
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

一
．
は
じ
め
に

二
．
表
現
の
有
害
性
と
内
容
中
立
性
原
則
の
射
程

l
．
見
解
中
立
性
原
則
と
表
現
の
害
悪

2
．
表
現
と
行
為
の
一
一
分
論

3
．
有
害
性
の
分
析
に
お
け
る
中
立
性
批
判

4
．
害
悪
評
価
の
視
座

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪

l
．
平
等
権
の
侵
害

2
．

沈

黙

効

果

3
．
礼
節
の
侵
害

4
．
集
団
的
名
誉
の
毀
損

5
．
精
神
的
害
悪

6
．
そ
の
他
の
害
悪

7
.
I
J
ベ
ラ
ル
な
表
現
の
自
由
理
論
に
よ
る
害
悪
批
判

ー
ア
メ
リ
カ
の
諸
学
説
の
検
討
I

ヘ
イ
ト

．
 

3
．
民
事
的
救
済

4

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
規
制

2
 

四
広
範
な
刑
事
規
制
の
主
張

1
．
特
有
の

(sui
generis)

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
規
制

2
．
集
団
的
名
誉
毀
損
の
規
制

3
．
価
値
の
低
い
表
現

(
l
o
w
v
a
l
u
e
 s
p
e
e
c
h
)

と
し
て
の
規
制

4
．

分

析

と

検

討

（

以

上

、

五

三

巻

六

号

）

五
表
現
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
害
悪
（
以
下
、
本
号
）

1
．
面
前
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ

2
 
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ

3
．
分
析
と
検
討

六
．
謙
抑
的
か
つ
多
元
的
な
対
抗
手
段
の
可
能
性

1
．
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
の
規
制

ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
の
規
制

六
ホ

ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性

一
六

須 ＾ ． 

（
三
一
三
）

祐
完）

治



う
な
言
葉
は
規
範
的
環
境
を
変
化
さ
せ
る
が
ゆ
え
「
状
況
変
更
的

(
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
a
l
t
e
r
i
n
g
)
」
で
あ
り
、
聞
き
手
に
戦
い
を
す
る
特
権
を
与

え
る
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
あ
る
環
境
に
お
い
て
は
聞
き
手
に
一
種
の
戦
い
を
す
る
義
務
を
課
す
も
の
と
さ
れ
る
。

(
e
p
i
t
h
e
t
s
)
 
は
、
極
端
な
場
合
、
硬
直
的
な
返
答
を
招
く

聞
き
手
に
よ
る
暴
力
的
返
答
は
規
制
を
正
当
化
す
る
ほ
ど
の
害
悪
と
は
言
え
な
い
と
す
る
説
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
面
前
の
表
現
の
場

合
に
限
っ
て
そ
れ
を
十
分
に
強
力
な
害
悪
と
認
め
る
説
が
存
在
す
る
。

1
．
面
前
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ

ば
問
題
に
さ
れ
る
。

け
ヽ 先

に
紹
介
・
検
討
し
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
は
、
広
範
な
刑
事
規
制
を
導
く
ほ
ど
十
分
に
強
力
な
も
の
と
は
言
え
な
い
と
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
害
悪
の
主
張
は
限
定
さ
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
説
得
力
を
増
す
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
面
前
で
発
せ
ら
れ
る
と
き
と
、
職
場
や
大
学
の
教
室
等
の
中
で
発
せ
ら
れ
る
と
き
に
生
じ
る
害
悪
が
し
ば
し

関
法

五
．
表
現
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
害
悪

第
五
四
巻
二
号

5
．
そ
の
他
の
手
段

6
．
分
析
と
検
討

七
．
さ
ら
な
る
問
題

l
．
立
法
の
困
難

2
．
立
法
の
適
用
上
の
困
難

3
．
立
法
の
効
果
に
つ
い
て
の
疑
問

4
．
集
団
の
特
定
化
と
非
対
称
性
の
問
題

5
．
分
析
と
検
討

八

．

む

す

び
グ
リ
ー
ナ
ウ
ォ
ル
ト
は
、

一
定
の
面
前
の
侮
辱
や
差
別
語

(
1
)
 

（
さ
ら
に
は
そ
れ
を
「
要
求
す
る
」
）
こ
と
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ

一
六

（
三
―
四
）



2
 

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
職
場
や
大
学
の
教
室
等
の
中
で
発
せ
ら
れ
る
と
き
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ

こ
の
よ
う
に
、

一
六

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
と
り
わ
け
職

(
s
p
i
c
k
)
、
ジ
ャ
ッ
プ

面
前
で
投
げ
か
け
ら
れ
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
そ
れ
が
与
え
る
精
神
的
害
悪
に
つ
い
て
も
特
別
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
グ
リ
ー
ナ
ウ
ォ

ル
ト
は
、
聞
き
手
が
け
ん
か
を
始
め
る
類
の
コ
メ
ン
ト
は
人
を
最
も
傷
つ
け
る
コ
メ
ン
ト
で
も
あ
る
と
し
、
面
前
で
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ

が
発
せ
ら
れ
た
場
合
、
犠
牲
者
が
暴
力
的
返
答
を
な
す
能
力
を
持
た
な
く
と
も
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
精
神
的
な
害
悪
の
ゆ
え
に
規
制
が
正

当
化
さ
れ
る
と
す
る
。

(
4
)
 

ロ
ー
レ
ン
ス
は
面
前
で
の
人
種
差
別
的
侮
辱
が
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
と
同
様
に
修
正
一
条
の
保
護
に
値
し
な
い
と
す
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
彼
は
人
種
差
別
的
侮
辱
の
有
害
な
影
響
の
即
時
性
を
挙
げ
、
「
ニ
ガ
ー

(
J
a
p
)
、
カ
イ
ク

）
、
ス
ピ
ッ
ク

(
m
g
g
e
r
 

(
5
)
 

(
k
i
k
e
)

な
ど
と
呼
ば
れ
る
経
験
は
顔
面
に
平
手
打
ち
を
受
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

ま
た
、
面
前
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
そ
れ
が
引
き
起
こ
す
沈
黙
効
果
に
つ
い
て
も
特
別
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン

は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
達
に
よ
る
沈
黙
効
果
の
主
張
に
反
対
し
つ
つ
、
面
前
の
人
種
差
別
的
言
葉

(
f
a
c
e
,
 
t
o
 ,
 
f
a
c
e
 r
a
c
i
s
t
 
e
p
i
t
h
e
t
s
)
 

(
6
)
 

他
の
個
人
に
向
け
ら
れ
た
人
種
差
別
的
表
現
が
実
際
の
沈
黙
を
導
く
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
と
す
る
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
そ
れ
が
犠
牲
者
の
面
前
で
向
け
ら
れ
た
と
き
、
特
別
な
有
害
性
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
説
は
、

リ
ベ
ラ
ル
な
表
現
の
自
由
論
を
説
く
論
者
の
間
で
も
か
な
り
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

場
に
お
い
て
は
、
雇
用
差
別
を
禁
じ
る
市
民
権
法
第
七
編
が
環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
禁
止
す
る
こ
と
が
連
邦
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
確

立
さ
れ
て
お
り
、
言
葉
の
み
に
よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
雇
用
差
別
と
し
て
第
七
編
に
違
反
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
三
一
五
）

や
そ
の



第
五
四
巻
二
号

こ
の
よ
う
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
と
り
わ
け
有
害
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

(
7
)
 

て
い
る
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
平
等
権
を
侵
害
す
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
有
力
な
反
対
論
が
提
示
さ
れ
て
い
た
が
、

成
す
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
平
等
権
を
侵
害
す
る
と
い
う
説
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
「
職
場
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
で
あ
る

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
確
立
さ
れ
た
カ
ー
ス
ト
や
従
属
の
関
係
を
維
持
し
、
第
七
編
の
中
心
に
あ
る
平
等
と
い
う
核
心
的
価
値
を
損
な
う
」
も

(
8
)
 

の
で
あ
り
、
「
平
等
な
扱
い
は
平
等
を
損
な
う
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
の
自
由
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
第
七
編
に
違
反
す
る
よ
う
な
雇
用
差
別
と
な
る
こ
と
は
既
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

ト
を
構
成
す
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
平
等
権
を
侵
害
す
る
と
い
う
主
張
は
、
通
常
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
平
等
権
を
侵
害
す
る
と
い

な
う
も
の
と
は
さ
れ
な
い
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
も
規
制
に
値
す
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ポ
ス
ト
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ス
コ
ー

ス
に
拡
張
さ
れ
る
憲
法
的
保
護
は
、

一
般
社
会
以
上
の
礼
儀
と
節
度
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
通
常
に
お
い
て
は
礼
節
を
損

ノ
ン
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
表
現
に
拡
張
さ
れ
る
保
護
と
は
重
要
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
と
し
、
た
と
え
修

正
一
条
が
新
聞
紙
上
の
人
種
差
別
的
思
想
の
流
布
を
法
的
規
制
か
ら
免
除
す
る
と
し
て
も
、
職
場
内
で
、
そ
の
同
じ
表
現
を
政
府
が
抑
制

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
彼
は
、
職
場
で
は
自
律
的
な
、
自
己
を
統
治
す
る
市
民
間
の
対
話
の
イ
メ
ー
ジ
は
明
ら

(10) 

か
に
場
違
い
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
、
大
学
は
礼
節
と
市
民
に
ふ
さ
わ
し
い
参
加
に
関
す
る
規
制
ル
ー
ル
を
敷
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
学
生
が
口
汚
い

(abusive)

言
葉
を
教
室
内
で
繰
り
返
し
使
っ
た
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
の
言
葉
が
路
上
で
は
堅
固
な
憲
法
的
保
護
を
受
け
る
と
し
て
も
、

ま
た
、
職
場
や
大
学
の
教
室
の
よ
う
な
場
で
は
、

う
主
張
ほ
ど
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

実
際
、

関
法

一
六
四

（
三
一
六
）

ハ
ラ
ス
メ
ン

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構



脅
し

な
負
担
が
課
さ
れ
て
い
な
い
か
、

ス
ト
ラ
ウ
ス

て
は
い
け
な
い
と
い
う
原
則
を
、
「
説
得
原
理

(
p
e
r
s
u
a
s
i
o
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
)
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
表
現
の
自
由
体
系
に
中
心
的

な
も
の
と
位
置
付
け
た
上
で
、
精
神
を
傷
つ
け
る
言
葉
が
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
聞
き
手
が
い
な
い
状
況
で
、
犠
牲
者
に
直
接
語
り

(14) 

か
け
ら
れ
る
と
き
、
説
得
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
す
る
。
彼
は
、

(
a
s
s
a
u
l
t
)

等
の
、
話
者
の
面
前
の
犠
牲
者
に
向
け
ら
れ
た
表
現
を
罰
す
る
政
府
の
確
立
さ
れ
た
権
限
は
、
説
得
原
理
と
矛
盾
し

な
い
と
す
る
。

答
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
確
か
に
、
面
前
で
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
や
職
場
等
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
ヘ
イ
ト
・
ス

ピ
ー
チ
に
対
し
て
、
言
論
に
よ
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
は
と
り
わ
け
困
難
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
表
現
の
害
悪
を
除
去
す
る
必
要
性
が
よ
り

先
に
、

そ
の
学
生
を
停
学
に
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
職
場
や
大
学
の
教
室
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
は
、

(12) 

う
こ
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
犠
牲
者
に
与
え
る
精
神
的
害
悪
も
よ
り
大
き
い
と
い

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
対
抗
言
論
が
機
能
し
う
る
か
、

と
い
う
二
点
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
示
唆
し
た
。

(
D
a
v
i
d
 A. S
t
r
a
u
s
s
)
 
は
、
政
府
が
、
悪
の
勧
め
が
あ
ま
り
に
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
そ
れ
を
抑
圧
し

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
聞
き
手
が
説
得
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
返

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
対
抗
言
論
で
立
ち
向
か
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
類
の
表
現
で
は

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

ス
ト
ラ
ウ
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

3
．
分
析
と
検
討

一
六
五

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
、

（
三
一
七
）

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
犠
牲
者
に
不
当



第
五
四
巻
二
号

（
三
一
八
）

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
よ
う
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
ー
に
不
当
な
負
担
を
課
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
面
前
の
表
現
は
特
定
人
を
標
的
に
す
る
が
ゆ
え
、
負
担
の
不
均
衡
は

そ
も
そ
も
職
場
や
大
学
の
教
室
内
で
は
表
現
の
受
け
手
は

(16) 

不
当
な
負
担
が
課
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
囚
わ
れ
」

の
身
で
あ
る
の
で
、

以
上
よ
り
、
面
前
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
職
場
や
大
学
教
室
内
等
の
場
で
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
と
り
わ
け
有
害
で
あ
る
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
保
護
さ
れ
な
い
表
現
と
さ
れ
て
き
た
表
現
諸
類
型
と
完
全
に
一
致
す
る
と
は
言
え
な

い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
有
害
性
に
お
い
て
そ
れ
と
等
し
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
上
回
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら

の
表
現
類
型
は
十
分
に
有
害
で
あ
る
が
ゆ
え
、
そ
れ
を
規
制
し
て
も
見
解
中
立
性
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
l
)
 
S
e
e
 K
E
N
T
 G
R
E
E
N
A
W
A
L
T
,
 F
I
G
H
T
I
N
G
 W
O
R
D
S
 4
8
 (
1
9
9
5
)
.
 

(
2
)
 
S
e
e
 id. 

(
3
)
 
S
e
e
 id. 
a
t
 5
4
.
 

(
4
)
 
S
e
e
 
C
h
a
r
l
e
s
 
R. 
L
a
w
r
e
n
c
e
 
III, 
I
f
 H
e
 H
o
l
l
e
r
s
 
L
e
t
 
H
i
m
 G
o
:
 R
e
g
u
l
a
t
i
n
g
 
R
a
c
i
s
t
 
S
p
e
e
c
h
 
o
n
 
C
a
m
p
u
s
,
 
i
n
 
W
O
R
D
S
 T
H
A
T
 

W
O
U
N
D
:
 C
R
I
T
I
C
A
L
 R
A
C
E
 T
H
E
O
R
Y
,
 A
S
S
A
U
L
T
I
V
E
 S
P
E
E
C
H
,
 A
N
D
 T
H
E
 F
I
R
S
T
 A
M
E
N
D
M
E
N
T
 6
6
-
7
1
 (
1
9
9
3
)
・
 

(
5
)
 
Id. a
t
 6
7ー

6
8
.

(
6
)
 
S
e
e
 }
A
M
E
S
 W
E
I
N
S
T
E
I
N
,
 H
A
T
E
 S
P
E
E
C
H
,
 P
O
R
N
O
G
R
A
P
H
Y
,
 A
N
D
 T
H
E
 R
A
D
I
C
A
L
 A
T
T
A
C
K
 O
N
 F
R
E
E
 S
P
E
E
C
H
 D
O
C
T
R
I
N
E
 1
3
3
 (
1
9
9
9
)
.
 

(
7
)

特
に
大
学
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
に
つ
き
、
小
谷
順
子
「
合
衆
国
憲
法
修
正
1
条
と
大
学
に
お
け
る
表
現
の
自
由

R
A
V

判
決
以
降
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
の
問
題
に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
（
慶
應
大
学
大
学
院
）
四
0
号
二
七
四
ー
ニ
七
五
頁
（
一

九
九
九
）
参
照
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
職
場
に
お
い
て
は
そ
の
成
立
が
か
な
り
容
易
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
、
大
学
の
教
室
を
含
め
た

明
ら
か
で
あ
る
が
、

面
前
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
や
、

高
い
と
言
え
よ
う
。

関
法

一
六
六

こ
の
よ
う
な
と
き
に
も
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平
穏
の
侵
害
を
引
き
起
こ
す
傾
向
を
持
っ
た
り
す
る
よ
う
な
言
葉
」
と
定
義
さ
れ
た
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
は
、

G
o
o
d
i
n
g
v. 

W
i
l
s
o
n
以
降
、
「
平
穏
の
侵
害
を
引
き
起
こ
す
傾
向
を
持
つ
」
よ
う
な
言
葉
に
そ
の
定
義
が
限
定
さ
れ
、
「
精
神
的
傷
を
与
え
る
」
と
い

(
6
)
 

う
定
義
は
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
の
定
義
か
ら
抜
け
落
ち
た
と
す
る
。

ー

多
く
の
論
者
は
、

C
h
a
p
l
i
n
s
k
y
判
決
に
お
い
て
、
「
ま
さ
に
そ
の
発
言
に
よ
っ
て
、
精
神
的
傷

(injury)

を
与
え
た
り
、
切
迫
し
た

①
 
、 土

追

憲

う
問
題
が
あ
る
。

説
第
五
四
巻
二
号

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
の
規
制

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
の
概
念
を
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
の
文
脈
で
持
ち
出
そ
う
と
す
る
場
合
、
第
一
に
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・

ワ
ー
ド
と
い
う
規
制
し
う
る
表
現
類
型
が
存
在
し
う
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
第
一
一
に
、
仮
に
存
在
し
う
る
と
し
て
、

C
h
a
p
l
i
n
s
k
y
v. 

N
音

H
gm
p
s
h
i
r
e
の
、
「
ま
さ
に
そ
の
発
言
に
よ
っ
て
、
精
神
的
傷

(injury)

を
与
え
た
り
、
切
迫
し
た
平
穏
の
侵
害
を
引
き
起
こ
す

(
2
)
 

傾
向
を
持
っ
た
り
す
る
よ
う
な
言
葉
」
と
い
う
定
義
の
う
ち
の
「
平
穏
の
侵
害
を
引
き
起
こ
す
傾
向
を
持
つ
」
言
葉
と
い
う
後
半
部
の
定

義
に
あ
て
は
ま
る
表
現
に
加
え
、
「
精
神
的
傷
を
与
え
」
る
言
葉
と
い
う
前
半
部
の
定
義
に
あ
て
は
ま
る
表
現
を
規
制
し
う
る
の
か
と
い

第
一
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
「
平
穏
の
侵
害
を
引
き
起
こ
す
傾
向
を
持
つ
」
言
葉
す
ら
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
と
し
て

(

3

)

(

4

)

 

規
制
す
る
こ
と
が
妥
当
で
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
に
賛
同
す
る
者
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
ヘ
イ
ト
・
ス

ピ
ー
チ
規
制
の
合
憲
性
に
関
連
す
る
第
二
の
問
い
に
関
し
て
学
説
が
い
か
な
る
対
立
を
示
し
て
い
る
か
を
見
る
。

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

関
法

一
六
八

（
三
二

0
)



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

G
o
o
d
i
n
g
判
決
以
降
、

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
の
範
囲
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
が
、

②
 
合

憲

説

は
常
に
裁
判
官
の
選
好
を
社
会
に
押
し
付
け
た
り
、

に
修
正
一
条
の
保
護
を
奪
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
繰
り
返
し
拒
絶
し
て
き
た
と
し
、
深
刻
な
精
神
的
動
揺
の
よ
う
な
無
定
形

で
際
限
の
な
い
不
平
を
政
府
に
よ
る
検
閲
の
正
当
化
要
因
と
し
て
認
め
る
危
険
が
、
修
正
一
条
に
具
現
化
さ
れ
た
主
要
な
社
会
的
価
値
を

深
刻
に
傷
つ
け
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
人
の
感
受
性

(sensibilities)

を
保
護
す
る
と
い
う
利
益
の
本
質
的
な
曖
昧
さ(10) 

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
を
差
別
し
た
り
す
る
等
の
不
当
な
結
果
を
導
く
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

不
快
な
言
葉
は
政
府
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
べ
き
、
言
葉
に
よ
る
暴
行

(assaults)

な
言
葉
が
果
た
し
て
単
な
る
不
快

(
d
i
s
c
o
m
f
o
r
t
)

や
瞬
間
的
な
不
快
感

(
m
o
m
e
n
t
a
r
y
u
n
p
l
e
a
s
a
n
t
n
e
s
s
)

以
上
の
深
刻
な
反
応
を
引

き
起
こ
す
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
と
、
彼
は
答
え
て
い
る
。

権
運
動
を
行
う
人
々
を
狙
い
打
ち
に
し
て
訴
追
す
る
た
め
に
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
の
概
念
が
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
、

(12) 

連
邦
最
高
裁
を
こ
の
よ
う
な
方
向
に
駆
り
立
て
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
面
前
で
発
せ
ら
れ
る
表
現
に

ガ
ー
ド

一
六
九

一
九
六

0
年
代
ま
で
に
反
戦
運
動
や
市
民

た
と
え
ば
ス
ト
ロ
ッ
セ
ン
は
、
そ
も
そ
も

C
h
a
p
l
i
n
s
k
y
判
決
に
お
い
て
「
精
神
的
傷
を
与
え
る
」
と
い
う
前
半
部
の
定
義
は
傍
論
と

し
て
述
べ
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
実
際
の
判
決
は
、
「
一
般
人
を
闘
争
に
駆
り
立
て
る
可
能
性
の
高
い
言
葉
」
を
禁
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
公

(
7
)
 

共
の
平
穏
を
保
護
す
る
州
の
利
益
を
根
拠
に
し
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
州
法
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て

G
o
o
d
i
n
g

判
決
以
降
の
判
例
は
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
の
定
義
を

C
h
a
p
l
i
n
s
k
y
判
決
の
実
際
の
判
決
の
線
に
沿
っ
て
限
定
し
て
い
っ
た
の
で

(
8
)
 

あ
り
、
「
精
神
的
傷
を
与
え
る
」
と
い
う
傍
論
を
破
棄
し
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

(
S
t
e
p
h
e
n
 
W. G
a
r
d
)
 
は
、
連
邦
最
高
裁
は
不
快
な
言
葉
が
聞
き
手
に
非
常
に
深
刻
な
感
情
的
苦
痛
を
引
き
起
こ
す
が
ゆ
え

に
あ
た
る
と
す
る
主
張
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う

（
三
ニ
―
)



イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
「
精
神
的
傷
を
与
え
る
」
と
い
う
理
由
で
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
に
あ
た
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
規
制
が

(18) 

正
当
化
さ
れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

C
h
a
p
l
i
n
s
ぶ
判
決
に
お
け
る
定
義
の

に
お
け
る
定
義
の

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
の
定
義
の
中
の
「
切
迫
し
た
平
穏
の
侵
害
を
引
き
起
こ
す
傾
向
を(14) 

持
つ
」
と
い
う
部
分
と
「
精
神
的
傷
を
与
え
る
」
と
い
う
部
分
は
同
種
の
表
現
に
対
す
る
二
つ
の
異
な
っ
た
反
応
を
認
め
た
も
の
と
す
る
。

攻
撃
的
な
若
い
男
性
に
対
し
て
刺
激
を
与
え
れ
ば
平
穏
侵
害
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
他
の
人
々
、
と
り
わ
け
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集
団
に
属
す
る
人
々
の
場
合
に
は
恐
怖
や
怒
り
と
い
う
消
極
的
な
反
応
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

部
の
男
性
に
対
す
る
挑
発
的
言
葉
の
み
を
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
と
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
さ
れ
、

(15) 

葉
を
一
律
に
規
制
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
精
神
的
傷
を
与
え
る
」
言
葉
は
、
「
切
迫
し
た
平
穏
の
侵
害
を
引
き
起
こ
す
」
よ
う
な
言

葉
と
等
価
の
も
の
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
ヘ
イ
マ
ン

(
S
t
e
v
e
n
 J. 
H
e
y
m
a
n
)
 
は
、
法
に
よ
っ
て
人
格
的
尊
厳
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
、

C
h
a
p
l
i
n
s
k
y
判
決

(17) 

「
精
神
的
傷
を
与
え
る
」
と
い
う
部
分
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

グ
レ
イ

(
T
h
o
m
a
s
 C. G
r
e
y
)
 

関
法

第
五
四
巻
二
号

は
ヽ

は
、
よ
り
大
き
な
聴
衆
に
向
け
ら
れ
た
表
現
に
比
べ
、
し
ば
し
ば
、
よ
り
低
い
保
護
し
か
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も

指
摘
し
う
る
。
さ
ら
に
、
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
面
前
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
与
え
る
害
悪
は
深
刻
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
切
迫
し
た
平
穏
の
侵
害
を
引
き
起
こ
す
傾
向
を
持
つ
も
の
だ
け
で
は
な
く
精
神
的
な
傷
を
与
え
る
も
の
も
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン

グ
・
ワ
ー
ド
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
主
張
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
不
思
議
で
は
な
い
。

「
精
神
的
傷
を
与
え
る
」
と
い
う
部
分
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
れ
ら
の
説
か
ら
す
れ
ば
、

一
七
〇

（三――-）

ヘ

一
定
の
限
度
を
超
え
た
言



と
り
わ
け
憲
法
上
の
問
題
と
し
て
、
彼
女
は
、

(19) 

保
護
条
項
違
反
を
挙
げ
る
。

こ
の
う
ち
、
第
三
の
も
の
、
思
想
を
犯
罪
に
す
る
こ
と
の
問
題
が
特
に
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
法
の
合
憲
性
に
関
し
て
重
要
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
彼
女
は
動
機
を
罰
す
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
動
機
、
意
図
、
目
的
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、

(20) 

動
機
は
行
為
者
の
行
動
理
由
以
上
の
何
も
の
で
も
な
く
、
刑
法
上
の
犯
罪
や
犯
罪
の
一
要
素
に
は
な
り
え
な
い
。

次
に
彼
女
は
、
偏
見
は
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
と
す
る
考
え
を
批
判
す
る
。
偏
見
の
表
明
は
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド

に
等
し
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
自
体
を
新
た
な
保
護
さ
れ
な
い
表
現
類
型
と
す
る
マ
ツ
ダ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

(22) 

チ
は
採
り
え
な
い
と
さ
れ
る
。
競
合
利
益
が
自
由
の
利
益
を
上
回
る
と
き
に
は
保
護
さ
れ
な
い
表
現
に
入
ら
な
い
表
現
で
も
内
容
規
制
に

(23) 

服
す
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
偏
見
の
表
明
を
禁
止
す
る
こ
と
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
さ
れ

(24)

（

25) 

る
。
ま
た
、
規
制
が

U
n
i
t
e
d
States v• 

O
'
B
r
i
e
n
の
テ
ス
ト
（
表
現
要
素
を
含
む
行
為
の
規
制
は
「
重
要
な
、
あ
る
い
は
実
質
的
な
政
府

利
益
を
促
進
し
、
政
府
利
益
が
表
現
の
自
由
の
抑
圧
と
無
関
係
で
あ
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
修
正
一
条
の
自
由
の
付
随
的
な
規
制
が
そ

(2626) 

の
利
益
の
促
進
に
不
可
欠
な
程
度
を
越
え
な
い
」
場
合
に
は
許
さ
れ
る
。
）
を
パ
ス
す
る
と
も
言
え
な
い
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

ト
・
ク
ラ
イ
ム
法
は
基
礎
と
な
る
犯
罪
へ
の
罰
に
加
え
て
動
機
へ
の
罰
を
加
え
る
も
の
で
は
な
く
、
偏
見
に
動
機
付
け
ら
れ
た
中
傷
を
発

(27) 

し
て
犯
さ
れ
る
犯
罪
全
体
は
当
該
犯
罪
の
各
部
分
の
総
計
よ
り
大
き
い
と
す
る
説
を
、
彼
女
は
批
判
す
る
。

2
 ゲ

ル
マ
ン

①
 

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

(
S
u
s
a
n
 G
e
l
l
m
a
n
)
 

違

憲

説

ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
の
規
制

一
七

は
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
法
に
は
憲
法
上
の
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、

ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
法
の
曖
昧
さ
、
広
範
さ
、
思
想
を
犯
罪
に
す
る
こ
と
の
問
題
、
平
等

（三一―――-）

ヘ
イ



一
条
に
反
す
る
こ
と
も
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

第
五
四
巻
二
号

（―-三四）

(
F
r
e
d
e
r
i
c
k
 
M. 

ゲ
ル
マ
ン
は
、
修
正
一
条
が
、
既
存
秩
序
へ
の
脅
威
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
じ
る
人
の
信
じ
る
権
利
の
ゆ
え
に
、
社
会
に
と
っ
て
危
険
と

思
わ
れ
る
思
想
を
保
護
し
た
と
指
摘
し
、
典
型
的
な
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
法
は
意
見
の
問
題
に
お
い
て
正
説

(
o
r
t
h
o
d
o
x
y
)

を
指
示
す

(28) 

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

連
邦
最
高
裁
は

R.
A. 
V
判
決
に
お
い
て
厳
格
な
内
容
中
立
性
を
要
求
し
、
問
題
の
条
例
が
見
解
差
別
を
し
て
い
る
と
の
結
論
を
導

い
た
が
、

M
i
t
c
h
e
l
l
判
決
に
お
い
て
は
見
解
中
立
性
の
要
求
を
貰
か
ず
、
偏
見
に
動
機
付
け
ら
れ
た
犯
罪
の
刑
罰
を
過
重
す
る
法
を
合

憲
と
し
た
。
実
際
、

は
あ
ま
り
い
な
い
。
多
く
の
論
者
は
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
の
有
害
性
ゆ
え
に
そ
の
規
制
は
見
解
差
別
に
至
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
が
修
正

動
機
の
処
罰
を
非
難
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
動
機
を
処
罰
の
基
礎
に
し
た
り
、
刑
罰
を
加
重
す
る
要
因
と
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ

(29) 

れ
て
き
た
と
反
論
さ
れ
て
い
る
。
動
機
と
意
図
を
区
別
し
た
上
で
、
前
者
を
基
礎
に
処
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
議
論
に
対
し

て
は
、
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
意
図
の
問
題
で
あ
る
も
の
が
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
動
機
の
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
、
同
じ

(30) 

犯
罪
の
描
写
の
仕
方
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
動
機
、
意
図
の
い
ず
れ
の
問
題
に
も
な
り
う
る
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

問
題
は
、
言
葉
の
み
に
よ
る
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
の
規
制
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

F
・
ロ
ー
レ
ン
ス

L
a
w
r
e
n
c
e
)
 
は
、
言
業
の
み
で
も
と
き
に
は
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
の
基
礎
と
な
る
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
、
深
刻
な
恐
怖

を
し
み
込
ま
せ
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
行
動
は
処
罰
さ
れ
て
も
よ
い
と
す
る
。
多
く
の
州
が
恐
怖
を
生
み
出
す
行
為
を
禁
じ
る
い
く
つ
か

(32) 

の
形
態
の
法
を
持
っ
て
い
る
が
、
被
告
人
の
言
葉
の
み
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
法
の
違
反
が
導
か
れ
る
と
さ
れ
る
。

②
 
合

憲

説

関
法

ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
の
規
制
が
見
解
差
別
に
至
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
が
修
正
一
条
に
反
す
る
と
主
張
す
る
論
者

一七



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

ハ
イ
マ
ン
は
、
最
近
に
な
っ
て
初
め
て
物
理
的
結
果
が
な
く
て
も
故
意
に
よ
る
感
情
的
苦
痛
の
賦
課

(intentional
infliction 
of 

）
 

emot10nal distress 

の
不
法
行
為
に
対
し
て
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
特
別
な
状
況
に
お
い
て
の
み

で
あ
っ
た
と
し
、
同
等
の
人
の
間
で
の
個
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
大
衆
一
般
に
広
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
関
し
て
は
、
故
意

(33) 

に
よ
る
感
情
的
苦
痛
の
賦
課
に
対
す
る
法
的
制
裁
の
使
用
は
非
常
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
。

(34) 

Hustler M
a
g
a
z
i
n
e
 
v• 

F
a
l
w
e
l
l
に
お
い
て
、
公
人
に
よ
る
、
故
意
に
よ
る
感
情
的
苦
痛
の
賦
課
の
訴
え
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
限

ハ
イ
マ
ン
は
、
感
情
的
反
応
の
主
観
性
は
公
人
や
政
治
的
・
社
会
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
特
有
の
も
の
で
な
く
、

Hustler

(35) 

M
a
g
a
z
i
n
e
判
決
と
同
じ
論
理
は
私
人
に
よ
る
訴
え
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
と
す
る
。

デ
ィ
ル
ガ
ド
は
、
故
意
に
よ
る
感
情
的
苦
痛
の
賦
課
の
不
法
行
為
と
い
う
名
の
枠
内
で
は
人
種
差
別
的
侮
辱
の
重
大
性
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い
と
し
、
人
種
差
別
的
侮
辱
の
た
め
の
独
立
し
た
不
法
行
為
の
み
が
人
種
差
別
的
侮
辱
の
独
特
な
性
質
と
そ
の
害
悪
を
十
分
に
説
明

(36) 

で
き
る
と
す
る
。

彼
は
人
種
差
別
的
侮
辱
に
関
す
る
訴
訟
で
勝
利
す
る
た
め
に
、
次
の
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
「
人
種
に
つ
い

て
の
言
及
を
通
じ
て
品
位
を
下
げ
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
言
葉
が
被
告
に
よ
っ
て
彼
／
彼
女
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
、
原
告
が
人
種
に
つ
い

て
の
言
及
を
通
じ
て
品
位
を
下
げ
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
た
こ
と
、
通
常
人
が
人
種
差
別
的
侮
辱
と
み
な
す
で
あ
ろ

(37) 

う
こ
と
」
。

②
 
合

憲

説

定
さ
れ
た
が
、

①
 
違

憲

説

3
．
民
事
的
救
済

一
七
三

（
三
一
五
）



い
て
集
中
的
な
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ

れ
た
「
ホ
ン
キ
ー

(40) 

れ
る
。

（
白
人
に
対
す
る
侮
蔑
語
）

の
よ
う
な
侮
辱
は
稀
な
状
況
で
の
み
訴
え
可
能
で
あ
る
と
さ

ゆ
え
、
ほ
と
ん
ど
常
に
訴
え
可
能
で
あ
り
、
白
人
に
よ
っ
て
黒
人
に
向
け
ら
れ
た
「
無
能
な
愚
か
者

(
Y
o
u
i
n
c
o
m
p
e
t
e
n
t
 fool.)
」
の

(38) 

よ
う
な
侮
辱
は
、
人
種
差
別
的
要
素
を
欠
く
が
ゆ
え
、
訴
え
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
若
い
黒
人
男
性
に
向
け
ら
れ
た
「
ボ
ー
イ

し
て
や
さ
し
く
発
せ
ら
れ
る
「
や
あ
、

(
B
o
y
.
)
」
と
い
う
言
葉
は
話
者
の
意
図
や
聞
き
手
の
理
解
等
に
応
じ
て
訴
え
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
さ
れ
、
黒
人
同
士
で
挨
拶
と

(39) 

(
H
e
y
,
 nigger.)
」
と
い
う
言
葉
は
訴
え
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
白
人
に
向
け
ら

(
Y
o
u
 d
u
m
b
 h
o
n
k
e
y
.
)
」

か
よ
う
な
デ
ィ
ル
ガ
ド
の
提
案
は
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。

リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
§

4

6

は
、
「
極
端
か
つ
常
軌
を
逸
し
た

(
o
u
t
r
a
g
e
o
u
s
)

行
為
に
よ
っ
て
意
図
的
に
、
あ
る
い
は
不
注
意
に
他
人
に
深
刻
な
感
情
的
苦
痛
を
引
き
起
こ
す
者
は
そ
の
よ
う
な
感
情

的
苦
痛
に
対
し
て
責
任
を
負
い
、
も
し
他
者
に
対
す
る
身
体
的
害
悪
が
生
じ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
身
体
的
害
悪
に
対
し
て
責
任
を
負
う
」
と

し
て
、
故
意
に
よ
る
感
情
的
苦
痛
の
賦
課
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、

そ
こ
で
、

デ
ィ
ル
ガ
ド
の
提
案
は
明
ら
か
に
そ

(42) 

こ
か
ら
逸
脱
し
、

§

4

6

に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
よ
り
も
低
い
程
度
の
証
明
で
損
害
賠
償
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。

(43) 

は
よ
り
謙
抑
的
な
提
案
を
行
な
う
。
彼
は
、
あ
る
連
邦
最
高
裁
判
決
に
お

(
f
o
c
u
s
e
d
 p
i
c
k
e
t
i
n
g
)

が
広
沙
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
集
中

(44) 

的
な
言
葉
に
よ
る
脅
し
に
も
類
似
の
害
悪
が
あ
り
、
そ
れ
は
同
様
に
保
護
に
値
し
な
い
と
す
る
。
彼
は
、
犠
牲
者
の
人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

め
て
も
、

ス
テ
ィ
ー
ン
ソ
ン

(
M
i
c
h
a
e
l
 K. S
t
e
e
n
s
o
n
)
 

等
に
基
づ
く
差
別
的
言
葉
や
行
為
が
個
人
に
集
中
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
が
特
に
甚
だ
し
い
害
悪
を
生
む
と
い
う
こ
と
を
認

(45) 

R.A. V
判
決
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
理
論
的
根
拠
と
衝
突
す
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
彼
は
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
5

こ
の
基
準
の
下
で
は
「
ニ
ガ
ー

関
法

第
五
四
巻
二
号

ニ
ガ
ー

(
Y
o
u
 d
a
m
n
 nigger.)
」

の
よ
う
な
差
別
語

(epithets)

は
、
侮
辱
的
か
つ
人
種
差
別
的
で
あ
る
が

一
七
四

（
三
二
六
）



る
と
さ
れ
、

ブ
ラ
ウ
ン

口
汚
い
差
別
語

(
a
b
u
s
i
v
e
epithets) 

(
K
i
n
g
s
l
e
y
 
R. B
r
o
w
n
e
)
 

一
七
五

4
6

に
よ
る
救
済
の
可
能
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ル
ガ
ド
の
提
案
と
違
っ
て
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
§

4

6

は
内
容
中
立
的
で
あ

に
対
す
る
訴
え
を
認
め
て
も
、
そ
れ
は
故
意
に
よ
る
感
情
的
苦
痛
の
賦
課
に
対
す

(46) 

る
一
般
的
な
民
事
請
求
権

(
c
a
u
s
e
o
f
 action)

を
事
例
に
応
じ
て
用
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

は
、
市
民
権
法
第
七
編
に
よ
っ
て
言
葉
に
よ
る
環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
責
任
を
認
め

(48) 

る
こ
と
が
修
正
一
条
の
問
題
を
惹
起
す
る
と
言
う
。
彼
は
ま
ず
、

E
E
O
C
に
よ
る
環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
や
、
そ
れ
を
限
定
す

(50) 

る

M
e
r
i
t
o
r
S
a
v
i
n
g
s
 B
a
n
k
,
 F
S
B
 v. 
V
i
n
s
o
n
の
基
準
は
い
か
な
る
表
現
が
禁
止
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
予
告
を
与
え
る
こ
と

が
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
全
体
的
な
状
況
を
考
慮
し
て
そ
の
成
否
が
決
せ
ら
れ
る
が
、
使
用
者
は
、
訴
訟
が
起

こ
る
ま
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
主
張
を
支
持
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
様
々
な
表
現
を
知
り
え
な
い
の
で
、
限
定
さ
れ
た
ル
ー
ル
を
定
立

(52) 

で
き
な
い
と
言
わ
れ
る
。

ま
た
、
第
七
編
の
違
反
は
使
用
者
責
任
を
導
く
が
、
使
用
者
に
責
任
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
話
者
が
直
接
罰
せ
ら
れ
る
と
き

(53) 

よ
り
は
る
か
に
表
現
が
抑
制
さ
れ
や
す
く
な
る
と
さ
れ
る
。
使
用
者
は
訴
訟
や
処
罰
を
恐
れ
る
の
で
、
表
現
を
抑
制
す
る
動
機
を
持
つ
が
、

過
度
の
規
制
を
抑
制
す
る
圧
力
に
は
直
面
し
な
い
が
ゆ
え
、
分
別
の
あ
る
使
用
者
は
許
容
し
え
な
い
と
見
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
す
べ
て

(54) 

の
表
現
を
禁
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

4
 ブ

ラ
ウ
ン
は
環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
規
制
が
見
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
最
高
次
の
政
府
利
益
の
証
明
に
よ
っ
て
の
み
支
持

①
 

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

違

憲

説

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
規
制

（
三
二
七
）



第
五
四
巻
二
号

さ
れ
る
と
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
囚
わ
れ
の
聴
衆
等
の
現
在
認
め
ら
れ
た
ど
の
修
正
一
条
の
法
理
も
表
現
の
抑
圧
を
正
当
化
す
る
の
に
十

(55) 

分
な
も
の
で
な
い
と
す
る
。

R. A. 
V. 
判
決
に
お
い
て
ス
カ
ー
リ
ア
法
廷
意
見
は
、
「
あ
る
状
況
に
お
い
て
言
葉
は
表
現
に
対
し
て
で
は
な
く
行
為
に
対
し
て
向
け

ら
れ
た
法
に
違
反
し
う
る
の
で
…
…
、
禁
止
し
う
る
表
現
全
体
の
、
特
定
の
内
容
に
基
づ
く
副
次
的
類
型
が
表
現
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
行

為
に
向
け
ら
れ
た
法
令
の
射
程
内
に
付
随
的
に
掃
き
込
ま
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
他
の
言
葉
の
中
で
も
特
に
、
性
的
に
軽
蔑

的
な
『
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
』
は
市
民
権
法
第
七
編
の
雇
用
の
場
に
お
け
る
性
差
別
に
対
す
る
一
般
的
禁
止
の
違
反
を
生
み
出
す

か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
、

エ
プ
ス
テ
ィ
ン

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
規
制
を
見
解
中
立
性
の
原
則
に
反
し
な
い
も
の
と
し
た
。

(
D
e
b
o
r
a
h
 E
p
s
t
e
i
n
)
 

言
二
八
）

ハ
ラ
ス
メ
ン

は
、
環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
は
明
確
で
あ
り
、

と
い
う
ブ
ラ
ウ
ン
の
批
判
は
あ
た
ら
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
成
立
基
準
は
厳
格
で
あ
り
、
裁
判
所
が
過
度
に
責

(58) 

任
を
認
め
る
危
険
は
な
い
と
す
る
。

環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
法
が
重
大
な
萎
縮
効
果
を
持
つ
と
い
う
ブ
ラ
ウ
ン
の
主
張
に
対
し
、
彼
女
は
、
使
用
者
は
責
任
を
課
さ
れ
る

こ
と
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
規
制
に
走
り
や
す
い
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
真
実
で
は
な
い
と
反
論
す
る
。
使
用
者
は
言
論
の
禁
止
を
差
し
控

え
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
つ
し
、
教
育
、
救
済
手
続
等
を
含
む
表
現
保
護
的
な
反
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・
ポ
リ
シ
ー
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

(59) 

る
の
で
萎
縮
効
果
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
な
い
と
、
彼
女
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

エ
プ
ス
テ
ィ
ン
は
職
場
に
お
い
て
女
性
は
囚
わ
れ
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
す
る
ブ
ラ
ウ
ン
等
の
主
張
に
対
し
、
女
性
労
働
者
は
典
型

(60) 

的
な
囚
わ
れ
の
聴
衆
で
あ
る
と
反
論
し
、
犠
牲
者
の
囚
わ
れ
の
性
質
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
す
る
人
の
強
制
力
等
を
理
由
に
、

②
 
合

憲
関
法

説

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
法
は
曖
昧
で
あ
る

一
七
六



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
「
政
府
が
自
ら
の
言
論
の
中
で
、
憎
し
み
に
満
ち
た
、
あ
る
い
は
品
位
を
落
と
す
よ
う
な
見
解
を
非
難
す
る

(65) 

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
共
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
や
女
性
に
対
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

た
と
え
ば
沈
黙
効
果
の
ゆ
え
に
一
定
の
観
点
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
か
ら
奪
わ
れ
て
い
る
場
合
、
政
府
は
そ
の
失
わ
れ
た
観
点

(66) 

を
提
供
す
る
た
め
に
自
ら
の
声
を
使
う
こ
と
で
そ
の
害
悪
を
治
癒
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

5
．
そ
の
他
の
手
段

(
e
p
i
t
h
e
t
s
)
 

(61) 

ト
の
法
は
見
解
中
立
性
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
一
場
面
で
あ
る
と
す
る
。

大
学
学
内
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
同
様
に
規
制
さ
れ
う
る
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。
ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
、

(62) 

市
民
権
法
第
七
編
を
キ
ャ
ン
パ
ス
・
コ
ー
ド
に
応
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
多
く
の
キ
ャ
ン
パ
ス
・
コ
ー
ド
が

差
別
を
禁
止
す
る
よ
り
む
し
ろ
、

一
七
七

R. 
A. 
V
判
決
が
非
難
す
る
よ
う
な
方
法
で
表
現
の
内
容
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
こ
と
、

コ
ー
ド
が
適
用
さ
れ
る
様
々
な
場
所
を
区
別
し
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
に
す
る
。

彼
は
、
起
草
者
が
市
民
権
法
第
七
編
の
規
制
を
参
考
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
起
草
者
は
ど
の
よ
う
な
行
為
が
禁
止
さ
れ

る
差
別
を
構
成
す
る
か
を
説
明
す
る

E
E
O
C
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
な
ら
っ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
起
草
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
下
で
は
教
室
内
で
の
不
快
な
思
想
の
表
明
を
禁
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

(63) 

の
使
用
を
禁
じ
る
こ
と
等
は
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

起
草
者
や
裁
判
所
が
、

た
と
え
ば
教
室
内
で
の
人
種
差
別
的
言
葉

こ
の
よ
う
に
、
主
に
職
場
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
法
理
を
大
学
に
も
応
用
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、

(64) 

そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
応
用
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
う
る
。

（
三
二
九
）

コ
ー
ド
の



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
手
段
に
よ
る
権
利
の
濫
用
を
批
判
す
る
責
任
は
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
市
民
、

(69) 

政
府
が
負
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

彼
は
第
一
に
市
民
の
責
任
に
つ
い
て
述
べ
る
。
も
し
市
民
の
多
く
が
沈
黙
し
た
傍
観
者
に
な
れ
ば
、

恐
怖
は
増
す
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
傍
観
者
は
何
も
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
的
に
罪
に
値
す
る
行
為
を
是
認
し
、

犯
者
に
な
る
と
さ
れ
る
。
彼
は
、
市
民
が
表
現
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
社
会
的
参
加
が
維
持
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
負
う
責
任
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
ク
ラ
ン
が
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
近
隣
に
引
っ

の
積
極
的
手
段
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
沈
黙
は
ク
ラ
ン
の
活
動
を
是
認
す
る
こ
と
に
な
り
、
表
現
の
自
由
の
濫
用
を

該
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
行
進
に
抵
抗
す
る
だ
け
で
な
く
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
引
っ
越
し
て
く
る
の
を
歓
迎
し
、
恐
怖
を
和
ら
げ
る
た
め

越
し
て
く
る
の
を
妨
げ
る
た
め
に
行
進
を
す
る
よ
う
な
場
合
に
、

第
二
に
彼
は
、

オ
グ
レ
ト
リ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア

第
五
四
巻
二
号

（三一―

10)

ヽ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
政
府
言
論

(
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
p
e
e
c
h
)
」
と
い
う
手
段
は
、
以
下
の
諸
点
で
表
現
の

抑
圧
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
表
現
の
抑
圧
に
は
誤
っ
た
適
用
、
選
択
的
執
行
、
萎
縮
効
果
の
よ
う
な
政
府
言
論
に
は

一
定
の
見
解
が
不
十
分
に
し
か
表
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
政
府
言
論
は
表
現
の
抑
圧
と
い
う

不
器
用
か
つ
間
接
的
な
解
決
に
比
べ
、
そ
れ
に
対
す
る
よ
り
正
確
な
返
答
に
な
る
と
さ
れ
る
。
第
三
に
、
表
現
の
抑
圧
は
、
政
府
言
論
と

は
違
っ
て
、
特
定
の
観
点
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
か
ら
完
全
に
除
去
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
表
現
の
抑
圧
は
、

政
府
言
論
と
は
違
っ
て
、
あ
る
方
法
で
世
界
を
見
る
よ
う
に
他
者
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
個
々
人
の
基
本
的
な
道
徳
的
権
利
を
侵
害
す
る

(68) 

と
さ
れ
る
。 関

法

(
C
h
a
r
l
e
s
 J. 
O
g
l
e
t
r
e
e
,
 Jr.) 

な
い
危
険
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、

は
、
政
府
が
表
現
内
容
を
検
閲
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
、

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
犠
牲
者
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
そ
の
デ
モ
の
効
果
を
和
ら
げ
る
義
務
を
持
つ
。
当

一
七
八

い
わ
ば
行
為
の
従



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

犠
牲
者
に
よ
っ
て
導
か
れ
、

ア
ベ
ル

第
三
に
彼
は
、

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
政
策
を
実
施
し
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(72) 

の
責
任
を
強
調
し
て
い
る
。

一
七
九

フ
ォ
ー
マ
ル
な
法
に
よ
る
一
一
分
法
は
表
現
を
規
制
す
る
た
め

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
を
和
ら
げ
る
道
徳
的
義
務
を
政
府
が
持
っ
て
い
る
と
し
、
政
府

こ
の
よ
う
に
彼
は
政
府
に
よ
る
表
現
の
法
的
規
制
に
消
極
的
な
目
を
向
け
つ
つ
、
有
害
な
表
現
に
対
し
て
多
方
面
か
ら
の
道
徳
的
な
抵

抗
を
提
案
し
て
い
る
。

(
R
i
c
h
a
r
d
 A
b
e
l
)
 
は
、
政
府
に
よ
る
規
制
が
最
小
化
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
す
る
一
方
、
政
府
は
市
民
社
会
の
諸
々
の
コ

(74) 

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
表
現
の
害
悪
を
矯
正
す
る
こ
と
を
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
地
位
を
構
築
す
る
が
ゆ
え
、
そ

れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、

メ
ン
バ
ー
が
重
要
な
杜
会
的
絆
で
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
、
各
メ
ン
バ
ー
は
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
裁
を
通
し
て
影
響
を
与
え
あ
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

(76) 

彼
は
、
概
ね
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
と
り
わ
け
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
表
現
規
制
を
奨
励
す
る
。
シ
ン
ボ
ル
の
曖
昧
さ
、
意
味
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
、
動
機
の
透
明
性
、
歴
史
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
複
雑
さ
に
よ
っ
て
、

の
許
容
し
え
な
い
手
段
と
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
材
料
で
あ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
利
用
可
能
か
つ
迅
速
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

実
質
的
正
義
と
地
位
の
平
等
を
目
標
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
プ
ロ
セ
ス
は
強
制
的
権
威
の
欠
如
と
い
う
利
点
を
持
っ

て
お
り
、
真
の
問
題
か
ら
道
を
外
れ
る
手
続
的
フ
エ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
除
去
す
る
。
ま
た
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
よ
る

返
答
の
目
的
は
最
小
限
の
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
の
み
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
よ
り
包
含
的
な

白
日
の
下
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
。

（
三
三
）

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
た
め
に
十
分
な
家
屋
を
提
供
し
、
教
育



フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
は
面
前
で
発
せ
ら
れ
る
侮
辱
で
あ
る
が
、
面
前
の
侮
辱
が
特
に
有
害
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
は

既
に
述
べ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
多
く
の
学
説
は
、
特
定
個
人
に
直
接
向
け
ら
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
場
合
に
は
規
制
を
肯
定

し
、
他
方
で
、
よ
り
広
範
な
規
制
に
は
反
対
す
る
と
い
う
折
衷
的
見
解
を
と
っ
て
い
る
。

面
前
で
発
せ
ら
れ
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
特
別
な
有
害
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
差
別
的
な
発
言
に
よ
る
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
を

連
邦
最
高
裁
が
保
護
さ
れ
な
い
表
現
と
し
て
き
た
も
の
と
等
し
い
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

連
邦
最
高
裁
は

M
i
t
c
h
e
l
l
判
決
に
お
い
て
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
法
が
修
正
一
条
に
反
し
な
い
と
し
て
い
た
。
連
邦
最
高
裁
が
ヘ
イ

ト
・
ク
ラ
イ
ム
規
制
を
思
想
の
処
罰
と
み
な
し
た
り
、
見
解
規
制
と
み
な
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
の
立
場

は
修
正
一
条
の
一
般
理
論
か
ら
甚
だ
し
く
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

社
会
的
害
悪
を
も
た
ら
す
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
犠
牲
者
に
与
え
る
精
神
的
害
悪
も
よ
り
明
白
な
場
合
が
多
い
の
で
、
こ
こ
で

6
．
分
析
と
検
討

対
し
て
は
、 関

法

第
五
四
巻
二
号

（―-三一）

平
等
を
予
想
で
き
る
。
地
位
の
関
係
を
支
配
す
る
規
範
は
不
完
全
で
、
か
つ
変
わ
り
や
す
い
の
で
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
は
い
わ
ば
裁

判
を
行
い
つ
つ
立
法
を
行
っ
て
お
り
、
不
服
を
処
理
す
る
経
験
か
ら
生
じ
る
規
範
は
そ
の
後
の
犠
牲
者
に
力
を
与
え
る
。

違
反
者
は
第
一
に
説
明
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
役
に
立
た
な
け
れ
ば
地
位
の
不
平
等
は
謝
罪
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
な
け

(77) 

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
参
加
を
拒
ん
だ
り
、
薄
弱
な
言
い
訳
や
偽
善
的
な
後
悔
を
提
示
し
た
り
、
罪
を
繰
り
返
し
た
り
す
る
人
々
に

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
公
表
や
特
権
•
利
益
の
撤
回
、
追
放
を
含
め
た
様
々
な
手
段
を
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
の
規
制
に
お
い
て
は
内
容
中
立
性
原
則
が
侵
さ
れ
る
危
険
は
そ
れ
ほ
ど
際
立
っ

ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
は
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
以
上
の

一
八

O



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

は
内
容
差
別
禁
止
原
則
の
例
外
で
あ
る
と
し
て
い
た
。

所
に
よ
る
法
適
用
に
お
い
て
問
題
に
な
る
。
た
だ
し
、

し
て
の
み
民
事
救
済
を
認
め
る
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、

も
規
制
が
内
容
中
立
性
原
則
に
反
す
る
危
険
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
八

脅
し
等
の
言
葉
の
み
に
よ
る
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
や
、
差
別
落
書
き
や
十
字
架
焼
却
等
の
表
現
要
素
を
含
む
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
の
規

制
の
場
合
に
は
、

や
や
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
ら
の
表
現
類
型
の
一
部
は
そ
も
そ
も
表
現
の
価
値
が
か
な
り
低
い
が
ゆ
え
に
、
行

為
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
グ
リ
ー
ナ
ウ
ォ
ル
ト
は
、
犠
牲
者
の
環
境
を
変
え
る
よ
う
な
脅
し
は
「
状
況

(80) 

変
更
的
な

(
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
a
l
t
e
r
i
n
g
)
」
発
言
と
し
て
事
実
や
価
値
の
言
明
と
比
べ
価
値
が
低
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
他
方
、
そ
れ
ら
の

表
現
類
型
の
一
部
を
率
直
に
「
表
現
」
と
み
な
し
つ
つ
、
そ
の
有
害
性
を
強
調
し
て
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
類
似
の
、
保
護
さ
れ
な

(81) 

い
表
現
と
し
て
扱
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

謙
抑
的
な
民
事
救
済
の
提
案
は
面
前
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
よ
る
被
害
に
対
し
て
の
み
救
済
を
許
す
も
の
で
あ
り
、

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン

グ
・
ワ
ー
ド
を
規
制
可
能
で
あ
る
と
す
る
諸
説
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
言
え
る
。
仮
に
面
前
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
よ
る
被
害
に
対

刻
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
の
場
合
と
同
様
に
修
正
一
条
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
深

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
や
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
法
の
濫
用
の
危
険
は
専
ら
裁
判

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
よ
る
被
害
に
対
し
て
故
意
に
よ
る
感
情
的
苦
痛
の
賦
課
の

民
事
救
済
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
成
功
し
た
前
例
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
の
で
、
裁
判
所
が
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
法
適
用
を
な
し
う
る
か

ど
う
か
は
未
知
数
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
民
事
救
済
が
実
際
に
う
ま
く
機
能
し
う
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
規
制
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
連
邦
最
高
裁
は
市
民
権
法
第
七
編
に
よ
っ
て
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
が

修
正
一
条
の
問
題
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
。

R.
A. 
V. 
判
決
は
そ
の
傍
論
に
お
い
て
、
第
七
編
に
よ
る
内
容
差
別

（
三
三
三
）



(
1
)
 

(
2
)
 

3
1
5
 
U. s. 5
6
8
 (
1
9
4
2
)
 

Id. 
at 
572. 

題
と
な
る
場
を
意
識
す
る
な
ら
ば
、

多
く
の
論
者
は
刑
事
規
制
が
可
能
か
ど
う
か
に
焦
点
を
当
て
て
議
論
を
進
め
て
き
た
が
、

な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、

第
五
四
巻
二
号

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
実
際
に
し
ば
し
ば
問

（
三
三
四
）

環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
責
任
追
及
が
表
現
の
自
由
を
過
度
に
抑
制
す
る
危
険
が
あ
る
こ
と
は
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、

の
裁
判
所
に
お
い
て
第
七
編
に
よ
る
表
現
の
抑
圧
が
修
正
一
条
に
反
す
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
と
り
わ
け

環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
囚
わ
れ
の
聴
衆
を
犠
牲
者
と
す
る
が
ゆ
え
、
そ
れ
が
成
立
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、

ア
メ
リ
カ

ヘ
イ
ト
・
ス

ピ
ー
チ
の
害
悪
は
特
に
際
立
っ
た
も
の
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
に
表
現
の
内
容
差
別
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

十
分
に
強
力
な
害
悪
に
向
け
ら
れ
た
規
制
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
内
容
中
立
性
原
則
の
要
請
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も

ま
た
、
市
民
権
法
第
七
編
が
す
で
に
存
在
し
、
下
級
審
に
お
い
て
か
な
り
の
事
例
の
蓄
積
が
あ
る
の
で
、
他
の
場
合
に
比
し
て
、
恣
意

的
に
法
が
適
用
さ
れ
る
危
険
は
よ
り
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
七
編
に
基
づ
い
て
責
任
が
成
立
す
る
際
の
基
準
に
つ
い
て
詳
細(83) 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
規
制
は
全
面
的
に
修
正
一
条
違
反
で
あ
る
と
す
る
論
者
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
場
合
の
対
処
を
と
り
わ
け
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
政
府
言
論
等
の
非
規
制
的
な
対
抗
手
段
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
実
生
活
に
お
い
て
は
何
ら
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中

で
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、

な
解
決
手
段
は
傾
聴
に
値
す
る
と
言
え
る
。
多
数
の
学
説
は
、
こ
れ
ら
の
刑
事
規
制
以
外
の
手
段
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
修
正
一
条
の
違
反

の
問
題
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
れ
な
い
。 関

法

ア
ベ
ル
の
唱
え
る
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

八
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(
理
訳
以
遠
\
'
V
器
如
恙

1"'-<~
如
廿
ミ
躙
辺
百
怜
心
~
I
Q
字
呂
忌

.t::§tm起
竺
琴
栄
抽
Q
溢
担
忌
旦
痢
部
や
終
二
擬
訳

4--~ 堂
旦
埒

''0~\--.14屯
令
終
宰
歪
如
者
伍

J
刈
や

~1-Q
A.l 7"'

心
o).

ぼ
）

S
e
e
 F
R
E
D
E
R
I
C
K
 M

.
 L
A
W
R
E
N
C
E
,
 P
U
N
I
S
H
I
N
G
 H

A
T
E
:
 B

I
A
S
 C
R
I
M
E
S
 U
N
D
E
R
 A
M
E
R
I
C
A
N
 L

A
W
 106-07 (1999). 

（足）
S
e
e
 id. 

at 
107-09. 

(~
) 

S
e
e
 id. 

at 98. 

啜
）

S
e
e
 id. 

啜
）

S
e
e
 F
R
A
N
K
L
Y
N
 s. 

H
A
I
M
A
N
,
 "
S
P
E
E
C
H
 A
c
T
s
"
 A

N
D
 T
H
E
 F
I
R
S
T
 A

M
E
N
D
M
E
N
T
 30-31 (1993). 

（苫）
4
8
5
 U. s. 

4
6
 (1988). 

ぼ
）

S
e
e
 H
A
I
M
A
N
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 33, 

at 31-32. 

ぼ
）

S
e
e
 R
i
c
h
a
r
d
 D

e
l
g
a
d
o
,
 
W
o
r
d
s
 T

h
a
t
 
W
o
u
n
d
:
 A

 T
o
r
t
 A
c
t
i
o
n
 f
o
r
 R
a
c
i
a
l
 Insults, 

Epithets, 
a
n
d
 N
a
m
e
 Calling, 

in 
M
A
R
I
 J. 

M
A
T
S
U
D
A
 et 

al., 
W
O
R
D
S
 T

H
A
T
 W
O
U
N
D
:
 C
R
I
T
I
C
A
L
 R

A
C
E
 T
H
E
O
R
Y
,
 A

S
S
A
U
L
T
I
V
E
 S
P
E
E
C
H
,
 A

N
D
 T
H
E
 F
I
R
S
T
 A

M
E
N
D
M
E
N
T
 100 

(1993). 

（捻）
Id. 

at 
109. 



（葵）
See id. 

at 
109-10. 

（ま）
See id. 

at 
llO. 

(~
) 

See id. 

(~
) 

R
E
S
T
A
T
E
M
E
N
T
 (
S
E
C
O
N
D
)
 O
F
 T
O
R
T
S
§
4
6
 (1) 

(1965). 

心）
See M

i
c
h
a
e
l
 K. Steenson, 

Civil Action f
o
r
 E
m
o
t
i
o
n
a
l
 Distress a

n
d
 R. A

.
 
V. 

v. 
City o

f
 St. 

Paul, 
18 W

M
.
 M
I
T
C
H
E
L
L
 L. 

R
E
V
.
 

983, 9
8
5
 (1992). 

（苓）
Frisby v. 

Schultz, 4
8
7
 U
.
S
.
 4
7
4
 (1988). 

(~
) 

See Steenson, supra note 42, 
at 

994-95. 

ほ）
See id. 

at 
998. 

(~
) 

See id. 
See also S

h
a
w
n
a
 H. Y

e
n
,
 Redressing the 

Victim o
f
 Racist Speech after R. A

.
 
V. 

v. 
St. 

P
a
u
l
:
 A

 Proposal to 
P
e
r
m
i
t
 

R
e
c
o
v
e
r
y
 in 

Tort, 2
6
 C

o
L
U
M
 J. 

L. 
&
 Soc. P

R
O
B
S
.
 589, 6

2
6
-
2
9
 (1993) 

(
-
<
悪
紺
芸
忌
迫
蓉
茶
器
世
垣
-
<
旦
匡
士
ふ
辛
心
唸
ぐ

D
旦

←
坦
lt:

唸
坦

Q}L-
や
Q
器
空
如

lt:•I')
J

 A)
竺

R.
A
.
 
V
弄
走

Q
-
K
{邸
翠
忌
-
~
堂

甜
瞬

戸
巫

豆
刈

氏
匹

⇒
.t:j 

:, 0) .
 

(~
) 

See K
i
n
g
s
l
e
y
 R. 

B
r
o
w
n
e
,
 
Title 

V
I
I
 as 

Censorship: 
H
o
s
t
i
l
e
-
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
 a
n
d
 the First A

m
e
n
d
m
e
n
t
,
 5
2
 O

m
o
 

ST. L.J. 
4
8
1
 (1991). 

（尊）
「辱

-
<
0
藝

途
烈
lt:

旦
←

罪
以

＋
発

⇒
心

D
,

念
型

さ
や

’
涎

芸
起

終
,

~
t-(a

:, 竺
←
学
終
笈
唸
匿
熙
婆
如
赳
ぐ
王

.....J
.;_.! 

D
ヤ

t-(a
[II]茎
~
~

咲
ふ

淀
0
~
忌
終
迂
瞑

Ql]IIIT瞑
旦
廿
沿
…
…

lt:~
」
0
2
9
 C. F. 

R. §
1
6
0
4
.
 11 (a). 

ほ）
4
7
7
 U
.
S
.
 5
7
 (1986). 

ぼ）
「
器
＃
抑

QI!@!
王
萎
安
如
長
む
ぺ
,

~l!!l邸
姿
対
匿
密
料
如
忌
壬
怜
心
竺
勾
十
令
以
迷
哀
終
,

~
t-(a

:, 竺
丑

逗
固

旦
兵

,;..!t-QJ
ミこ裳

0
Id. 

at 
67. 

は
）

See B
r
o
w
n
e
,
 supra note 47, 

at 
502. 

（器）
See id. 

at 
503. 

ぼ）
See id. 

at 
505. 

（苫）
See id. 

（埒）
See id. 

at 
510-31. 
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• K

゜
エ
ー
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'
Q
剖
涯
如
J
~
写
Q
¥
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S
e
e
 id. 
at 4
1
5ー

1
8
.

S
e
e
 id. 
at 4
1
8
.
 

S
e
e
 id. 
at 4
2
4
.
 

S
e
e
 id. 
at 4
3
4
.
 

S
e
e
 W
E
I
N
S
T
E
I
N
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
2
,
 
at 6
3
-
6
4
.
 

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

(
R
o
n
a
l
d
D
w
o
r
k
i
n
)

は
さ
ら
に
慎
重
で
あ
る
。
彼
は
、
禁
止
し
う
る
表
現
は
意
図
的
な
侮
辱
に
限
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し

て
、
意
図
的
な
侮
辱
と
そ
う
で
な
い
侮
辱
を
区
別
す
る
に
際
し
て
、
話
者
が
、
自
ら
の
述
べ
た
こ
と
が
苦
痛
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
な
い
と
信
じ

て
い
れ
ば
そ
れ
を
述
べ
て
い
た
て
あ
ろ
う
か
、
と
問
う
反
事
実
テ
ス
ト

(
c
o
u
n
t
e
r
,
 
factual test)

を
用
い
る
。
こ
の
テ
ス
ト
が
ウ
ェ
イ
ン
ス
タ

イ
ン
の
結
論
と
は
異
な
る
結
論
を
導
く
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
学
問
の
自
由
に
十
分
な
配
慮
を
し
た
見
解
と
言
え

る。

R
O
N
A
L
D
D
W
O
R
K
I
N
,
 F
R
E
E
D
O
M
'
S
 L
A
W
 2
5
5
 (
1
9
9
6
)
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
著
／
石
山
文
彦
訳
『
自
由
の
法
」
―
―
―
―
―
―
―
―
一
頁
（
木
鐸

社
、
一
九
九
九
）
参
照
。
松
田
浩
「
大
学
・
差
別
•
自
由
言
論
I

合
衆
国
の
ス
ピ
ー
チ
・
コ
ー
ド
論
争
に
お
け
る
「
大
学
」
分
析
|
|
＇
」
一
橋

研
究
二
四
巻
一
号
七
二
頁
(
-
九
九
九
）
は
、
「
大
学
」
の
本
体
と
も
言
う
べ
き
教
育
研
究
空
間
が
真
理
の
追
求
を
第
一
次
的
目
的
と
し
、
こ
こ

で
は
真
理
と
知
識
に
わ
ず
か
で
も
碑
益
す
べ
き
合
理
的
・
理
性
的
な
言
論
は
殊
更
に
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
、
「
大
学
」
に
お
け
る

学
問
的
認
識
に
は
一
定
の
内
容
的
・
手
続
的
要
件
が
備
わ
っ
て
お
り
、
正
確
な
認
識
を
阻
害
す
る
よ
う
な
非
理
性
的
言
論
に
は
制
約
を
加
え
る
余

地
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

(64)

た
と
え
ば

E
p
s
t
e
i
n
,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 5
7
,
 
at 4
2
6
,
 
n. 
1
5
8

は
職
場
と
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
と
の
違
い
を
強
調
す
る
。
松
田
・
同
上
七
二
貝
は
、
「
大

学
」
の
空
間
的
多
様
性
に
着
目
し
た
機
能
的
議
論
と
「
大
学
」
の
目
的
的
多
様
性
に
着
目
し
た
本
質
的
議
論
の
二
つ
を
提
示
す
る
。

(65) 
W
E
I
N
S
T
E
I
N
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
2
,
 
at 1
8
5
.
 

(66) 

(67) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

(62) 

(63) 

(56) 

(57) 

S
e
e
 id. 

S
e
e
 id. 

R. 
A. 
V, 5
0
5
 
U. S., 
at 3
8
9
.
 

S
e
e
 D
e
b
o
r
a
h
 E
p
s
t
e
i
n
,
 
C
a
n
 a
 "
D
u
m
b
 A
s
s
 W
o
m
a
n
"
 A
c
h
i
e
v
e
 E
q
u
a
l
i
t
y
 in 
t
h
e
 
W
o
r
k
p
l
a
c
e
?
 R
u
n
n
i
n
g
 t
h
e
 G
a
u
n
t
l
e
t
 o
f
 H
o
s
t
i
l
e
 

E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 H
a
r
a
s
s
i
n
g
 S, ゞ
ee
全
8
4

G
E
O
.
 L.J. 3
9
9
,
 4
0
9ー

1
5
(
1
9
9
6
)
.
 

関
法

第
五
四
巻
二
号

一
八
六

言
―
―
―
八
）



海
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お
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囲
旦
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心
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刈
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囲
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’
溢
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茶
含
怪
＜
祖
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品
恙
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翠
赳
如
屯
｛
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)
~

D
'

埒
心

二
竺
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王
邸
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迄
茶
←
苺
涅
益
ミ
楽
二
如

~-t:終
l'~D,...)

心
寄
ぐ
口
旦
竺
’
圭
＜
配
ざ
終
溢

~llilil~唇
Q
~
ぐ

[JA.)竺
踪
終
(
'
\
~
-
丑

ミ
器

蚕
終

亜
笹

茶
栄

袋
ふ

*
l
-
0
°
W
.
 B
r
a
d
l
e
y
 W
e
n
d
e
l
,
 
"Certain 

F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 T
r
u
t
h
s
"
:
 A

 Dialectic o
n
 N
e
g
a
t
i
v
e
 a

n
d
 Positive 

Liberty in 
H
a
t
e
-
S
p
e
e
c
h
 Cases, 6

5
 L

A
W
 &

 C
o
N
T
E
M
P
.
 P
R
O
B
S
.
 3
3
 (2002)

竺
母

i-O{Il-<
片
廿
丑
峠
紺
拙
〈

Q
*
榊

狂
捩

溢
字

ヰ
茶

正
知

ゃ

菜
心

丑
辻

旦
0
:, 

¥J ;rr,t
華

旦
築

茎
r
i
-
0
0

（忌）
S
e
e
 C
h
a
r
l
e
s
 J. 

Ogletree, Jr., 
T
h
e
 L
i
m
i
t
s
 o
f
 H
a
t
e
 S
p
e
e
c
h
:
 
D
o
e
s
 R
a
c
e
 M
a
t
t
e
r
?
,
 3
2
 G
o
n
z
.
 L. 

R
e
v
.
 491, 5

0
7
-
0
8
 (1996/1997). 

(f2) 
S
e
e
 id. 

at 508. 

は
）

See id. 

索
）

See id. 
at 509. 

(G:) 
H
e
l
e
n
 G
i
n
g
e
r
 Berrigan, 

"
S
p
e
a
k
i
n
g
 O
u
t
"
 a
b
o
u
t
 H
a
t
e
 Speech, 4

8
 L
O
Y
.
 L. 

R
E
V
.
 1

 (2002)
竺

刈
ミ

兵
士

モ
咀

旦
廿

心
芸

毎
111m

神
唇
如
学

怜゚

は
）

See R
I
C
H
A
R
D
 A
B
E
L
,
 S
P
E
E
C
H
 &

 R
E
S
P
E
C
T
 144 (1994). 

印
t;
n
 II/ 

ri 
I¥ 

I卜
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旦
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<
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ー
へ
・
中
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ぐ
溢
翌
溢
担
巴
~
-
屯
恰
益
巴
辻
終
勾
忘
｛
氾
玲

+;l-0刈
ゃ

*l-00

ぼ
）

See id. 

ぼ
）

See id. 
at 

145. 

（に）
See id. 

at 
146. 

慮
）

See id. 
at 

148. 

（定）
See e.g., 

S
t
e
v
e
n
 H
.
 Shiffrin, 

Racist Speech, 
Outsider Jurisprudence, a

n
d
 the M

e
a
n
i
n
g
 o
f
 A
m
e
r
i
c
a
,
 8
0
 C

O
R
N
E
L
L
 L. 

R
E
V
.
 43, 

8
2
-
8
3
 (1994); 

S
P
E
E
C
H
 A

N
D
 E
Q
U
A
L
I
T
Y
:
 
D
o
 W

E
 RE

A
L
L
Y
 H

A
V
E
 T
O
 C
H
O
O
S
E
?
 64 

[
M
a
r
t
i
n
 H

.
 R
e
d
i
s
h
]
 
(
G
a
r
a
 L

a
m
a
r
c
h
e
 ed., 

1996) 
(
~
i
い
バ

d
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如
苔
柏
祝
終
二
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心
哀
⇒
P
世
滋
霙
ギ
ふ
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・
K
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凶
ー
中
竺
帷
虞
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樺
砂
菜
終
二
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)
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）
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菜
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・
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・
K
゜
~
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刈
芸
唸
°
ゃ
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菜

式
苓

O
甑

語
⇒

ぺ
終

二
や

e
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ギ
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゜
く
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←
—
.
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・
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ー
'<!'(third-party
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刈
芸
も
,
)
@
'
.
抑

如
苔

湮
旦

凶
室

⇒
¥---':, 

炉
）
；

R
o
n
a
l
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T
u
r
n
e
r
,
 R
e
g
u
l
a
t
i
n
g
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a
t
e
 S
p
e
e
c
h
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n
d
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m
e
n
d
m
e
n
t
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T
h
e
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a
n
d
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a
n
 Explicit H

a
r
m
s
-
B
a
s
e
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,
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L
・
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t
-
Q
聟
囲
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Q
后
淫
起
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翌
坦

探
こ

臣
恕

I
I食

I<< 
(111

回
0
)

Analysis, 2
9
 IND. L. 

R
E
V
.
 257, 

3
0
3
-
0
4
 (1995) 
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・
K
゜
凶
ー
ト
竺

s--\-'Q乞
{
~
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'
n
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臣
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餅
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忘
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製
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ヤ
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P
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坦
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*
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ヽ
，
ヽ
ヽ
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t
'
-
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竺

症
華
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枷
殴

A
怜
炉
）
；

W
o
j
c
i
e
c
h
 Sadurski, 

R
a
c
i
a
l
 Vilification, 

Psychic H
a
r
m
,
 a
n
d
 Affirmative Action, in 

F
R
E
E
D
O
M
 O
F
 C
o
M
M
U
N
I
C
A
-

T
I
O
N
 8
8
-
8
9
 (

T
o
m
 C
a
m
p
b
e
l
l
 a
n
d
 W
o
j
c
i
e
c
h
 Sadurski eds., 

1994) 
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臨
-
<
旦
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七
ふ
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恐
や

埒
か

J
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匡
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0
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茶
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ギ
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・
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娼
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訳
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頸
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叩
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叫
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辻
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~
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忌
出
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J
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如
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~
+
,
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炉
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翠

忍
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ハ
イ
マ
ン
は
、

①
 

2
．
立
法
の
適
用
上
の
困
難

的
で
な
い
表
現
へ
の
誤
っ
た
適
用
を
最
小
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
し
、
極
度
に
あ
か
ら
さ
ま
で
、
非
常
に
煽
動
的
な
人
種
差
別
的
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
狭
い
法
令
が
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
法
の
支
持

(
1
)
 

者
が
達
成
す
る
こ
と
を
願
う
目
標
に
効
果
的
に
仕
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
と
す
る
。

こ
こ
数
年
、

誤
っ
た
適
用
や
萎
縮
効
果
を
最
小
化
し
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
抑
制
は
、
用
心
深
い
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
法
か
ら
有
効
性
が
奪
わ
れ

る
と
信
じ
る
人
々
か
ら
の
批
判
を
招
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
さ
て
お
く
と
し
て
も
、

(
2
)
 

団
に
対
し
て
不
均
等
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
問
題
が
残
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
彼
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
を
行
う
論
者
が
言
う
よ
う
に
、
社
会
が
大
い
に
人
種
差
別
的
で
あ
る
た
め
、
見
た
と
こ
ろ
中
立
的
な

表
現
の
自
由
の
ル
ー
ル
が
深
く
偏
見
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、

法
府
、
検
察
官
、
そ
れ
を
適
用
す
る
裁
判
官
、
陪
審
員
は
同
様
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
対
し
て
差
別
す
る
可
能
性
が
存
す
る
こ
と
を
示
唆

(
3
)
 

し
て
い
る
。立

法
の
適
用
回
避

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
発
す
る
人
々
が
地
下
に
潜
り
、
そ
こ
で
後
に
、
憎
悪
が
よ
り
暴
力
的

(
4
)
 

な
形
態
で
膿
み
た
だ
れ
、
爆
発
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
彼
は
、
見
え
な
い
敵
は
よ
り
危
険
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
身
を

(
5
)
 

守
る
の
が
難
し
い
の
で
、
偏
狭
者
を
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
追
い
や
る
の
は
愚
か
で
あ
る
と
す
る
。

関
法

第
五
四
巻
二
号

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
禁
じ
る
い
く
つ
か
の
国
は
最
も
ひ
ど
い
人
種
差
別
的
表
現
に
起
訴
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
法
を
起
草
す
る
立

一
九
〇

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集

（
三
四
二
）



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

逆
執
行
の
間
題

一
九

た
と
え
最
も
辛
ら
つ
な
表
現
が
抑
制
さ
れ
る
と
し
て
も
、
十
分
に
言
葉
巧
み
な
人
々
は
よ
り
間
接
的
で
洗
練
さ
れ
た
方
法
で
憎
悪
を
表

明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
の
適
用
を
避
け
、
同
時
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
よ
り
説
得
力
あ
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、

法
が
施
行
さ
れ
た
と
き
、
人
種
差
別
的
な
雑
誌
は
同
じ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
保
ち
つ
つ
ま
ず
い
言
葉
を
避
け
、
結
果
と
し
て
発
行
部
数
を
上
昇

さ
せ
た
と
さ
れ
る
。

ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
広
範
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
の
最
大
の
危
険
は
そ
れ
が
守
ろ
う
と
意
図
し
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
集
団
に

(
8
)
 

対
し
て
選
択
的
に
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
彼
は
、
他
国
の
経
験
が
、

(
9
)
 

こ
と
が
あ
り
う
る
か
を
示
し
て
い
る
と
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
一
九
六
五
年
人
種
関
係
法

(
R
a
c
e
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 A
c
t
 of 1
9
6
5
)
 

(10) 

人
の
地
位
向
上
を
主
張
す
る
人
々
が
含
ま
れ
て
い
た
し
、
黒
人
、
労
働
組
合
員
や
非
核
運
動
の
活
動
家
の
表
現
を
抑
制
す
る
た
め
に
そ
の

法
が
定
期
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
ネ
オ
・
ナ
チ
の
団
体
を
抑
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
こ
の
法
令
が
む
し
ろ
反
ナ
チ
ス
の
団

体
の
表
現
を
禁
じ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
法
令
の
下
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
起
訴
の
う
ち
の
う
ま
く
い
っ
た
起
訴
の

(12) 

い
く
つ
か
は
白
人
の
憎
悪
を
煽
動
し
た
こ
と
で
有
罪
と
さ
れ
た
黒
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
弱
者
を
脅
え
さ
せ
る
人
々
に
対
し
て
措
置
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
一
九
八
六
年
の
立
法
の
下
で
、

の
競
技
場
に
駆
け
込
ん
だ
デ
モ
隊
や
、

②
 

サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
を

風
刺
す
る
ポ
ス
タ
ー
を
掲
げ
よ
う
と
し
た
学
生
や
、
南
ア
フ
リ
カ
で
プ
レ
イ
す
る
ク
リ
ケ
ッ
ト
競
技
者
に
抗
議
す
る
た
め
に
ク
リ
ケ
ッ
ト

(13) 

ダ
ウ
ニ
ン
グ
街
の
外
で
デ
モ
を
行
っ
て
い
る
人
が
起
訴
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

カ
ナ
ダ
で
は
、
虚
偽
の
ニ
ュ
ー
ス
の
流
布
を
禁
じ
る
刑
法
の
規
定
は
人
種
差
別
的
な
虚
偽
を
罰
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の

（三四一―-）

の
下
で
最
初
に
起
訴
さ
れ
た
人
々
の
中
に
は
黒

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
が
い
か
に
裏
目
に
出
る



い
中
央
政
府
の
最
高
レ
ヴ
ェ
ル
で

が
存
在
し
う
る
と
す
る
。

れ、

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
法
を
有
す
る
他
の
民
主
的
国
家
で
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
、

第
五
四
巻
二
号

法
規
定
は
、
二

0
世
紀
の
初
め
、
自
分
の
店
に
、

扱
い
に
批
判
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
出
版
し
た
こ
と
を
理
由
に
用
い
ら
れ
た
り
、

一
九
七

0
年
に
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
の
新
聞
の
パ
ロ

デ
ィ
ー
を
掲
載
す
る
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
新
聞
の
出
版
社
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
り
し
た
と
さ
れ
る
。

団
に
対
す
る
憎
悪
を
煽
動
し
た
り
促
進
し
た
り
す
る
こ
と
を
違
法
に
す
る
刑
法
の
規
定
は
、

た
め
に
、
反
フ
ラ
ン
ス
集
団
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
偽
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
た
活
動
家
を
有
罪
と
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
さ

一
九
八

0
年
代
に
は
、

ス
タ
ー
を
貼
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
り
、

関
法

ア
メ
リ
カ
で
は

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
起
訴
す
る
決
定
は
た
い
て

フ
ラ
ン
ス
語
の
学
校
の
た
め
の
支
援
を
得
る

（
三
四
四
）

ア
メ
リ
カ
人
は
カ
ナ
ダ
で
は
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
の
で
去
る
こ
と
に
す
る
と
伝
え
る
ポ

一
九
五

0
年
代
に
市
民
権
活
動
家
に
対
し
て
政
府
に
よ
る
エ
ホ
バ
の
証
人
の

カ
ナ
ダ
の
税
関
職
員
が
ネ
ル
ソ
ン
11

マ
ン
デ
ラ
に
関
す
る
映
画
を
南
ア
フ
リ
カ
の
白
人
に
対
す
る
憎
悪
を
促

進
す
る
と
い
う
根
拠
で
一
ヶ
月
以
上
の
間
国
境
で
留
置
し
た
と
さ
れ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
過
激
派
の
活
動
に
対
応
し
て
制
定
さ
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
法
の
最
初
の
使
用
は
、
パ
レ
ス
チ

(16) 

ナ
人
に
対
し
て
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
個
人
の
名
誉
へ
の
攻
撃
を
罰
し
て
い
た
一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
下
で
、
プ

ロ
イ
セ
ン
に
住
む
ド
イ
ツ
人
や
大
地
主
等
の
集
団
に
は
保
護
の
利
益
が
与
え
ら
れ
た
が
、
集
団
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
侮
辱
に
対

し
て
は
当
該
法
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
一
貰
し
て
拒
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。

(18) 

こ
れ
ら
の
経
験
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
の
誤
用
は
そ
れ
ほ
ど
広
範
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
い
く
ら
か
の
証
拠
が
提
示
さ

れ
て
い
る
が
、
ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
立
法
の
制
定
に
際
し
て
は
他
国
に
は
な
い
独
自
の
危
険

（
し
ば
し
ば
司
法
長
官

(attorney
general) 
に
よ
っ
て
）
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、

州
や
地
方
の
政
府
が
刑
事
法
を
制
定
・
執
行
す
る
主
要
な
権
限
を
有
す
る
た
め
、
他
国
に
お
い
て
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
法
の
実
行
を
抑
制

一
九

一
九
七

0
年
代
の
後
半
、
集



や
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
支
持
す
る
悪
意
に
満
ち
た
思
想
を
知
れ
渡
ら
せ
る
危
険
を
指
摘
す
る
。

た
と
え
ば
、
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
、

の
生
存
者
を
代
表
す
る
団
体
は
、
裁
判
所
が
、
被
告
人
が
裁
判
所
に
お
い
て
自
ら
の
見
解
を
繰
り
返
す
の
を
禁
じ
る
こ
と
と
、
裁
判
手
続

が
大
衆
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
こ
の
要
求
を
拒
否
し
、
裁
判
で
当
該
被
告
人
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
が
起

(22) 

こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
し
た
と
さ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
司
法
長
官
が
、
も
し
有
罪
と
さ
れ
れ
ば
自
ら
が
殉
教
者
で
あ
る
と
主
張
し
、
無
罪
と
さ
れ
れ
ば
自
ら
の
立
場
の
正
当

性
を
主
張
す
る
人
種
差
別
主
義
者
に
、
裁
判
が
演
壇

(
p
l
a
t
f
o
r
m
s
)

を
提
供
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
、
ま
す
ま
す
起
訴
を
許
可
す

(23) 

る
こ
と
を
渋
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

(24) 

一
九
七

0
年
代
後
半
に
起
こ
っ
た
ス
コ
ー
キ
ー
事
件
が
こ
の
危
険
を
強
調
す
る
と
さ
れ
る
。

い
く
つ
か
の
非
常
に
広
く
知
れ
渡
っ
た
裁
判
の
後
、

ス
コ
ー
キ
ー
村
に
お
け
る
行
進
は
表
現
の
自
由
の
権
利
を
回
復
す
る
た
め
の
、
ま
っ
た
く
の
煽
動
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
、

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

ア
メ
リ
カ
で
は
、

ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、

3
．
立
法
の
効
果
に
つ
い
て
の
疑
問

す
る
要
因
と
し
て
機
能
す
る
中
央
政
府
の
統
制
を
、

(20) 

ア
メ
リ
カ
が
欠
い
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
州
だ
け
で
な
く
地
方
当

局
も
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
法
を
制
定
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
野
心
的
で
知
名
度
を
渇
望
す
る
地
方
の
司
法
官
に
よ
る
広
範
な
起

訴
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
え
な
い
と
さ
れ
る
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
禁
止
に
伴
い
う
る
独
特
な
コ
ス
ト
と
し
て
、
起
訴
を
行
う
人
々
が
人
種
差
別
主
義
者

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
言
論
に
対
す
る
起
訴
で
、

ス
コ
ー
キ
ー
村
で
行
進
す
る
権
利
を
勝
ち
取
っ
た
が
、
彼
は
そ
の
計
画
を
取
り
や
め
、

一
九
三

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

フ
ラ
ン
ク
11

コ
リ
ン
は

（
三
四
五
）



に
最
初
の
デ
モ
予
定
地
で
デ
モ
を
行
う
こ
と
を
許
さ
れ
た
ほ
う
が
は
る
か
に
よ
か
っ
た
と
考
え
た
。
こ
の
事
件
は
、
連
邦
最
高
裁
が
ヘ
イ

ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
起
訴
に
道
を
開
け
ば
、
そ
れ
は
広
範
な
大
衆
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、

起
訴
を
行
う
人
々
は
被
告
人
が
裁
判
所
で
中
傷
を
繰
り
返
す
機
会
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
刑
事
被

(25) 

告
人
の
広
範
な
権
利
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
抑
制
は
し
ば
し
ば
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
特
に
、
人
種
差
別
的
言
葉

(
e
p
i
t
h
e
t
s
)

等
の
起
訴
に
お
い
て
は
被
告
人
が
裁
判
所
で
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
差
別
的
な
内
容
の
偽
り
の
科
学

的

(
p
s
e
u
d
o
s
c
i
e
n
t
i
f
i
c
)

主
張
や
偽
り
の
歴
史
的

(
p
s
e
u
d
o
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
)

主
張
の
場
合
、
被
告
人
が
そ
の
信
念
の
事
実
的
基
礎
を
証
明

(26) 

し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
許
さ
な
け
れ
ば
問
題
に
な
る
と
さ
れ
る
。

法
に
教
育
的
機
能
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
被
告
人
に
無
罪
が
宣
告
さ
れ
た
場
合
に
は
、

の
見
解
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
と
み
な
す
可
能
性
が
高
い
し
、
被
告
人
が
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
で
も
、
彼
／
彼
女
ら
が
自

(27) 

ら
を
表
現
の
自
由
の
殉
教
者
と
し
て
描
き
出
し
、
ま
た
他
人
が
そ
の
よ
う
に
見
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。

ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
特
に
広
く
流
布
さ
れ
て
お
ら
ず
、
影
響
力
も
持
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
が
ほ
う
っ
て
お
け
ば
大
体
は
無
視
さ
れ
る
も
の
に
大
き
な
関
心
を
生
み
出
す
こ
と
は
嘆
か
わ
し
い
皮
肉
で
あ

(28) 

ろ
う
と
す
る
。

さ
ら
に
、
象
徴
的
目
的
で
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
を
用
い
れ
ば
、
人
々
は
、
人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
の
領
域
で
な
さ
れ
る
必

(29) 

要
の
あ
る
、
よ
り
重
要
な
仕
事
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
し
ま
う
と
言
わ
れ
る
。
た
と
え
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
社
会
に
存
在
す
る
様
々
な
病

る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

シ
カ
ゴ
の
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
何
人
か
の
人
々
は
、

関
法

第
五
四
巻
二
号

一
部
の
人
々
は
こ
の
結
果
を
被
告
人

コ
リ
ン
の
団
体
と
そ
の
思
想
が
広
く
知
れ
渡
る
く
ら
い
な
ら
、
予
定
通
り

メ
デ
ィ
ア
に
広
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

一
九
四

（
三
四
六
）



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
(
―
一
・
完
）

さ
ら
に
ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、

理
の
原
因
と
な
る
と
し
て
も
、

一
九
五

「
の
け
者

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
真
の
問
題
で
あ
る
と
信
じ
る
人
々
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
市
民
権
に
関
す
る
運
動

(30) 

を
行
う
人
々
は
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
広
範
な
禁
止
が
真
の
戦
闘
の
場
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
立
法
と
真
の
問
題
に
的
を
し
ぼ
っ
た
市
民
権
立
法
は
相
互
に
排
他
的
な
救
済
で
は
な
い
し
、
こ
の
国
の
市
民
的
権

利
を
擁
護
す
る
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
目
的
か
ら
目
を
逸
ら
さ
ず
、
頁
の
問
題
に
的
を
し
ぼ
っ
た
解
決
の
た
め
に
働
く
こ
と
か
ら
道

を
は
ず
れ
な
い
ほ
ど
十
分
賢
明
で
あ
る
が
、
白
人
男
性
の
支
配
層
は
真
の
間
題
に
的
を
し
ぼ
る
よ
り
、
う
わ
べ
だ
け
の
救
済
を
打
ち
立
て

(31) 

る
こ
と
を
よ
り
好
む
危
険
が
あ
る
と
ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
法
を
実
行
に
移
す
者
が
、
不
人
気
で
あ
っ
た
り
不
快
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
人
種
差
別
的
で
は
な
い

表
現
を
罰
す
る
よ
う
に
法
を
誤
っ
て
適
用
す
る
と
い
う
恐
れ
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
誤
っ
た
適
用
に
よ
っ
て
、
将
来
の
話
者

が
、
自
分
が
表
現
し
た
い
こ
と
が
誤
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
恐
れ
て
自
己
検
閲
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
く
な
る
と
指

(32) 

摘
す
る
。

ま
た
、
黒
人
の
学
者
や
活
動
家
の
中
に
は
、
人
種
差
別
的
表
現
に
対
抗
す
る
政
策
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
偏
見
に
満
ち
た
表
現
か
ら
自

ら
の
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
、

(33) 

さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
主
張
す
る
人
々
が
い
る
。

(
p
a
r
i
a
h
)
」

で
あ
り
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集
団
に
対
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
方
を
永
続
化

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
有
す
る
魅
力
も
サ
ポ
ー
ト
も
持
た
な
い

ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
比
べ
、
社
会
に
よ
り
わ
ず
か
し
か
存
在
し
な
い
と
し
、
す
で
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ス

(34) 

コ
ー
ス
に
お
い
て
主
流
か
ら
極
度
に
排
斥
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
表
現
を
さ
ら
に
減
じ
さ
せ
る
利
益
を
問
う
て
い
る
。

ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
人
種
差
別
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
人
種
に
基
づ
く
差
別
や
暴
力
の
重
大
な
原
因
で
な
い
な
ら
ば
、

（
三
四
七
）

ヘ
イ
ト
・
ス



第
五
四
巻
二
号

ピ
ー
チ
規
制
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
大
し
て
緩
和
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
反
対
に
、
た
と
え
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
こ
れ
ら
の
害
悪

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
し
て
も
、
人
種
差
別
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
破
滅
的
結
果
を
も
た
ら
す
ほ
ど
に
な
る
に
は
、
我
々
の
社
会
の
基

(35) 

本
的
特
徴
に
お
い
て
社
会
不
安
以
上
の
根
本
的
変
化
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

ウ
ェ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
か
ら
期
待
さ
れ
る
主
な
利
益
は
差
別
や
暴
力
と
い
う
違
法
な
行
為
の
防
止
で
は
な
く
、

個
人
の
尊
厳
の
保
護
や
適
切
な
社
会
的
価
値
の
形
成
と
維
持
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
が
規
制
と
は
異
な
る
他
の
手
段
に
よ
っ
て
同

(36) 

じ
く
ら
い
効
果
的
に
達
成
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
を
問
い
、
結
論
と
し
て
表
現
規
制
以
外
の
手
段
に
よ
っ
て
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
引
き
起

(37) 

こ
す
害
悪
に
立
ち
向
か
う
こ
と
を
よ
し
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
困
難
な
問
題
の
―
つ
は
、
保
護
の
対
象
と
な
る
集
団
の
特
定
化
で
あ
る
。

を
規
制
可
能
と
す
る
場
合
、
そ
の
手
段
は
刑
事
法
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
規
制
手
段
が
刑
事
法
で
あ
る
場
合
、
保
護
の
対
象

と
な
る
集
団
の
特
定
化
は
特
に
困
難
で
あ
る
。

言
四
八
）

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
や
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
を
論
じ
る
と
き
、
第
一
に
問
題
に
さ
れ
て
き
た
集
団
は
お
そ
ら

く
人
種
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
、
女
性
や
同
性
愛
者
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
議
論

(38) 

が
未
成
熟
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

仮
に
、
歴
史
的
に
特
に
抑
圧
を
受
け
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
な
人
種
等
の
集
団
に
対
す
る
差
別
的
動
機
に
基
づ
く
表
現
・
暴
力
を
禁
じ

る
立
法
が
制
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
立
法
は
十
分
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
違
憲
の
疑
い
が
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

リ
カ
に
お
け
る
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
立
法
制
定
の
際
の
経
験
が
示
す
よ
う
に
、
現
実
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
自

4
．
集
団
の
特
定
化
と
非
対
称
性
の
問
題

関
法

一
九
六

ア
メ



判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
七 に

見
出
そ
う
と
す
る
ア
マ
ー

一
部
の
論
者
が
提
唱
す
る
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

(39) 

ら
の
集
団
の
利
益
を
擁
護
す
る
様
々
な
ロ
ビ
ー
団
体
が
自
ら
の
主
張
を
通
そ
う
と
、
活
動
を
行
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
の
各
州(40) 

の
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
立
法
が
保
護
す
る
集
団
を
見
る
と
、
如
何
に
各
州
に
よ
っ
て
そ
れ
が
多
様
で
あ
る
か
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

実
際
、 ま

た
、
立
法
過
程
に
お
い
て
混
乱
が
生
じ
う
る
と
す
れ
ば
、
法
執
行
の
過
程
に
お
い
て
も
同
様
に
難
し
い
問
題
が
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
法
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
矛
盾
し
た
結
果
を
露
呈
し
て
き
た
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
は
裁
判
所
に
も
持
ち
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
表
現
内
容
中
立
性
原
則
に
は
特
定
的
で
、
明
確
な
害
悪
が

認
め
ら
れ
る
と
き
に
の
み
例
外
が
設
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
保
護
さ
れ
る
集
団
が
不
当
に
拡
張
さ
れ
れ
ば
、
害
悪
が
特
定
さ
れ
て

お
り
、
明
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
は
い
か
な
る
集
団
へ
の
差
別
的
表
現
・
暴
力
が
特
に
有
害
で
あ
る
の
か
を

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
刑
事
法
に
よ
る
規
制
の
場
合
に
限
っ
て
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

的
救
済
に
際
し
て
も
、
同
様
に
問
題
が
生
じ
う
る
。
市
民
権
法
第
七
絹
は
「
人
種
、
肌
の
色
、
宗
教
、
性
別
、
あ
る
い
は
民
族
的
出
身
を

理
由
に
」
差
別
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
宗
教
的
な
内
容
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
ど
こ
ま
で
規
制
の
対
象
に
な
る
か
は
か
な

(42) 

り
論
争
的
な
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
り
、
裁
判
所
は
難
し
い
判
断
を
迫
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

§

4

6

に
よ
る
民
事
的
救
済
の
場
合
は
、
集
団
の
特
定
と
い
う
作
業
は
完
全
に
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

仮
に
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
か
ら
保
護
さ
れ
る
集
団
を
十
分
に
特
定
化
し
え
た
と
し
て
も
、

チ
を
す
べ
て
禁
じ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
の
一
部
、
た
と
え
ば
黒
人
差
別
的
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
み
を
規
制
の
対
象
と
す
る
よ

う
な
「
非
対
称
的
な

(
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
l
)
」
規
制
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
の
正
当
化
根
拠
を
再
建
期
修
正

(
R
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
A
m
e
n
d
m
e
n
t
s
)
 

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
規
制
や
民
事

た
と
え
ば
人
種
差
別
的
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー

（
三
四
九
）



(
A
k
h
i
l
 R
e
e
d
 A
m
a
r
)
 

ら
れ
た
人
種
に
基
づ
く
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
は
他
の
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ド
と
は
異
な
っ
た
ふ
う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

(43) 

と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
黒
人
に
対
す
る
白
人
の
人
種
差
別
的
暴
力
の
脅
し
は
特
に
鮮
明
な
歴
史
的
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
す
が
ゆ
え
、

サ
ダ
ス
キ
ー

(
W
o
j
c
i
e
c
h
 S
a
d
u
r
s
k
i
)
 

の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
侮
辱
を
過
小
評
価
し
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
集
団
的
侮
辱
は
社
会
的
構
築
物
で
あ
り
、
過
去
、
現
在
の
差
別
、
支

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
押
し
付
け
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
意
味
を
得
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
黒
人
や
ホ
モ

セ
ク
シ
ャ
ル
に
対
す
る
差
別
語

(epithets)

も
の
は
な
く
、
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
響
き
は
全
く
異
な
る
。
彼
は
一
部
の
人
種
差
別
的
表
現
の
み
を
規
制
す
る
「
一
方
向
的
規

制

(
o
n
e
,
 
w
a
y
 p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
)
」
を
支
持
し
て
い
る
。

一
方
、
ラ
ブ

(
J
e
a
n
 C. L
o
v
e
)
 

間
の
尊
厳
」
に
対
す
る
、
普
遍
的
に
経
験
さ
れ
る
害
悪
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
。
我
々
は
皆
、
人
間
性
や
基
本
的
な
人
間
の
尊
厳
に
対
す

る
利
益
を
共
有
し
て
い
る
の
で
、
社
会
の
各
メ
ン
バ
ー
が
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
必

要
が
あ
る
。
黒
人
が
白
人
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
白
人
は
黒
人
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
女
性
が
男
性
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
男
性
は
女
性
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

配 た
や
り
方
で
用
い
ら
れ
、

燃
え
る
十
字
架
や
ニ
ガ
ー

(44) 

い
す
る
こ
と
を
許
す
。

関
法

第
五
四
巻
二
号

は
、
修
正
一
三
条
に
照
ら
し
て
非
対
称
的
な
規
制
を
正
当
化
す
る
。
彼
は
、

(nigger) 

（
三
五
0
)

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
向
け

と
い
う
言
葉
は
隷
属
の
象
徴
で
あ
り
、
憲
法
は
立
法
府
が
そ
れ
ら
を
他
の
種
類
の
言
論
と
は
別
扱

(45) 

は
概
ね
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
不
快
な
言
動
の
規
制
」
は
、

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
侮
辱
の
深
刻
さ
を
過
度
に
強
調
し
が
ち
で
あ
り
、

し
ば
し
ば
偏
っ

は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
白
人
や
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ャ
ル
に
対
す
る

(46) 

は
次
の
よ
う
に
言
う
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
も
た
ら
す
害
悪
は
、
「
人
間
性
」
や
「
基
本
的
な
人

一
九
八

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー



以
上
の
よ
う
に
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
立
法
に
つ
い
て
は
様
々
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
立
法
の
制
定
、
適
用
、
効
果
に
つ
い

(48) 

て
の
政
策
的
な
問
題
点
は
、
表
現
内
容
中
立
性
原
則
が
設
け
る
ハ
ー
ド
ル
を
さ
ら
に
高
く
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
定
の
法
規
制
が

様
々
な
政
策
的
問
題
の
ゆ
え
に
無
意
味
で
あ
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
場
合
、
そ
れ
は
十
分
に
限
定
さ

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

5
．
分
析
と
検
討

立
法

(
o
n
e
-
w
a
y
legislation)
」
を
正
当
化
し
な
い
と
し
、
文
面
上
公
平
で
な
い
禁
止
を
規
定
す
る
こ
と
は
平
等
へ
の
長
期
的
な
見
込

み
を
害
す
る
と
す
る
。
彼
は
、
犠
牲
と
な
る
集
団
の
メ
ン
バ
ー
が
「
迫
害
者
」
に
人
種
差
別
的
言
葉

(
e
p
i
t
h
e
t
s
)

を
あ
び
せ
る
こ
と
を

(47) 

許
し
て
お
き
な
が
ら
、
同
種
の
返
答
を
許
さ
な
い
の
は
不
公
平
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

政
策
的
な
側
面
の
配
慮
も
同
様
に
必
要
に
な
る
。
立
法
に
よ
る
規
制
の
場
合
、
あ
る
人
種
の
み
を
保
護
す
る
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ

と
が
そ
も
そ
も
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
対
称
的
な
規
制
に
よ
っ
て
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
非
対
称
的
な
規
制
は
現
実
の
立
法
過
程
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う

な
規
定
が
執
行
過
程
に
お
い
て
実
際
に
そ
の
人
種
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
慎
重
な
考
慮
が
要
求
さ
れ
る
問

題
で
あ
ろ
う
。

ま
た
グ
リ
ー
ナ
ウ
ォ
ル
ト
は
、

で
あ
る
。

せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
被
支
配
集
団
の
メ
ン
バ
ー
の
み
の
た
め
の
人
間
性
の
概
念
を
捉
え
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
す
る
の

い
。
彼
は
、

一
九
九

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
概
念
を
実
質
的
平
等
の
概
念
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
性
の
概
念
に
合
わ

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
犠
牲
者
へ
の
即
時
的
な
害
悪
は
抑
圧
さ
れ
た
集
団
を
有
利
に
扱
う
「
一
方
向
的

（
三
五
一
）



そ
れ
ゆ
え
、
刑
事
法
に
よ
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
可
能

な
限
り
避
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
先
に
、
謙
抑
的
か
つ
多
元
的

さ
れ
て
い
た
。

れ
な
い
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
法
適
用
上
む
し
ろ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
標
的
に
さ
れ
や
す
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
多
く
の
指
摘
が
な

と
し
て
、

し
か
し
、
実
際
の
法
規
制
に
お
い
て
「
一
方
向
的
な
」
規
制
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
相
対
立
す
る
、
異
な
っ
た
人
種
集
団

に
属
す
る
二
者
が
互
い
に
相
手
の
人
種
集
団
を
誹
謗
す
る
よ
う
な
言
葉
を
発
し
た
と
き
、

う
な
「
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
は
き
わ
め
て
危
険
な
法
規
制
で
あ
る
。
文
面
上
「
双
方
向
的
な
」
規
制
法
の
適
用
の
結
果

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集
団
が
主
と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
セ
カ
ン
ド
・
ベ
ス
ト
な
妥
協
点
と
言
え
る
か
も
し

の
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

れ
た
害
悪
に
向
け
ら
れ
た
規
制
と
は
言
え
な
い
が
ゆ
え
に
違
憲
と
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
表
現
の
害
悪
を
十
分
に

検
討
す
る
こ
と
な
く
様
々
な
集
団
を
ま
と
め
て
保
護
の
対
象
に
す
る
よ
う
な
規
制
に
対
し
て
も
、
十
分
に
限
定
さ
れ
た
害
悪
に
向
け
ら
れ

い
わ
ゆ
る
「
非
対
称
性
」
の
問
題
は
さ
ら
に
困
難
な
原
理
的
問
題
を
惹
起
す
る
。
そ
こ
で
は
害
悪
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
抗
す
る
か

で
は
な
く
、
対
抗
す
べ
き
害
悪
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
問
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
を
評
価
す
る
視
座
と
し
て
、
対
抗
言
論
の
有
効
性
と
害
悪
の
配
分
の
問
題
の
二
つ
が
璽
要
で
あ
る

と
示
唆
し
た
。
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
白
人
等
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
集
団
に
対
す
る
差
別
的
な
言
葉
は
対
抗
言
論
に
よ
る
治
癒

を
待
つ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
修
正
一
条
の
た
め
に
支
払
わ
れ
る
コ
ス
ト
と
し
て
甘
受
し
え
な
い
ほ
ど
不
均
等
に
課
さ
れ
た
も

先
に
、

て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
向
け
ら
れ
よ
う
。

関
法

第
五
四
巻
二
号

一
方
だ
け
を
罰
し
つ
つ
、
他
方
を
罰
し
な
い
よ

二
0
0

（
三
五
二
）
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冒
頭
に
お
い
て
、
差
別
的
表
現
規
制
が
見
解
中
立
性
原
則
の
限
界
を
鋭
く
問
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
有
害
な
差
別
的
表
現
を
画

定
す
る
こ
と
が
と
り
わ
け
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
本
稿
の
検
討
を
通
じ
て
、

表
現
規
制
が
提
示
す
る
そ
れ
ら
の
問
題
を
真
剣
に
受
け
と
め
、
慎
重
な
規
制
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
差
別
的
表
現
規
制
に
対
す
る
姿
勢
は
、
世
界
各
国
か
ら
見
れ
ば
か
な
り
慎
重
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
特

べ
き
事
柄
と
さ
れ
て
い
た
。

H
a
t
e
 ,
 
S
p
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e
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h
 
R
e
g
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t
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.
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(49)

た
と
え
ば
B
l
d
c
k

判
決
で
問
題
と
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
を
含
め
た
い
く
つ
か
の
州
に
存
在
す
る
十
字
架
焼
却
禁
止
法
の
よ
う
に
、
白

人
至
上
主
義
と
い
う
特
定
の
有
害
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
象
徴
に
対
象
を
限
っ
た
規
制
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
く
つ
か

の
州
に
は
差
別
的
な
脅
し

(
t
h
r
e
a
t
,
i
n
t
i
m
i
d
a
t
i
o
n
)

を
規
制
す
る
立
法
を
含
め
た
様
々
な
種
類
の
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
立
法
が
存
在
す
る
が
、

そ
れ
ら
の
立
法
の
合
憲
性
は
、
過
度
に
広
範
で
な
い
か
、
不
当
な
適
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
、
と
い
っ
た
点
に
常
に
注
意
を
払
っ
た
上
で
判
断

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、

ア
メ
リ
カ
の
学
説
を
論
じ
た
が
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
学
説
は
、
具
体
的
な
規
制
の
主
張
に
お
い
て
も
厳
格
な
表
現
内
容
中
立

性
原
則
を
貫
き
、
広
範
な
刑
事
規
制
の
主
張
に
対
し
て
強
い
批
判
を
提
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
刑
事
規
制
に
は
様
々
な
コ
ス
ト
が
つ
き
ま

と
う
と
さ
れ
て
お
り
、
政
策
的
に
も
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
他
方
で
、

的
に
展
開
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
集
団
の
特
定
化
の
問
題
と
非
対
称
性
の
問
題
も
意
識
さ
れ
て
お
り
、
規
制
の
主
張
に
あ
た
っ
て
留
意
す

関
法

八
．
む

第
五
四
巻
二
号

す

び

ア
メ
リ
カ
の
諸
学
説
は
、
謙
抑
的
な
規
制
の
主
張
を
多
元

ア
メ
リ
カ
の
判
例
や
学
説
の
多
く
が
、
差
別
的

二
0
四

（
三
五
六
）



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

て
い
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、

二
0
五

(
1
)
 

殊
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
立
場
を
わ
が
国
に
応
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

認
す
る
他
の
国
々
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
性
を
必
ず
し
も
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
「
自
覚
的

に
」
特
殊
な
立
場
を
選
ん
で
き
た
と
言
わ
れ
る
が
、
他
の
国
々
は
ア
メ
リ
カ
の
厳
格
な
表
現
内
容
中
立
性
原
則
を
「
自
覚
的
に
」
拒
否
し

い
く
つ
か
の
他
国
の
学
説
は
確
か
に
自
覚
的
な
拒
否
を
表

イ
ギ
リ
ス
の
何
人
か
の
論
者
は
ア
メ
リ
カ
の
厳
格
な
表
現
内
容
中
立
性
原
則
の
固
持
に
批
判
的
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
違

い
を
強
調
し
た
上
で
、
規
制
支
持
論
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
。

廷
意
見
は
、
個
人
の
「
話
し
手
」

フ
ェ
ル
ド
マ
ン

(
D
a
v
i
d
 F
e
l
d
m
a
n
)
 
に
よ
れ
ば
、

R
.
A
.
 V
判
決
の
法

の
立
場
に
集
中
し
、
か
つ
政
府
が
社
会
的
集
団
の
利
益
に
つ
い
て
適
当
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
民

主
的
な
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
用
い
る
能
力
を
減
じ
る
傾
向
を
持
つ
表
現
の
自
由
モ
デ
ル
を
採
用
し
、
燃
え
る
十
字
架
を
深
刻
か
つ
憲
法
上
認

識
し
う
る
害
悪
と
は
認
め
な
か
っ
た
が
、
以
下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
明
瞭
な
理
由
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
修
正
一
条
の
判
例
法
理
に
あ
ま
り

に
ウ
ェ
イ
ト
を
与
え
す
ぎ
る
ぺ
き
で
な
い
。

第
一
に
、
集
団
的
善
に
注
意
を
払
う
機
会
を
開
放
し
た
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
表
現
の
自
由
絶
対
主
義
を
拒
否
す
る
利
点
の
―
つ
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
民
主
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
多
く
の
実
験
を
試
み
る
類
の
も
の
で
あ
り
、
よ
り
急
進

的
な
も
の
で
あ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
第
三
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ス
テ
ム
は
表
現
が
生
む
害
悪
を
必
ず
し
も
列
挙
す
る
必
要
も
な

く
認
め
る
と
さ
れ
る
。

彼
の
立
場
は
ア
メ
リ
カ
的
な
、
厳
格
な
表
現
内
容
中
立
性
原
則
を
採
用
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
拒
否
す
る
も
の
で
あ
り
、

ス
ピ
ー
チ
規
制
に
お
い
て
集
団
の
利
益
に
よ
り
大
き
な
価
値
を
認
め
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

明
し
て
い
る
。

言
五
七
）

ヘ
イ
ト
・

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
を
容



•
ア
メ
リ
カ
憲
法
は
カ
ナ
ダ
憲
法
と
違
っ
て
集
団
の
権
利
保
護
の
理
論
を
持
た
な
い
。

•
ア
メ
リ
カ
の
修
正
一
条
が
前
提
と
す
る
自
由
市
場
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
聞
き
手
の
表
現
か
ら
の
自
由
で
は
な
く
、
話
し
手
の
表
現
の

自
由
を
重
視
す
る
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
自
由
は
重
要
な
価
値
で
あ
る
が
唯
一
の
価
値
で
は
な
く
、
他
の
価
値
か
ら
離
れ
て
解
釈
さ
れ

こ
の
よ
う
に
、

て
は
な
ら
な
い
。
自
由
は
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
語
る
人
々
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
標
的
に
な
る
人
々
の
も
の
で
も
あ
る
。(

9
)
 

コ
ト
ラ
ー
は
規
制
に
好
意
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
イ

カ
ナ
ダ
と
ア
メ
リ
カ
の
違
い
が
十
分
に
強
調
さ
れ
た
上
で
、

を
発
展
さ
せ
て
い
な
い
。

•
ア
メ
リ
カ
憲
法
は
カ
ナ
ダ
憲
法
と
は
違
っ
て
、
修
正
一
条
を
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
他
の
権
利
•
自
由
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
解
釈
原
理

る
、
カ
ナ
ダ
人
権
憲
章
二
七
条
の
よ
う
な
規
定
を
持
た
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
人
種
差
別
的
表
現
の
規
制
を
支
持
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
的
立
場
を
援
用
し
て
規
制
反
対
論
を
唱
え
る

立
場
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
規
制
支
持
説
が
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
知
っ
た
上
で
自
覚
的
に
ア
メ
リ
カ
的
立
場
を
拒
否
し
て

い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
の
学
説
に
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
、
米
加
の
違
い
を
強
調
し
た
上
で
、

(
I
r
w
i
n
 C
o
t
l
e
r
)
 

な
社
会
に
お
け
る
同
種
の
経
験
と
比
較
し
て
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
原
理
が
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
適
切
で
な
く
、
か
つ
説
得
力
を
欠
く
こ
と
は

十
分
に
あ
り
う
る
」
と
し
、
そ
の
言
明
を
支
え
る
い
く
つ
か
の
理
由
を
挙
げ
る
。
そ
の
う
ち
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
の
相
違
点

(
8
)
 

と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

•
ア
メ
リ
カ
憲
法
は
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
が
多
文
化
主
義
の
遺
産
を
保
存
•
向
上
す
る
よ
う
に
修
正
一
条
を
解
釈
す
る
よ
う
に
指
図
す

関
法

第
五
四
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ア
メ
リ
カ
的
立
場
を
断
固
と
し
て
拒
否
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。

は
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
の
態
度
の
違
い
を
認
識
し
た
上
で
、
「
他
の
自
由
か
つ
民
主
的

二
0
六

言
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八
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ギ
リ
ス
と
同
様
、

こ
の
よ
う
に
、

(10) 

る
が
、
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
的
な
厳
格
な
立
場
を
擁
護
す
ぺ
き
だ
と
す
る
余
地
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
阪
口
教
授
は
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
性

を
強
調
し
た
上
で
、
「
『
特
殊
な
国
家
』
、

(
b
i
g
o
t
)
 

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

『
個
人
主
義
』
、
『
絶
対
主
義
』

(11)

（

12) 

と
よ
ば
れ
て
も
執
着
す
べ
き
だ
と
思
う
」
と
し
て
い
る
。

思
う
に
、

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
、

ア
メ
リ
カ
以
上
に
規
制
に
好
意
的
な
学
説
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
自
覚
的
に
ア
メ
リ
カ

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
関
し
て
特
殊
な
立
場
を
維
持
す
る
国
、

―1
0
七

ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
、
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い

と
い
っ
た
も
の
に
、

た
と
え
も
の
分
り
の
悪
い
頑
固
も
の

ア
メ
リ
カ
の
表
現
の
自
由
保
障
法
理
の
中
核
て
あ
る
表
現
内
容
中
立
性
原
則
は
、
国
家
が
む
や
み
に
表
現
の
内
容
を
判
断
す

「
正
説

(
o
r
t
h
o
d
o
x
y
)
」
を
定
立
し
た
り
、
表
現
内
容
の
間
に
差
別
を
設
け
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
が
国

民
の
自
由
な
表
現
活
動
を
阻
害
し
、
表
現
の
自
由
の
諸
々
の
価
値
を
損
な
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
打
ち
立
て
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
内
容
中
立
性
原
則
の
目
的
そ
れ
自
体
は
人
権
の
保
障
を
重
ん
じ
る
民
主
的
な
諸
国
家
に
お
い
て
、
ほ

ぼ
共
通
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
詳
細
に
紹
介
・
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、

表
現
の
自
由
の
害
悪
が
極
め
て
慎
重
に
認
定
さ
れ
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
規
制
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
た
。
表
現
内
容
中
立
性
原
則
を
中
核

に
据
え
て
、
そ
の
例
外
を
慎
重
に
画
定
す
る
作
業
は
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
有
用
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ

の
よ
う
な
繊
細
な
問
題
に
お
い
て
は
、
表
現
内
容
中
立
性
原
則
を
真
剣
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
正
説
の
定
立
と
な
り
う
る
よ
う
な
見
解
差
別
的
表
現
規
制
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
見
解
中
立
性
の
要
求
を
満

た
す
よ
う
に
、
害
悪
は
慎
重
に
同
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
抽
象
的
な
根
拠
で
規
制
に
値
す
る
差
別
的
表
現
を
選
び
出
す
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
一
部
の
規
制
合
憲
論
に
は
深
刻
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

る
こ
と
に
よ
っ
て

的
立
場
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
。

言
五
九
）
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内
野
教
授
は
、
差
別
的
表
現
規
制
を
主
張
す
る
説
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
主
張
が
、
「
あ
る
言
論
は
、
そ
れ
が
一
定
の
害
悪
を
も
た

ら
す
が
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
そ
れ
が
内
容
的
に
み
て
反
倫
理
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に

一
定
類

者
）
と
言
う
に
等
し
い
が
ゆ
え
に
支
持
し
が
た
い
と
す
る
批
判
が
想
定
さ
れ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
「
根
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
違

憲
を
唱
え
る
見
解
」
、
「
原
理
的
な
違
憲
論
」
と
呼
ぶ
。
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
、
表
現
内
容
中
立
性
原
則
を
基
礎
と
し
た
ヘ
イ
ト
・
ス

ピ
ー
チ
規
制
に
慎
重
な
ア
メ
リ
カ
の
学
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
差
別
的
表
現
の
う
ち
一
定
種
類
の
も
の
は
表
現
の
自
由
の
価
値
に
鑑
み

て
定
型
的
に
価
値
が
低
い
と
み
な
さ
れ
、
か
な
り
説
得
的
な
正
当
化
事
由
な
い
し
対
抗
利
益
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
禁
止
し
う
る
と
す
る
内
野

説
に
対
し
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
原
理
的
な
違
憲
論
」
が
対
峙
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

内
野
教
授
は
、
差
別
的
表
現
の
う
ち
一
定
種
類
の
も
の
は
、
個
人
の
人
格
の
発
達
に
と
っ
て
も
民
主
政
治
に
と
っ
て
も
役
立
つ
こ
と
が

な
い
か
ら
、
価
値
の
低
い
表
現
に
属
し
、
極
め
て
強
い
理
由
が
な
く
て
も
、
か
な
り
説
得
力
の
あ
る
正
当
化
事
由
な
い
し
対
抗
利
益
が
あ

れ
ば
合
憲
的
に
禁
止
さ
れ
う
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
、
表
現
の
自
由
の
価
値
論
か
ら
特
定
部
類
の
表
現
の
価
値
が
低
い
と
い
う
判
断
を

導
く
理
論
（
「
価
値
の
低
い
表
現
」
理
論
）

(16) 

が
言
え
よ
う
。

は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
幾
度
か
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

し
か
し
、
差
別
的
表
現
は
、
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
根
拠
と
な
る
諸
価
値
を
欠
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
規
制
に
値
す
る
と
す
る
ア
メ
リ

カ
の
学
説
を
、
筆
者
は
ほ
と
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
規
制
の
対
象
と
な
る
表
現
を
選
び
出
す
際
に
、
表
現
の
価
値
を
考
慮

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
表
現
の
価
値
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
も
表
現
の
有
害
性
の
み
を
考
慮

し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
十
分
な
回
答
は
、
本
稿
の
考
察
の
み
に
よ
っ
て
な
し
う
る
も
の
で
な
い
が
、
そ
も
そ
も
差
別
的
表

現
の
内
容
規
制
は
論
争
的
に
な
り
う
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
価
値
の
低
い
表
現
理
論
を
持
ち
出
し
て
、

関
法

（
規
制
さ
れ
る
こ
と
が
）
許
さ
れ
る
」
（
括
弧
内
、
筆

二
0
八
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六
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)



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）

型
の
差
別
的
表
現
を
一
律
に
価
値
の
低
い
も
の
と
分
類
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

―1
0
九

仮
に
、
表
現
価
値
の
高
低
論
を
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
差
別
的
表
現
を
そ
の
有
害
性
ゆ
え
に
規
制
す
る
こ
と
が
可
能

(19) 

で
あ
る
と
主
張
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
関
す
る
議
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
、
お
よ
そ
対
抗
言
論
の
有
効
性
が
期
待
で
き
な
い
ほ
ど
有
害
な
差
別
的
表
現
の
同
定
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
特
定

人
に
向
け
ら
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
立
法
で
す
ら
そ
の
制
定
・
適
用
に
相
当
困
難
が
あ
り
、

害
悪
に
対
抗
す
る
よ
う
十
分
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
と
さ
れ
て
い
た
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
差
別
的
表
現
の
害
悪
は
言
論
に
よ
っ

(20) 

て
十
分
に
対
抗
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
主
張
が
あ
る
が
、
対
抗
言
論
の
機
能
不
全
を
抽
象
的
に
論
じ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。

表
現
の
自
由
の
法
理
と
し
て
明
確
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
た
表
現
内
容
中
立
性
原
則
を
前
提
に
す
れ
ば
、
有
害
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
で
、
対
抗
言
論
に
よ
る
治
癒
の
余
地
が
あ
り
え
な
い
よ
う
な
表
現
に
厳
格
に
対
象
を
絞
っ
た
、
よ
り
限
定
的
な
規
制
を
唱
え
る
説
を
、

内
容
中
立
性
原
則
に
照
ら
し
て
よ
り
深
く
検
討
し
て
い
く
の
が
妥
当
な
方
向
性
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
特
殊
性
は
表
現
の
有
害
性
を
極
め
て
限
定
的
に
し
か
認
め
ず
、

に
よ
り
大
き
な
負
担
を
課
す
こ
と
を
甘
受
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
や
カ
ナ
ダ
の
学
説
が
述
ぺ
て
い
た
よ
う
に
、

立
場
は
集
団
の
平
等
へ
の
権
利
よ
り
も
表
現
の
自
由
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
こ
で
特
殊
な
国
、

リ
カ
の
妥
当
性
が
改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ア
メ
リ
カ
の
表
現
の
自
由
保
障
原
理
が
あ
る
程
度
普
遍
的
な
要
素
を
持
っ
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
平
等
を
上
回
る
も
の
と
簡
単
に
は
言
え
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
で
紹
介
し
た
ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
表
現
の
自
由
理
論
は
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
の
主
張
に
対
し
て
概
し
て
批
判
的
で

あ
っ
た
が
、
た
と
え
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
短
期
的
に
見
れ
ば
言
論
で
対
抗
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、

（
三
六
一
）

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
固
定
化
、

マ

ア
メ
リ
カ
の

ア
メ

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
犠
牲
者
と
な
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
生
む
真
の
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イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
ヘ
の
暴
力
等
の
長
期
的
に
見
て
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
害
悪
を
生
む
と
す
れ
ば
、
長
い
目
で
見
て
対
抗
言
論
は
決
し
て
有

(22) 

効
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
平
等
」
よ
り
も
「
自
由
」
と
い
う
主
張
の
根
底
が
覆
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
各
人
が
持
っ
て
い
る
人
間
性
へ
の
互
恵
的
義
務
と
矛
盾
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
政
治
哲
学
的
な
側
面
か

(23) 

ら
の
反
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
論
も
あ
り
う
る
。

他
方
、
「
集
団
」
よ
り
も
「
個
人
」

の
価
値
を
、
「
平
等
」
よ
り
も
「
自
由
」

と
っ
て
長
期
的
に
見
て
よ
り
よ
い
結
果
を
生
む
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
課
さ
れ

(24) 

る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
負
担
は
決
し
て
不
当
な
負
担
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
長
期
的
に
見
て
、

チ
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
独
自
の
立
場
は
平
等
促
進
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
り
、

(25) 

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
論
者
が
存
在
す
る
。
こ
の
論
者
は
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
規
制
せ
ず
に
放
置
す
る
こ
と
の
妥
当
性

(26) 

一
定
の
普
遍
性
を
持
っ
た
政
治
理
論
に
よ
っ
て
「
規
範
論
的
に
」
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。

筆
者
は
、
「
特
殊
な
国
家
」
、
「
個
人
主
義
」
、
「
絶
対
主
義
」
に
執
着
す
る
阪
口
教
授
の
立
場
に
共
感
を
覚
え
る
が
、

な
立
場
を
わ
が
国
に
応
用
す
る
こ
と
の
是
非
は
そ
の
よ
う
な
「
特
殊
な
」

ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
い
わ
ば
「
普
遍
的
に
」
妥
当
な
も
の
と
し

て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
主
張
の
成
否
に
依
存
す
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
わ
が
国
に
応
用
す
る
前

提
と
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
必
須
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
考
察
を
行
う
余
裕
は
な
か
っ
た
。

よ
っ
て
、
そ
の
点
の
検
討
は
筆
者
に
残
さ
れ
た
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

を、
(
1
)
阪
口
正
二
郎
「
表
現
の
自
由
を
め
ぐ
る
『
普
通
の
国
家
」
と

意
|
|
|
」
東
京
大
学
杜
会
科
学
研
究
所
編
『
2
0
世
紀
シ
ス
テ
ム

関
法

5
 

ア
メ
リ
カ
の
特
殊

『
特
殊
な
国
家
」

I

合
衆
国
に
お
け
る
表
現
の
自
由
法
理
の
動
揺
の
含

国
家
の
多
様
性
と
市
場
』
―

-
0
ー
―
―
―
二
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
は
そ
れ
を
む
し
ろ
阻
害
す
る

の
価
値
を
選
ぶ
こ
と
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集
団
自
身
に

――

1
0
 
（
三
六
一
一
）

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
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関
法

第
五
四
巻
二
号

~ 

H
a
t
e
 S
p
e
e
c
h
 in 
Constitutzonal J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
:
 A
 C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 Analysis, 2
4
 C
A
R
D
O
Z
O
 L. R
E
V
.
 1
5
2
3
,
 1
5
5
7ー

6
7
(
2
0
0
3
)
 $
§
g
~
。

(
1
1
)
阪
口
正
二
郎
「
差
別
的
表
現
規
制
が
迫
る
選
択
ー
ー
＇
合
衆
国
に
お
け
る
議
論
を
読
む

l

」
法
と
民
主
主
義
二
八
九
号
四
四
頁
二
九
九
四
）
。

(
1
2
)
さ
ら
に
阪
D
教
授
は
、
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
特
殊
な
固
家
」
の
伝
統
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
激
し
く
動
揺
し
て
は
い
る
も
の
の
、
少
な
く

と
も
現
在
の
時
点
で
は
、
実
践
的
に
は
と
も
か
く
、
現
在
の
記
述
と
し
て
は
、
そ
う
簡
単
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
語
り
う
る
状
況
に
ま
て
至
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
認
識
を
示
す
。
阪
口
•
前
掲
註
(
1
)
「
表
現
の
自
由
を
め
ぐ
る
『
普
通
の
国
家
』
と
『
特
殊
な
国
家
』
」
三
九

頁
参
照
。

(
1
3
)内
野
•
前
掲
註
(
1
)
一
五
九
ー
一
六0
頁
参
照
。

(14)

同
上
一
六

0
頁
参
照
。

(15)

同
上
参
照
。

(
1
6
)
岡
村
み
ち
る
「
表
現
の
自
由
に
お
け
る
『
価
値
の
低
い
言
論
理
論
』
(
-
)
ー
(
―
-
）
」
法
研
論
集
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
）
八
三
号
二
七
頁
（
一

九
九
七
）
、
八
六
号
七
三
頁
(
-
九
九
八
）
参
照
。

(17)

価
値
の
低
い
表
現
理
論
か
ら
の
規
制
主
張
論
と
し
て
最
も
有
力
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
説
が
内
野
説
と
比
較
し
て
よ
り
限
定
さ

れ
た
規
制
の
提
案
て
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
説
は
い
く
つ
か
の
理
由
て
妥
当
で
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
み
た
。

(18)

と
り
わ
け
特
定
個
人
を
対
象
に
し
な
い
差
別
的
表
現
を
規
制
対
象
に
含
ま
せ
る
と
き
に
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
内
野
私
案
（
「
（
第
1
項
）
日

本
国
内
に
在
住
し
て
い
る
、
身
分
的
出
身
、
人
種
ま
た
は
民
族
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
少
数
者
集
団
を
こ
と
さ
ら
に
侮
辱
す
る
意
図
を
も
っ
て
、

そ
の
集
団
を
侮
辱
し
た
者
は
、
…
…
の
刑
に
処
す
。
（
第
2
項
）
前
項
の
少
数
者
集
団
に
属
す
る
個
人
を
、
そ
の
集
団
へ
の
帰
属
の
ゆ
え
に
公
然

と
侮
辱
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
じ
と
す
る
。
」
）
は
そ
の
よ
う
な
差
別
的
表
現
を
も
規
制
の
対
象
に
し
て
い
る
。
内
野
•
前
掲
註
(
l
)
一
六
八
頁

参
照
。

(19)

小
谷
順
子
「
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
の
表
現
の
自
由
と
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
」
日
本
法
政
学
会
法
政
論
叢
一
二
六
巻
一
号
一
六

0
頁
(
-
九
九
九
）

は
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
有
害
性
を
強
調
し
た
上
で
、
規
制
積
極
論
の
立
場
に
立
つ
。
た
だ
し
い
か
な
る
程
度
の
規
制
が
可
能
で
あ
る
の
か
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

(20)

棟
居
教
授
は
相
手
方
の
反
論
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
よ
う
な
誹
謗
で
あ
れ
ば
、
規
制
の
対
象
と
さ
れ
う
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
限
定
が
な

さ
れ
れ
ば
規
制
対
象
と
な
る
差
別
的
表
現
の
明
確
化
の
要
請
は
満
た
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
―
四
条
後
段
列
挙
事
項
に
関
す
る
マ

（
三
六
四
）



(22) 

(23) 

(24) 

(21) 

（
三
六
五
）

イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集
団
に
対
す
る
差
別
的
表
現
に
対
し
て
は
対
抗
言
論
が
有
効
で
な
い
と
す
る
。
棟
居
快
行
「
差
別
的
表
現
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊

『
憲
法
の
争
点
』
[
第
二
面
g

一
O
五
頁
（
了
几
九
九
)
参
照
o

し
か
し
ヽ
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ぱ
、
差
別
的
表
現
の
有
害
性
は
よ
り
明
碓
て

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
棟
居
教
授
の
限
定
化
の
試
み
は
い
ま
だ
十
分
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
江
橋
教
授
も
差
別
的
表
現
に
対
す
る
対
抗
言
論
の

有
効
性
に
疑
義
を
唱
え
る
が
、
教
授
が
言
論
に
よ
っ
て
対
抗
で
き
な
い
よ
う
な
差
別
的
表
現
を
十
分
に
明
確
に
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
「
《
座

談
会
》
『
差
別
的
表
現
』
は
法
的
に
規
制
す
べ
き
か
」
法
律
時
報
六
四
巻
九
号
二
四
ー
ニ
八
頁
（
江
橋
発
言
）
（
一
九
九
二
）
、
江
橋
崇
「
表
現
の

自
由
と
差
別
的
表
現
行
為
」
新
聞
研
究
四
五
三
号
六

0
ー
六
一
頁
(
-
九
八
九
）
参
照
。

か
な
り
限
定
的
な
規
制
に
限
っ
て
規
制
を
容
認
す
る
説
と
し
て
、
横
田
耕
一
「
人
種
差
別
撤
廃
条
約
と
日
本
国
憲
法
表
現
規
制
に
つ
い

て
|
'
|
」
樋
口
隔
―
他
編
『
芦
部
信
喜
先
生
古
稀
祝
賀
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
（
上
）
』
七
三
六

i
七
三
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）
、
「
『
差

別
表
現
』
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
べ
き
か
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
七
五
号
五
九
頁
(
-
九
九
四
）
、
松
井
茂
記
『
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
法
入
門
」
[
第
三

塵
一
五
一
頁
（
日
本
評
論
杜
‘

1
1
0
0
三
）
参
照
。
横
田
教
授
と
松
井
教
授
は
差
別
的
表
現
が
違
法
な
行
為
の
煽
動
と
し
て

B
r
a
n
d
e
n
b
u
r
g
 

判
決

(
B
r
a
n
d
e
n
b
u
r
gv• 

O
h
i
o
,
 3
9
5
 

U. S. 4
4
4
 
(
1
9
6
9
)
)

の
基
準
を
満
た
す
場
合
や
、
特
定
個
人
を
面
と
向
か
っ
て
侮
辱
す
る
場
合
に
限
っ

て
憲
法
ニ
―
条
に
よ
る
保
護
を
認
め
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
よ
う
で
あ
る
。
市
川
教
授
は
特
定
個
人
に
直
接
向
け
ら
れ
た
侮
辱
の
規
制
を
支
持

し
つ
つ
、
そ
れ
以
外
の
差
別
的
表
現
の
規
制
可
能
性
を
も
否
定
し
な
い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
市
川
正
人
『
表
現
の
自
由
の
法
理
』
六
三

頁
（
日
本
評
論
杜
‘
―

1
0
0
三
）
参
照
。
こ
れ
ら
の
限
定
的
な
規
制
を
主
張
す
る
各
説
の
妥
当
性
を
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
に
則
し
て
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

S
e
e
 g
e
n
e
r
a
l
l
y
 T
s
E
S
I
S
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1. 

s袋
e
i
d

志
田
教
授
は
、
ア
メ
リ
カ
の
論
者
の
間
で
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
の
深
刻
さ
自
体
は
ほ
ぼ
共
通
に
認
識
さ
れ
て
お
り
、
賛
否
の
分
か
れ
目
と

な
る
の
は
、
平
等
社
会
実
現
の
た
め
の
表
現
規
制
か
、
（
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
含
め
た
）
表
現
の
自
由
の
徹
底
的
な
擁
護
に
よ
る
平
等
社
会
構

築
か
で
あ
る
と
す
る
。
志
田
教
授
は
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
自
身
の
異
議
申
立
て
の
権
利
を
奪
う
危
険
性
を
持
つ
と
い

う
こ
と
、
規
制
に
よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
る
と
目
さ
れ
た
人
々
が
、
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
で
偏
見
な
い
し
憎
悪
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
‘

「
憎
悪
の
許
可

(
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
to hate)
」
と
い
う
事
態
を
生
む
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
る
。
志
田
教
授
は
、
私
人
間
で
発
せ
ら
れ
る
ヘ
イ
ト
・
ス

ピ
ー
チ
以
前
の
問
題
と
し
て
、
公
権
力
が
発
す
る
「
排
除
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
一
般
私
人
に
対
し
て
「
憎
悪
の
許
可
」
と
し
て
作
用
す
る
状
況

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
(
-
―
•
完
）

~ 



※ 

関
法

第
五
四
巻
二
号

が
、
優
先
的
に
救
済
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
問
題
と
な
る
事
例
の
解
決
を
棚
上
げ
に
し
た
ま
ま
で
私
人
間
の
表
現
を
規

制
す
る
法
政
策
は
、
支
持
し
得
な
い
と
す
る
。
志
田
陽
子
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
立
法
を
め
ぐ
る
議
論
ー
|
_

「
文
化
戦
争
」
と
公
権
力
の
責
任
ー
」
武
蔵
野
美
術
大
学
紀
要
三
三
号
一
―
八
i
-

＝10
頁
（
二

0
0
二
）
参
照
。
こ
こ
で
は
「
平
等
」
よ
り

も
「
自
由
」
を
選
ぶ
と
い
う
立
場
が
明
祈
的
に
選
択
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
自
由
」
よ
り
も
「
平
等
」
を
安
易
に
選
択

す
る
こ
と
に
警
鏡
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
。

(25) 
S
e
e
 g
e
n
e
r
a
l
l
y
 D
A
V
I
D
 A. J. 
R
I
C
H
A
R
D
S
,
 F
R
E
E
 S
P
E
E
C
H
 A
N
D
 T
H
E
 P
O
L
I
T
I
C
S
 O
F
 I
D
E
N
T
I
T
Y
 (
1
9
9
9
)
・
 

(26) 
S
e
e
 id. 

(27)

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
関
し
て
賛
成
論
、
反
対
論
の
正
当
性
を
そ
も
そ
も
あ
る
程
度
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
主
張
し
う
る
か
ど
う
か
は
明

ら
か
で
な
い
。
デ
ィ
ル
ガ
ド
等
は
、
す
べ
て
の
文
化
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
別
の
時
代
の
同
じ
文
化
に
お
い
て
機
能
す
る
単
一
の
バ
ラ
ン
ス
は
存

在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。

S
e
e
J
e
a
n
 S
t
e
f
a
n
c
i
c
 a
n
d
 R
i
c
h
a
r
d
 D
e
l
g
a
d
o
,
 
A
 Sh
i
f
t
i
n
g
 B
a
l
a
n
c
e
:
 
F
r
e
e
d
o
m
 o
f
 E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 a
n
d
 

H
ミ
？
'Speech
Restriction, 7
8
 I
o
w
A
 L. R
E
V
.
 7
3
7
,
 7
4
9
 (
1
9
9
3
)
.
 

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
際
に
、
普
遍
的
要
素

と
相
対
的
要
素
を
混
合
し
て
判
断
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
論
者
も
存
在
す
る
。

S
e
e
R
o
s
e
n
£
e
l
d
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
10, at 1
5
6
5
.
 

本
稿
は
、
筆
者
が
平
成
―
四
年
―
一
月
一
日
に
関
西
大
学
に
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
、

チ
規
制
の
限
界
」
の
一
部
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
て
新
た
な
論
孜
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
表
現
内
容
中
立
性
原
則
と
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー

二
―
四

（
三
六
六
）


