
手
法
が
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Ⅲ　

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
積
極
的
役
割

1
．
衡
量
に
お
け
る
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
利
益
の
要
求

一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
相
次
い
で
最
高
裁
入
り
し
た
ウ
ォ
ー
レ
ン
と
ブ
レ
ナ
ン
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ダ
グ
ラ
ス
と
と
も
に
リ
ベ
ラ
ル
派
と
し

て
活
動
し
始
め
た
。
し
か
し
、
彼
ら
四
人
で
は
、
計
九
人
裁
判
官
が
い
る
最
高
裁
で
多
数
を
占
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
あ
と
一

人
の
賛
同
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
票
は
、
多
く
の
場
合
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
や
ハ
ー
ラ
ン
に
期
待
さ
れ
た
）
12
（

。
ハ
ー
ラ
ン
は
当
時
、
自

覚
的
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
に
近
い
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
同
意
を
得
る
た
め
に
は
、
リ
ベ
ラ
ル
派
は
か
つ
て
の
表
現
の
自
由
の
優

越
的
地
位
論
に
戻
る
こ
と
は
で
き
ず
、
利
益
衡
量
論
の
中
で
表
現
の
自
由
保
障
を
で
き
る
だ
け
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
こ
の

手
法
を
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
か
ら
受
け
継
ぎ
発
展
さ
せ
た
の
が
、
ブ
レ
ナ
ン
で
あ
っ
た
。

W
atkins v. U

.
)13

(S.

に
お
い
て
最
高
裁
は
、
非
米
活
動
委
員
会
の
小
委
員
会
で
の
証
言
拒
否
の
合
憲
性
を
扱
っ
た
。
証
人
は
、
過
去
に
共
産

党
と
協
力
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
た
が
、
過
去
に
交
流
し
た
党
員
に
関
す
る
質
問
に
は
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
議
会
侮
辱
の
罪
に
問
わ
れ

た
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
執
筆
に
よ
る
法
廷
意
見
は
議
会
調
査
権
の
広
範
さ
を
認
め
つ
つ
も
、「
ど
の
調
査
も
自
己
目
的
で
は
な
い
」「
調
査
員
の
個

人
的
名
声
を
増
大
さ
せ
る
だ
け
の
目
的
や
、
調
査
対
象
者
を
『
罰
す
る
』
た
め
の
調
査
は
、
擁
護
で
き
な
い
」
と
す
る
。「
強
制
的
暴
露
が
、

一
般
人
に
と
っ
て
非
正
統
的
で
人
気
の
な
い
、
嫌
悪
す
ら
さ
れ
る
事
項
に
か
か
わ
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
証
人
の
生
活
へ
の
反
応
作
用
は
破

滅
的
で
あ
ろ
う
」。
証
人
に
よ
っ
て
名
指
し
さ
れ
た
人
物
も
、
同
様
の
「
人
々
か
ら
の
烙
印
、
憤
怒
そ
し
て
悪
評
」
に
さ
ら
さ
れ
る
。
さ
ら
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に
多
く
の
人
々
に
「
よ
り
微
妙
で
測
り
が
た
い
影
響
」
を
与
え
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
「
将
来
の
同
じ
運
命
を
避
け
る
た
め
に
、
最
も
正
統
で

議
論
の
な
い
見
解
、
結
社
に
固
執
す
る
」
こ
と
に
な
ろ
う
。「
こ
の
影
響
が
部
分
的
に
は
私
人
に
よ
る
政
府
以
外
の
活
動
の
結
果
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
調
査
員
を
そ
の
反
応
作
用
を
開
始
し
た
こ
と
の
責
任
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」。
こ
の
よ
う
な
修
正
一
条
の
権

利
へ
の
侵
害
か
ら
し
て
、
委
員
会
の
調
査
権
限
は
明
確
か
つ
限
定
的
に
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、「
非
米
」
と
は
お
よ
そ
漠

然
と
し
た
言
葉
で
あ
り
、
実
際
に
も
委
員
会
は
自
分
の
し
た
い
よ
う
に
調
査
対
象
を
広
げ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
証
人
に
自
分
の
危
険

で
証
言
拒
否
権
の
存
否
を
判
断
せ
よ
と
い
う
の
は
公
正
さ
を
欠
き
、
違
憲
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
こ
の
意
見
に
同
意
し
つ
つ
、
短
い
個
別
意
見
を
付
し
た
。
彼
は
、
議
会
の
侮
辱
罪
処
罰
に
つ
い
て
の
伝
統
的
権
限

へ
の
尊
重
を
語
り
つ
つ
、
し
か
し
証
人
が
質
問
の
調
査
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
判
断
で
き
る
よ
う
調
査
の
範
囲
は
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る

必
要
が
あ
る
か
ら
、
本
件
で
は
違
憲
の
判
断
を
免
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

さ
ら
にW

atkins

判
決
と
同
日
に
発
表
さ
れ
たSw

eezy v. N
ew

 H
am

pshir

）
14
（e

で
は
ウ
ォ
ー
レ
ン
執
筆
の
意
見
が
他
の
三
人
の
リ
ベ
ラ
ル

派
裁
判
官
の
同
意
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
結
論
に
同
意
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
意
見
に
よ
っ
て
、
証
言
拒
否
へ
の
刑
罰
の
違

憲
性
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
大
学
教
師
た
る
被
告
は
、
過
去
の
交
流
関
係
や
自
己
の
信
念
に
つ
い
て
の
州
法
務
長
官
（
議
会
か
ら
、
一
人

委
員
会
と
し
て
調
査
権
限
を
与
え
ら
れ
た
）
の
質
問
へ
の
回
答
を
拒
否
し
た
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
や
は
り
議
会
調
査
が
「
不
忠
誠
」
の
烙
印
を

押
す
こ
と
で
生
じ
さ
せ
る
、「
直
接
影
響
を
受
け
る
人
や
、
よ
り
微
妙
な
か
た
ち
で
関
係
す
る
人
に
と
っ
て
の
、
民
主
的
表
現
や
論
争
の
流

通
に
お
け
る
抑
制
的
効
果
」
を
強
調
す
る
。
結
社
活
動
は
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
で
あ
り
、
非
正
統
的
、
異
端
的
と
い
う
だ
け
で
不
利
益
を
与
え

て
は
い
け
な
い
。「
猜
疑
と
不
信
の
雰
囲
気
の
中
で
は
、
学
問
は
栄
え
な
い
」。
こ
の
よ
う
な
「
高
度
に
敏
感
な
領
域
」
へ
の
介
入
に
は
慎
重

さ
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
本
件
で
も
委
員
会
の
調
査
権
限
の
範
囲
が
き
ち
ん
と
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
不
明
確
す
ぎ
る
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
本
件
で
は
規
定
の
明
確
性
を
決
め
手
と
す
る
こ
と
な
く
、
修
正
一
条
の
権
利
と
議
会
の
調
査
権
と

の
利
益
衡
量
で
こ
と
を
決
す
る
と
い
う
、「
極
め
て
困
難
な
任
務
」
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
を
試
み
た
。
こ
こ
で
彼
は
、
議
会
調
査
に
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よ
る
自
由
へ
の
侵
害
を
非
常
に
大
き
く
見
積
も
る
。
自
然
科
学
も
社
会
科
学
も
「
仮
説
と
推
論
」
で
発
達
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
問
題

へ
の
探
求
は
「
可
能
な
限
り
拘
束
の
な
い
ま
ま
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」。「
こ
れ
は
、
大
学
の
知
的
生
活
へ
の
政
府
の
介
入
の
排
除
を
意
味

す
る
。
こ
の
介
入
が
表
立
っ
て
行
わ
れ
る
か
、
学
者
の
熱
意
と
恐
れ
の
な
さ
を
抑
制
す
る
傾
向
を
必
然
的
に
有
す
る
行
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
か
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
で
は
な
い
。
こ
の
資
質
は
、
あ
ま
り
に
も
ろ
く
、
そ
れ
で
い
て
実
り
あ
る
研
究
活
動
に
は
ど
う
し
て
も
不
可
欠
な

の
で
あ
る
」。
だ
か
ら
こ
の
自
由
へ
の
侵
害
は
「
最
初
の
時
点
で
食
い
止
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
観
点
か
ら

「
政
治
的
思
考
、
活
動
、
結
社
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
不
可
侵
性
」
を
認
め
、「
市
民
の
政
治
的
忠
誠
に
関
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

不
可
侵
性
は
、
我
々
の
社
会
の
繁
栄
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
り
」、
そ
の
制
約
を
正
当
化
す
る
に
は
州
の
利
益
が
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ

（com
pelling

）」
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
州
の
主
張
す
る
安
全
へ
の
脅
威
は
こ
れ
に
は
到
底
不
十
分
だ
と
し
て
、
違
憲
の
結

論
に
賛
成
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
見
に
は
、
当
時
の
大
学
を
取
り
巻
く
状
況
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
深
い
懸
念
が
反
映
し
て
い
る
。
大
学
教
授
は
、
マ
ッ

カ
ー
シ
ズ
ム
期
に
不
忠
誠
を
疑
わ
れ
た
主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
い
っ
た
ん
「
非
米
」
的
と
疑
わ
れ
た
ら
、
講
義
や
同
僚

と
の
会
話
ま
で
も
調
査
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
圧
力
の
下
で
、
多
く
の
教
授
は
沈
黙
す
る
こ
と
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
）
15
（

。
最
高
裁
入
り

す
る
ま
で
大
学
教
授
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
に
、
こ
の
状
況
が
学
問
の
死
を
意
味
す
る
と
映
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
だ
か

ら
彼
は
、
学
問
研
究
の
自
由
が
「
も
ろ
い
」
も
の
で
あ
り
、
注
意
深
く
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

彼
は
市
民
の
政
治
的
信
条
一
般
が
強
制
的
開
示
に
対
し
て
慎
重
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
こ
の
意
見
は
、

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
が
抑
止
効
果
論
を
展
開
し
た
代
表
的
判
決
で
あ
るN

A
A

C
P v. B

utto

）
16
（n

で
ブ
レ
ナ
ン
法
廷
意
見
に
登
場
す
る
有
名
な

フ
レ
ー
ズ
、
修
正
一
条
の
自
由
は
「
我
々
の
社
会
に
お
い
て
最
も
貴
重
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
わ
れ
や
す
く
傷
つ
き
や
す
い
」（
か
ら
、「
生

き
の
び
る
た
め
に
は
息
継
ぎ
す
る
空
間
が
必
要
に
な
る
」
と
い
う
こ
れ
ま
た
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
に
続
く
）
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
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そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
表
現
の
自
由
を
制
約
す
る
国
家
の
利
益
はcom

pelling

で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
の
、
今
で
は
誰
も
が
知
る
定
式
さ
え

も
、Sw

eezy

判
決
の
フ
ラ
ン
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
意
見
で
初
め
て
最
高
裁
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
利
益
衡
量
論
に
は
、
異
質
な
利
益
を
測
る

物
差
し
が
な
く
、
結
論
が
裁
判
官
の
恣
意
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
が
大
き
い
と
い
う
重
大
な
問
題
点
が
あ
る
。
こ
の
危
険
を
完

全
に
除
去
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
利
益
を
測
る
基
準
を
事
前
に
定
式
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
低
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
フ
ラ

ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
表
現
の
自
由
の
も
ろ
さ
が
そ
の
慎
重
な
保
護
を
必
要
と
す
る
と
の
立
場
か
ら
、
そ
の
制
約
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、

規
制
利
益
が
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
程
度
の
強
さ
を
も
つ
必
要
が
あ
る
、
と
の
立
場
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
厳
格
審
査
基
準
の

キ
ー
ワ
ー
ド
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
述
語
は
、
そ
の
後
最
高
裁
が
表
現
の
自
由
を
積
極
的
に
保
護
す
る
た
め
に
大
い
に
使
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ
が
よ
り
に
よ
っ
て
「
司
法
消
極
主
義
者
」
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど

忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
が
表
現
規
制
の
現
実
の
効
果
に
敏
感
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
最
高
裁
は
再
出
発

の
道
具
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
）
17
（

。

全
米
黒
人
地
位
向
上
協
会
（
N
A
A
C
P
）
に
対
す
る
構
成
員
リ
ス
ト
の
開
示
命
令
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
たN

A
A

C
P v. A

labam

）
18
（a

に
お

い
て
、
ハ
ー
ラ
ン
は
、
こ
の
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
利
益
の
基
準
を
法
廷
意
見
に
導
入
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
人
々
の
支
持
の
少
な
い
集
団

に
対
し
て
構
成
員
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
は
、
そ
の
活
動
の
直
接
の
禁
止
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
「
く
じ
く
」「
抑
止
効
果
」
を
有
す

る
と
し
、
そ
の
効
果
を
正
当
化
す
る
だ
け
の
利
益
を
政
府
側
が
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
州
の
利
益
は
「
や

む
に
や
ま
れ
ぬ
」
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
ー
ラ
ン
は
、
明
示
的
にSw

eezy

判
決
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
意
見
の
参
照
を
求

め
て
い
る
。
ハ
ー
ラ
ン
も
ま
た
、
規
制
が
表
現
活
動
に
対
し
て
実
際
に
も
つ
抑
止
効
果
に
着
目
し
、
そ
の
害
悪
を
大
き
く
見
積
も
る
こ
と
が

で
き
た
。
だ
か
ら
、
規
制
側
に
対
し
て
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
利
益
ま
で
求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
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2
．
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
と
ブ
レ
ナ
ン
の
問
題
関
心
の
共
通
性

こ
のA

labam
a

判
決
と
同
日
に
出
さ
れ
たSpeiser v. R

anda

）
19
（ll

は
、
ブ
レ
ナ
ン
の
表
現
の
自
由
論
の
出
発
点
と
な
る
、
重
要
な
判
決
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
退
役
軍
人
へ
の
免
税
に
政
府
の
暴
力
的
転
覆
や
敵
対
政
府
の
支
持
を
主
張
し
て
い
な
い
こ
と
の
認
定
を
条
件
と
す
る
州

法
の
合
憲
性
を
否
定
し
た
事
例
で
あ
る
。
原
告
は
、
こ
の
認
定
手
続
の
一
環
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
宣
誓
供
述
を
拒
否
し
、
免
税
を
受
け
ら

れ
な
か
っ
た
。
ブ
レ
ナ
ン
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
免
税
で
の
差
別
も
表
現
の
自
由
へ
の
制
約
で
あ
る
こ
と
を
、「
そ
の
抑
止
効
果
は
、
州
が

言
論
故
に
免
税
申
請
者
を
罰
す
る
場
合
と
同
程
度
で
あ
る
」
と
し
て
承
認
す
る
。
州
の
、
免
税
特
権
を
否
定
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
自
由
制
約

で
は
な
い
と
い
う
主
張
は
、「
あ
る
言
論
を
行
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
免
税
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
申
請
者
に
禁
止
さ
れ
る

言
論
を
控
え
さ
せ
る
よ
う
強
制
す
る
効
果
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
「
効
果
」
へ
の
着
目
で
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
で
も
免
税
が
否
定
さ
れ
る
言
論
はD

ennis 

判
決
で
刑
罰
を
科
す
こ
と
も
合
憲
と
さ
れ
た
範
囲
に
と
ど
ま
る
と
い
う
主
張

に
対
し
て
は
、
ブ
レ
ナ
ン
は
こ
れ
に
正
面
か
ら
答
え
る
こ
と
な
く
、
法
律
が
定
め
る
認
定
手
続
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
り
違
憲
判
断
を

導
く
の
で
あ
る
。
事
実
認
定
手
続
は
争
い
の
帰
趨
を
決
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
特
に
修
正
一
条
の
場
合
に
は
慎
重
な
手
続
が
求

め
ら
れ
る
。
問
題
と
な
っ
た
法
律
で
は
、
免
税
申
請
者
が
暴
力
的
転
覆
な
ど
の
主
張
を
し
て
い
な
い
と
い
う
証
明
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
ブ
レ
ナ
ン
は
、
本
件
は
通
常
の
税
に
つ
い
て
の
争
い
で
は
な
く
、
言
論
へ
の
、
効
果
と
し
て
は
刑
罰
に
も
似
た
、
制
約
を
伴
う
以

上
、
証
明
責
任
の
負
担
を
申
請
者
に
負
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
。
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
に
は
誤
り
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
重
要
な
価
値

――
表
現
の
自
由
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
含
ま
れ
る
――
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
誤
り
の
可
能
性
を
減
ら
す
よ
う
証
明
責
任
を
分
配

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
手
続
で
は
、「
合
法
と
違
法
を
分
け
る
線
に
近
い
言
論
の
場
合
、
す
べ
て
の
訴
訟
に
内
在
す
る
事
実
認
定
の

誤
り
の
可
能
性
が
、
正
当
な
言
明
が
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
危
険
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
。
行
動
の
合
法
性
に
つ
い
て
自
分
で
証
拠
を
提
出
し
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他
人
を
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
知
る
者
は
、
州
が
こ
れ
ら
の
負
担
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
よ
り
も
、
必
然
的
に
、
違
法
な

地
帯
か
ら
ず
っ
と
離
れ
た
と
こ
ろ
で
活
動
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
」。「
そ
れ
故
、
こ
の
手
続
装
置
は
実
際
の
機
能
と
し
て
、
州
が
直
接
に
は

命
じ
ら
れ
な
い
結
果
を
必
然
的
に
生
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
憲
法
が
自
由
を
認
め
た
言
論
が
抑
止
さ
れ
る
し
か
な
い
」。
州
が
証
拠
を

そ
ろ
え
る
ま
で
「
言
論
は
じ
ゃ
ま
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
抑
止
効
果
を
生
む
本
件
事
実
認
定
手
続
の
規
定
は
違
憲
で
あ
る
。

ブ
レ
ナ
ン
は
、
特
権
拒
否
が
禁
止
と
同
等
の
抑
止
効
果
を
発
生
さ
せ
、
修
正
一
条
の
問
題
を
提
起
す
る
と
い
う
意
欲
的
判
断
を
な
す
際
、

D
ouds

判
決
やW

iem
an

判
決
を
先
例
と
し
て
引
用
す
る
。
両
判
決
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
が
法
廷
意
見
よ
り
も
さ
ら
に
表
現
活

動
の
「
萎
縮
」
し
や
す
さ
に
配
慮
す
る
個
別
意
見
を
執
筆
し
て
い
た
こ
と
は
、
上
述
し
た
。
彼
は
ま
た
、G

arner

判
決
に
お
い
て
は
、
特

定
の
活
動
を
し
て
い
る
者
を
公
務
員
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
、
広
く
「
現
実
の
抑
止
」
と
し
て
機
能
す
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
特
権
付
与
の

場
面
で
も
抑
止
効
果
の
発
生
は
憲
法
上
の
権
利
侵
害
と
な
り
う
る
と
指
摘
し
て
、
特
権
・
権
利
区
分
論
を
崩
そ
う
と
し
た
の
が
フ
ラ
ン
ク

フ
ァ
ー
タ
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
個
別
ケ
ー
ス
の
現
実
に
即
し
て
利
益
衡
量
を
考
え
よ
う
と
す
る
彼
の
基
本
的
姿
勢
が
あ
っ
た
。
ブ
レ
ナ

ン
はSpeiser

判
決
に
お
い
て
、
こ
の
視
点
を
、
抑
止
効
果
（deterrent effect

）
と
い
う
術
語
と
と
も
に
、
自
ら
の
表
現
の
自
由
論
に
導

入
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
はSpeiser

判
決
で
ブ
レ
ナ
ン
に
同
調
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
マ
ッ
カ
ー

シ
ズ
ム
期
に
お
い
て
公
務
員
な
ど
特
定
の
地
位
に
い
る
人
間
に
忠
誠
宣
誓
を
義
務
づ
け
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら

れ
た
特
権
・
権
利
区
分
論
は
、
最
高
裁
の
多
数
が
抑
止
効
果
へ
の
着
目
を
強
め
る
こ
と
に
よ
り
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
）
20
（

。

し
か
し
、
彼
ら
は
む
ろ
ん
、
具
体
的
事
件
の
処
理
に
お
い
て
対
立
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
彼
ら
の
対
立
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
め
ぐ
っ

て
起
き
る
の
か
、
そ
れ
を
示
す
典
型
例
も
、
こ
れ
ま
た
同
日
に
出
さ
れ
た
判
決
で
あ
るB

eilan v. B
oard of E

ducatio

）
21
（n

に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
は
、
公
立
学
校
の
教
師
が
共
産
党
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
教
育
長
か
ら
の
質
問
へ
の
回
答
を
拒
否
し
た
こ
と
に
よ

り
職
務
不
適
格
と
し
て
解
雇
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、
リ
ベ
ラ
ル
派
四
人
の
反
対
を
押
さ
え
て
解
雇
の
合
憲
性
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ

る
。
法
廷
意
見
は
、
教
師
の
職
務
と
当
該
質
問
と
の
関
連
性
を
認
め
、
そ
う
で
あ
る
以
上
質
問
へ
の
回
答
拒
否
を
職
務
不
適
格
の
理
由
と
す
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る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
本
件
解
雇
が
職
務
関
連
質
問
へ
の
回
答
を
拒
否
し
た
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で

あ
っ
て
、「
不
忠
誠
」
と
の
レ
ッ
テ
ル
張
り
で
は
な
い
こ
と
を
特
に
強
調
す
る
た
め
の
同
意
意
見
を
書
い
た
。
こ
れ
に
対
し
ブ
レ
ナ
ン
は
、

本
件
の
評
価
に
つ
き
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
反
対
意
見
を
執
筆
し
た
。
彼
は
、
こ
こ
で
単
な
る
解
雇
と
い
う
だ
け
で

な
く
「
被
傭
者
を
不
忠
誠
と
公
に
レ
ッ
テ
ル
張
り
す
る
こ
と
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
解
雇
さ
れ
た
者
は
そ
れ
に
よ
り
破
滅
的

な
社
会
的
汚
名
を
着
せ
ら
れ
る
と
強
調
す
る
。
彼
は
、
本
件
もA

labam
a

判
決
と
同
じ
「
含
意
」
を
も
っ
た
事
案
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に

注
意
を
促
す
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
「
不
忠
誠
と
い
う
汚
名
」
の
脅
威
が
政
治
活
動
に
も
た
ら
す
抑
止
効
果
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は

本
件
で
法
廷
意
見
に
加
わ
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
が
こ
の
レ
ッ
テ
ル
張
り
の
ケ
ー
ス
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
ブ
レ
ナ
ン
は
、
本
件
解
雇
の
「
含
意
」
に
よ
り
鋭
敏
に
反
応
し
、
そ
れ
が
「
猜
疑
や
不
信
」
に
よ
っ
て
「
平
静
で
良
識
あ
る
雰
囲
気
」
を

破
壊
す
る
の
に
貢
献
し
て
し
ま
う
故
に
、
も
っ
と
厳
格
な
審
査
が
必
要
な
の
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
表
現
活
動
に
と
っ
て
自
由
を
擁
護

す
る
「
雰
囲
気
」
の
重
要
性
に
、
ブ
レ
ナ
ン
は
と
り
わ
け
敏
感
で
あ
っ
た
。
こ
の
感
覚
の
程
度
に
お
い
て
、
両
者
の
間
に
は
、
確
か
に
違
い

が
あ
っ
た
。

ま
た
、Shelton v. T

ucke

）
22
（r

で
は
、
州
の
助
成
を
受
け
る
学
校
の
教
師
全
員
に
、
所
属
す
る
す
べ
て
の
組
織
に
つ
い
て
宣
誓
供
述
さ
せ
る

州
法
が
文
面
違
憲
と
さ
れ
た
。
法
廷
意
見
（
ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
―
一
九
五
八
年
に
最
高
裁
入
り
）
は
、
確
か
に
州
は
教
師
の
適
性
を
審
査
す
る

権
限
を
も
つ
が
、
こ
の
よ
う
な
強
制
開
示
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
教
師
へ
の
、
職
業
上
の
運
命
を
握
る
者
が
気
に
入
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
あ

ら
ゆ
る
人
間
関
係
を
避
け
る
と
い
う
圧
力
は
、
持
続
的
か
つ
重
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
そ
の
上
「
公
衆
へ
の
暴
露
」
の
危
険
も
あ
り
、

そ
う
な
る
と
ま
す
ま
す
少
数
派
団
体
に
入
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
一
方
、
全
教
師
に
所
属
全
組
織
を
申
告
さ
せ
る
と
い
う
措
置
が
、
職
業

能
力
を
調
べ
る
た
め
に
必
要
と
は
到
底
言
え
な
い
。「
政
府
の
目
的
が
よ
り
狭
い
手
段
で
達
成
し
う
る
と
き
に
は
、
基
本
的
な
個
人
的
自
由

を
広
く
窒
息
さ
せ
る
手
段
で
そ
の
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。「
よ
り
激
烈
で
な
い
手
段
（less drastic m

eans

）」
を
考
慮
し
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て
い
な
い
本
法
律
は
広
汎
す
ぎ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
法
廷
意
見
は
、W

iem
an

判
決
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
意
見
か
ら
「
萎
縮
さ
せ
る
明
白

な
傾
向
」
の
箇
所
を
引
用
し
て
、
当
該
申
告
強
制
が
教
師
に
と
っ
て
も
つ
悪
影
響
を
印
象
づ
け
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
反
対
意
見
に
回
っ
た
。
彼
は
、
自
分
が
ず
っ
と
「
創
造
的
自
由
の
雰
囲
気
」
を
尊
重
し
て
き
た

と
述
べ
つ
つ
も
、
当
該
法
は
違
憲
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
問
題
と
な
る
法
は
行
政
庁
の
偏
見
に
よ
る
適
用
を
許
す
よ
う

な
も
の
で
な
く
、
自
由
へ
の
「
抑
止
」
効
果
は
大
き
く
な
い
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
手
段
」
の

存
在
に
つ
い
て
裁
判
所
が
立
法
者
の
判
断
を
代
替
す
る
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
む
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
末
尾
に
お
い
て
彼
は
、
本
法
律
が

人
気
の
な
い
組
織
に
所
属
す
る
教
師
の
解
雇
の
た
め
に
使
わ
れ
る
な
ど
の
事
件
が
起
き
れ
ば
、
そ
の
段
階
で
適
用
違
憲
を
考
え
れ
ば
よ
い
と

注
記
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
本
件
に
お
い
て
、
当
該
法
律
が
一
般
論
と
し
て
広
い
抑
止
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
の

確
信
ま
で
は
抱
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
差
別
的
に
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
た
事
情
が
生
じ
て
か
ら
介
入
す
れ
ば
よ
い
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

リ
ベ
ラ
ル
派
に
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
姿
勢
は
、
共
産
主
義
者
と
疑
わ
れ
る
こ
と
の
恐
れ
が
も
つ
「
窒
息
」
効
果

か
ら
目
を
背
け
る
も
の
だ
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
も
、
法
律
が
実
際
の
運
用
の
中
で
抑
止
効
果
を
発
生
さ
せ

う
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
裁
判
所
が
介
入
す
る
に
は
よ
り
は
っ
き
り
し
た
抑
止
現
象
の
発
生
が
必
要
と
考
え
、

判
断
を
先
送
り
し
た
の
で
あ
る
）
23
（

。

3
．「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
定
着

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
抑
止
効
果
に
着
目
し
て
表
現
へ
の
制
約
の
効
果
を
大
き
く
見
積
も
る
こ
と
か
ら
、
制
約
に
政
府
の
「
や
む
に

や
ま
れ
ぬ
利
益
」
を
求
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
表
現
の
自
由
審
査
を
再
建
し
て
い
っ
た
。A

labam
a

判
決
と
同
様
の
メ
ン
バ
ー
・
リ
ス
ト
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の
強
制
的
開
示
を
め
ぐ
るB

ates v. Little R
oc

）
24
（k

は
、
修
正
一
条
の
自
由
は
「
高
圧
的
な
真
正
面
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
よ

り
微
妙
な
政
府
の
介
入
に
よ
っ
て
窒
息
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
保
護
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
本
件
で
も
、
当
該
地
域
に
は
N
A
A
C
P

に
対
す
る
敵
対
的
雰
囲
気
が
強
く
、「
共
同
体
の
敵
意
や
経
済
的
報
復
の
恐
れ
」
は
結
社
活
動
を
「
く
じ
く
」。
こ
の
よ
う
に
「
個
人
の
自
由

へ
の
重
大
な
侵
害
が
あ
る
と
き
に
は
、
州
が
勝
利
で
き
る
の
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
優
越
的
利
益
を
示
せ
た
と
き
の
み
で
あ
る
。N

.A
.A

.C
.P. 

v. A
labam

a, 357 U
.S. 449

」
そ
し
て
本
件
で
は
、
強
制
開
示
が
も
た
ら
す
だ
ろ
う
「
結
社
の
自
由
へ
の
抑
止
」
を
正
当
化
で
き
る
ほ
ど
の

「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
利
益
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
が
一
九
六
二
年
に
退
官
し
た
後
、
リ
ベ
ラ
ル
派
が
多
数
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
ウ
ォ
ー

レ
ン
長
官
の
信
頼
を
得
た
ブ
レ
ナ
ン
を
中
心
に
、
表
現
の
自
由
保
護
を
拡
大
し
て
い
く
。
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
と
い
え
る
の
が
、
先
に
も

触
れ
たN

A
A

C
P v. B

utto

）
25
（n

で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
法
ビ
ジ
ネ
ス
の
勧
誘
を
規
制
す
る
州
法
で
あ
っ
た
が
、
事
実
上
人
種
差
別
撤

廃
の
た
め
の
訴
訟
戦
術
を
進
め
て
い
た
N
A
A
C
P
を
狙
い
撃
ち
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
ナ
ン
は
、
既
述
の
と
お
り
表
現
の
自
由

の
も
ろ
さ
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
我
々
は
、
戦
闘
的
な
黒
人
の
権
利
の
た
め
の
運
動
が
、
人
口
の
上
で
は
支
配
的
な

バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
白
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
強
い
怒
り
と
反
対
を
生
ん
だ
と
い
う
事
実
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
こ
の
よ
う

な
状
況
で
は
、
訴
訟
に
つ
な
が
る
集
団
活
動
を
広
く
制
約
す
る
制
定
法
は
、
た
と
え
文
言
上
は
公
平
に
見
え
て
も
、
容
易
に
抑
圧
の
武
器
と

な
り
う
る
。
そ
の
存
在
自
体
が
（Its m

ere existence

）、
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
（out of existence

）、
黒
人
市
民
の
権
利
の
た
め
の
そ
の

よ
う
な
活
動
を
す
べ
て
凍
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
十
分
あ
り
う
る
の
で
あ
る
」。「
本
裁
判
所
の
諸
判
決
は
、
州
の
憲
法
上
の
権
限
に
属
す

る
分
野
の
規
制
で
も
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
州
の
利
益
の
み
が
修
正
一
条
の
権
利
へ
の
制
約
を
正
当
化
し
う
る
、
と
一
貫
し
て
述
べ
て
き
た
」

（A
labam

a

判
決
やB

ates

判
決
な
ど
か
ら
引
用
）。
本
件
で
は
、
そ
の
よ
う
な
州
の
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
て
、「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
テ
ス
ト
は
、
判
例
上
定
着
し
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
の
司
法
積
極
主
義
を
表
す
象
徴
的
術

語
と
な
っ
て
い
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
の
圧
力
の
中
、
最
高
裁
は
か
つ
て
の
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
テ
ス
ト
に
戻
る
こ
と
は
で
き
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ず
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
先
導
す
る
利
益
衡
量
論
で
審
査
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
が
、
マ
ッ
カ
ー

シ
ズ
ム
期
の
各
種
の
表
現
抑
圧
立
法
の
有
す
る
現
実
の
効
果
を
、
表
現
の
自
由
制
約
と
し
て
法
理
論
に
反
映
で
き
る
だ
け
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を

も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
最
高
裁
は
再
出
発
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
政
府
に
対
し
て
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
」
を
求
め
る
と
い
う
厳

格
な
利
益
衡
量
の
基
準
も
、
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

む
す
び

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
弾
圧
と
し
て
冤
罪
が
疑
わ
れ
た
サ
ッ
コ
＝
バ
ン
ゼ
ッ
テ
ィ
事
件
（
強
盗

殺
人
罪
で
死
刑
判
決
、
一
九
二
七
年
に
死
刑
執
行
）
に
つ
い
て
、
訴
訟
の
経
緯
を
批
判
的
に
分
析
す
る
一
書
を
著
し
た
）
26
（

。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
擁
護
と
と
ら
れ
か
ね
な
い
危
険
な
行
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
物
を
著
し
た
動
機
に
つ
き
、
一
九
五
〇
年
代
に
彼
は
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。「
折
に
ふ
れ
私
を
悩
ま
せ
る
問
題
の
う
ち
最
大
と
い
っ
て
よ
い
も
の
は
、
何
が
人
々
を
臆
病
に
す
る
の
か
、
私
的
に
は

し
ゃ
べ
っ
て
い
る
事
柄
で
も
公
に
は
し
ゃ
べ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
何
故
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
や

「
合
衆
国
の
多
く
の
上
院
議
員
を
、
少
な
く
と
も
彼
ら
が
は
っ
き
り
し
ゃ
べ
ら
な
い
と
い
う
限
り
で
脅
え
さ
せ
て
い
る
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
」

は
、
こ
の
臆
病
さ
の
帰
結
で
も
あ
る
。「
だ
か
ら
、
サ
ッ
コ
＝
バ
ン
ゼ
ッ
テ
ィ
の
よ
う
な
事
件
は
、
私
に
と
っ
て
、
人
間
の
お
か
れ
た
状
況

と
い
っ
て
よ
い
も
の
の
徴
候
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
私
は
、
そ
れ
が
数
人
の
つ
ま
ら
な
い
事
柄
へ
と
矮
小
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え

た
の
で
あ
る
）
27
（

」。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
サ
ッ
コ
＝
バ
ン
ゼ
ッ
テ
ィ
の
訴
訟
の
経
緯
に
つ
い
て
、
多
く
の
人
が
疑
念
を
抱
い
て
い
る
こ
と
、

「
私
的
」
な
会
話
で
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
少
な
く
と
も
彼
の
周
囲
で
は
）、
誰
も
そ
れ
を
公
に
し
ゃ
べ
ろ
う
と

し
な
い
こ
と
に
、「
人
間
の
お
か
れ
た
状
況
」
を
、
集
約
的
に
見
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
状
況
」
に
抗
す
る
こ
と
の
必
要
性
と
困
難
性
を
、
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と
も
に
実
感
し
て
い
た
。

こ
の
回
顧
談
は
、
彼
が
最
高
裁
に
入
る
前
か
ら
、
表
現
行
為
の
抑
止
さ
れ
や
す
さ
に
敏
感
な
感
受
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
戦
間
期
、
そ
し
て
そ
れ
を
上
回
る
戦
後
の
反
共
ヒ
ス
テ
リ
ー
は
、
そ
れ
に
反
論
で
き
な
い
雰
囲
気
を
作
り
出
す
こ
と
で

暴
走
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
社
会
の
病
理
と
し
て
体
感
し
、
そ
れ
を
表
現
の
自
由
論
に
あ
る
程
度
反
映
さ
せ

た
。
一
九
四
九
年
に
彼
が
、
個
人
の
自
由
へ
の
信
念
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
に
つ
き
、「
そ
の
遺
産
は
、
惰
性
と
自
己
満
足
に
よ
っ
て
、

社
会
が
進
歩
す
る
た
め
の
様
々
な
必
要
性
を
維
持
す
る
こ
と
へ
の
臆
病
さ
や
嫌
悪
に
よ
っ
て
、
常
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
外
側
か

ら
の
ど
の
挑
戦
よ
り
も
重
大
な
挑
戦
で
あ
る
」
と
、
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
決
し
て
単
な
る
軽
い
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
）
28
（

。も
う
一
つ
言
え
ば
、
一
九
五
六
年
に
公
表
し
た
「
私
が
得
た
最
良
の
助
言
」
と
題
す
る
小
論
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
師
ブ
ラ
ン
ダ

イ
ス
の
次
の
言
葉
を
挙
げ
て
い
る
。「
お
そ
ら
く
、
人
間
の
最
も
大
き
な
弱
点
は
『
ノ
ー
』
と
言
え
な
い
こ
と
だ
」。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は

こ
の
言
葉
を
、「
人
間
の
本
質
と
、
人
が
自
ら
を
従
わ
せ
る
べ
き
規
律
に
、
非
常
に
深
く
関
連
す
る
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
小
論
で

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
例
外
的
に
有
名
法
律
事
務
所
に
職
を
得
た
若
き
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
が
、
上
司
か
ら
、
弁
護
士
と
し
て
出
世
し
た
い

な
ら
名
前
を
変
え
る
べ
き
だ
と
忠
告
さ
れ
、「
ノ
ー
」
と
言
っ
た
と
い
う
、
か
な
り
衝
撃
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
29
（

。
フ
ラ
ン

ク
フ
ァ
ー
タ
は
法
曹
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
道
を
歩
み
、
ま
た
立
法
裁
量
を
尊
重
す
る
利
益
衡
量
論
を
主
張
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
法
理
論
に

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
被
差
別
体
験
が
反
映
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
）
30
（

。
し
か
し
、
表
現
活
動
の
困
難
性
に
つ
い
て
の
彼

の
敏
感
さ
の
背
景
に
は
、
や
は
り
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
様
々
の
体
験
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
時
代
の
潮
流
に
対
し
て
「
ノ
ー
」
と
言
う
こ
と
の
困
難
さ
を
、
実
感
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
彼
は
、
違
憲
審

査
に
お
い
て
、
立
法
者
の
判
断
を
尊
重
す
る
と
い
う
大
原
則
を
維
持
し
つ
つ
、
表
現
の
自
由
を
保
持
す
る
こ
と
の
困
難
さ
の
自
覚
を
も
、
抑

止
効
果
へ
の
着
目
と
い
う
か
た
ち
で
組
み
込
ん
で
い
っ
た
。
こ
れ
ら
を
両
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
転
換
期
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の
最
高
裁
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
）
31
（

。

　
　
　
注

＊ 

本
稿
の
内
容
は
、
拙
著
『
表
現
の
自
由
』
第
四
章
、
第
五
章
（
二
〇
〇
八
）
の
叙
述
と
大
幅
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
一
九
四
〇

年
代
の
事
件
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
態
度
に
つ
い
て
の
簡
単
な
検
討
を
加
え
た
上
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
の
諸
意
見
を
場
合
に
よ
っ

て
は
よ
り
詳
し
く
紹
介
し
、
さ
ら
に
そ
の
法
理
論
の
個
人
的
背
景
と
推
測
で
き
る
事
情
に
ま
で
筆
を
の
ば
し
て
み
た
。
逆
に
、
同
著
で
は
扱
っ

た
が
本
稿
で
は
省
略
し
た
判
決
も
い
く
つ
か
あ
る
。

（
1
） U

nited States v. C
arolene Products C

o., 304 U
.S. 144

（1938

）.

（
2
） T

hornhill v. A
labam

a, 310 U
.S. 88; C

antw
ell v. C

onnecticut, 310 U
.S. 296

（1940

）.

（
3
） 314 U

.S. 252

（1941

）.

（
4
） 319 U

.S. 624

（1943

）.

（
5
） 323 U

.S. 516

（1945

）.

（
6
） 336 U

.S. 77

（1949

）.

（
7
） 341 U
.S. 494

（1951

）.

（
8
） 341 U

.S. 716

（1951

）.

（
9
） 344 U

.S. 183

（1952

）.

（
10
） 342 U

.S. 485

（1952

）.
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（
11
） 343 U

.S. 250

（1952

）.
（
12
） See C

lyde E
. Jacobs, Justice Frankfurter and C

ivil Liberties 131, 149

（1974

）; M
ark Silverstein, C

onstitutional Faiths 203

―04
（1984

）.

（
13
） 354 U

.S. 179

（1957

）.

（
14
） 354 U

.S. 234
（1957

）.

（
15
） R

alf S. B
row

n, Jr., Loyalty and Security 120

―34

（1958

）.

（
16
） 371 U

.S. 415

（1963
）.

（
17
） Sw

eezy 

判
決
で
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
意
見
は
、
そ
の
自
由
保
護
の
情
熱
的
筆
致
が
彼
の
意
見
と
し
て
は
異
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
注
目
さ
れ

て
き
た
。H

.N
. H

irsch, T
he E

nigm
a of Felix Frankfurter 193

―96

（1981

）
は
、
こ
の
意
見
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
個
人
的
好
み
に

よ
っ
て
自
身
の
消
極
主
義
か
ら
理
由
な
く
離
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
が
、
彼
の
一
連
の
意
見
の
流
れ
の
中
で
考
え
れ
ば
、
不
適
切
な
理
解
だ
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、Jacobs, supra note 12, at 120

―27 

は
、Sw

eezy

意
見
とD

ennis

意
見
で
示
さ
れ
た
共
産
主
義
者
処
罰
が
発
生

さ
せ
る
広
い
沈
黙
効
果
へ
の
懸
念
と
の
一
貫
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
説
得
的
で
あ
る
。See also Joseph L. R

auh, Jr., Felix Frankfurter, 11 

H
arv. C

.R
.

―C
.L. R

. R
ev. 496, 508, 519

（1976
）; Silverstein, supra note 12, at 204

―06.

（
18
） 357 U

.S. 449

（1958

）.

（
19
） 357 U

.S. 513

（1958

）.

（
20
） 

後
に
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ト
ラ
イ
ブ
は
、Speiser

判
決
を
「
違
憲
の
条
件
」
法
理
発
展
の
画
期
と
な
っ
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
基
礎
に
あ
っ

た
の
は
、
政
府
の
便
益
を
得
る
た
め
の
「
条
件
」
が
憲
法
上
の
権
利
行
使
に
対
し
て
有
す
る
「
現
実
の
、
実
際
の
効
果
」
へ
と
「
司
法
審
査
の

焦
点
を
移
す
」
法
廷
意
見
執
筆
者
ブ
レ
ナ
ン
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ト
ラ
イ
ブ
が
同
判
決
を
、
当
時
の
判
例
の
レ
ベ
ル
と
は
隔
絶
し
た

ブ
レ
ナ
ン
の
偉
業
の
よ
う
に
た
た
え
る
の
に
は
、
賛
同
で
き
な
い
。
抑
止
効
果
へ
の
着
目
は
ブ
レ
ナ
ン
の
発
明
で
は
な
い
。
彼
の
裁
判
官
と
し

て
の
能
力
は
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
こ
の
概
念
を
縦
横
無
尽
に
使
い
切
る
と
こ
ろ
に
表
さ
れ
た
と
い
え
る
。Law

rence H
. T

ribe, Sticks 

and C
arrots, in R

eason and Passion 123, 127

（E
. Joshua R

osenkranz &
 B

ernard Schw
artz eds., 1997

）.

（
21
） 357 U

.S. 399

（1958

）.

（
22
） 364 U

.S. 479

（1960

）.
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（
23
） 

同
様
の
事
情
は
、
破
壊
活
動
監
視
法
に
基
づ
く
、
共
産
党
の
「
共
産
主
義
活
動
組
織
」
と
し
て
の
登
録
命
令
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た

C
om

m
unist Party of U

nited States v. Subversive A
ctivities C

ontrol B
oard, 367 U

.S. 1

（1961

）
で
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
に
よ
る
法
廷

意
見
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。

（
24
） 361 U

.S. 516

（1960

）.

（
25
） 371 U

.S. 415
（1963

）.

（
26
） Felix Frankfurter, T

he C
ase of Sacco and Vanzetti

（1927

）.

（
27
） Felix Frankfurter R

em
inisces 242

（1962

）.  

本
書
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
に
対
し
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
活
字
化

し
た
も
の
で
あ
る
。

（
28
） Felix Frankfurter, T

he B
old E

xperim
ent of Freedom

（1949

）, in O
f Law

 and M
en 221, 224

（1956

）.

（
29
） Felix Frankfurter, T

he B
est A

dvice I E
ver H

ad

（1956

）, in O
f Law

 and Life &
 O

ther T
hings T

hat M
atter 37, 38

―39

（1965

）. 

（
30
） 

む
し
ろ
、
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
か
ら
最
高
裁
裁
判
官
に
ま
で
成
り
上
が
っ
た
と
い
う
個
人
的
体
験
は
、
ア
メ
リ
カ
国
民
と
し
て
の
一
体
性
の
価
値
へ

の
過
剰
な
同
化
を
も
た
ら
す
一
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
蟻
川
恒
正
『
憲
法
的
思
惟
』
一
五
四
―
一
五
八
頁
（
一
九
九
四
）
参
照
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

（
31
） 「
抑
止
効
果
」
か
ら
「
萎
縮
効
果
」
へ
の
判
例
上
の
述
語
の
変
化
な
ど
、
そ
の
後
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
表
現

の
自
由
』
第
五
章
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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