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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
と
人
間
の
尊
厳

青　

柳　

幸　

一

Ⅰ
．
問
題
の
所
在

近
時
﹆
先
端
的
科
学
／
技
術
を
め
ぐ
っ
て
生
命
倫
理
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
と
り
わ
け
﹆﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
は
﹆
相
反
す
る
二
つ

の
機
能
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
﹆
人
権
の
根
拠
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
で
あ
り
﹆
そ
れ
は
自
律
＝
自
己
決
定
と
結
び
つ
く
。
他
の
一

つ
は
﹆
自
律
＝
自
己
決
定
の
制
約
根
拠
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
で
あ
る
。
筆
者
は
﹆
こ
の
よ
う
な
﹆
人
間
の
尊
論
が
担
わ
さ
れ
て
い
る
二
面

性
を
﹆
権
利
基
底
的
人
間
の
尊
厳
と
義
務
基
底
的
人
間
の
尊
厳
と
区
分
す
る
こ
と
で
表
し
て
い
る
（
1
（

。
ど
ち
ら
の
人
間
の
尊
厳
論
も
﹆I. K

ant

の
﹁
人
間
性
の
尊
厳
﹂︵W

ürde der M
enschhe

（
2
（it

︶
を
重
要
な
淵
源
と
し
て
い
る
。

一
九
四
九
年
に
制
定
さ
れ
た
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
︵
以
下
﹆
ド
イ
ツ
と
略
称
︶
は
﹆
そ
の
一
条
一
項
で
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
性
を
規
定

し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
に
関
し
て
﹆
す
で
に
い
く
つ
か
の
小
論
（
3
（

に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
こ
と
か
ら
﹆
本
稿
の

テ
ー
マ
に
か
か
わ
っ
て
必
要
な
限
り
で
﹆
そ
の
意
味
内
容
を
要
約
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
﹆
そ
し
て
支
配
的
見
解
に
お
い
て
﹆
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
し
て
い
る
の
は
﹆
抽
象
的
な
次
元
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
﹆
人
間
の
尊
厳
条
項
が
ド
イ
ツ
基
本
法
の
最
高
規
範
で
あ
り
﹆﹁
根
本
規
範
﹂
で
あ
る
こ
と
．，人
間
の
尊
厳
条
項
は
﹆
基
本
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51 アメリカ合衆国憲法と人間の尊厳

権
を
新
た
に
認
め
る
際
の
根
拠
で
あ
る
が
﹆
他
方
で
﹆
基
本
権
行
使
の
制
約
根
拠
で
も
あ
る
こ
と
．，基
本
権
制
約
根
拠
と
し
て
の
人
間
の
尊

厳
条
項
の
特
質
は
﹆
そ
れ
が
絶
対
的
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
的
保
障
で
あ
る
こ
と
は
﹆
他
の
権
利
あ
る
い
は
法
益
と
の
比
較
衡

量
に
か
か
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
﹆
人
間
の
尊
厳
に
抵
触
す
る
行
為
は
﹆
す
べ
て
違
憲
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
﹆
人
間
の
尊
厳
に

違
反
す
る
か
否
か
は
﹆
人
間
の
尊
厳
の
定
義
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
﹆
人
間
の
尊
厳
の
具
体
的
内
容
を
定
義
す
る
こ
と
﹆
と
り

わ
け
積
極
的
定
義
の
難
し
さ
ゆ
え
に
﹆
個
別
的
・
具
体
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
成
立
し
て
い
な
い
。
近
時
﹆
人
間
の
尊
厳
を
﹁
種
の
尊
厳
﹂

と
捉
え
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
が
﹆
な
お
基
本
は
﹆
人
間
の
尊
厳
は
人
格
的
人
間
の
尊
厳
を
意
味
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
﹆
義
務
基
底
的

人
間
の
尊
厳
論
が
強
く
表
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
現
行
憲
法
︵
一
九
五
八
年
第
五
共
和
国
憲
法
︶
は
﹆
人
間
の
尊
厳
と
い
う
文
言
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
﹆
フ
ラ
ン
ス

憲
法
院
は
﹆
一
九
九
四
年
の
﹆
い
わ
ゆ
る
生
命
倫
理
法
の
合
憲
性
を
支
持
し
た
判
決
の
な
か
で
﹆﹁
種
の
尊
厳
﹂
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳

論
を
展
開
し
て
い
る
。
判
決
に
よ
れ
ば
﹆
権
利
﹆
自
由
﹆
な
ら
び
に
憲
法
的
原
理
を
一
括
し
て
﹆
そ
れ
ら
を
再
確
認
し
﹆
宣
言
し
て
い
る

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
か
ら
し
て
﹆
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
隷
従
や
堕
落
か
ら
の
人
格
の
尊
厳
の
保
護
は
﹆
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
原
理
で
あ

る
。
生
命
倫
理
法
は
﹆
人
格
の
優
位
性
﹆
生
の
始
ま
り
か
ら
の
人
間
の
尊
重
﹆
人
体
の
不
可
侵
性
﹆
完
全
性
﹆
な
ら
び
に
そ
の
遺
伝
形
質
の

世
襲
性
の
不
在
﹆
そ
し
て
種
と
し
て
の
人
の
完
全
性
の
な
か
に
存
在
す
る
諸
原
理
の
全
体
を
述
べ
て
お
り
﹆
こ
の
よ
う
に
明
言
さ
れ
た
諸
原

理
は
﹆
人
格
の
尊
厳
の
保
護
と
い
う
憲
法
的
原
理
の
尊
重
を
確
保
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
﹆
と
判
示
し
た
（
4
（

。

一
七
八
七
年
に
制
定
︵
一
七
八
八
年
に
施
行
︶
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
︵
以
下
﹆
ア
メ
リ
カ
憲
法
と
略
称
︶
に
も
﹆
人
間
の
尊
厳

と
い
う
文
言
は
存
在
し
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
﹆
現
在
に
至
る
ま
で
﹆
先
端
的
科
学
／
技
術
を
直
接
的
に
規
制
す
る
連
邦
法
が
制
定
さ
れ
て

い
な
い
の
で
﹆
規
制
法
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
も
存
在
し
な
い
。
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
に
代
表
さ
れ
る
先
端
的
科
学

／
技
術
の
驚
異
的
な
進
展
に
直
面
し
て
﹆
そ
の
制
約
根
拠
と
し
て
人
間
の
尊
厳
を
強
力
に
主
張
す
る
見
解
は
﹆
ア
メ
リ
カ
に
も
あ
る
。
そ
の

一
つ
の
例
と
し
て
﹆G

eorge W
. B

ush 

前
大
統
領
の
宗
教
的
信
念
に
基
づ
く
人
間
の
尊
厳
論
（
5
（

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
﹆
倫
理
の
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観
点
か
ら
﹆
制
約
根
拠
と
し
て
人
間
の
尊
厳
を
援
用
す
る
論
者
も
い
る
。
た
と
え
ば
﹆G
. J. A

nnas 

は
﹆
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
を
人
間

の
尊
厳
に
対
す
る
深
刻
な
脅
威
で
あ
る
﹆
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
言
わ
れ
る
人
間
の
尊
厳
の
内
容
は
﹆﹁
単
に
手
段
と
し
て
の
み
扱
っ

て
は
な
ら
ず
﹆
常
に
目
的
と
し
て
扱
え
﹂
と
い
うK

ant

の 

第
二
定
言
命
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
﹆
ア
メ
リ
カ
で
も
﹆﹁
最
も
感
動
的
な
一
節
﹂

で
あ
り
﹆﹁
最
も
重
要
で
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
﹂
命
題
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
は
い
る
が
﹆
し
か
し
﹆
そ
の
具
体
的
内
容
は
﹁
ま
っ

た
く
明
瞭
で
は
な
い
﹂
と
批
判
さ
れ
て
も
い
る
（
6
（

。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
憲
法
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
﹆
基
本
的
に
﹆
選
択
の
自
由
と
結
び
つ
け
て
人
間
の
尊
厳
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
こ
で
の
人
間
の
尊
厳
論
は
﹆
道
徳
的
人
格
を
有
す
る
本
性
的
人
間
像
で
は
な
く
﹆
行
為
者
︵agent

︶
と
し
て
の
人
間
と
い
う
捉
え
方
（
7
（

で

あ
る
。
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
問
題
に
お
い
て
も
﹆
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
を
用
い
て
子
供
を
産
む
権
利
を
主
張
す
る
論
者
が
﹆
そ
の
根
拠

と
し
て
人
間
の
尊
厳
を
援
用
し
て
い
る
。
生
殖
の
権
利
＝
基
本
的
権
利
説
を
主
張
す
る
代
表
的
論
者
で
あ
る J. A

. R
obertson 

は
﹆
す
で

に
別
稿
で
論
じ
た
（
8
（

よ
う
に
﹆﹁
私
た
ち
す
べ
て
の
人
間
の
尊
厳
が
﹆
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
﹂
と
い
う
主
張
か
ら
出
発
す
る
。
彼
の
言

う
﹁
尊
厳
﹂
は
﹆
自
律
﹆
決
定
す
る
自
由
﹆
選
択
す
る
自
由
を
意
味
す
る
。R

obertson

は
﹆
最
高
裁
判
例
も
肯
定
す
る
﹁
産
ま
な
い
権
利
﹂

︵
避
妊
の
権
利
﹆
中
絶
の
権
利
︶＝﹁
基
本
的
権
利
﹂
か
ら
そ
の
議
論
を
種
発
さ
せ
る
。
そ
こ
か
ら
﹆R

obertson

は
﹆
産
ま
な
い
権
利
と
産

む
権
利
は
コ
イ
ン
の
両
面
の
関
係
に
あ
る
の
で
﹆
産
む
権
利
も
﹁
基
本
的
権
利
﹂
で
あ
る
。
そ
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
﹆
す
べ
て
の
手

段
を
用
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
9
（

。
つ
ま
り
﹆
不
妊
に
悩
む
カ
ッ
プ
ル
が
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
手
段
を
用
い
て
子
供
を
産
む
自
由

も
﹆﹁
基
本
的
権
利
﹂
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
そ
れ
に
対
す
る
制
約
も
最
も
厳
格
度
の
高
い
審
査
基
準
で
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
﹆
基

本
的
に
制
約
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
﹆R

obertson

の
見
解
に
ひ
と
つ
の
典
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
﹆
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
人
間
の
尊
厳
論

は
﹆
権
利
基
底
的
な
そ
れ
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
考
察
す
る
核
心
的
問
題
は
﹆
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
で
は
権
利
基
底
的
人
間
の
尊
厳
論
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
か
﹆
で
あ
る
。
ま
ず
﹆
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53 アメリカ合衆国憲法と人間の尊厳

ど
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
﹆
人
間
の
尊
厳
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
﹆
確
認
し
た
い
。
さ
ら
に
﹆
そ
の

よ
う
な
人
間
の
尊
厳
論
の
ア
メ
リ
カ
的
淵
源
を
探
求
す
る
た
め
に
﹆
植
民
地
時
代
か
ら
ア
メ
リ
カ
憲
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
政
治
思
想
を
跡

づ
け
る
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
理
論
的
対
立
が
﹆
現
代
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
共
和
主
義
の
論
争
と
い
う
今
日
の

問
題
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

Ⅱ
．
連
邦
最
高
裁
判
例
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳

1
．
人
間
の
尊
厳
と
選
択
の
自
由

ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
場
合
に
は
﹆
判
決
に
お
い
て
人
間
の
尊
厳
が
頻
繁
に
登
場
す
る
。
他
方
で
﹆
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
判

決
の
場
合
に
は
﹆
人
間
の
尊
厳
が
憲
法
上
規
定
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
﹆
人
間
の
尊
厳
が
判
決
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
は
な
い
。
そ
の

よ
う
な
一
般
的
状
況
の
な
か
で
﹆
注
目
さ
れ
る
の
は
﹆
生
命
の
始
ま
り
と
終
焉
に
か
か
わ
る
判
決
に
お
い
て
人
間
の
尊
厳
へ
の
言
及
が
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

︵
1
︶
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利

連
邦
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
自
律
論
が
明
確
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
判
決
の
流
れ
を
概
観
す
る
た
め
に
は
﹆
個
人
の
権
利
と
し
て
の

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
の
容
認
が
起
点
と
な
っ
た
。
国
家
権
力
に
対
す
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
を
認
め
た
二
つ
の
判
決
に
つ
い
て
確

認
し
て
お
き
た
い
。
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①G
risw

old v. C
onneticut, 381 U

.S. 479

︵1965

︶

G
risw

old 

判
決
は
﹆
修
正
一
条
﹆
三
条
﹆
四
条
﹆
五
条
﹆
九
条
の
各
条
項
か
ら
の
放
射
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
﹁
半
影
﹂︵penum

bras

︶

を
根
拠
に
し
て
﹆
夫
婦
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
し
て
避
妊
の
自
由
を
認
め
た
。G

risw
old

判
決
は
﹆
い
わ
ば
夫
婦
の
寝
室
を
プ
ラ
イ
ヴ
ァ

シ
ー
︵
閉
ざ
さ
れ
た
私
的
空
間
︶
と
し
て
保
護
し
﹆﹁
夫
婦
の
寝
室
内
﹂
へ
の
警
察
官
の
立
ち
入
り
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
﹆
閉

ざ
さ
れ
た
私
的
空
間
に
お
け
る
あ
る
種
の
行
為
を
政
府
の
制
約
な
し
に
保
護
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
﹆G

risw
old 

判
決
を
﹁
プ

ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
に
よ
っ
て
個
人
の
選
択
が
確
保
さ
れ
る
（
10
（

﹂
こ
と
を
認
め
た
判
決
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

②E
isenstadt v. B

aird, 405 U
.S. 438

︵1972

︶

G
risw

old 

判
決
の
こ
の
よ
う
な
趣
旨
は
﹆
一
六
歳
未
満
の
未
成
年
者
に
避
妊
具
の
販
売
を
禁
じ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
を
違
憲
と
し
た

E
isenstadt 

判
決
に
お
い
て
﹆
結
婚
生
活
と
関
係
な
く
﹆
よ
り
一
般
的
に
拡
大
さ
れ
る
。

法
廷
意
見
は
﹆﹁
も
し
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
に
何
が
し
か
の
意
味
が
あ
る
な
ら
ば
﹆
そ
れ
は
﹆
結
婚
し
て
い
る
か
独
身
で
あ
る
か
に

か
か
わ
ら
ず
﹆
子
供
を
産
む
か
否
か
の
決
定
の
よ
う
な
﹆
人
に
基
本
的
に
影
響
を
与
え
る
事
柄
に
対
す
る
政
府
の
不
当
な
侵
入
か
ら
の
自
由

と
い
う
﹆
個
人
の
権
利
で
あ
る
﹂︵405 U

.S., at 453
︶
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
﹆
ア
メ
リ
カ
判
例
に
お
い
て
は
﹆
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
の
な
か
に
﹆
い
わ
ゆ
る
自
己
決
定
権
が
含
ま
れ
て
い
る
。

︵
2
︶
妊
娠
中
絶
の
権
利

①R
oe v. W

ade, 431 U
.S. 678

︵1973

︶

さ
ら
に
﹆
妊
娠
中
絶
を
制
約
す
る
テ
キ
サ
ス
州
法
を
違
憲
無
効
と
し
たR

oe 
判
決
（
11
（

に
お
い
て
﹆
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
な
か
に
自
己
決

定
権
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
﹆
一
層
明
確
に
な
る
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
﹆﹁
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
は
﹆
…
…
修
正
一
四
条
に
規
定
さ
れ
た

﹃
個
人
の
自
由
﹄
お
よ
び
﹃
州
政
府
の
行
為
へ
の
制
限
﹄
と
い
う
概
念
に
基
礎
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
﹆
…
…
そ
れ
は
﹆〝
妊
娠
中
絶
す
る
か
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し
な
い
か
〟
と
い
う
女
性
の
決
定
を
含
む
ほ
ど
広
い
も
の
で
あ
る
﹂︵410 U

.S., at 153

︶。

②C
arey v. Populations Services International, 431 U

.S. 678

︵1977

︶

C
arey 

判
決
に
お
い
て
﹆
初
め
て
自
律
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
観
念
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
法
廷
意
見
は
﹆

﹁﹃
出
産
に
か
か
わ
る
個
人
の
自
律
へ
の
憲
法
上
の
保
護
が
﹆
そ
の
よ
う
な
要
素
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
﹄
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
き
た
﹂︵431 U

.S., at 453

︶﹆
と
述
べ
て
い
る
（
12
（

。

③T
hornburgh v. A

m
erican C

ollege of O
bstetricians, 476 U

.S. 747

︵1986

︶

T
hornburgh 

判
決
で
は
﹆﹁
中
絶
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
…
…
女
性
の
決
定
以
上
に
﹆
ま
さ
に
正
真
正
銘
に
私
的
そ
の
も
の
で
あ

り
﹆
個
人
の
尊
厳
お
よ
び
自
律
に
と
っ
て
よ
り
基
本
的
な
決
定
は
﹆
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
選
択
を
自
由
に
行
う
女
性
の
権

利
は
﹆
間
違
い
な
く
基
本
的
権
利
な
の
で
あ
る
﹂︵476 U

.S., at 772

︶﹆
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
﹆
本
判
決
で
は
﹆﹁
個
人
の

尊
厳
お
よ
び
自
律
﹂
と
両
者
が
併
記
さ
れ
た
形
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

④Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. C
asey, 505 U

.S. 833

︵1992

︶

C
asey 

判
決
（
13
（

で
は
﹆
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
法
が
定
め
る
中
絶
に
関
す
る
条
件
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
が
﹆
裁
判
官
の
意
見
が
複
雑

に
入
り
組
み
﹆
同
意
意
見
と
部
分
的
反
対
意
見
が
つ
い
て
い
る
。

当
該
州
法
は
﹆
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
．，未
成
年
者
が
中
絶
す
る
場
合
に
は
﹆
両
親
の
一
方

の
同
意
を
得
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
．，婚
姻
中
の
女
性
の
場
合
に
は
﹆
夫
へ
通
知
し
た
旨
を
記
載
し
た
文
書
に
署
名
す
る
こ
と
等
の
規

制
を
設
け
て
い
た
。
連
邦
最
高
裁
は
﹆
そ
れ
ら
の
要
件
の
う
ち
夫
へ
の
通
知
要
件
の
み
を
﹆
女
性
に
﹁
不
当
な
負
担
﹂
を
負
わ
せ
る
と
し

て
﹆
違
憲
と
し
た
。

O
’C

onnor, K
ennedy, Souter 

三
名
の
共
同
意
見
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
は
﹆
尊
厳
と
選
択
の
自
由
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
法
廷

意
見
に
よ
れ
ば
﹆﹁
選
択
は
﹆
個
人
の
尊
厳
と
自
律
に
と
っ
て
核
心
で
あ
る
選
択
は
﹆
修
正
一
四
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
自
由
の
中
心
に
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あ
る
。
自
由
の
中
心
部
に
は
﹆
存
在
﹆
意
義
﹆
世
界
﹆
そ
し
て
人
生
の
神
秘
に
関
す
る
自
己
の
観
念
を
定
め
る
権
利
が
あ
る
﹂︵505 U

.S., 

at 851
︶。
そ
し
て
﹆
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
は
﹁
人
間
が
生
涯
で
な
し
う
る
最
も
親
密
か
つ
個
人
的
な
選
択
﹆
個
人
の
尊
厳
お
よ
び
自
律
に

と
っ
て
中
心
的
な
選
択
を
﹂
保
護
す
る
も
の
で
あ
り
﹆﹁
自
由
の
核
心
に
は
﹆
存
在
﹆
意
味
﹆
宇
宙
﹆
お
よ
び
人
間
の
性
の
神
秘
に
つ
い
て

の
各
人
の
概
念
を
定
義
す
る
権
利
が
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
の
信
念
が
政
府
の
強
制
の
も
と
で
形
成
さ
れ
る
な
ら
ば
﹆
そ
の

よ
う
な
信
念
が
人
格
の
徳
性
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
﹂︵505 U

.S., at 688

︶﹆
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

Stevens

一
部
同
意
﹆
一
部
反
対
意
見
は
﹆﹁
憲
法
上
の
選
択
の
自
由
の
部
分
は
﹆
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
に
与
え
ら
れ
る
平
等
な
尊
厳
で
あ

る
﹂︵505 U

.S., at 920

︶﹆
と
述
べ
て
い
る
。

O
’C

onnor 

ら
三
名
の
共
同
意
見
も Stevens 

意
見
も
﹆
尊
厳
と
自
律
と
を
併
記
し
て
い
る
が
﹆
両
者
の
関
係
は
分
明
で
は
な
い
。
ど
ち

ら
の
意
見
も
﹆
尊
厳
を
選
択
の
自
由
と
結
び
つ
け
て
捉
え
て
い
る
。
本
判
決
で
は
﹆
女
性
に
﹁
不
当
な
負
担
﹂︵undue burden

︶
を
課
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
中
絶
へ
の
条
件
づ
け
を
是
認
し
て
い
る
﹆
両
意
見
が
異
な
る
の
は
﹆
何
を
も
っ
て
﹁
不
当
な
負
担
﹂
と
考
え
る
か
で
あ

る
。︵

3
︶
生
命
の
終
焉
と
人
間
の
尊
厳

①C
ruzan v. D

irector, M
o. D

ep ’t of H
ealth, 497 U

.S. 261
︵1990

︶
C

ruzan

は
﹆
一
九
八
三
年
一
月
の
交
通
事
故
に
よ
っ
て
遷
延
的
植
物
状
態
に
な
っ
た
。
両
親
は
﹆
人
工
的
な
水
分
・
栄
養
分
補
給
を
中

止
す
る
よ
う
に
病
院
に
求
め
た
が
﹆
病
院
側
拒
否
。
両
親
は
ミ
ズ
ー
リ
ー
州
の
事
実
審
裁
判
所
か
ら
そ
の
許
可
を
得
た
。
し
か
し
﹆
州
最
高

裁
は
﹆
州
の
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
ウ
イ
ル
法
が
定
め
る
書
式
ま
た
は
明
確
で
説
得
的
な
証
拠
が
必
要
で
あ
る
が
﹆
本
件
で
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が

示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
﹆
水
分
・
養
分
補
給
の
中
止
は
認
め
ら
れ
な
い
﹆
と
判
示
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
﹆
五
対
四
と
い
う
僅
差
で
あ
っ

た
が
﹆
原
判
決
を
維
持
し
た
（
14
（

。
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法
廷
意
見
は
﹆
判
断
能
力
の
あ
る
者
に
は
望
ま
な
い
医
療
を
拒
否
す
る
こ
と
に
つ
き
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
自
由
の
利
益
を
有
す
る
と

い
う
原
理
の
先
例
か
ら
の
推
論
可
能
性
を
認
め
る
。
そ
し
て
﹆
判
断
能
力
の
な
い
者
の
場
合
に
関
し
て
﹆
法
廷
意
見
は
﹆
下
級
審
判
決

︵Superintendent of B
elchertow

n State School v. Salkew
icz, 373 M

ass. 728

［1977

］︶
に
言
及
し
て
い
る
。
当
該
下
級
審
判
決
は
﹆

重
い
知
的
障
碍
を
も
つ
六
七
歳
の
男
性
が
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
と
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
権
利
に
基
づ
い
て
化
学
療
法
の

抑
制
を
求
め
る
訴
え
を
認
め
た
判
決
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
﹆
障
碍
を
も
た
な
い
人
も
障
碍
を
も
つ
人
も
同
じ
権
利
を
有
す
る
﹆﹁
な
ぜ
な

ら
人
間
の
尊
厳
の
価
値
は
双
方
に
及
ぶ
﹂
と
い
う
当
該
下
級
審
判
決
の
判
示
を
引
用
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
法
廷
意
見
は
﹆
原
判
決
を
支
持
し
た
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
﹆
判
断
能
力
を
欠
い
て
い
る
よ
う
な
者
の
場
合
に
は
代

行
者
に
よ
る
表
明
が
必
要
と
な
る
と
し
て
﹆
州
は
代
行
者
に
対
す
る
要
件
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
﹆
州
は
人
間
生
命
を
保
護

す
る
利
益
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
﹆﹁
生
と
死
と
の
間
の
選
択
は
極
め
て
個
人
的
な
﹆
明
白
で
か
つ
圧
倒
的
な
最
終
性
を
有
す
る

決
定
で
あ
る
﹂
の
で
﹆
州
は
﹆
こ
の
決
定
の
個
人
的
で
あ
る
と
い
う
要
素
を
よ
り
厳
格
な
証
拠
上
の
要
件
を
課
す
こ
と
で
保
護
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
州
は
﹆
生
命
の
﹁
質
﹂
を
考
慮
に
入
れ
ず
に
﹆
生
命
保
護
に
対
す
る
無
条
件
の
利
益
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
家
族

は
強
い
感
情
を
有
し
て
い
る
が
﹆
そ
れ
は
必
ず
し
も
利
害
を
離
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
本
件
で
は
﹆
ミ
ズ
ー
リ
ー
州
法
が
課
し
て
い
る

要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

O
’C

ooner 

同
意
意
見
も
﹆
患
者
の
尊
厳
を
理
由
に
し
て
﹆
医
療
方
法
を
決
定
す
る
自
由
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
﹆
患
者
の

意
志
に
反
す
る
手
続
は
﹆﹁
患
者
の
自
由
﹆
尊
厳
﹆
そ
し
て
彼
女
自
身
の
扱
い
の
方
法
を
決
定
す
る
自
由
に
負
担
を
負
わ
せ
る
。
適
正
手
続

条
項
は
﹆
医
療
行
為
を
拒
否
す
る
自
由
の
利
益
を
保
障
し
て
お
り
﹆
水
分
・
栄
養
補
給
も
身
体
へ
の
侵
入
と
そ
の
拘
束
を
伴
う
以
上
﹆
か
か

る
医
療
行
為
に
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
﹆
代
行
者
に
よ
る
決
定
も
﹆
必
要
な
場
合
に
は
憲
法
上
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
判
断

能
力
を
失
っ
た
と
き
に
医
療
を
拒
否
す
る
こ
と
に
関
し
て
﹆
予
め
明
確
に
表
明
し
て
お
く
人
は
少
な
い
の
で
あ
る
﹂。

B
rennan 

反
対
意
見
︵M

arshall, B
lackm

un

同
調
︶
は
﹆
い
わ
ゆ
る
植
物
状
態
に
あ
る
状
態
を
﹁
本
人
が
尊
厳
を
失
っ
た
状
態
﹂
と
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捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
﹆
反
対
意
見
に
よ
れ
ば
﹆C

ruzan

は
﹆
望
ま
な
い
人
工
的
な
栄
養
・
水
分
補
給
か
ら
解
放
さ
れ
る
﹁
基
本
的
権
利
﹂

を
有
し
﹆
こ
れ
は
い
か
な
る
州
の
利
益
よ
り
も
優
先
す
る
。
州
が
定
め
る
手
続
は
﹆
過
度
の
手
続
的
障
碍
と
い
え
﹆
こ
の
﹁
基
本
的
権
利
﹂

を
侵
害
す
る
。
法
廷
意
見
は
﹆
治
療
を
中
止
す
る
と
い
う
決
定
が
誤
っ
て
い
る
場
合
に
﹆
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
を
招
く
と
い
う
が
﹆

そ
の
こ
と
は
治
療
を
中
止
し
な
い
と
い
う
決
定
が
誤
っ
て
い
た
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
本
人
の
尊
厳
を
失
っ
た
存
在
は
継
続
し
﹆
家
族
の

苦
痛
は
長
引
き
﹆
本
人
の
残
す
思
い
出
は
歪
め
ら
れ
る
。

②W
ashington v. G

lucksberg, 521 U
.S. 702

︵1997

︶

連
邦
最
高
裁
は
﹆
憲
法
上
の
特
別
の
保
護
が
付
与
さ
れ
る
﹆
つ
ま
り
﹆
そ
れ
を
制
約
す
る
法
令
の
合
憲
性
が
﹁
厳
格
審
査
の
基
準
﹂
に

よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
権
利
・
利
益
を
﹁
基
本
的
権
利
﹂
と
呼
ん
で
い
る
。G

lucksberg 

判
決
（
15
（

で
は
﹆
自
殺
幇
助
器
具
を
用
い
て
﹁
死
を
早

め
る
権
利
﹂
が
﹁
基
本
的
権
利
﹂
で
あ
る
か
否
か
が
﹆
争
わ
れ
た
。
法
廷
意
見
は
﹆﹁
基
本
的
権
利
﹂
性
の
認
定
基
準
と
し
て
﹆﹁
高
度
に

個
人
的
で
﹆
親
密
な
決
定
﹂
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
﹆﹁
歴
史
・
伝
統
﹂
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。
そ
し
て
﹆
法
廷
意
見
は
﹆C

ruzan

判
決
と

の
違
い
を
強
調
す
る
。C

ruzan 

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
﹆﹁
自
分
自
身
の
死
を
早
め
る
権
利
﹂
で
は
な
く
﹆﹁
判
断
能
力
が
あ
る
人
の
﹆

生
命
維
持
の
た
め
の
水
分
・
栄
養
分
補
給
を
拒
否
す
る
憲
法
上
の
権
利
﹂
で
あ
る
。
そ
れ
は
﹆
コ
モ
ン
・
ロ
ー
な
ど
で
長
く
保
護
さ
れ
て
き

た
伝
統
を
有
す
る
の
で
﹆﹁
基
本
的
権
利
﹂
と
い
え
る
。
し
か
し
﹆
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
殺
幇
助
器
具
を
用
い
て
﹁
死
を
早
め
る

権
利
﹂
は
﹆
そ
の
よ
う
な
保
護
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
と
し
て
﹆﹁
基
本
的
権
利
﹂
性
を
否
定
し
た
。

G
lucksberg 

判
決
は
﹆
自
殺
幇
助
器
具
を
用
い
て
﹁
死
を
早
め
る
﹂
こ
と
が
個
人
の
自
律
に
委
ね
ら
れ
た
事
柄
で
は
な
い
﹆
と
し
た
判

決
と
い
え
る
。
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︵
4
︶
性
的
行
為
へ
の
寛
容

①B
ow

ers v. H
ardw

ick, 478 U
.S. 186

︵1986

︶

B
ow

ers 
判
決
（
16
（

で
は
﹆
ソ
ド
ミ
ー
行
為
を
犯
罪
と
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
判
決
は
﹆
七
対
二
で
﹆
合
憲
判
決
で

あ
っ
た
。

従
来
﹆
連
邦
最
高
裁
が
﹁
基
本
的
権
利
﹂
と
認
め
て
き
た
の
は
﹆
結
婚
︵Loving v. V

irginia,388 U
.S. 1

［1967

］︶﹆
子
ど
も
を
も
つ

権
利
︵Skinner v. O

klahom
a, 316 U

.S. 535

［1942

］︶﹆
自
分
の
子
ど
も
の
教
育
と
躾
を
指
図
す
る
権
利
︵M

eyer v. N
ebraska, 262 

U
.S. 390

［1923

］; Pierce v. Society of Sisters, 268 U
.S. 510

［1925

］︶﹆
夫
婦
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
︵G

risw
old

判
決
︶﹆
避
妊
具
を

使
用
す
る
権
利
︵G

risw
old 

判
決
﹆E

isenstadt 

判
決
︶﹆
そ
し
て
身
体
の
完
全
性
︵R

ochin v. C
alifornia, 342 U

.S. 165

［1952

］︶﹆
そ

し
て
中
絶
の
権
利
︵C

asey

判
決
︶
で
あ
る
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
﹆
ソ
ド
ミ
ー
行
為
の
自
由
は
﹆﹁
基
本
的
権
利
﹂
と
認
め
ら
れ
て
い
る

い
か
な
る
権
利
と
も
類
似
し
て
い
な
い
。﹁
基
本
的
権
利
﹂
と
い
え
る
の
は
﹁
そ
れ
を
犠
牲
に
し
て
の
自
由
や
正
義
が
あ
り
得
な
い
よ
う
な
﹆

秩
序
あ
る
自
由
の
観
念
に
含
ま
れ
る
基
本
的
自
由
﹂
や
﹁
こ
の
国
の
歴
史
と
伝
統
に
深
く
根
づ
い
た
﹂
自
由
で
あ
る
。
家
族
﹆
婚
姻
﹆
生
殖

と
同
性
愛
行
為
と
の
間
の
関
係
は
﹆
何
ら
立
証
さ
れ
て
い
な
い
。

同
性
愛
行
為
を
高
度
に
個
人
的
で
﹆
親
密
な
関
係
に
お
け
る
行
為
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
﹆
法
廷
意
見
は
﹆﹁
高
度
に
個

人
的
で
﹆
親
密
な
決
定
﹂
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
﹆G

lucksberg 
判
決
が
採
用
し
た
﹁
歴
史
・
伝
統
﹂
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
﹆
同
性
愛

行
為
を
禁
止
す
る
州
法
を
合
憲
と
し
た
。

②Law
rence v. Texas, 539 U

.S. 558

︵2003

︶

B
ow

ers 

判
決
か
ら
一
七
年
後
﹆
同
性
愛
に
対
す
る
社
会
的
認
知
度
も
高
ま
る
と
と
も
に
﹆
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
の
多
く
が
交
代
し
た

︵B
ow

ers 

判
決
に
関
与
し
た
九
名
の
う
ち
﹆
五
名
が
交
代
し
て
い
る
。︶
こ
と
も
あ
っ
て
か
﹆Law

rence 

判
決
（
17
（

は
同
性
愛
行
為
を
規
制
す
る

ky5012米憲法e偶.indd   59 11.7.25   2:09:05 PM



60

州
法
を
違
憲
と
し
た
。

法
廷
意
見
で
注
目
さ
れ
る
の
は
﹆
尊
厳
と
選
択
の
自
由
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
﹆
自
由
は
﹆
住
所
や
私
的
場
所
へ
の
進
入
か
ら
人
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
﹆
さ
ら
に
空
間
的
限
界
を
超
え
て
ひ
ろ
が

り
﹆
思
想
﹆
心
情
﹆
表
現
﹆
親
密
な
行
為
の
自
由
な
ど
が
保
護
さ
れ
る
。B
ow

ers 

判
決
は
﹆﹁
ソ
ド
ミ
ー
行
為
を
行
う
自
由
﹂
の
﹁
基
本
的

権
利
﹂
性
を
問
題
に
し
た
が
﹆
結
婚
が
性
交
渉
の
権
利
に
つ
き
る
と
い
う
の
と
同
様
に
﹆
主
張
を
過
小
評
価
し
て
い
る
。
本
件
州
法
は
﹆
性

行
為
を
禁
止
す
る
だ
け
で
は
な
く
﹆
選
択
の
自
由
に
含
ま
れ
る
人
間
関
係
の
構
築
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
成
人
は
こ
の
関

係
を
構
築
し
て
自
由
人
と
し
て
の
尊
厳
を
保
つ
の
で
あ
り
﹆
憲
法
は
同
性
愛
者
が
こ
の
選
択
を
す
る
権
利
を
認
め
て
い
る
。

法
廷
意
見
は
﹆B

ow
ers 

判
決
が
依
拠
し
た
歴
史
に
関
し
て
も
批
判
を
投
げ
か
け
る
。
ソ
ド
ミ
ー
処
罰
の
歴
史
の
起
源
は
古
い
も
の
で
は

な
く
﹆
各
州
が
同
性
愛
行
為
を
処
罰
対
象
に
し
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。
ま
た
﹆B

ow
ers 

判
決
時
に
は
二
五
州
に
ソ
ド
ミ
ー

法
が
あ
っ
た
が
﹆
現
在
で
は
一
三
州
に
減
っ
て
い
る
。
そ
し
て
﹆
そ
の
一
三
州
に
お
い
て
も
﹆
合
意
に
基
づ
く
大
人
の
私
的
な
ソ
ド
ミ
ー
行

為
に
対
し
て
は
ソ
ド
ミ
ー
禁
止
法
が
執
行
さ
れ
て
い
な
い
。
同
性
愛
者
も
自
律
に
基
づ
く
核
心
的
な
選
択
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
諸

外
国
も
﹆
同
性
愛
行
為
を
容
認
す
る
方
向
に
あ
る
。

先
例
拘
束
の
法
理
に
基
づ
く
反
対
意
見
に
対
し
て
﹆
法
廷
意
見
は
﹆
先
例
拘
束
の
法
理
は
判
決
の
尊
重
と
法
の
安
定
の
た
め
に
重
要
だ

が
﹆
絶
対
的
で
は
な
い
し
﹆B

ow
ers 

判
決
は
変
更
を
許
さ
な
い
ほ
ど
個
人
と
社
会
の
信
頼
を
得
て
い
な
い
﹆
と
批
判
す
る
。
適
正
手
続
条

項
の
自
由
に
対
す
る
権
利
は
﹆
政
府
の
干
渉
を
受
け
ず
に
行
為
に
従
事
す
る
完
全
な
権
利
を
与
え
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
州
法
は
正
当
な

目
的
を
促
進
せ
ず
﹆
個
人
の
私
生
活
へ
の
干
渉
を
正
当
化
で
き
な
い
と
し
て
﹆
法
廷
意
見
は
当
該
州
法
を
違
憲
と
し
た
。

先
例
拘
束
の
法
理
に
基
づ
い
てB

ow
ers 

判
決
を
変
更
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
反
対
意
見
に
よ
れ
ば
﹆
ソ
ド
ミ
ー
行
為
は
﹆
歴
史
と
伝
統

に
根
ざ
し
た
﹁
基
本
的
権
利
﹂
と
は
い
え
な
い
。
法
廷
意
見
に
よ
る
外
国
の
事
例
へ
の
言
及
も
﹆
無
意
味
な
傍
論
に
す
ぎ
な
い
。
民
主
主
義

的
手
続
に
よ
っ
て
同
性
愛
者
の
地
位
向
上
を
図
る
の
は
よ
い
が
﹆
新
た
な
憲
法
上
の
権
利
を
創
造
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
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2
．
人
身
の
自
由
と
人
間
の
尊
厳

刑
事
手
続
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
判
決
の
な
か
に
﹆
人
間
の
尊
厳
を
国
家
権
力
へ
の
制
限
と
し
て
位
置
づ
け
る
判
決
が
あ
る
。

︵
1
︶
適
正
手
続
と
人
間
の
尊
厳

R
ochin v. C

alifornia
︵342 U

.S. 165

［1952

］︶
判
決
は
﹆ 

適
正
手
続
が
証
拠
を
回
収
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
身
体
へ
の
侵
襲
を
排
除

す
る
の
は
﹆
そ
の
よ
う
な
手
続
が
﹁
粗
暴
で
﹂
同
時
に
そ
れ
ら
が
﹁
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
侮
辱
﹂
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
﹆
と
判
示
し
て
い

る
。R

ochin 

判
決
で
は
﹆
人
間
の
尊
厳
と
適
正
手
続
条
項
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

︵
2
︶
死
刑
と
人
間
の
尊
厳

①G
regg v. G

eorgia, 428 U
.S. 153

︵1976

︶

連
邦
最
高
裁
は
﹆
脱
走
兵
に
対
す
る
合
衆
国
市
民
権
剥
奪
と
い
う
制
裁
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
一
九
五
八
年
のT

rop v. D
ulles

︵356 

U
.S. 86

︶
判
決
に
お
い
て
﹆﹁
修
正
八
条
の
基
礎
に
あ
る
基
本
的
観
念
は
﹆
人
間
の
尊
厳
︵the dignity of m

an

︶
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
﹂
と
述
べ
つ
つ
﹆
修
正
八
条
が
禁
止
す
る
﹁
残
酷
で
過
度
の
刑
罰
﹂
の
判
断
基
準
と
し
て
﹁
社
会
の
成
熟
度
を
示
す
進
展
す
る
品
位
の
基

準
﹂︵“the evolving standards of decency that m

arks the progress of a m
aturing society ”

︶
を
定
立
し
た
。

連
邦
最
高
裁
は
﹆
一
九
七
二
年
のFurm

an v. G
eorgia

︵408 U
.S. 238

︶
に
お
い
て
﹆
五
対
四
の
僅
差
で
は
あ
っ
た
が
﹆
初
め
て
死
刑

を
違
憲
と
す
る
判
決
を
下
し
た
。
そ
の
四
年
後
﹆
連
邦
最
高
裁
はG

regg v. G
eorgia 

判
決
（
18
（

に
お
い
て
﹆Furm

an 

判
決
が
未
解
決
の
ま
ま

残
し
た
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
の
合
憲
性
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
た
。
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G
regg

判
決
は
﹆
七
対
二
で
﹆
問
題
と
な
っ
た
州
法
を
違
憲
と
し
た
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
﹆
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
﹆
現
在
の
社
会
の

﹁
進
展
す
る
品
位
の
基
準
﹂
に
合
致
し
て
い
る
が
﹆﹁
人
間
の
尊
厳
︵the dignity of m

an

︶﹂
と
い
う
観
念
と
調
和
し
て
い
な
い
。

G
regg

判
決
は
﹆﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
をK

ant

の
第
二
定
言
命
法
の
内
容
で
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
判
示
を
し
て
い
る
。
法
廷
意

見
に
よ
れ
ば
﹆﹁
死
刑
と
い
う
処
罰
に
お
け
る
宿
命
的
な
憲
法
上
の
道
徳
的
欠
点
は
﹆
そ
れ
が
人
類
の
メ
ン
バ
ー
を
人
間
以
外
の
物
と
し
て
﹆

す
な
わ
ち
﹆
弄
ば
れ
捨
て
ら
れ
る
客
体
と
し
て
扱
う
こ
と
で
あ
る
。［
そ
れ
は
］
最
も
卑
劣
な
犯
罪
者
で
さ
え
も
共
通
の
人
間
の
尊
厳
を
有

す
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
本
条
項
の
基
本
的
前
提
と
一
致
し
な
い
﹂︵428 U

.S., at 230-231

︶。

G
regg

判
決
は
﹆﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
の
内
容
と
し
て
﹆
少
な
く
と
も
刑
が
過
度
で
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
過
度
と
は
﹆
不
必
要
で
不

当
な
苦
痛
を
与
え
る
刑
や
犯
罪
の
重
さ
と
の
均
衡
を
著
し
く
欠
い
た
刑
を
科
す
場
合
を
意
味
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
﹆
罪
刑
の
均
衡

の
要
請
（
19
（

は
実
体
的
適
正
さ
の
一
内
容
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
の
で
﹆﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
と
い
う
観
念
か
ら
導
か
れ
る
独
自
の
内

容
と
し
て
は
﹆
不
必
要
で
不
当
な
苦
痛
を
与
え
る
刑
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

② R
oper v. Sim

m
ons, 543 U

.S. 551

︵2005
︶

連
邦
最
高
裁
は
﹆
未
成
年
者
に
対
す
る
死
刑
の
合
憲
性
に
関
し
て
﹆
時
々
の
社
会
の
成
熟
度
を
示
す
﹁
進
展
す
る
品
位
﹂
の
評
価
如
何

に
よ
っ
て
﹆
そ
の
結
論
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
一
九
八
八
年
のT

hom
pson v. O

klahom
a ︵487 U

.S. 815

︶
判
決
は
﹆
犯
行
時
一
五
歳
で

あ
っ
た
少
年
に
死
刑
を
科
す
州
法
を
違
憲
と
し
た
。
そ
の
翌
年
に
下
さ
れ
たStanford v. K

entucky ︵492 U
.S. 361

︶
で
は
﹆
五
対
四
の

僅
差
で
は
あ
っ
た
が
﹆
犯
行
時
一
六
歳
﹆
一
七
歳
の
少
年
に
死
刑
を
科
す
州
法
を
合
憲
と
し
た
。
こ
の
一
年
間
で
の
﹁
進
展
す
る
品
位
﹂
に

関
す
る
評
価
の
変
化
の
理
由
は
﹆
未
成
年
者
に
対
す
る
死
刑
を
規
定
す
る
州
の
数
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹆T

hom
pson

判
決
当
時
は
﹆
刑
罰

と
し
て
死
刑
を
規
定
し
て
い
る
三
八
州
の
う
ち
三
〇
州
が
少
年
に
対
す
る
死
刑
を
禁
止
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
﹆Stanford

判
決
当
時

に
は
﹆
三
七
州
の
う
ち
二
五
州
が
一
七
歳
の
少
年
へ
の
死
刑
を
定
め
て
い
た
。

し
か
し
﹆
連
邦
最
高
裁
は
﹆
二
〇
〇
五
年
のR

oper v. Sim
m

ons 

判
決
（
20
（

に
お
い
て
﹆
五
対
四
の
僅
差
で
は
あ
っ
た
が
﹆Stanford

判
決
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を
覆
し
た
。R

oper

判
決
で
も
﹆﹁
修
正
八
条
は
﹆
す
べ
て
の
人
の
尊
厳
︵the dignity of all person

︶
を
尊
重
す
る
義
務
を
再
確
認
す
る
﹂

も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
﹆
法
廷
意
見
は
﹆﹁
進
展
す
る
品
性
﹂
と
い
う
社
会
の
価
値
観
﹆
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
測
る

客
観
的
指
標
と
し
て
﹆
州
法
及
び
陪
審
に
よ
る
死
刑
の
量
刑
判
断
﹆
処
刑
の
実
態
を
検
討
す
る
。
死
刑
を
定
め
る
三
八
州
の
う
ち
一
八
州
が

少
年
に
対
す
る
死
刑
を
禁
止
し
て
い
る
﹆
少
年
に
死
刑
を
認
め
る
州
で
も
実
際
に
死
刑
が
利
用
さ
れ
る
の
は
稀
で
あ
る
﹆
廃
止
し
て
い
る
州

で
少
年
に
対
す
る
死
刑
を
復
活
し
た
州
は
な
い
こ
と
等
か
ら
す
る
と
﹆
変
化
は
劇
的
と
は
い
え
な
い
が
﹆
依
然
と
し
て
廃
止
と
い
う
方
向
性

は
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
﹆
死
刑
に
反
対
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

次
に
﹆
法
廷
意
見
は
﹆
現
代
に
お
け
る
死
刑
と
い
う
刑
罰
の
妥
当
性
﹆
少
年
に
対
す
る
死
刑
が
罪
刑
の
均
衡
原
則
か
ら
し
て
﹁
残
虐
か
つ

異
常
な
刑
罰
﹂
に
あ
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
﹆
成
年
に
比
べ
て
少
年
は
未
熟
で
あ
り
﹆
責
任
感
も
未
発

達
で
あ
り
﹆
周
囲
か
ら
の
悪
影
響
を
受
け
や
す
い
し
﹆
そ
の
人
格
も
ま
だ
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
﹆
変
化
す
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
な

少
年
の
特
性
か
ら
す
る
と
﹆
応
報
に
関
し
て
﹆
一
般
に
有
責
性
が
低
い
と
い
え
る
。
か
り
に
一
般
的
に
は
死
刑
と
い
う
刑
罰
の
抑
止
力
が
肯

定
で
き
る
と
し
て
も
﹆
少
年
が
自
分
の
行
動
の
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
十
分
に
計
算
す
る
と
は
考
え
難
い
の
で
﹆
少
年
に
対
し
て
死
刑

の
抑
止
力
は
働
き
に
く
い
。
そ
う
す
る
と
﹆
少
年
に
対
し
て
死
刑
と
い
う
究
極
の
刑
罰
の
二
つ
の
重
要
な
目
的
を
果
た
す
と
は
い
え
な
い
の

で
﹆
死
刑
は
少
年
に
対
し
て
正
当
化
で
き
な
い
。

最
後
に
﹆
法
廷
意
見
は
﹆
そ
の
判
断
の
妥
当
性
確
認
の
た
め
に
外
国
や
条
約
の
動
向
に
言
及
し
て
い
る
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
﹆
先
進
国

で
は
合
衆
国
以
外
に
一
七
歳
以
下
の
少
年
を
死
刑
に
し
て
い
る
国
は
な
く
﹆
少
年
に
対
す
る
死
刑
を
禁
止
す
る
﹁
子
ど
も
の
権
利
条
約
﹂
な

ど
も
多
く
の
国
が
批
准
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
﹆
世
界
的
に
見
て
も
少
年
に
対
す
る
死
刑
が
﹁
残
酷
で
異
常
な
刑
罰
﹂
に
あ
た

る
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
判
例
変
更
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
﹆
デ
ー
タ
分
析
で
は
な
く
﹆
実
体
的
判
断
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
﹆
精

神
遅
滞
者
へ
の
死
刑
を
修
正
八
条
違
反
と
し
たA

tkins v. V
irginia ︵536 U

.S. 304

︶
判
決
（
21
（

の
影
響
と
い
え
る
。
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︵
3
︶
刑
務
所
内
で
の
暴
力

刑
務
所
内
で
起
き
た
暴
力
に
関
し
て
﹆
反
対
意
見
で
は
あ
る
が
﹆
問
題
と
な
っ
た
暴
力
は
人
間
の
尊
厳
に
抵
触
す
る
﹆
と
指
摘
し
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
﹆
修
正
八
条
は
﹆﹁
全
面
的
に
刑
罰
学
上
正
当
化
し
え
な
い
﹂︵R

ohdes v. C
hapm

an, 452 U
.S. 337, 345

-346

［1981

］, citing G
regg v. G

eorgia, 428 U
.S. 155, 183

［1976

］︶
す
べ
て
の
身
体
的
・
精
神
的
処
罰
を
禁
じ
て
お
り
﹆﹁
そ
の
よ
う
な

残
虐
行
為
は
﹆
拷
問
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
﹆
そ
し
て
人
間
の
尊
厳
の
い
か
な
る
現
代
的
基
準
︵any m

odern standard of hum
an 

dignity

︶
に
と
っ
て
も
侮
辱
的
で
あ
る
﹂︵U

.S. v. B
ally, 444 U

.S. 394, 423

［1980

］［B
lackm

un, J., dissenting

］︶。

3
．
人
権
制
約
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳

二
〇
〇
〇
年
に
﹆
連
邦
最
高
裁
は
﹆﹁
一
部
出
生
中
絶
﹂︵partial-birth abortion

︶
を
禁
止
す
る
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
法
の
合
憲
性
に
関
し

て
初
め
て
そ
の
判
断
を
示
し
た
。Stenberg v. C

arhart
︵530 U

.S. 914

［200

（
22
（0

］︶
判
決
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
当
該
州
法
を
﹆C

asey

判
決
で
求
め
ら
れ
て
い
る
﹁
母
親
の
健
康
…
…
を
守
る
た
め
の
﹂
例
外
規
定
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
﹆
違
憲
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
﹆Stenberg 

判
決
は
﹆﹁
一
部
出
生
中
絶
﹂
禁
止
自
体
を
違
憲
と
し
た
の
で
は
な
く
﹆
例
外
条
件
の
不
足
を
理
由
と
し
た
違

憲
判
決
で
あ
っ
た
。
真
正
面
か
ら
﹁
一
部
出
生
中
絶
﹂
禁
止
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
の
は
﹆
二
〇
〇
三
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
一
部
出
生

中
絶
禁
止
法
で
あ
っ
た
。

連
邦
議
会
は
﹆﹁
一
部
出
生
﹂
段
階
で
の
中
絶
を
禁
止
す
る
連
邦
法
を
制
定
す
る
に
あ
た
っ
て
﹆Stenberg 

判
決
を
考
慮
し
﹆
そ
し
て
そ

の
判
示
内
容
に
対
応
し
て
い
る
。
議
会
は
﹆
一
定
の
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
制
定
し
た
こ
と
を
明
記
す
る
。
つ
ま
り
﹆﹁
一
部
出
生
中
絶
を

行
う
行
為
は
﹆
非
人
間
的
な
処
置
で
あ
っ
て
﹆
決
し
て
医
学
的
に
必
要
で
な
く
﹆
禁
止
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
道
徳
的
﹆
医
学
的
﹆
倫
理
的
合
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意
が
存
在
し
て
い
る
﹂
と
い
う
事
実
認
定
で
あ
る
。
こ
の
事
実
認
定
は
﹆﹁
一
部
出
生
中
絶
﹂
の
定
義
に
つ
な
が
る
。﹁
一
部
出
生
中
絶
﹂
と

は
﹆﹁
中
絶
を
行
う
者
が
﹆︵
A
︶部
分
的
に
分
娩
さ
れ
﹆
生
き
て
い
る
胎
児
を
殺
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
識
し
て
そ
の
よ
う
な
外
的
行
為
を

行
う
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
﹆
熟
慮
し
た
う
え
で
﹆
か
つ
意
図
的
に
﹂﹆﹁
か
つ
︵
B
︶分
娩
の
完
了
以
外
の
﹆
部
分
的
に
分
娩
さ
れ
﹆
生
き

て
い
る
胎
児
を
殺
す
外
的
行
為
を
行
う
こ
と
﹂
で
あ
る
。
そ
し
て
﹆
連
邦
法
は
﹆
一
部
出
生
中
絶
が
許
さ
れ
る
例
外
を
母
体
の
生
命
を
救
う

た
め
だ
け
に
限
定
し
て
い
る
。

二
〇
〇
七
年
に
﹆
こ
の
連
邦
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
たG

onzales v. C
arhar

︵550 U
.S. 12

（
23
（4

︶
に
お
い
て
﹆
連
邦
最
高
裁
は
﹆
五
対
四

の
僅
差
で
﹆
当
該
連
邦
法
を
合
憲
と
し
た
。

法
廷
意
見
は
﹆
母
体
外
生
存
可
能
時
よ
り
前
に
は
﹆
州
は
﹆﹁
自
己
の
妊
娠
を
終
了
さ
せ
る
と
い
う
最
終
的
な
決
定
を
な
す
事
を
い
か
な

る
女
性
に
対
し
て
も
禁
止
し
得
な
い
﹂︵505 U

.S., at 879

︶
と
い
う C

asey 

判
決
の
基
準
を
適
用
し
て
判
断
し
て
い
る
。

州
は
﹆
こ
の
権
利
に
不
当
な
負
担
を
課
し
え
な
い
。
不
当
な
負
担
は
﹆
規
制
の
﹁
目
的
又
は
効
果
が
﹆
胎
児
が
母
体
外
生
存
可
能
時
に
到

達
す
る
前
に
中
絶
を
求
め
る
女
性
の
行
く
手
に
﹆
実
質
的
な
障
碍
を
置
く
﹂︵550 U

.S., at 878

︶
と
き
に
存
在
す
る
。
他
方
で
﹆﹁
州
ま
た

は
未
成
年
者
の
両
親
あ
る
い
は
保
護
者
が
未
出
生
者
の
生
命
に
対
す
る
心
か
ら
の
尊
重
を
表
明
し
う
る
よ
う
な
構
造
上
の
仕
組
み
を
た
だ
作

り
出
す
に
す
ぎ
な
い
だ
け
の
規
制
は
﹆
女
性
の
選
択
す
る
権
利
に
対
す
る
実
質
的
な
障
碍
で
な
い
と
き
に
は
﹆
許
さ
れ
る
﹂︵550 U

.S., at 

877

︶。
同
法
の
目
的
は
﹆
胎
児
が
出
産
過
程
の
完
了
の
ま
さ
に
数
イ
ン
チ
前
で
殺
さ
れ
る
中
絶
の
方
法
を
禁
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
﹆
同
法
は
﹆
人
間
生
命
の
尊
厳
に
対
す
る
尊
重
を
表
明
す
る
。
さ
ら
に
﹆
政
府
が
﹁
医
療
専
門
職
の
規
範
と
倫
理
を
保
護
す
る
利
益

を
有
す
る
︵G
lucksberg, 521 U

.S., at 731

［1997

］︶
こ
と
も
﹆
何
ら
疑
い
が
な
い
。

同
法
の
禁
止
が
常
に
重
大
な
健
康
の
危
険
を
女
性
に
課
す
か
否
か
に
つ
い
て
は
﹆
証
拠
書
類
で
立
証
さ
れ
た
医
学
的
な
見
解
の
不
一
致
が

存
在
す
る
。
問
題
は
﹆
こ
の
医
学
上
の
不
確
か
さ
が
存
在
す
る
場
合
に
﹆
同
法
が
有
効
で
あ
り
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
法

廷
は
﹆
医
学
上
﹆
科
学
上
の
不
確
か
さ
が
存
在
す
る
領
域
に
お
い
て
は
﹆
立
法
を
通
過
さ
せ
る
広
い
裁
量
を
州
及
び
連
邦
議
会
に
与
え
て
い
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る
。
同
法
の
禁
止
が
重
大
な
健
康
の
危
険
を
引
き
起
こ
す
か
否
か
を
め
ぐ
る
医
学
上
の
不
確
実
性
は
﹆
こ
の
文
面
上
違
憲
の
攻
撃
に
お
い

て
﹆
同
法
が
不
当
な
負
担
を
課
さ
な
い
と
結
論
づ
け
る
充
分
な
根
拠
を
与
え
る
。

反
対
意
見
は
﹆
法
廷
意
見
の
判
断
が
女
性
を
不
安
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
﹆C

asey 

判
決
お
よ
びStenberg 

判
決
を
真
剣
に
受
け
止
め

て
い
な
い
﹆
と
批
判
す
る
。
反
対
意
見
に
よ
れ
ば
﹆﹁
一
部
出
生
中
絶
﹂
と
い
う
方
法
は
﹆
ア
メ
リ
カ
産
科
医
婦
人
科
医
学
会
に
よ
っ
て
一

定
の
症
例
で
は
必
要
か
つ
適
切
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
処
置
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
法
廷
意
見
は
﹆
そ
の
よ
う
な
措
置
を
全
国
的
に

禁
止
す
る
連
邦
の
介
入
を
許
容
し
﹆
さ
ら
に
言
え
ば
﹆
賞
賛
す
る
。
法
廷
意
見
は
﹆C

asey 

判
決
に
お
い
て
し
っ
か
り
と
引
か
れ
た
母
体
外

生
存
可
能
時
よ
り
前
の
中
絶
と
後
の
中
絶
と
の
間
の
境
界
線
を
曖
昧
に
す
る
。
そ
し
て
﹆R

oe 

判
決
以
来
初
め
て
﹆
当
法
廷
は
﹆
女
性
の
健

康
を
守
る
例
外
規
定
を
全
く
も
た
な
い
禁
止
を
祝
福
す
る
。

G
onzales 

判
決
で
注
目
さ
れ
る
の
は
﹆
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
は
﹆
妊
娠
中
絶
の
権
利
の
制
約
と
し
て
﹁
人
間
生
命
の
尊
厳
に
対

す
る
尊
重
﹂
を
掲
げ
た
点
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
判
例
で
は
珍
し
く
﹆
本
判
決
で
は
﹆﹁
尊
厳
﹂
が
個
人
の
自
律
的
な
選
択
の
自
由
を
制
約

す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆﹁
尊
厳
﹂
に
関
す
る
意
味
づ
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
﹆
観
念
的
な
議
論
を
余

り
好
ま
な
い
ア
メ
リ
カ
の
一
つ
の
特
徴
の
現
れ
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
﹆
こ
こ
で
の
﹁
尊
厳
﹂
の
使
い
方
は
﹆
逆
に
﹆
実
践

的
な
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
﹆
飾
り
言
葉
的
な
使
い
方
の
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
は
﹆
こ
こ
で
の
表

現
に
二
つ
の
曖
昧
さ
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
は
﹆﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
と
い
う
表
現
の
曖
昧
さ
で
あ
る
。
本
判
決
で
い
う
﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
は
﹆
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
判
決
に
お
け
る

﹁
種
の
尊
厳
﹂
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
﹆﹁
尊
厳
﹂﹆
胎
児
に
理
性
を
認
め
る
こ
と
も
行
為
主
体
性
を
認
め
る
こ
と

も
困
難
で
あ
る
の
で
﹆﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
と
い
う
表
現
に
は
理
論
上
の
難
点
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。
他
の
一
つ
は
﹆﹁
尊
厳
の
尊
重
﹂

と
い
う
表
現
の
曖
昧
さ
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
﹁
尊
厳
﹂
論
か
ら
す
る
と
﹆
一
般
に
﹆﹁
尊
厳
﹂
と
い
う
言
葉
は
絶
対
的
保
障
と
結
び
つ

く
。
そ
れ
に
対
し
て
﹆﹁
尊
重
﹂
と
い
う
言
葉
は
﹆
保
障
の
相
対
性
と
結
び
つ
く
。
保
障
程
度
の
相
違
に
も
か
か
わ
る
二
つ
の
言
葉
を
﹁
の
﹂
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で
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
そ
の
内
容
が
曖
昧
と
な
る
。

Ⅲ
．
ア
メ
リ
カ
独
立
を
支
え
た
思
想
・
信
念

1
．「
建
国
の
父
祖
」
と
人
間
の
尊
厳
論

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
に
も
﹆
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
も
﹆
そ
し
て
合
衆
国
憲
法
に
も
﹆
人
間
の
尊
厳
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。

た
だ
し
﹆
ア
メ
リ
カ
の
﹁
建
国
の
父
祖
﹂︵Founding Fathers

︶
た
ち
の
な
か
に
は
﹆
人
間
の
尊
厳
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
人
も
い

る
。第

二
代
大
統
領
に
な
る John A

dam
s

は
﹆
新
大
陸
に
移
住
し
た
人
々
の
最
大
の
関
心
事
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
文
脈
で
﹆
人
間
性
の
尊

厳
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。

﹁
彼
ら
の
最
大
の
関
心
事
は
﹆
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
見
ら
れ
る
も
の
よ
り
も
も
っ
と
聖
書
に
合
致
し
た
教
会
の
統
治
機
関
を
設
立
し
﹆
ま
た
人

間
性
の
尊
厳
︵the dignity of hum

an nature

︶
に
よ
り
よ
く
合
致
し
た
国
家
の
統
治
機
関
を
設
立
し
て
﹆
か
か
る
統
治
機
関
を
そ
の
永
続

的
確
保
の
手
段
と
と
も
に
後
世
に
遺
す
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
24
（

﹂。
た
だ
し
﹆A

dam
s 

が
﹁
人
間
性
の
尊
厳
﹂
と
い
う
言
葉
で
具

体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
は
﹆
明
ら
か
で
は
な
い
。

ま
た
﹆
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
起
草
者
の
一
人
で
あ
り
﹆
第
三
代
大
統
領
に
な
る T

hom
as Jefferson

の
﹆
百
科
全
書
の
た
め
に
準
備

さ
れ
た
﹁
国
家
に
関
す
る
所
見
﹂
の
な
か
に
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。

Jefferson 

に
よ
れ
ば
﹆
ア
メ
リ
カ
で
は
﹆
人
と
人
と
の
間
に
は
﹆
法
律
の
権
威
に
よ
っ
て
権
力
を
行
使
す
る
官
職
に
就
い
た
人
と
私
的
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な
個
人
と
の
区
別
以
外
に
は
﹆
ど
の
よ
う
な
区
別
も
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
最
も
貧
し
い
労
働
者
も
﹆
最
も
金
持
ち
の
百
万
長
者
と
等

し
い
地
歩
を
有
す
る
。
生
ま
れ
に
よ
る
区
別
は
﹆
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
﹆
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
﹆
生
ま
れ
の
区
別

が
存
在
し
て
お
り
﹆﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
﹆
人
間
の
尊
厳
︵the dignity of m

an

︶
は
﹆
恣
意
的
な
区
別
に
お
い
て
失
わ
れ
る
（
25
（

﹂。

John S. M
ill 

に
よ
っ
て
﹁
大
西
洋
の
彼
岸
の
民
主
政
治
の
成
果
と
﹆
大
西
洋
の
此
岸
の
圧
倒
的
に
貴
族
主
義
的
な
要
素
を
も
っ
た
混
合

政
体
の
成
果
と
の
間
に
な
さ
れ
て
い
る
比
較
﹂
の
﹁
比
類
な
い
公
平
な
﹂
理
論
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
26
（

﹆A
lexis de Tocqueville

も
﹆﹁
合
衆

国
に
滞
在
中
﹆
…
…
境
遇
の
平
等
ほ
ど
私
の
目
を
驚
か
せ
た
も
の
は
な
か
っ
た
（
27
（

﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。Jefferson

が
誇
る
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
諸
階
層
の
平
等
は
﹆
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
し
て
誇
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

A
dam

s 

もJefferson 

も
﹁
人
間
性
の
尊
厳
﹂
や
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
の
内
容
に
つ
い
て
深
く
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
﹆Jefferson

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
﹆﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
を
差
別
と
の
関
連
で
捉
え
る
こ
と
自
体
が
﹆
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

人
間
の
尊
厳
は
﹆﹁
二
﹆五
〇
〇
年
以
上
の
西
欧
の
哲
学
史
を
背
負
う
概
念
（
28
（

﹂
で
あ
り
﹆
生
ま
れ
に
よ
る
差
別
の
み
を
禁
止
の
対
象
と
す
る

も
の
で
は
な
く
﹆
よ
り
広
い
内
容
を
有
す
る
。
そ
れ
は
﹆
理
性
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
。
人
間
の
理
性
の
哲
学
的
考
察
は
﹆Socrates

﹆

Platon

﹆A
ristoteles

に
遡
る
。
一
七
世
紀
に
﹆
周
知
の
よ
う
に
﹆
理
性
の
時
代
が
始
ま
る
。
一
八
世
紀
に
は
﹆K

ant

が
﹃
人
倫
の
形
而
上

学
的
基
礎
﹄
に
お
い
て
﹆
道
徳
的
人
格
を
有
し
た
本
性
的
人
間
の
﹁
尊
厳
﹂
論
を
展
開
し
た
（
29
（

。
た
だ
し
﹆
現
実
に
﹆
ド
イ
ツ
に
お
い
て
﹆
そ

し
て
国
際
社
会
に
お
い
て
﹆﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
の
重
要
さ
が
強
く
実
感
さ
れ
た
の
は
﹆
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
人
々
の

心
に
深
く
刻
み
込
ん
だ
の
は
﹆
ナ
チ
ス
に
よ
る
蛮
行
で
あ
っ
た
。

今
日
の
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
論
と
比
較
す
れ
ば
﹆
そ
の
把
握
の
狭
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
﹆
一
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ

の
﹁
建
国
の
父
祖
﹂
た
ち
に
と
っ
て
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
を
侵
犯
す
る
国
家
行
為
の
阻
止
が
課
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
﹆﹁
人

間
の
尊
厳
﹂
の
把
握
が
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
た
だ
し
﹆
差
別
と
結
び
つ
い
て
捉
え
ら

れ
た
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
に
関
し Jefferson

が
生
ま
れ
に
よ
る
差
別
の
不
存
在
を
ア
メ
リ
カ
の
特
色
と
述
べ
て
い
る
点
は
﹆
な
お
問
題
が
残
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る
。
そ
れ
は
﹆
性
差
別
の
存
在
で
あ
り
﹆
奴
隷
制
の
存
在
で
あ
る
。

人
間
の
尊
厳
と
い
う
訳
語
を
与
え
た
が
﹆Jefferson

の
表
現
はthe dignity of m
an

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
﹆
そ
の
性
差
別
性
を
指
摘

す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
﹆
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
同
時
代
的
比
較
と
い
う
視
点
で
見
れ
ば
﹆
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
の

正
式
タ
イ
ト
ル
︵D

éclaration des D
roits de l ’hom

m
e et du C

itoyen

︶
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
（
30
（

﹆Jefferson

の
﹁
お
く
れ
﹂
だ

け
を
批
判
す
る
こ
と
は
適
切
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
比
較
と
い
う
視
点
か
ら
し
て
﹆﹁
生
ま
れ
に
よ
る
差
別
﹂
の
問
題
と
し
て
重
大
で
あ
る
の
は
﹆
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人

種
差
別
で
あ
り
﹆
奴
隷
制
の
存
在
で
あ
る
。Jefferson

は
﹆
確
か
に
﹆
奴
隷
制
を
廃
止
を
謳
っ
て
い
る
。
し
か
し
﹆
大
農
園
所
有
者
で
あ

り
﹆
奴
隷
所
有
者
で
あ
る Jefferson
は
﹆
そ
の
奴
隷
を
解
放
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
で
も
﹆Jefferson

の
理
論
と
実
践
の
ズ
レ
が
指
摘

さ
れ
る
一
つ
の
理
由
で
も
あ
る
（
31
（

。

2
．
背
景
と
し
て
の
三
つ
の
思
想
お
よ
び
信
条

︵
1
︶
政
治
思
想
を
め
ぐ
る
学
説
の
動
向

 

ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
時
代
か
ら
独
立
戦
争
﹆
独
立
宣
言
﹆
そ
し
て
合
衆
国
憲
法
制
定
の
時
代
に
﹆
ア
メ
リ
カ
人
の
基
礎
を
な
し
た
政
治

思
想
は
﹆
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
ら
か
で
あ
る
の
は
﹆
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
人
間
の
尊
厳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
欧
米
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
﹆
日
本
に
お
い
て
も
多
く
の
著
作
が
公
表
さ
れ
﹆
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
て

い
る
（
32
（

。
ア
メ
リ
カ
の
国
家
社
会
の
基
礎
に
あ
る
政
治
思
想
を
め
ぐ
る
学
説
の
動
向
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
言
い
表
せ
ば
﹆
一
九
二
〇
年
代
か
ら
始
ま

る
﹁
ロ
ッ
ク
神
話
﹂
の
時
代
﹆
そ
れ
が
一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
始
ま
る
﹁
共
和
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
﹂
へ
と
移
行
し
た
。
し
か
し
﹆
共
和
主
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義
解
釈
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
定
着
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
﹆
一
九
八
〇
年
代
以
降
﹆
新
た
にLocke

の
重
要
性
の
再
評
価
の
動
き
が

あ
り
﹆
共
和
主
義
解
釈
と
自
由
主
義
解
釈
と
の
論
争
が
続
い
て
い
る
（
（（
（

。

ア
メ
リ
カ
思
想
を
形
成
・
発
展
に
お
い
て
特
にLocke

の
影
響
を
強
調
し
﹆﹁﹃
ロ
ッ
ク
の
他
な
し
﹄︵Locke et praeterea nihil

︶﹂
と

す
る
よ
う
な
﹁
ロ
ッ
ク
神
話
（
（（
（

﹂
は
﹆
厳
密
さ
に
欠
け
て
お
り
﹆
確
か
に
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
﹆
問
題
を
提
起
し
た J. G

. A
. Pocock

の
共

和
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
（
35
（

に
も
﹆
憲
法
学
か
ら
見
る
と
検
証
が
必
要
と
思
わ
れ
る
点
が
存
在
す
る
。

 

本
稿
で
は
﹆
独
立
期
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
思
想
形
成
に
そ
れ
ぞ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
︵
今
日
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
︶
と
思
わ

れ
る
三
つ
の
思
想
や
信
条
に
つ
い
て
﹆
本
稿
の
問
題
意
識
と
の
関
係
で
﹆
そ
れ
ぞ
れ
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

︵
2
︶
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

ア
メ
リ
カ
へ
の
集
団
的
な
移
民
の
始
ま
り
は
﹆
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
が
一
五
八
四
年
三
月
二
五
日
付
で
特
許
状
を
与
え
﹆
ウ
ォ
ー
タ
ー
・

ロ
ー
リ
ー
卿
に
対
し
て
﹆﹁
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
住
ん
で
い
な
い
遙
か
な
異
郷
の
土
地
を
探
し
求
め
る
権
利
を
認
め
（
36
（

﹂
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
六
〇
七
年
に
最
初
に
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
が
開
か
れ
た
の
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
﹆
そ
こ
に
移
っ
て
き
た
の
は
﹆
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
特
許

状
を
携
え
た
﹁
黄
金
を
探
す
人
（々
37
（

﹂
で
あ
っ
た
。
し
か
し
﹆﹁
今
日
合
衆
国
の
社
会
理
論
の
基
礎
を
成
す
二
﹆
三
の
重
要
な
観
念
が
形
成
さ

れ
た
の
は
（
38
（

﹂﹆
一
六
二
〇
年
に
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
入
植
し
た
﹁
天
国
へ
の
巡
礼
者
﹂︵pilgrim

︶
と
称
す
る
清
教
徒
に
属
す
る
人

た
ち
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
特
許
状
な
し
に
﹆﹁
母
国
の
助
け
を
借
り
ず
に
﹆
い
わ
ば
本
国
の
知
ら
ぬ
間
に
（
39
（

﹂
政
治
社
会
を
形
成
し

た
。﹁
自
由
に
と
っ
て
か
く
も
好
都
合
な
こ
の
植
民
方
式
は
﹆
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
の
み
実
行
さ
れ
た
（
40
（

﹂。
彼
ら
は
﹆
困
窮
し

て
国
を
捨
て
た
の
で
は
な
く
﹆﹁
彼
ら
の
惜
し
む
べ
き
社
会
的
地
位
と
確
実
な
生
活
手
段
と
を
捨
て
て
き
た
（
41
（

﹂
人
々
で
あ
り
﹆﹁
ニ
ュ
ー
・
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
移
住
者
は
秩
序
と
道
徳
の
感
嘆
す
べ
き
担
い
手
を
伴
っ
て
い
た
（
42
（

﹂。
彼
ら
が
暮
ら
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
﹆
当
時
﹁
す
で

に
﹆
地
方
自
治
と
い
う
自
由
な
法
制
の
豊
か
な
芽
は
深
く
イ
ギ
リ
ス
人
の
習
慣
の
な
か
に
根
を
下
ろ
し
て
お
り
﹆
そ
れ
と
並
ん
で
人
民
主
権
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の
教
義
が
ま
さ
に
チ
ュ
ー
ダ
ー
王
朝
の
只
中
に
導
入
さ
れ
て
い
た
（
43
（

﹂。
こ
の
よ
う
に
﹆﹁
ピ
ュ
ー
ニ
タ
ニ
ズ
ム
は
﹆
宗
教
上
の
教
義
で
あ
る
と

ほ
と
ん
ど
同
じ
程
度
に
一
個
の
政
治
理
論
で
も
あ
（
44
（

﹂
り
﹆﹁
い
く
つ
か
の
点
で
﹆
最
も
絶
対
的
な
民
主
的
共
和
思
想
と
渾
然
一
体
と
な
っ
て

い
た
（
45
（

﹂。
そ
の
よ
う
な
経
験
を
踏
ま
え
て
﹆
彼
ら
は
プ
リ
マ
ス
に
上
陸
し
て
後
﹆
直
ち
に
﹆
次
の
よ
う
な
文
書
を
定
め
た
。

わ
れ
ら
は
﹆
自
ら
を
治
め
﹆
わ
れ
ら
の
計
画
の
達
成
に
務
め
る
た
め
に
﹆
相
互
の
厳
粛
な
同
意
に
よ
っ
て
神
の
御
前
に
一
つ

の
政
治
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
を
本
文
書
に
お
い
て
定
め
る
。
そ
し
て
﹆
こ
の
契
約
に
基
づ
き
﹆
法
令
﹆
規
則
を
公
布
し
﹆
必

要
に
応
じ
て
役
職
を
制
定
し
﹆
こ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
（
46
（

。

﹁
近
代
憲
法
の
よ
っ
て
立
つ
一
般
的
…
…
諸
原
理
が
﹆
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
制
で
は
悉
く
承
認
さ
れ
﹆
定
着
し
て
い
る
。
人
民

の
公
務
へ
の
関
与
﹆
課
税
に
つ
い
て
の
自
由
な
投
票
﹆
権
力
行
使
者
の
責
任
﹆
個
人
の
自
由
と
陪
審
制
裁
判
﹆
こ
れ
ら
の
原
則
が
こ
こ
で
は

議
論
の
余
地
な
く
﹆
実
際
に
確
立
し
て
い
る
（
47
（

﹂。﹁
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
す
で
に
一
六
五
〇
年
に
は
﹆
自
治
体
が
完
全
か
つ
決
定

的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
…
…
タ
ウ
ン
の
内
部
に
は
新
の
政
治
生
活
﹆
活
発
で
﹆
完
全
に
民
主
的
共
和
的
な
政
治
生
活
が
支
配
し
て
い
た
。

…
…
タ
ウ
ン
に
は
共
和
制
が
既
に
完
全
に
息
づ
い
て
い
る
。
タ
ウ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
公
職
を
任
命
し
﹆
税
を
定
め
﹆
税
額
の
割
り
当

て
﹆
徴
収
も
住
民
が
行
う
。
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
タ
ウ
ン
で
は
﹆
代
表
の
法
理
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ア
テ
ナ
イ
と
同
様
﹆

全
員
の
利
害
に
関
係
す
る
事
柄
は
公
共
の
広
場
で
﹆
市
民
総
会
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
48
（

﹂。

Tocqueville

は
﹆﹁
イ
ギ
リ
ス
系
ア
メ
リ
カ
人
の
文
明
…
…
は
ま
っ
た
く
異
な
る
二
つ
の
要
素
の
産
物
で
あ
り
﹆
…
…
こ
の
二
つ
の
要
素

は
他
の
場
所
で
は
し
ば
し
ば
相
争
っ
た
の
に
対
し
﹆
ア
メ
リ
カ
で
は
両
者
を
い
わ
ば
混
ぜ
合
わ
せ
﹆
見
事
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た

の
で
あ
る
（
49
（

﹂
そ
の
二
つ
の
要
素
と
は
﹆﹁
宗
教
の
精
神
と
自
由
の
精
神
の
こ
と
で
あ
る
（
50
（

﹂﹆
と
感
嘆
の
声
を
上
げ
て
い
る
。
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　︵
3
︶Locke

の
権
利
論

①
労
働
と
結
び
つ
い
た
所
有
権

Locke
の
思
想
は
﹆
ア
メ
リ
カ
独
立
期
に
お
い
て
も
﹆
権
利
言
説
と
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。Locke

の
﹆
い
わ
ゆ

る
社
会
契
約
論
は
﹆
独
立
戦
争
に
勝
利
し
﹆
連
邦
国
家
を
形
成
し
て
い
く
過
程
で
理
論
的
に
か
か
わ
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。Locke

の
権

利
論
の
な
か
で
は
﹆
具
体
的
に
は
﹆
移
住
の
自
然
権
︵﹃
市
民
政
府
論
﹄
八
章
︶﹆
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
の
関
係
で
抵
抗
権
︵﹃
市
民
政
府
論
﹄

一
九
章
︶﹆
そ
し
て
労
働
と
結
び
つ
い
た
所
有
権
が
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
（
51
（

。
こ
こ
で
は
﹆
ア
メ
リ
カ
の
権
利
基
底
的
人
間
の
尊
厳
論
の
基

礎
理
論
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
﹆
労
働
と
結
び
つ
い
た
所
有
権
を
取
り
上
げ
た
い
。

Locke

は
﹆﹁
過
去
の
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
に
明
確
に
財
産
を
解
明
し
た
政
治
学
的
著
作
で
あ
る
（
52
（

﹂
と
自
負
し
て
い
る
所
有

権
論
を
﹃
市
民
政
府
論
﹄
五
章
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
。Locke 

自
身
の
自
負
は
お
い
て
お
く
と
し
て
﹆
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で

重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
﹆Locke

が
﹁
労
働
﹂
と
い
う
行
為
を
所
有
権
の
権
原
を
獲
得
す
る
基
本
要
件
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
﹆
行
為
主
体
性
と
権
利
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
点
で
﹆
興
味
深
い
。
人
間
を
行
為
主
体
と
し
て
捉
え
る
見
方
は
﹆
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
権
利
基
底
的
人
間
の
尊
厳
論
の
代
表
的
論
者
の
一
人
で
あ
るA

lan G
ew

irth

の
見
解
と
重
な
る
。
す
で
に
別
稿
で
見
た
よ
う
に
﹆

G
ew

irth

は
﹆
権
利
概
念
の
基
礎
に
動
態
的
な
行
為
者
の
主
体
性
︵agency

︶
を
置
く
。
彼
に
よ
れ
ば
﹆﹁
人
間
の
本
性
は
行
為
者
た
る
こ

と
に
あ
り
﹆
そ
し
て
行
為
者
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
の
目
的
は
個
人
の
自
律
的
な
道
徳
的
主
体
性
の
確
立
で
あ
る
。
個
人
が
自
律
的
な
道

徳
的
主
体
性
を
確
立
す
る
た
め
に
﹆
権
利
の
概
念
が
要
請
さ
れ
る
（
53
（

﹂。

Locke

の
権
利
の
権
原
と
し
て
の
行
為
主
体
性
論
は
﹆K

ant 

の
よ
う
に
﹆
自
律
の
概
念
が
人
倫
性
の
普
遍
的
原
理
と
結
合
す
る
﹁
道
徳

的
存
在
者
﹂
論
（
54
（

と
は
異
な
る
が
﹆
自
律
＝
私
的
な
事
柄
に
関
す
る
自
己
決
定
権
論
の
基
礎
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
で
﹆Locke

の
﹁
労
働
﹂
と
い
う
所
有
権
の
権
原
論
は
﹆
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
に
関
し
て
言
え
ば
﹆
い
わ
ば
帝
国
主
義
的
﹁
顔
﹂
も
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有
し
て
い
る
。Locke

の
所
有
権
論
は
﹆
理
論
的
に
言
え
ば
﹆
ア
メ
リ
カ
と
い
う
新
天
地
で
先
住
民
の
土
地
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
正
当
化

す
る
。
な
ぜ
な
ら
﹆
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
に
と
っ
て
﹆
こ
の
﹁
大
地
は
大
い
な
る
精
霊
に
よ
っ
て
こ
こ
に
お
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
﹆
わ
れ
わ

れ
に
は
売
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
﹆
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
（
55
（

﹂。
つ
ま
り
﹆
植
民
地
へ
の
入
植
者
は
無
主
物
で
あ
る

ア
メ
リ
カ
の
土
地
を
﹆
い
わ
ば
合
法
的
に
奪
取
す
る
。

②
独
立
宣
言
とLocke

Locke

の
ア
メ
リ
カ
政
治
思
想
へ
の
影
響
が
議
論
さ
れ
る
と
き
﹆
題
材
と
な
る
の
が
﹆Locke

の‘property ’

＝‘life, liberty, estate ’

と
﹆

Jefferson

が
中
心
と
な
っ
て
起
草
し
た
独
立
宣
言
に
お
け
る‘life, liberty and the pursuit of happiness ’ 

と
の
関
係
で
あ
る
。Locke

の

Jefferson

へ
の
影
響
に
つ
い
て
﹆
過
度
に
強
調
す
る
見
解
か
ら
不
当
に
矮
小
化
す
る
見
解
ま
で
様
々
な
意
見
が
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
関

す
る
私
見
は
す
で
に
別
稿
で
論
じ
て
お
り
﹆
影
響
の
程
度
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
﹆Jefferson

が
思
想
的
に
影
響
を
受
け
た
一

人
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
（
56
（

。

Jefferson 

自
身
は
﹆Jefferson

が
単
にLocke
の
政
治
理
論
を
引
き
写
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
たR

. H
. Lee

へ
の
手
紙
で
﹆
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
目
的
は
﹆
そ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
新
し
い
原
理
や
新
し
い
議
論
を
見
つ
け
出
す

の
で
は
な
く
﹆
ま
た
単
に
従
来
言
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
語
る
ば
か
り
で
な
く
﹆
独
立
の
問
題
に
つ
い
て
の
常
識
を
で
き
る
だ

け
人
々
に
分
か
り
や
す
く
示
し
﹆
そ
の
同
意
を
か
ち
得
る
こ
と
﹆
そ
し
て
私
た
ち
が
や
む
を
得
ず
と
っ
た
立
場
に
つ
い
て
正
当

化
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
独
自
の
原
則
や
感
情
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
く
﹆
以
前
書
か
れ
た
ど
の
著
作
か
ら
採
ら
れ
た

も
の
で
も
な
く
﹆
ア
メ
リ
カ
人
の
精
神
を
表
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
典
拠
は
﹆
す
べ
て
﹆
会
話
で
あ

れ
﹆
書
物
で
あ
れ
﹆
印
刷
さ
れ
た
論
文
で
あ
れ
﹆
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹆
キ
ケ
ロ
﹆
ロ
ッ
ク
﹆
シ
ド
ニ
ー
等
に
よ
る
政
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治
に
つ
い
て
の
基
本
的
書
物
で
あ
れ
﹆
表
現
さ
れ
て
い
た
当
時
の
一
致
し
た
意
見
に
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
（
57
（

。

Locke
の
思
想
の
単
純
な
継
受
で
は
な
い
と
し
て
も
﹆
右
に
引
用
し
た
手
紙
の
な
か
でLocke

の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
し
﹆
さ
ら
に

Jefferson
は
﹆
自
分
の
理
性
に
光
を
差
し
込
ん
で
く
れ
た
﹁
ベ
ー
コ
ン
﹆
ニ
ュ
ー
ト
ン
﹆
ロ
ッ
ク
﹂
を
﹁
三
位
一
体
﹂
と
し
て
彼
ら
の
名

を
挙
げ
て
も
い
る
（
58
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
も
﹆Locke 

が Jefferson 

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
の
傍
証
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

A
dam

s 

も
﹆
建
国
期
に
ア
メ
リ
カ
で
最
も
読
ま
れ
﹆
か
つ
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
著
者
を
三
期
に
分
け
て
挙
げ
て
い
る
が
﹆
そ
の
第

三
期
︵
一
六
八
八
年
革
命
期
︶
でLocke

の
名
を
挙
げ
て
い
る
（
59
（

。

︵
4
︶
共
和
主
義

従
来
の
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
﹆
ア
メ
リ
カ
革
命
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
影
響
を
与
え
た
政
治
理
論
は
﹆Locke 

や R
ousseau

の
社
会

契
約
論
で
あ
り
﹆
自
然
権
理
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
通
説
的
見
解
に
対
し
て
鋭
い
問
題
提
起
を
し
た
の
が
﹆
一
九
七
五
年
に
公
刊
さ

れ
た J. G

. A
. Pocock 

の
﹃
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
メ
ン
ト
﹄
で
あ
る
。Pocock 

は
﹆
共
和
主
義
の
思
想
的
系
譜
が
近
代
政
治
思
想
史

に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
﹆
と
主
張
す
る
。Pocock 

に
よ
れ
ば
﹆A

ristoteles 

に
遡
る
古
典
的
共
和
主
義
の
系
譜
が
﹆

M
achiavelli

やG
uicciardini 

ら
に
よ
っ
て
一
五
︱
一
六
世
紀
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
い
て
再
生
し
﹆
そ
れ
が
一
七
︱
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ

ス
革
命
期
にH

arrinton 

ら
を
通
し
て
展
開
さ
れ
﹆
さ
ら
に
海
を
渡
っ
て
一
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
革
命
に
影
響
を
与
え
て
い
る
（
60
（

。

Pocock

は
﹆
人
間
を
二
種
類
に
分
け
る
。
一
つ
は
私
的
存
在
と
し
て
の
個
人
で
あ
り
﹆
他
の
一
つ
が
公
民
的
人
間
で
あ
る
。
こ
の
区
分

は
政
治
観
の
違
い
と
結
び
つ
く
。
前
者
は
自
然
的
な
権
利
と
し
て
の
自
由
権
の
享
有
主
体
（
61
（

で
あ
り
﹆
伝
統
的
な
自
由
主
義
と
い
う
政
治
観
と

結
び
つ
く
。
そ
れ
に
対
し
て
﹆
公
民
的
人
間
は
﹆
私
的
存
在
以
上
に
公
共
的
・
政
治
的
存
在
で
あ
り
﹆
公
共
的
決
定
に
参
加
し
た
と
き
に
初

め
て
最
も
完
全
な
人
間
と
な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
そ
れ
は
﹆
共
和
主
義
と
い
う
政
治
観
と
結
び
つ
く
。
そ
こ
で
は
﹆
私
生
活
へ
の
埋
没
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は
﹆
自
律
︵
自
己
完
成
︶
の
た
め
の
機
会
の
喪
失
＝﹁
徳
﹂の
実
現
可
能
性
の
喪
失
＝﹁
腐
敗
︵corruption

︶﹂
と
定
義
さ
れ
る
（
62
（

。

﹁
建
国
の
父
祖
﹂
た
ち
が
﹆﹁
新
生
﹂
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
採
用
す
る
統
治
体
制
は
共
和
制
で
あ
る
と
す
る
点
で
一
致
し
て
い
た
こ
と
は
疑

い
が
な
い
。Jam

es M
adison

は
﹆﹁
共
和
制
的
形
体
以
外
の
政
治
形
体
を
も
っ
て
し
て
は
﹆
ア
メ
リ
カ
人
民
の
精
神
に
一
致
せ
ず
﹆
ア
メ

リ
カ
革
命
の
基
本
的
原
理
に
も
合
致
せ
ず
﹆
さ
ら
に
は
﹆
政
治
的
試
み
は
す
べ
て
人
間
の
自
治
能
力
を
前
提
に
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
﹆
お
よ
そ
自
由
を
信
ず
る
も
の
の
崇
高
な
決
意
に
た
い
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
（
63
（

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
問
題
は
﹆
そ

れ
が
﹆Pocock

が
描
く
共
和
主
義
体
制
で
あ
る
か
否
か
﹆
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
﹆
そ
も
そ
も
共
和
国
﹆
共
和
制
﹆
共

和
主
義
と
い
う
用
語
の
曖
昧
さ
に
起
因
す
る
。﹁
建
国
の
父
祖
﹂
た
ち
の
間
で
さ
え
﹆
そ
れ
ぞ
れ
が
捉
え
る
共
和
制
の
内
容
が
一
致
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
﹆John A

dam
s

に
と
っ
て
共
和
制
と
は
混
合
政
体
を
意
味
し
た
（
64
（

が
﹆A

lexander H
am

ilton

は
徳
で

は
な
く
利
益
を
前
提
に
共
和
制
を
描
い
て
い
る
（
65
（

。

さ
ら
に
﹆
多
く
の
﹁
建
国
の
父
祖
﹂
は
﹁
徳
﹂
を
重
視
し
て
い
た
が
﹆
そ
の
﹁
徳
﹂
はPocock

が
説
く
﹁
徳
﹂
と
同
一
の
内
容
と
い
え

る
か
は
﹆
問
題
で
あ
る
。Pocock

は
﹆M

achiavelli 

の
﹃
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
論
﹄
を
典
拠
と
し
て
そ
の
共
和
主
義
を
把
握
し
て
い
る
が
﹆
し
か

し
﹃
君
主
論
﹄
に
は
触
れ
て
い
な
い
。Pocock

が
強
調
し
たM

achiavelli 

的
﹁
契
機
は
﹆
道
徳
哲
学
よ
り
も
む
し
ろ
制
度
論
に
重
点
が
あ

り
﹆
倫
理
的
精
神
的
側
面
よ
り
も
物
質
的
側
面
に
注
目
す
る
（
66
（

﹂
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
﹆Pocock

が
﹁
徳
﹂
を
共
和
主
義
の
基
本
的
要
素

と
す
る
以
上
﹆﹃
君
主
論
﹄
に
お
い
てM

achiavelli

が
説
く
人
間
の
あ
り
方
は
﹆
た
と
え
ばG

eorge W
ashington

が
示
し
て
い
た
﹁
徳
﹂

や
﹁
無
私
﹂
の
行
動
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ky5012米憲法e偶.indd   75 11.7.25   2:09:16 PM



76

Ⅳ
．
む
す
び
に
︱︱
憲
法
と
公
共
哲
学
の
問
題
へ

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
と
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
検
討
し
た
本
稿
の
結
論
は
﹆
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
例
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
論

は
﹆
基
本
的
に
﹆
権
利
基
底
的
人
間
の
尊
厳
論
と
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け

る
人
間
の
尊
厳
条
項
の
主
要
な
機
能
が
義
務
基
底
的
人
間
の
尊
厳
で
あ
る
こ
と
と
は
﹆
対
照
的
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
のG

onzales 

判
決

の
法
廷
意
見
は
﹆
確
か
に
﹆
女
性
が
妊
娠
中
絶
を
選
択
す
る
こ
と
へ
の
制
約
理
由
と
し
て
﹁
人
間
生
命
の
尊
厳
の
尊
重
﹂
を
打
ち
出
し
た
。

し
か
し
﹆
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
﹆
そ
の
内
容
は
曖
昧
で
あ
る
。

で
は
﹆
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
﹆
そ
し
て
連
邦
最
高
裁
の
判
例
に
お
い
て
﹆
義
務
基
底
的
に
機
能
す
る
思
想
や
原
理
は
何
で
あ
ろ

う
。
こ
の
問
題
は
﹆
根
本
的
に
は
﹆
個
人
と
共
同
体
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
に
遡
る
。
こ
の
点
で
の
連
邦
最
高
裁
判
例
の
基
準
点
は
﹆
勿
論

変
遷
は
あ
っ
た
が
﹆
個
人
の
自
律
的
選
択
の
自
由
の
保
障
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
﹆
そ
の
際
に
も
﹆
連
邦
最
高
裁
は
﹆
個
人
の
自
律

的
選
択
の
自
由
の
保
障
の
程
度
に
関
し
て
差
異
を
設
け
て
お
り
﹆
と
り
わ
け
強
く
保
障
さ
れ
る
個
人
の
自
律
的
選
択
の
自
由
で
あ
る
か
否
か

を
区
別
す
る
テ
ス
ト
と
し
て
﹆
伝
統
・
歴
史
を
用
い
て
も
い
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
伝
統
・
歴
史
を
繙
く
と
﹆
す
で
に
見
た
よ
う
に
﹆
そ
の
独
立
期
を
支
え
た
政
治
思
想
と
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
﹆

個
人
主
義
・
自
由
主
義
﹆
そ
し
て
共
和
主
義
が
存
在
し
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
は
﹆
政
教
分
離
原
則
を
謳
っ
て
い
る
。
ア
メ

リ
カ
は
﹆
む
し
ろ
一
つ
の
宗
教
︵
宗
派
︶
が
決
定
的
存
在
で
あ
る
国
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
﹆
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
﹆
ア
メ

リ
カ
社
会
の
性
格
を
決
定
づ
け
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
﹆
ア
メ
リ
カ
社
会
の
底
流
に
勤
勉
さ
や
清
廉
さ
を
善
と
す
る
精
神
が
存
在
し
て
い

る
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
な
か
で
は
﹆
と
り
わ
け
﹆
共
和
主
義
が
義
務
基
底
的
に
機
能
す
る
。
な
ぜ
な
ら
﹆
共
和
主
義
は
﹆
人
び
と
に
﹁
徳
﹂
を
求
め
﹆
公
的

活
動
へ
の
参
加
を
求
め
﹆
公
益
の
な
か
の
私
益
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。

﹁
自
由
の
国
﹂
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
﹆
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
基
調
は
個
人
主
義
・
自
由
主
義
で
あ
る
。
個
人
主
義
・
自
由
主
義
が
個
人

の
自
律
的
な
選
択
の
自
由
を
基
礎
に
お
く
の
に
対
し
て
﹆
共
和
主
義
は
﹆
民
主
主
義
と
い
う
統
治
形
態
や
自
律
的
な
選
択
の
自
由
論
に
関
し

て
﹆
基
本
的
な
対
立
軸
を
提
供
す
る
。
つ
ま
り
﹆
有
徳
の
人
で
あ
る
こ
と
を
求
め
﹆
共
同
体
の
な
か
に
生
き
る
こ
と
の
意
義
を
強
調
す
る
が

ゆ
え
に
﹆
共
和
主
義
は
﹆
個
人
に
対
し
て
義
務
論
的
に
機
能
す
る
。

一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
﹆
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
る
規
範
的
社
会
論
と
し
て
﹆
現
代
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
共
同
体
主
義
﹆
現
代
的

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
徳
性
的
共
和
主
義
と
の
間
に
活
発
な
論
争
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
﹆
憲
法
と
政
治
哲
学
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
﹆
別

稿
で
新
た
に
論
じ
た
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
と
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
若
干
の
分
析
・
検
討
﹆
そ
し
て
今
日
的
問
題
の
前
提
を
な
す

ア
メ
リ
カ
の
底
流
を
形
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
若
干
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
の
概
観
を
も
っ
て
﹆
こ
の
小
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
注

︵
1
︶ 

青
柳
幸
一
﹁﹁
二
つ
の
﹃
人
間
の
尊
厳
﹄
論
と
憲
法
理
論
﹂﹃
憲
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
﹄﹆
尚
学
社
﹆
二
〇
〇
九
年
﹆
一
七
九
︱
一
八
九
頁
．，

青
柳
﹁
ド
イ
ツ
基
本
法
一
条
一
項
﹃
人
間
の
尊
厳
﹄
論
の
﹃
ゆ
ら
ぎ
﹄﹂
同
﹃
憲
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
﹄
二
八
二
︱
二
八
八
頁
参
照
。

︵
2
︶ 

青
柳
﹁
ゆ
ら
ぎ
﹂﹆
前
掲
注
1
﹆
二
七
六
︱
二
九
三
頁
参
照
。

︵
3
︶ 

こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
最
初
の
論
文
は
﹆
青
柳
幸
一
﹁﹃
個
人
の
尊
重
﹄
と
﹃
人
間
の
尊
厳
﹄﹂︵
同
﹃
個
人
の
尊
重
と
人
間
の
尊
厳
﹄﹆
尚
学
社
﹆
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一
九
九
六
年
﹆
五
頁
以
下
︶
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
﹆
青
柳
﹁
人
間
の
尊
厳
と
個
人
の
尊
重
﹂
同
﹃
人
権
・
社
会
・
国
家
﹄
尚
学
社
﹆
二
〇
〇
二

年
﹆
六
一
頁
以
下
．，青
柳
﹁﹃
個
人
の
尊
重
﹄
規
定
の
規
範
性
﹂
同
﹃
人
権
・
社
会
・
国
家
﹄
尚
学
社
﹆
二
〇
〇
二
年
﹆
七
四
頁
以
下
．，青
柳

﹁
先
端
科
学
技
術
と
憲
法
︱
序
説
﹂
同
﹃
人
権
・
社
会
・
国
家
﹄
尚
学
社
﹆
二
〇
〇
二
年
﹆
一
〇
八
頁
以
下
．，青
柳
﹁
科
学
／
技
術
の
進
歩
と
人

間
の
尊
厳
﹂
同
﹃
憲
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
﹄
尚
学
社
﹆
二
〇
〇
九
年
﹆
四
五
頁
以
下
．，青
柳
﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ン
禁

止
を
め
ぐ
る
憲
法
論
﹂︵
以
下
﹆﹁
ア
メ
リ
カ
﹂
と
略
記
︶
同
﹃
憲
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
﹄
五
九
頁
以
下
．，青
柳
﹁
人
間
の
尊
厳
論
の
﹃
原

点
﹄
と
﹃
現
点
﹄﹂
同
﹃
憲
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
﹄
尚
学
社
﹆
二
〇
〇
九
年
﹆
一
九
三
頁
以
下
．，青
柳
﹁
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法

と
﹃
人
の
尊
厳
﹄﹂
同
﹃
憲
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
﹄
一
〇
七
頁
以
下
．，青
柳
﹁
国
連
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
禁
止
宣
言
と
人
間
の
尊
厳
﹂︵
以

下
﹃
国
連
﹄
と
略
記
︶
同
﹃
憲
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
﹄
二
二
一
頁
以
下
。
ド
イ
ツ
語
論
文
と
し
て
﹆K

. A
oyagi, B

iotechnologie und 

M
enschenw

ürde, in: R
. W

ahl
︵H

rsg.

︶, Verfassungsänderung, Verfassungsw
andel, Verfassungsinterpretation, 2008 

が
あ
る
。

︵
4
︶ 

フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
﹆
青
柳
﹁
二
つ
の
人
間
の
尊
厳
論
﹂
前
掲
注
1
﹆
一
八
四
︱
一
八
六
頁
及
び
そ
こ
に
挙
げ
て
い
る

参
考
文
献
参
照
。
な
お
﹆
ド
イ
ツ
に
お
け
る
﹁
種
の
尊
厳
﹂
論
に
つ
い
て
は
﹆
青
柳
﹁
ゆ
ら
ぎ
﹂
前
掲
注
1
﹆
三
一
九
︱
三
三
二
頁
参
照
。

︵
5
︶ 

青
柳
﹁
国
連
﹂﹆
前
掲
注
3
﹆
二
三
二
︱
二
三
六
頁
参
照
。

︵
6
︶ R

. G
. W

right, T
reating Persons as E

nds in the T
hem

selves, 36 U
. R

ich. L. R
ev. 271, 271

︵2002

︶.

︵
7
︶ 

権
利
基
底
的
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
は
﹆
青
柳
﹁
二
つ
の
人
間
の
尊
厳
論
﹂
前
掲
注
1
﹆
一
八
六
︱
一
九
一
頁
参
照
。

︵
8
︶ 

青
柳
﹁
ア
メ
リ
カ
﹂
前
掲
注
1
﹆
七
九
︱
九
一
頁
参
照
。

︵
9
︶ R

obertson

の
主
張
は
﹆H

obbes

の
権
利
論
に
類
似
し
て
い
る
。H

obbes 

は
﹆﹁
自
然
の
権
利
と
は
﹆
…
…
彼
の
欲
す
る
ま
ま
に
彼
自
身
の
力

を
使
用
す
る
自
由
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
彼
自
身
の
判
断
と
理
性
に
お
い
て
﹆
彼
が
そ
れ
に
最
も
相
応
し
い
手
段
だ
と
考
え
る
こ
と

な
ら
何
で
も
行
う
自
由
の
こ
と
で
あ
る
﹂︵
ホ
ッ
ブ
ス
︹
水
田
洋
訳
︺﹃
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
﹄
㈠
﹆
岩
波
文
庫
﹆
一
九
八
二
年
﹆
二
〇
八
頁
︶。

︵
10
︶ 

サ
ン
デ
ル
︵
金
原
恭
子
・
小
林
正
弥
［
監
訳
］︶﹃
民
主
政
の
不
満　

上
﹄
勁
草
書
房
﹆
二
〇
一
〇
年
﹆
一
二
三
頁
。

︵
11
︶ R

oe

判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
佐
藤
幸
治
・
ア
メ
リ
カ
法1975-1

︵
一
九
七
五
年
︶一
一
一
頁
以
下
．，高
橋
一
修
・﹃
英
米
判
例
百
選
﹄︵
有

斐
閣
﹆
一
九
九
六
年
︶
八
二
頁
以
下
が
あ
る
。

︵
12
︶ 

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
﹁
そ
の
よ
う
な
要
素
﹂
と
は
﹆G

risw
old

判
決
で
の
﹁
夫
婦
の
寝
室
内
﹂
へ
の
警
察
官
の
立
ち
入
り
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
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︵
13
︶ C

asey 

判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
丸
山
英
二
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
四
二
号
四
一
頁
以
下
．，高
井
裕
之
・﹃
英
米
判
例
百
選
﹄
八
四
頁
以
下
．，

樋
口
範
雄
・﹃
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
﹄︵
有
斐
閣
﹆
一
九
九
八
年
︶
二
六
九
頁
以
下
が
あ
る
。

︵
14
︶ C

ruzan 

判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
高
井
裕
之
・﹃
英
米
判
例
百
選
﹄
八
六
頁
以
下
が
あ
る
。

︵
15
︶ G

lucksberg 

判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
藤
井
樹
也
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
五
〇
号
︵
一
九
九
九
年
︶
一
〇
九
頁
以
下
が
あ
る
。

︵
16
︶ B

ow
ers 

判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
津
村
政
孝
﹃
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
﹄
二
九
五
頁
以
下
が
あ
る
。

︵
17
︶ Law

rence  
判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
藤
井
樹
也
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
五
号
︵
二
〇
〇
三
年
︶
一
四
二
頁
以
下
が
あ
る
。

︵
18
︶ G

regg 

判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
金
原
恭
子
﹃
英
米
判
例
百
選
﹄
一
一
八
頁
以
下
が
あ
る
。

︵
19
︶ 

罪
刑
の
均
衡
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
は
﹆
岡
上
雅
美
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所
判
例
に
お
け
る
罪
刑
の
均
衡
原
則

と
修
正
八
条
﹂
早
稲
田
法
学
六
九
巻
二
号
三
五
頁
以
下
︵
一
九
九
三
年
︶
な
ど
参
照
。

︵
20
︶ R

oper 

判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
岩
田
太
・
ア
メ
リ
カ
法2005-2

︵
二
〇
〇
五
年
︶
三
六
八
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

︵
21
︶ A

tkins 

判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
岩
田
太
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
七
号
二
三
三
頁
以
下
︵
二
〇
〇
三
年
︶
な
ど
が
あ
る
。

︵
22
︶ Stenberg 

判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
小
竹
聡
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
妊
娠
中
絶
を
め
ぐ
る
法
理
の
展
開
﹂
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究

四
四
号
︵
二
〇
〇
八
年
︶
三
五
頁
以
下
が
あ
る
。

︵
23
︶ G

onzales 

判
決
の
紹
介
・
検
討
と
し
て
﹆
小
竹
聡
・
ア
メ
リ
カ
法2008

-1

︵
二
〇
〇
八
年
︶
一
二
一
頁
以
下
が
あ
る
。

︵
24
︶ C

harles F. A
dam

s ed., T
he W

orks of John A
dam

s, 1851, Vol. III, p.453.

︵
25
︶ M

. D
. Perterson, ed., W

ritings, 1984, p. 586-587.

︵
26
︶ 

J
・
S
・
ミ
ル
︵
山
下
重
一
訳
︶﹃
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
﹄
未
來
社
﹆
一
九
六
二
年
﹆
六
︱
七
頁
参
照
。

︵
27
︶ 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
︵
松
本
礼
二
訳
︶﹃
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
第
一
巻
︵
上
︶﹆
岩
波
文
庫
﹆
二
〇
〇
五
年
﹆
九
頁
。

︵
28
︶ Pieroth/Schlink, G

rundrechte, 26, A
ufl. 2010, R

dnr. 353.

︵
29
︶ K

ant

の
﹁
人
間
性
の
尊
厳
﹂
論
の
筆
者
の
理
解
に
つ
い
て
は
﹆
青
柳
﹁
ゆ
ら
ぎ
﹂・
前
掲
注
1
﹆
二
八
一
︱
二
九
三
頁
参
照
。

︵
30
︶ 

な
お
﹆
本
稿
Ⅱ
．
2
︵
2
︶
で
挙
げ
て
い
る
連
邦
最
高
裁
の
一
九
五
八
年
判
決
︵T

rop v. D
ulles, 356 U

.S. 86

︶
で
も
﹆
ま
だthe dignity of 

m
an

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
の
女
性
差
別
性
を
指
摘
し
たO

lym
pe de G

ouges

女
性
の
権
利
宣
言
に
つ
い
て
は
﹆
オ
リ

ヴ
ィ
エ
・
ブ
ラ
ン
︵
辻
村
み
よ
子
﹆
太
原
孝
英
﹆
高
瀬
智
子
訳
︶﹃
オ
ラ
ン
プ
・
ド
ゥ
・
グ
ー
ジ
ュ
︱︱
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
女
性
の
権
利
宣
言
﹄
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80

信
山
社
﹆
二
〇
一
〇
年
﹆
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ブ
ラ
ン
︵
辻
村
み
よ
子
訳
︶﹃
女
の
人
権
宣
言
﹄
岩
波
書
店
﹆
一
九
九
五
年
﹆
参
照
。

︵
31
︶ 
人
種
や
奴
隷
制
に
関
す
るJeffersonn

の
理
論
あ
る
い
は
思
想
と
実
践
の
不
一
致
に
つ
い
て
は
﹆
明
石
紀
雄
﹃
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
と
﹁
自

由
の
帝
国
﹂
の
理
念
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
﹆
一
九
九
三
年
﹆
第
一
章
三
お
よ
び
第
一
三
章
参
照
。

︵
32
︶ 

政
治
思
想
が
専
門
で
は
な
い
筆
者
が
こ
の
問
題
は
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
﹆
邦
語
文
献
か
ら
も
多
く
の
教
示
﹆
示
唆
を
受
け
た
。

高
木
八
尺
﹃
米
国
政
治
史
序
説
﹄
一
九
三
一
年
﹆
藤
原
守
胤
﹃
ア
メ
リ
カ
建
国
史
論
﹄
一
九
四
〇
年
﹆
中
屋
健
一
﹃
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
﹄ 

弘
文

堂
﹆
一
九
五
五
年
四
月
﹆
富
田
虎
男
﹃
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
︱︱
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
﹄ 

誠
文
堂
新
光
社
﹆
一
九
六
一
年
﹆
今
津
晃
薯
﹃
ア
メ
リ
カ
独

立
革
命
﹄
至
誠
堂
﹆
一
九
六
七
年
﹆
斎
藤
眞
・
五
十
嵐
武
士
訳
﹃
ア
メ
リ
カ
革
命
﹄
研
究
社
出
版
﹆
一
九
七
八
年
﹆
阿
部
斉
・
有
賀
弘
・
本
間

長
世
・
五
十
嵐
武
士
編
﹃
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命 

伝
統
の
形
成
﹄
東
京
大
学
出
版
会
﹆
一
九
八
二
年
﹆
有
賀
貞
﹃
ア
メ
リ
カ
革
命
﹄
東
京
大
学
出

版
会
﹆
一
九
八
八
年
﹆
A
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
﹆
J
・
ジ
ェ
イ
﹆
J
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
︵
斎
藤
眞
﹆
中
野
勝
郎
訳
︶﹃
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト 

﹄ 

﹆
岩
波

書
店
﹆
一
九
九
九
年
二
月
﹆
斎
藤
眞
﹁
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
一
考
察
︱
1
︱
﹂
國
家
學
會
雑
誌 

69
︵
11
・
12
︶﹆
一
九
五
六
年
﹆
一
柳
豊
勝

﹁
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
考
察
﹂
同
朋
大
学
論
叢
︵
35
︶﹆
一
九
七
六
年
﹆
五
一
︱
七
八
頁
﹆
三
浦
進
﹁
市
民
革
命
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
獨
立
革

命
﹂
福
岡
女
子
大
学
・
文
芸
と
思
想
11
﹆
一
九
五
六
年
﹆
二
三
︱
三
二
頁
﹆
三
浦
進
﹁
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
原
因
に
つ
い
て
の
再
考
察
﹂
1
﹆

金
沢
工
業
大
学
研
究
紀
要
B
︵
9
︶﹆
一
九
八
六
年
﹆
福
岡
女
子
大
学
・
文
芸
と
思
想
46
﹆
一
九
八
二
年
﹆
八
二
︱
九
八
頁
﹆
佐
伯
宣
親
﹁
ア
メ

リ
カ
独
立
革
命
に
い
た
る
自
然
法
論
の
動
向
1
・
2
﹂ 

金
沢
工
業
大
学
研
究
紀
要
B
︵
9
︶﹆
一
九
八
六
年
﹆
一
八
六
︱
一
七
〇
頁
﹆
一
九
八
︱

︱
一
五
一
頁
な
ど
で
あ
る
。

︵
33
︶ See W

hite, T
he Philosophy of the A

m
erican R

evolution, 1978; J. A
ppleby, C

apitalism
 and a N

ew
 Social O

rder, 1984; J. P. D
iggins, 

T
he Lost Soul of A

m
erican Politics, 1984; S. M

. D
w

oretz, T
he U

nvarnished D
octrine, 1990; J. H

uyler, Locke in A
m

erica, 1995, etc.

︵
34
︶ 

岩
渕
祥
子
﹁
共
和
主
義
と
自
由
主
義
﹂
北
大
法
学
論
集
四
五
巻
三
号
﹆
一
九
九
四
年
﹆
四
七
三
頁
。
ロ
ッ
ク
主
義
解
釈
の
代
表
的
研
究
者
は
﹆C

. 

L. B
ecker, T

he D
eclaration of Independence, 1922; L. H

artz, T
he Liberal T

radition in A
m

erica, 1955

︵
有
賀
貞
・
松
平
光
央
訳
﹃
ア

メ
リ
カ
自
由
主
義
の
伝
統
﹄
有
信
堂
﹆
一
九
六
三
年
．，有
賀
貞
訳
﹃
ア
メ
リ
カ
自
由
主
義
の
伝
統
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
﹆
一
九
九
四
年
︶
で
あ

る
。

︵
35
︶ Pocock, T

he M
achiavellian M

om
ent, 1975.  

な
お
﹆
二
〇
〇
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
第
二
版
の
訳
書
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
︵
田
中
秀
夫
・
奥
田

敬
・
森
岡
邦
泰
訳
﹃
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
﹆
二
〇
〇
八
年
︶。
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81 アメリカ合衆国憲法と人間の尊厳

︵
36
︶ 

ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
︵
中
屋
健
一
訳
︶﹃
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
覚
え
書
﹄
岩
波
文
庫
﹆
一
九
七
五
年
﹆
一
九
八
頁
。
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
状
況
に
つ
い
て

は
﹆
た
と
え
ば
﹆
大
西
直
樹
﹃
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
と
社
会
﹄
彩
流
社
﹆
一
九
九
七
年
な
ど
参
照
。

︵
37
︶ 
ト
ク
ヴ
ィ
ル
﹆
前
掲
注
27
﹆
五
二
頁
。

︵
38
︶ 

同
・
五
三
頁
。

︵
39
︶ 

同
・
六
一
頁
。

︵
40
︶ 

同
・
六
一
頁
。

︵
41
︶ 

同
・
五
五
頁
。

︵
42
︶ 

同
・
五
四
頁
。

︵
43
︶ 

同
・
五
〇
頁
。

︵
44
︶ 

同
・
五
九
頁
。

︵
45
︶ 

同
・
五
五
頁
。

︵
46
︶ 

同
・
五
九
頁
。

︵
47
︶ 

同
・
六
四
︱
六
五
頁
。

︵
48
︶ 

同
・
六
六
頁
。

︵
49
︶ 

同
・
六
九
頁
。

︵
50
︶ 

同
・
七
〇
頁
。

︵
51
︶ 

こ
れ
ら
三
つ
の
点
に
つ
い
て
は
﹆
大
森
雄
太
郎
﹃
ア
メ
リ
カ
革
命
と
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
﹆
二
〇
〇
五
年
﹆
参
照
。

Locke

の
所
有
権
論
に
つ
い
て
は
﹆
森
村
進
﹃
ロ
ッ
ク
所
有
論
の
再
生
﹄
有
斐
閣
﹆
一
九
九
七
年
な
ど
参
照
。

︵
52
︶ J. Locke, T

he W
orks of John Locke, Vol. 10, ed., 1823, p. 308.

︵
53
︶ 

青
柳
﹁
二
つ
の
人
間
の
尊
厳
論
﹂﹆
前
掲
注
1
﹆
一
八
一
頁
。

︵
54
︶ 

青
柳
﹁
ゆ
ら
ぎ
﹂﹆
前
掲
注
1
﹆
二
八
二
︱
二
八
四
頁
参
照
。

︵
55
︶ 

ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
タ
リ
︵
山
内
訳
︶﹃
所
有
の
歴
史
﹄
法
政
大
学
出
版
局
﹆
一
九
九
四
年
﹆
五
六
頁
。

︵
56
︶ 

青
柳
﹁
憲
法
学
に
お
け
る
﹃
生
命
に
対
す
る
権
利
﹄﹂
同
﹃
憲
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
﹄﹆
一
四
九
︱
一
五
一
頁
参
照
。
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︵
57
︶ To R

ichard H
enry Lee, M

ay 8, 1825

︵W
ritings, supra note 25, p. 1501

︶.  

こ
の
手
紙
に
つ
い
て
は
﹆
明
石
・
前
掲
注
31
﹆
二
〇
〇
頁
で
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

︵
58
︶ To John T

rum
bull, Feb. 15, 1789

︵W
ritings, supra note 25, p. 939

︶.

︵
59
︶ J. A

dam
s, T

he W
orks of John A

dam
s, by H

is G
randson C

harles Francis, 1851, Vol. 6, p.4.  

因
み
に
﹆
第
一
期
︵
宗
教
改
革
の
時
代
︶
に

はM
achiavelli

﹆
第
二
期
︵
空
位
時
代
︶
に
はH

arrinton

やM
ilton

の
名
も
挙
が
っ
て
い
る
。

︵
60
︶Pocock

は
﹆
第
二
版
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
﹆
共
和
主
義
的
価
値
の
思
想
史
を
擁
護
し
て
い
る
︵
田
中
秀
夫
ほ
か
訳
・
前
掲
注
35
﹆
第
17
章
︶。

な
お
﹆
共
和
主
義
に
関
す
る
文
献
の
う
ち
﹆
本
稿
の
テ
ー
マ
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
﹆
田
中
秀
夫
・
山
脇
直
司
編
﹃
共
和
主
義
の
思
想
空

間
︱︱
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
可
能
性
﹄﹆
名
古
屋
大
学
出
版
会
﹆
二
〇
〇
六
年
﹆
大
森
秀
臣
﹃
共
和
主
義
の
法
理
論
﹄
勁
草
書

房
﹆
二
〇
〇
六
年
﹆﹁
特
集 
共
和
主
義
と
現
代
︱︱
思
想
史
的
再
考
﹂
社
会
思
想
史
研
究
︵
32
︶﹆
二
〇
〇
八
年
﹆
五
︱
七
七
頁
﹆
浅
沼
和
典

﹃
近
代
共
和
主
義
の
源
流
﹄
人
間
の
科
学
新
社
﹆
二
〇
〇
一
年
﹆
清
滝
仁
志
﹁
自
由
・
共
和
主
義
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹂ 

駒
澤
法
学
8

︵
3
︶﹆
二
〇
〇
九
年
﹆
七
七
︱
九
八
頁
﹆
田
宮
晴
彦
﹁
ア
メ
リ
カ
建
国
期
に
お
け
る
共
和
主
義
思
想
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂
史
学
研
究
︵
252
︶﹆

二
〇
〇
六
年
﹆
六
〇
︱
八
一
頁
﹆
小
山
花
子
﹁
共
和
国
は
拡
張
さ
れ
る
べ
き
か
︱︱
ア
ー
レ
ン
ト
﹆
マ
デ
ィ
ソ
ン
﹆
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
共
和
主
義

思
想
﹂
一
橋
研
究
30
︵
1
︶﹆
二
〇
〇
五
年
﹆
六
七
︱
七
三
頁
﹆
小
田
川
大
典
﹁
共
和
主
義
と
自
由
︱︱
ス
キ
ナ
ー
﹆
ペ
テ
ィ
ッ
ト
﹆
あ
る
い
は

マ
ジ
ノ
線
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
﹂
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
54
︵
4
︶﹆
二
〇
〇
五
年
﹆
六
六
五
︱
七
〇
七
頁
﹆
清
滝
仁
志
﹁
一
七
世
紀
内
乱
期
に
お
け

る
共
和
主
義
と
抵
抗
権
︱︱
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
の
場
合
﹂
駒
澤
法
学
4
︵
2
︶﹆
二
〇
〇
五
年
﹆
一
三
三
︱
一
七
九
頁
﹆
宇
野
重
規
﹁
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
と
共
和
主
義
的
自
由
の
再
統
合
﹂
思
想
︵
965
︶﹆
二
〇
〇
四
年
﹆
八
四
︱
一
〇
一
頁
﹆
栃
木
淑
子
﹁
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の
共
和
主
義

的
憲
法
観
︱︱
マ
ー
ベ
リ
ー
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
判
決
を
中
心
に
﹂
史
境
︵
45
︶﹆
二
〇
〇
二
年
﹆
三
八
︱
五
三
頁
﹆
鹿
子
生
浩
輝
﹁
ロ
ー
マ
の
再
生

︱︱
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
﹃
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
﹄
と
ル
ネ
サ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
﹂
政
治
研
究 

47
﹆
二
〇
〇
〇
年
﹆
五
七
︱
八
三
頁
﹆
肥
後
本
芳
男

﹁
ア
メ
リ
カ
建
国
期
の
政
治
文
化
と
共
和
主
義
再
考
﹂
ア
メ
リ
カ
ス
研
究
︵
5
︶﹆
二
〇
〇
〇
年
﹆
一
︱
二
二
頁
﹆
厚
見
恵
一
郎
﹁
マ
キ
ア
ヴ
ェ

リ
共
和
主
義
の
再
検
討
︵
上
︶
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
歴
史
的
国
家
理
論
︵
2
︶﹂
早
稲
田
社
会
科
学
研
究
︵
55
︶﹆
一
九
九
七
年
﹆
三
七
︱
七
三
頁
﹆

岩
渕
祥
子
﹁
共
和
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