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一
　
は
じ
め
に

　
表
現
の
自
由
に
は
、
表
現
に
用
い
る
手
段
や
場
所
が
必
要
で
あ
る
。
公
道
や
公
民
館
に
つ
い
て
、
憲
法
学
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
し
て
集
会
の
場
を
保
障
し
て
き（
1
）た。

し
か
し
な
が
ら
、
自
己
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
手
段
や
場
所
を
、
常
に
自
ら
調
達
で
き
る

と
は
限
ら
な
い
。
特
に
集
会
に
つ
い
て
は
、
民
営
化
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
空
間
の
私
化
が
進
む
昨
今
の
状
況
に
照
ら
し
、
場
所
の
確
保

が
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
公
的
主
体
が
管
理
す
る
場
で
あ
っ
て
も
、
政
府
が
表
現
目
的
で
開
く
場
で
な
け
れ
ば
、
表
現
の
自
由
の

主
張
は
当
然
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
で
表
現
活
動
が
行
わ
れ
る
事
案
の
数
々

は
、
表
現
の
「
場
」
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
を
問
い
直
し
て
い（
2
）る。

　
本
稿
は
、
表
現
の
「
場
」
に
注
目
し
、
他
者
の
管
理
す
る
場
を
表
現
目
的
で
用
い
る
自
由
の
保
障
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
の
拡

張
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
検
討
の
一
つ
の
素
材
と
し
て
、
他
者
の
管
理
す
る
場
で
の
集
会
が
問
題
と
な
っ
たLogan 

Valley

判（
3
）決を

取
り
上
げ
る
。
同
事
案
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ（
4
）ーに

お
け
る
集
会
が
、
修
正
一
条

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
か
が
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
む
ろ
ん
人
々
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
す
る
た
め
の
場

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
の
法
廷
意
見
は
、
修
正
一
条
の
主
張
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
判
示
は
、
そ
の
後
の
学
説
等
に
よ
っ
て
批
判
的
に
引
用
さ
れ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
従
来
の
表
現
の
自
由
論
は
、
表
現
の
た
め

の
場
で
は
な
い
場
所
で
、
表
現
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
前

提
に
よ
っ
て
、
空
間
の
中
で
暮
ら
す
個
人
の
自
由
が
、
他
者
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
空
間
の
意
味
づ
け
や
条
件
づ
け
に
依
存
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
表
現
の
場
を
規
制
す
る
手
段
が
そ
の
存
在
感
を
増
し

て
い
る
現
在
、
現
実
味
を
帯
び
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、Logan Valley
判
決
の
判
示
を
捉
え
直
す
今
日
的
重
要
性
は
大
き
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い
が
、
そ
の
含
意
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
憲
法
論
の
外
側
か
ら
知
見
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
空
間
を
中
心
的
に
論
ず
る
空
間
論
に

影
響
を
受
け
、
表
現
の
場
の
保
障
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
修
正
一
条
論
に
一
定
の
修
正
を
も
た
ら
す
論
者
た
ち
の
視
点
を
通
し
て
、

Logan Valley

判
決
の
判
示
を
再
読
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

　
以
下
で
は
、Logan Valley

判
決
を
、
表
現
の
た
め
の
「
場
」
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
直
し
、
修
正
一
条
の
拡
張
の
可
能
性
を
説（
5
）く。

こ
の
判
決
で
は
、
公
衆
の
ア
ク
セ
ス
可
能
な
場
に
自
由
な
修
正
一
条
の
行
使
を
認
め
る
「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
中
心
的
な

役
割
を
果
た
し
た
が
、
反
対
意
見
と
の
対
立
を
通
し
て
、
同
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
（
二
）。
次
に
、
空
間
論
と
い
う
他

の
学
問
領
域
の
参
照
に
よ
っ
て
、
表
現
の
自
由
論
の
な
か
に
「
場
」
を
復
権
さ
せ
よ
う
と
す
る
論
者
の
議
論
を
紹
介
す
る
（
三
）。
空
間

論
に
影
響
さ
れ
、
他
者
の
場
の
使
用
を
、
表
現
の
自
由
論
に
導
入
す
る
議
論
を
紹
介
し
、
最
後
に
、
現
在
の
議
論
の
到
達
点
と
、
そ
れ
に

基
づ
くLogan Valley

判
決
の
評
価
の
可
能
性
、
そ
し
て
今
後
の
課
題
を
示
す
（
四
）。

二
　
他
者
の
管
理
す
る
場
に
お
け
る
集
会

―Logan Valley

判
決
を
素
材
に

　Logan Valley

判
決
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
の
集
会
を
、
所
有
者
側
が
禁
止
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本

事
案
で
は
、
他
者
の
場
に
お
け
る
集
会
が
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
か
が
正
面
か
ら
問
題
と
な
っ
た
が
、
大
き
く
二
つ
の
見
解
が

対
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
、
公
衆
の
自
由
な
往
来
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
修
正
一
条
の
主
張
を

認
め
た
法
廷
意
見
と
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
不
当
に
広
す
ぎ
る
解
釈
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
た
反
対
意
見
で
あ
る
。
法
廷
意
見
の
判
示
は
、

そ
の
後
も
繰
り
返
し
批
判
を
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
判
決
の
提
示
し
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
修
正
一
条
が
行
使
で
き
る
場
の
縮
減
に
よ
り
、

同
条
の
核
心
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
以
下
で
は
論
じ
て
い
く
。
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㈠
　Logan Valley

判
決
の
概
要

1　

事　

案

　Logan Valley

判
決
で
は
、
労
働
組
合
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
た
、
所
有
者
の
同
意
の
な
い
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
、
不
法

侵
入
罪
を
構
成
す
る
か
が
問
わ
れ
た
。
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州Altoona

市
に
あ
るLogan Valley M

all

と
い
う

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
事
件
の
当
時
、W

eis M
arket Inc.

（
以
下
、「W

eis

」
と
す
る
）（
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
営
む
）
と

Sears, Roebuck and Co.
（
自
動
車
サ
ー
ビ
ス
業
を
営
む
）
の
二
つ
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
に
テ
ナ
ン
ト
を
構
え
て
い
た
。
問
題
と

な
っ
た
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
、
前
者
のW

eis

に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。W

eis

の
建
物
と
、
そ
の
正
面
に
あ
る
ポ
ー
チ
と
、
購
入
し
た

商
品
を
受
け
取
る
た
め
の
一
時
的
な
駐
車
エ
リ
ア
は
、W

eis

の
所
有
財
産
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
顧
客
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て

い
る
駐
車
場
エ
リ
ア
は
、Logan Valley M

all

が
所
有
し
て
い（
6
）た。W

eis

で
は
労
働
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
従
業
員
を
雇
用
し
て
お

り
、W

eis

の
同
業
者
（
他
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
の
従
業
員
で
組
合
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
、W

eis

の
構
成
員
が
「
労
働
組
合
の
利
益

を
享
受
し
て
い
な
い
」
こ
と
に
対
す
る
抗
議
の
意
を
表
す
る
サ
イ
ン
を
、W

eis

の
荷
物
受
け
取
り
の
た
め
の
エ
リ
ア
お
よ
び
駐
車
場
で

掲
げ
て
い
た
と
い
う
。
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
散
発
的
に
行
わ
れ
る
も
の
が
一
〇
日
ほ
ど
の
期
間
続
き
、
少
な
い
場
合
で
四
人
、
多
い
場
合

で
一
三
人
ほ
ど
が
参
加
し
て
い
た
が
、
平
均
す
れ
ば
六
人
ほ
ど
で
あ
っ（
7
）た。

こ
の
抗
議
の
態
様
は
常
に
平
和
的
な
も
の
で
、
暴
力
的
な
行

為
は
な
ん
ら
行
わ
れ
な
か
っ（
8
）た。
こ
れ
に
対
し
て
、Logan Valley M

all

はW
eis

と
と
も
に
、
同
意
の
な
い
目
的
で
の
敷
地
内
の
立
ち

入
り
に
つ
い
て
不
法
侵
入
罪
の
成
立
を
主
張
し
た
。

2　

マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
法
廷
意
見

　
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
の
集
会
が
修
正
一
条
と
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
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不
法
侵
入
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
結
論
を
導
く
際
に
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、
先
例
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
修
正
一
条
の
保

障
を
認
め
る
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
先
例
と
は
、「
会
社
町
（com
pany t

（
9
）

ow
n

）」
と
呼
ば
れ
る
、
一
つ
の
企
業
に
よ
っ
て
所

有
さ
れ
て
い
る
町
に
お
け
る
修
正
一
条
の
行
使
が
問
題
と
な
っ
たM

arsh

判
）
10
（
決
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、
会
社
町
と
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
「
機
能
的
に
等
価
（functional equival

）
11
（ent

）」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
修
正
一
条
の
主
張
を
認
め
て
い
る
た
め
、
重

要
と
な
る
の
は
こ
の
説
示
の
理
解
で
あ
る
（「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
）。

　
⑴
　
先
例
と
し
て
のM

arsh

判
決

　
こ
こ
で
は
、
他
者
が
所
有
す
る
場
で
の
修
正
一
条
の
行
使
の
先
例
で
あ
るM

arsh

判
決
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
し
て
お
く
。
同
判
決

は
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
女
性
が
、Chicasaw

と
い
う
会
社
町
の
う
ち
、
商
業
施
設
の
存
在
す
る
エ
リ
ア
（business block

）
で
宗
教
的
文

書
を
配
布
し
、
制
止
を
き
か
な
か
っ
た
た
め
に
不
法
侵
入
罪
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
会
社
町
で
は
、

許
可
の
な
い
文
書
の
配
布
な
ど
表
現
活
動
を
禁
止
す
る
旨
の
掲
示
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
当
該
信
者
の
文
書
配
布
の
禁
止
も
告
げ
ら
れ
て

い
）
12
（

た
。
し
か
し
、
警
告
を
受
け
、
立
ち
去
る
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
の
ち
も
そ
れ
を
拒
ん
だ
た
め
に
逮
捕
を
さ
れ
て
い
）
13
（

る
。

　
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
に
よ
る
連
邦
最
高
裁
の
法
廷
意
見
は
、
修
正
一
条
の
主
張
（
本
件
で
は
、
宗
教
的
文
書
の
配
布
が
問
題
と
な
っ
た
と
い
う

事
情
も
あ
り
、
信
教
の
自
由
）
を
認
め
、
不
法
侵
入
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
は
、
当
該
事
案
で
衝
突
し
て
い
る
憲

法
上
の
権
利
は
、
会
社
町
側
の
所
有
権
と
、
エ
ホ
バ
の
証
人
側
の
修
正
一
条
上
の
権
利
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、
本
件
会
社
町

は
、「
公
的
機
能
（public function

）」
を
担
っ
て
い
る
た
）
14
（

め
、
そ
れ
に
応
じ
た
財
産
権
の
制
約
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。

　
財
産
権
は
、
絶
対
的
領
域
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
所
有
者
が
、
自
ら
の
利
益
の
た
め
、
一
般
大
衆
の
使
用
に
供
す
る
べ
く
財
産
を
開
く
度
合
が
強

け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
所
有
者
の
権
利
は
、
そ
れ
を
用
い
る
他
者
の
、
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
諸
権
利
お
よ
び
憲
法
上
の
権
利
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
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れ
）
15
（
る
。

こ
う
し
て
、
財
産
権
の
制
約
の
も
と
、
他
者
の
空
間
に
お
け
る
修
正
一
条
の
自
由
の
行
使
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
⑵
　
会
社
町
と
の
「
機
能
的
等
価
性
」

　
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、M

arsh

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
会
社
町
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
、
事
案
を
処
理
し
、
修
正
一
条
の

保
障
を
認
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、M

arsh

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
「
町
」
と
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
人
々
の
往
来
に
開
か
れ
、

自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
点
で
「
機
能
的
に
等
価
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、M

arsh

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
会
社
町
と
、
本
件
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
機
能
に
照

ら
し
、
多
く
の
類
似
点
を
共
有
し
て
い
る
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
高
速
道
路
か
ら
直
接
に
通
じ
て
お
り
、
敷
地
の
周
り
に
は
接

道
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
敷
地
内
に
は
商
業
施
設
が
存
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
中
で
は
自
由
に
歩
行
者
が
移
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
公
衆
が
、
自
由
に
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
い
）
16
（

う
。

　
も
っ
と
も
、
類
似
点
の
み
な
ら
ず
、
相
違
点
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
も
認
識
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
商
業
施
設
で
あ
り
、M

arsh
判
決
の
舞
台
と
な
っ
た
会
社
町
と
は
、
住
民
の
住
居
エ
リ
ア
を
含
ん
で
い
な
い

と
い
う
点
で
異
な
る
た
め
に
、
自
治
体
と
し
て
機
能
す
る
会
社
町
と
の
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
も
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
相
違
点
は
、
本
事
案
に
と
っ
て
問
題
で
は
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、M

arsh

判
決
で
は

―
住
居
エ

リ
ア
へ
の
立
ち
入
り
も
問
題
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
も

―
商
業
目
的
に
用
い
ら
れ
る
商
業
エ
リ
ア
（business block

）
へ
の
立
ち
入
り

そ
れ
自
体
が
争
点
化
し
た
た
め
で
あ
）
17
（
る
。
こ
の
点
で
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
と
会
社
町
は
、「
自
由
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
、
当
該
エ

リ
ア
に
い
る
人
々
お
よ
び
そ
こ
を
通
り
か
か
る
人
々
に
開
か
れ
て
い
た
」
点
で
、
類
似
性
を
有
し
、「
機
能
的
に
等
価
」
で
あ
る
と
判
断

で
き
）
18
（
る
。
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3　

反
対
意
見

　
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
に
対
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
は
、
先
に
述

べ
た
通
り
、M

arsh

判
決
の
法
廷
意
見
で
、
他
者
の
管
理
す
る
場
（M

arsh

判
決
で
は
会
社
町
が
管
理
主
体
）
で
の
修
正
一
条
の
主
張
を
認

め
て
い
た
が
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
法
廷
意
見
が
、M

arsh

判
決
の
射
程
を
、
予
期
せ
ぬ
形
で
拡
張
し
て
し
ま
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、M

arsh

判
決
は
、
町
全
体
が
、
一
つ
の
会
社
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、「
極
め
て
特
殊
な
状
況
に
対
処
し

た
」
に
過
ぎ
）
19
（
ず
、
そ
の
意
味
で
、M

arsh

判
決
の
射
程
は
極
め
て
例
外
的
な
状
況
の
み
に
及
ぶ
は
ず
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
賛
同
す
る
か
た
ち
で
、
法
廷
意
見
を
批
判
し
て
い
る
。
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
と
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
た
め
の
場
で
あ
）
20
（
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
一
条
の
主
張
を
認
め
る
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判

官
の
法
廷
意
見
に
よ
っ
て
、
将
来
、
表
現
活
動
に
従
事
す
る
人
々
は
公
道
を
離
れ
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
へ
と
移
動
し
て
し
ま
う
だ

ろ
う
、
と
述
べ
て
い
）
21
（
る
。

㈡
　
若
干
の
検
討

―
「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
意
義

1　

各
裁
判
官
の
「
機
能
的
等
価
性
」
理
解
に
つ
い
て

　
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
集
会
を
認
め
る
法
廷
意
見
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
の
反
対
意
見
の
対
立
を
決
定

づ
け
て
い
る
の
は
、M

arsh

判
決
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
導
く
際
に
依
拠
し
た
、
会
社
町
と
の
「
機
能
的
等
価
性
」
の
理
解
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、M

arsh

判
決
に
お
け
る
会
社
町
と
、Logan Valley

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
は
、
機
能
的
等
価
性
を
有
し
て
い
る
と
し
た
。
他
方
で
、M

arsh
判
決
で
は
法
廷
意
見
を
、Logan Valley

判
決
で
は
反
対
意
見
を

執
筆
し
た
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
は
、
一
つ
の
企
業
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
町
と
、
単
な
る
小
売
店
は
、
お
よ
そ
類
似
性
を
持
た
な
い
場

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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こ
の
両
立
場
の
対
立
の
背
景
に
は
、「
機
能
的
等
価
性
」
の
理
解
の
違
い
が
あ
る
。
会
社
町
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
成
立
し
な
い
と
す
る

ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
の
い
う
「
機
能
的
等
価
性
」
は
、
自
治
体
が
負
う
よ
う
な
「
公
的
機
能
（public function

）」
を
果
た
し
て
い
る
場
合

に
認
め
ら
れ
る
。「
公
的
機
能
」
の
理
解
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
と
同
じ
く
、Logan Valley

判
決
の
判
示
に
批
判
的
な
シ
ャ
ウ

ア
ー
（Frederick Schauer

）
は
、「
政
府
類
似
の
機
能
（governm

ental function

）」
を
指
す
と
し
て
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
こ
の

よ
う
な
機
能
を
負
わ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
にM

arsh

判
決
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
成
立
し
な
い
と
し
て
批
判
す
る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
「
政
府
類

似
の
機
能
」
の
判
断
に
お
い
て
、
問
い
を
三
つ
立
て
る
。
す
な
わ
ち
、
①
全
体
的
所
有
権
（totality of ow

nership

）
の
存
在
ゆ
え
に
、
国

家
の
全
体
性
と
類
似
性
を
持
つ
の
か
、
②
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
提
供
が
国
家
の
役
割
で
あ
る
よ
う
な
「
出
会
い
の
場
」
で

あ
る
の
か
、
③
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
配
す
る
よ
う
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
の
か
、
で
あ
る
。
そ
の
う
え

で
、
い
ず
れ
の
問
い
も
「
否
」
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
、
①
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
を
支
配
し
て

い
た
と
は
い
え
な
い
た
め
、
全
体
的
所
有
権
は
存
在
し
な
い
。
次
に
、
②
現
代
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
公
的

な
出
会
い
の
場
で
あ
る
と
し
て
も
、
内
在
的
に
も
、
伝
統
的
に
も
、
政
府
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
仮
に
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
も
政
府
の
役
割
の
一
部
を
成
す
と
す
れ
ば
、「
公
的
機
能
」
と
い
う
概
念
は
あ
ま
り
に
も
広
す
ぎ
る
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、

③
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
所
有
者
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
新
聞
や
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
な
ど
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
支
配

し
て
い
な
い
の
で
あ
）
22
（
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
い
う
「
機
能
的
等
価
性
」
は
、「
政
府
類
似
の
機
能
」
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
々

の
自
由
な
往
来
へ
の
開
放
性
を
指
す
。
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、
同
じ
く
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
集
会
が
問
題
と
な
っ
た

Lloyd

判
決
の
反
対
意
見
の
傍
論
）
23
（
で
、
現
代
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
住
民
に
開
か
れ
、
彼
ら
を
集
め
る
社
会

的
機
能
を
持
つ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
医
者
、
歯
科
医
、
弁
護
士
、
銀
行
、
旅
行
代
理
店
、
さ
ら
に

は
小
売
店
と
い
っ
た
業
種
が
テ
ナ
ン
ト
と
し
て
入
り
、
住
民
が
様
々
な
目
的
で
自
由
に
ア
ク
セ
ス
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
で
あ
る
。
公
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衆
と
意
思
疎
通
す
る
こ
と
は
本
来
自
由
な
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
訪
れ
る
人
々
に
対
し
て
ア
ピ
ー

ル
を
す
る
こ
と
も
自
由
な
は
ず
で
あ
）
24
（

る
。
こ
の
意
味
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
管
理
す
る
会
社
町

と
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
機
能
的
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

2　

マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
意
図

　
こ
れ
ま
で
の
記
述
で
、
他
者
の
管
理
す
る
場
で
修
正
一
条
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、「
機
能
的
等
価
性
」
の

理
解
が
異
な
る
こ
と
ま
で
は
確
認
で
き
た
。
そ
れ
で
は
、
い
ず
れ
の
「
機
能
的
等
価
性
」
の
理
解
が
説
得
的
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、

マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
理
解
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
や
、
同
じ
くLogan Valley

判
決
を
否
定
的
に
捉
え
る
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
よ
う
な
論

者
か
ら
は
、
広
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
の
立
場
は
、
修
正
一
条
を
行
使
す
る
目
的
で
他
者
の
空
間
を
使
用
す
る
こ
と
は

原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
例
外
的
な
事
例
に
の
み
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
理
解
は
、
こ
の

原
則
と
例
外
を
逆
転
さ
せ
て
し
ま
う
印
象
を
抱
か
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
広
い
解
釈
を
採
用
し
て
ま
で
、
な
ぜ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
自

ら
が
説
く
と
こ
ろ
の
「
機
能
的
等
価
性
」
理
解
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
の
か
。

　
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
表
現
活
動
が
問
題
と
な
っ
た
他
の
判
決
の
反
対
意
見
で
、Logan 

Valley

判
決
は
、
表
現
の
自
由
の
空
転
化
を
防
ぐ
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ

て
い
る
他
の
判
決
と
は
、
先
述
のLloyd

判
決
を
指
す
が
、
同
判
決
の
法
廷
意
見
は
、Logan Valley

判
決
と
同
じ
く
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
で
の
表
現
活
動
が
問
題
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
事
案
を
区
別
し
てLogan Valley

判
決
の
射
程
が
及
ば
な
い
も

の
と
し
、
修
正
一
条
の
保
障
を
認
め
て
い
な
い
。Lloyd

判
決
の
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
は
、
表
現
の
内
容
が
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
事
業
に
関
連
す
る
限
り
で
、
所
有
者
の
意
思
に
反
す
る
修
正
一
条
の
行
使
を
認
め
た
の
で
あ
）
25
（

る
。Logan Valley

判

決
は
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
対
す
る
労
働
争
議
で
あ
っ
た
が
、Lloyd

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
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シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
と
は
な
ん
ら
関
わ
り
の
な
い
反
戦
活
動
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
と
い
う
場
と
関

連
性
を
欠
く
反
戦
ビ
ラ
の
配
布
は
、
認
め
ら
れ
な
い
と
結
論
づ
け
）
26
（

た
。

　
こ
の
よ
う
に
説
示
し
たLloyd

判
決
の
法
廷
意
見
に
対
し
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、Logan Valley

判
決
と
の
事
案

の
差
別
化
を
図
っ
た
点
を
批
判
）
27
（
し
、Logan Valley

判
決
の
よ
う
に
「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
徹
底
す
る
必
要
と
、
同
判
決

の
本
来
持
つ
は
ず
で
あ
っ
た
射
程
を
述
べ
て
い
る
。

　
都
市
に
お
い
て
、
政
府
機
関
に
よ
り
か
つ
て
担
わ
れ
て
い
た
機
能
を
、
私
的
ビ
ジ
ネ
ス
が
ま
す
ま
す
担
う
よ
う
に
な
る
と
し
て
も
、
驚
く
に
は
あ
た

ら
な
い
だ
ろ
う
。
…
…
政
府
が
私
的
事
業
に
頼
る
に
つ
れ
て
、
公
共
財
産
は
私
的
財
産
が
優
勢
と
な
る
か
の
よ
う
に
減
少
し
て
い
く
。
そ
う
す
れ
ば
、

市
民
が
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
手
段
を
見
出
す
の
が
ま
す
ま
す
困
難
と
な
る
。M

arsh

判
決
に
依
拠
し
、「
財
産
の
所
有
者
が
、
自
ら

の
利
益
の
た
め
に
、
公
衆
一
般
の
使
用
に
供
す
る
た
め
に
当
該
財
産
を
開
け
ば
開
く
ほ
ど
、
当
該
財
産
は
そ
れ
を
使
用
す
る
者
の
法
律
上
お
よ
び
憲
法

上
の
諸
権
利
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。」
と
の
判
示
を
維
持
し
な
い
限
り
は
、
富
め
る
市
民
の
み
が
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
有
す
る

こ
と
と
な
る
。
も
し
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
表
現
の
自
由
は
単
な
る
陳
腐
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
（shibboleth

）
と

な
っ
て
し
ま
う
。
私
は
、
修
正
一
条
が
現
実
の
も
の
と
な
る
必
要
が
あ
る
と
信
じ
て
い
）
28
（
る
。

以
上
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
貫
徹
さ
せ
な
け
れ
ば
、
表
現
の
自
由
を
行

使
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
の
獲
得
が
ま
す
ま
す
困
難
と
な
り
、
修
正
一
条
は
空
転
し
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

3　

小　

括

　
こ
こ
ま
で
の
記
述
で
、「
機
能
的
等
価
性
」
の
理
解
が
法
廷
意
見
と
反
対
意
見
で
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
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官
は
、
人
々
の
往
来
あ
る
と
こ
ろ
に
修
正
一
条
の
適
用
を
認
め
る
、
極
め
て
広
い
理
解
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
よ

う
な
拡
張
的
な
解
釈
は
強
い
批
判
を
受
け
た
が
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
表
現
の
自
由
を
行
使
す
る
手
段
、
す
な
わ
ち
「
場
」

が
存
在
せ
ず
、
修
正
一
条
が
空
転
す
る
未
来
を
危
惧
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
機
能
的
等
価
性
を
前
提
と
し
た
と
し
て
も
、Lloyd

判
決
が
説
示
し
た
よ
う
に
、
表
現
の
場
と
内
容
と
の
関
連
性
を
求
め
る
べ

き
か
、
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
ず
に
、
さ
し
あ
た
り
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の

説
く
「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
必
要
性
と
、
そ
れ
に
よ
る
修
正
一
条
適
用
の
拡
張
を
以
下
で
は
論
じ
て
い
く
。

　
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
前
提
を
置
く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
主
張
を
前
提
と
し
た
と
し

て
も
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
の
修
正
一
条
の
行
使
を
認
め
ず
と
も
、
修
正
一
条
が
空
転
化
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
指
摘
が
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
修
正
一
条
上
の
目
的
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
手
段

―
た

と
え
ば
公
道
や
広
場
、
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
な
ど

―
が
い
ま
だ
存
在
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
修
正
一
条
が
「
陳
腐
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
」
に
成

り
下
が
る
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
指
摘
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
も
の
の
、
他
者
の
空
間
を
用
い
る
自
由
も
、
修
正
一
条
の
一
応
の
保
障
範
囲
内
と
し
て
検

討
す
る
余
地
が
あ
る
。
従
来
、
他
者
の
空
間
を
用
い
る
自
由
は
、
修
正
一
条
の
保
障
外
と
さ
れ
て
き
た
。
先
に
述
べ
た
シ
ャ
ウ
ア
ー
も
、

Logan Valley

判
決
を
批
判
す
る
文
脈
で
、
修
正
一
条
の
保
障
が
及
ば
な
い
も
の
と
断
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
修
正
一
条
は
、「
自

ら
の
望
む
時
に
、
望
む
場
所
で
言
論
を
行
う
権
利
や
、
他
者
に
自
ら
の
見
解
を
聴
く
よ
う
に
強
い
た
り
、
他
人
の
財
産
の
使
用
に
よ
っ
て

彼
ら
に
支
援
さ
せ
る
よ
う
強
い
る
権
利
を
保
護
す
る
も
の
で
は
な
）
29
（

い
」。
表
現
の
た
め
に
他
者
の
財
産
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
ま
で
を
求
め

る
権
利
は
存
在
し
な
い
と
の
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
理
解
は
、
判
例
上
も
確
立
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
）
30
（
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
空
間
の
所
有

者
が
、
修
正
一
条
の
た
め
の
場
で
は
な
い
と
決
定
す
る
条
件
づ
け
が
あ
る
場
で
は
、
修
正
一
条
が
及
ば
な
い
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
自

由
が
著
し
く
縮
減
す
る
と
い
う
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
も
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
指
摘
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
空
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間
論
と
い
う
、
他
の
学
問
領
域
と
憲
法
論
を
架
橋
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、Logan Valley

判
決
の
マ
ー
シ
ャ
ル

裁
判
官
の
見
解
が
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
も
修
正
一
条
の
適
用
が
及
ぶ
と
判
示
し
た
こ
と
の
含
意
を
明
ら
か
と
す
る
た
め

に
、
空
間
論
的
視
座
か
ら
修
正
一
条
の
拡
張
を
提
唱
す
る
見
解
を
検
討
す
る
。

三
　
集
会
の
「
場
」
の
復
権

―
空
間
論
か
ら
の
指
摘

　
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
場
所
で
さ
え
も
、
修
正
一
条
の
適
用
を
受
け
る
場
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
修
正
一

条
の
空
転
化
を
招
く
と
い
う
主
張
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
直
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
主
張
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
在
、
空
間
論

と
い
う
学
問
的
領
域
に
影
響
を
受
け
た
修
正
一
条
の
論
者
に
よ
っ
て
、
こ
の
危
険
性
が
強
く
主
張
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
そ
の
代
表
的
論
者
は
、
ジ
ッ
ク
（Tim
othy Zick

）
で
あ
る
。
ジ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ま
で
修
正
一
条
論
の
生
じ
る
舞
台
・
背
景
へ
と
退
い

て
き
た
「
空
間
」
に
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
前
の
修
正
一
条
論
の
限
界
の
指
摘
を
し
、
そ
の
拡
張
可
能
性
を
説
）
31
（

く
。

㈠
　
空
間
依
存
的
な
修
正
一
条
論

1　

表
現
の
自
由
と
空
間
の
連
関

　「
場
」
が
重
要
で
あ
る
と
の
ジ
ッ
ク
の
認
識
は
、
修
正
一
条
の
「
ゾ
ー
ニ
ン
グ
」
と
も
い
う
べ
き
現
象
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
修
正
一

条
へ
の
脅
威
か
ら
生
じ
て
い
る
。
彼
の
い
う
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
は
、
た
と
え
ば
「
フ
リ
ー
ス
ピ
ー
チ
ゾ
ー
ン
」
ま
た
は
「
ス
ピ
ー
チ
フ
リ
ー

ゾ
ー
ン
（
表
現
活
動
が
許
さ
れ
な
い
場
所
）」
の
設
置
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
府
に
よ
っ
て
修
正
一
条
の
目
的
の
た
め
に
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
場
所
と
、
そ
う
で
な
い
場
所
を
区
分
け
す
る
こ
と
で
あ
る
。
近
年
、
こ
う
し
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
に
代
表
さ
れ
る
空
間
的
戦

略
（Spatial Tactics

）
が
、
表
現
の
自
由
規
制
の
主
要
な
戦
略
と
な
っ
て
い
）
32
（
る
。
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こ
の
よ
う
な
空
間
の
規
制
は
、
表
現
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
う
え
に
、
表
現
内
容
の
禁
止
を
伴
わ
な

い
点
で
、
強
い
警
戒
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
表
現
の
自
由
に
空
間
が
与
え
る
影
響
力
を

見
落
と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
ジ
ッ
ク
は
指
摘
す
る
。
彼
の
空
間
論
的
示
唆
に
裏
付
け
ら
れ
た
従
来
の
修
正
一
条
論
に
対
す
る
批

判
は
、
豊
富
な
業
績
か
ら
明
ら
か
に
な
る
通
り
、
実
に
多
く
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
空
間
が
表
現
の
自
由
に

ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
ジ
ッ
ク
は
、
表
現
の
自
由
に
お
い
て
、
な
に
よ
り
も
「
空
間
」
な
い
し
「
場
」
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
場
」
が
あ
ら
ゆ
る
表
現
の
基
礎
を
な
す
た
め
で
あ
）
33
（

る
。
我
々
の
行
動
は
、
す
べ
て
「
場
」
の
存
在
を
必
要
と
し
、
こ
の
こ
と
は
、
表
現

の
自
由
に
も
妥
当
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
表
現
の
自
由
の
十
全
な
保
障
の
た
め
に
は
、
十
分
か
つ
適
切
な
場
が
存
在
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
）
34
（
い
。
社
会
学
者
た
ち
は
、
憲
法
学
に
先
ん
じ
て
、
空
間
の
性
質
が
、
社
会
相
互
関
係
を
条
件
づ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
し
て

い
た
）
35
（
が
、
十
分
か
つ
適
切
な
場
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
言
明
は
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
空
間
的
規
制
が
主
な
規
制
戦
略

と
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　
空
間
は
我
々
の
行
動
を
条
件
づ
け
る
が
、
ジ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
空
間
は
、
所
与
（given

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
産

（m
ade

）
さ
れ
る
の
で
あ
）
36
（

る
。
こ
の
点
で
、
誰
が
空
間
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
誰
が
、
い
か
な
る
時
に
ど
の
よ
う

な
目
的
で
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
と
い
）
37
（
う
。
た
と
え
ば
、
修
正
一
条
の
空
間
的
規
制
に
よ
っ
て
負
担

を
負
わ
さ
れ
る
の
は
、
表
現
の
自
由
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
個
人
で
あ
る
。
社
会
的
空
間
は
、
素
材
（raw

 m
aterial

）
と
し
て
の
空
間
へ

の
社
会
的
な
作
用
を
通
じ
て
、
生
産
を
さ
れ
る
）
38
（

が
、
こ
う
し
た
空
間
の
生
産
は
、
多
く
の
場
合
、
権
限
を
持
つ
極
め
て
少
数
の
主
体
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
）
39
（
る
。
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2　
「
ユ
ー
ザ
ー
」
の
空
間
の
縮
減

　
こ
こ
で
述
べ
た
ジ
ッ
ク
の
空
間
の
捉
え
方
は
、
多
く
の
社
会
学
者
、
人
類
学
者
、
地
理
学
者
た
ち
の
知
見
に
深
く
影
響
を
受
け
て
い
る

が
、
ジ
ッ
ク
の
指
摘
す
る
よ
う
な
性
質
を
持
つ
「
空
間
」
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
も
た
ら
す
の
か
。
こ
こ
で
は
、
参
照
と
し
て
、
ル

フ
ェ
ー
ブ
ル
（H

enri Lefebvre

）
の
議
論
を
み
て
お
）
40
（
く
。
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
で
あ
り
、
空
間
の
哲
学
を
構
築
す

る
こ
と
で
、
空
間
に
着
目
す
る
学
問
的
潮
流
で
あ
る
、
空
間
論
的
転
回
の
出
発
点
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
見
解
は
、
ジ
ッ
ク
の
み

な
ら
ず
、
修
正
一
条
の
論
者
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
）
41
（
る
。

　
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
、
空
間
を
め
ぐ
る
学
問
上
の
二
項
対
立
を
批
判
し
、
こ
の
二
項
対
立
に
よ
っ
て
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
「
ユ
ー
ザ
ー
」
の

空
間
を
復
権
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
従
来
、「
空
間
と
は
客
観
的
な
も
の
か
主
観
的
な
も
の
か
」
と
い
う
問
い
の
も
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ

客
観
主
義
と
主
観
主
義
に
よ
っ
て
空
間
の
捉
え
方
が
対
立
し
て
き
）
42
（
た
。
こ
の
二
分
論
の
も
と
で
は
、
一
方
の
極
に
は
、
客
観
的
な
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
る
空
間
が
存
在
す
る
（「
知
覚
さ
れ
る
空
間
」）。
こ
の
空
間
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
然
的
な
い
し
は
所
与
の
空
間
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
方
の
極
に
は
、
主
観
的
な
も
の
、
心
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
空
間
が
存
在
す
る
（「
思
考
さ
れ
る
空
）
43
（

間
」）。
こ
の
空
間

は
、
思
考
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
。
前
者
の
客
観
主
義
的
空
間
論
は
、
と
き
に
空
間
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
決
定
づ
け

ら
れ
る
と
い
う
、
空
間
決
定
論
的
色
彩
を
帯
び
る
が
、
後
者
の
主
観
主
義
的
空
間
論
は
、
社
会
意
思
や
社
会
意
識
を
空
間
か
ら
解
放
す
る

べ
く
説
か
れ
て
き
）
44
（
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
対
立
は
抽
象
的
か
つ
理
論
的
な
膠
着
状
態
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
的
な
問
題
を
も
た
ら
す
。
二

元
論
的
還
元
主
義
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
の
は
、
そ
の
空
間
を
生
き
る
、
ユ
ー
ザ
ー
の
空
間
で
あ
る
と
い
う
（「
生
き
ら
れ
る
空
）
45
（

間
」）。

　
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
見
解
を
敷
衍
し
て
お
こ
う
。
空
間
と
は
、
そ
れ
を
用
い
る
行
為
者
が
立
ち
現
れ
て
空
間
を
領
有
し
よ
う
と
す
る
以
前

に
す
で
に
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
）
46
（
る
。
こ
の
こ
と
は
、
空
間
の
先
在
性
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
従
来
の
議
論
で
は
、
空
間
を
、
客
観

的
か
つ
所
与
の
空
間
と
し
て
語
る
べ
き
か
、
主
観
的
か
つ
人
為
的
に
設
計
さ
れ
た
空
間
と
し
て
語
る
べ
き
か
、
と
い
う
二
項
的
な
視
点
で

争
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
、
い
ず
れ
の
立
場
も
、
そ
の
空
間
を
実
際
に
使
う
人
々
の
視
点
を
軽
ん
じ
て
き
た
と
批
判
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す
る
の
で
あ
る
。
空
間
は
、
自
然
的
で
あ
れ
、
人
為
的
で
あ
れ
、
行
為
者
が
現
れ
る
前
に
存
在
し
、
主
体
の
存
在
を
条
件
づ
け
、
主
体
の

行
動
と
言
説
を
条
件
づ
け
、
権
限
と
能
力
を
条
件
づ
け
）
47
（

る
。
つ
ま
り
、
空
間
を
所
与
の
も
の
と
す
る
こ
と
も
、
人
為
的
で
誰
か
に
設
計
さ

れ
た
も
の
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
用
い
る
人
々
の
行
動
を
制
約
し
て
し
ま
う
。
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
、
従
来
の
空
間
論
で
は
、

ユ
ー
ザ
ー
の
視
点
が
置
き
去
り
に
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ユ
ー
ザ
ー
の
自
由
が
縮
減
さ
れ
て
き
た
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

3　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
の
限
界

　
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
が
批
判
し
た
ユ
ー
ザ
ー
の
自
由
の
縮
減
は
、
修
正
一
条
の
縮
減
と
も
呼
応
し
て
い
る
。
ジ
ッ
ク
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

フ
ォ
ー
ラ
ム
論
を
参
照
事
例
と
し
、
ユ
ー
ザ
ー
の
自
由
の
縮
減
と
の
関
係
で
、
同
法
理
の
も
つ
限
界
を
説
く
。

　
現
代
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
の
も
と
で
は
、
通
常
、
修
正
一
条
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
場
は
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
割
さ

れ
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
（traditional public forum

）、
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
（designated 

public forum

）、
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
（non-public forum

）
で
あ
る
。
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
表
現
目
的
で

用
い
ら
れ
て
き
た
歴
史
な
い
し
伝
統
が
存
在
す
る
場
で
あ
る
。
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
政
府
が
何
等
か
の
表
現
目
的
の

た
め
に
開
い
た
場
を
指
す
。
こ
の
二
つ
は
、「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
該
当
す
る
が
、
そ
れ
以
外
は
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

フ
ォ
ー
ラ
ム
と
分
類
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
の
も
と
で
は
、

私
的
主
体
が
管
理
す
る
場
に
つ
い
て
は
議
論
の
俎
上
に
す
ら
載
ら
な
い
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
限
界
を
さ
て
お
い
て
）
48
（

も
、

「
伝
統
」
お
よ
び
「
指
定
」
を
前
提
と
す
る
同
法
理
の
思
考
様
式
は
、
修
正
一
条
と
い
う
憲
法
上
の
権
利
に
多
く
の
問
題
を
も
た
ら
す
と

い
う）

49
（

。
そ
れ
は
、
修
正
一
条
が
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、「
伝
統
」
な
い
し
「
指
定
」
が
必
要
と
さ
れ
る
点
に
あ
る
。

　「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
あ
る
と
認
定
で
き
な
い
場
合
に
、
表
現
活
動
が
容
易
に
規
制
さ
れ
や
す
く
な
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の
例
は
、
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判
）
50
（
決
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
空
港
に
お
け
る
募
金
活
動
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
法
廷
意
見
は
、
現
代
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
の
三
分
類
に
従
い
、
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
も
、
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
も
該
当
し

な
い
、
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
空
港
は
、
極
め
て
最
近
現
れ
始
め
た
場
で
あ
り
、
公
道
の
よ
う
に
、

記
憶
に
な
い
ほ
ど
昔
か
ら
信
託
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
該
当
し
な
）
51
（
い
。
ま
た
、
空
港
は
、

商
業
目
的
お
よ
び
輸
送
目
的
の
た
め
に
運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
表
現
活
動
の
目
的
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と

も
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
も
い
え
な
）
52
（
い
。

　
た
し
か
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
は
、
修
正
一
条
の
自
由
に
対
す
る
場
の
重
要
性
を
考
慮
し
た
議
論
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
実
際
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
の
嚆
矢
で
あ
るH

ague

判
）
53
（
決
も
、
公
道
の
管
理
者
と
さ
れ
る
政
府
の
管
理
権
の
主
張

を
狭
め
る
た
め
に
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
は
、
も
は
や
表
現
の
自
由
の
主
張
を
斥

け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
）
54
（
る
。
そ
し
て
、
ジ
ッ
ク
の
空
間
論
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
単
な
る
問
題
認
識
を
超
え
、
修
正
一
条
の
諸

権
利
を
、
空
間
の
条
件
づ
け
に
容
易
に
依
存
さ
せ
る
思
考
様
式
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
空
間
に
先
立
つ
修
正
一
条
論
へ

1　
「
ユ
ー
ザ
ー
」
の
自
由
の
復
権

　
ジ
ッ
ク
の
空
間
論
を
再
度
整
理
し
て
お
こ
う
。
ジ
ッ
ク
は
、
一
方
で
、
空
間
に
よ
っ
て
、
我
々
の
行
動
は
決
定
づ
け
ら
れ
、
他
方
で
、

そ
の
空
間
は
設
計
者
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
と
き
に
表
現
の
自
由
の
縮
減
を
招
い
て
き
た
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
判
例
法
理
と
し
て

定
着
し
、
学
説
か
ら
も
広
く
参
照
さ
れ
て
き
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
は
、
こ
う
し
た
条
件
づ
け
に
対
し
て
、
自
由
の
拡
張
を
も

た
ら
さ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ジ
ッ
ク
の
主
張
は
、
批
判
理
論
と
し
て
は
成
立
し
得
る
が
、
い
か
な
る
修
正
一
条
の

拡
張
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。
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ジ
ッ
ク
が
参
照
す
る
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
が
、
ユ
ー
ザ
ー
の
空
間
の
縮
減
に
対
す
る
解
決
法
と
し
て
提
示
す
る
の
は
、
ユ
ー
ザ
ー
視
点
で
の

空
間
の
捉
え
方
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
る
三
項
化
と
、
そ
の
よ
う
な
空
間
の
優
位
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル

は
ユ
ー
ザ
ー
た
ち
の
空
間
を
、
物
的
な
空
間
か
ら
も
、
心
的
な
空
間
か
ら
も
、
一
度
切
り
離
す
（
他
者
化
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
元
論
に

還
元
さ
れ
な
い
空
間
の
確
保
を
も
た
ら
そ
う
と
し
）
55
（
た
。
こ
う
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
三
項
化
の
う
ち
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
空

間
（「
生
き
ら
れ
る
空
間
」）
に
優
位
性
を
認
め
た
の
で
あ
）
56
（

る
。
も
っ
と
も
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
空
間
論
は
、「
三
つ
の
空
間
性

―
知
覚
さ

れ
る
、
思
考
さ
れ
る
、
生
き
ら
れ
る

―
の
す
べ
て
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
空
間
性
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
優

先
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
）
57
（

る
。
で
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
空
間
（「
生
き
ら
れ
る
空
間
」）
の
優
位
性
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の

だ
ろ
う
か
。

　
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
空
間
論
を
踏
ま
え
た
ジ
ッ
ク
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
空
間
の
条
件
づ
け
に
修

正
一
条
が
依
存
し
て
し
ま
う
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
。
こ
れ
を
時
系
列
的
に
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
主
体
が
存

在
す
る
以
前
に
、
空
間
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
空
間
を
、
設
計
お
よ
び
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
目
的
に
応
じ
て
区
分
す
る
設
計
者
が
い

る
。
そ
れ
は
、
国
家
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
私
人
で
あ
る
所
有
者
の
こ
と
も
あ
る
。
個
人
は
、
他
者
が
付
与
し
た
空
間
の
条
件
づ
け
に

よ
っ
て
、「
修
正
一
条
の
た
め
の
場
」
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
修
正
一
条
を
行
使
で
き
る
こ
と
と
な
）
58
（
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
貫
徹
す
れ
ば
、

空
間
の
条
件
づ
け
次
第
で
、
極
限
に
ま
で
個
人
の
自
由
が
縮
減
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
空
間
を
修
正
一
条
の
目
的
で
使

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

用
す
る
自
由
が
先
立
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
ユ
ー
ザ
ー
の
空
間
に
優
位
性
を
認
め
る
こ
と
の
含
意
で
あ
ろ
う
。

2　
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
分
析
か
ら
「
場
」
へ

　
ジ
ッ
ク
は
、
こ
の
優
位
性
を
、「
場
へ
の
権
利
（a right to place

）」
と
い
う
概
念
で
表
し
て
い
る
。
修
正
一
条
論
は
、
他
者
の
空
間
で

の
言
論
活
動
が
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
際
に
、
問
題
と
な
る
場
が
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
か
ら
出
発
し
て
き
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た
。
し
か
し
、「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
自
体
が
、
修
正
一
条
を
、
外
的
な
空
間
整
備
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
条
件
づ

け
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「『
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
と
は
、
単
に
政
府
が
表
現
活
動
を
認
め
る
財
産
の
一
類
型
」
で

あ
り
、「『
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
と
は
、
諸
財
産
を
分
類
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
、
抽
象
的
で
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
概
念
」
で
あ
る
た
め
、
原
則

と
し
て
国
家
に
よ
る
「
指
定
（
決
定
）」
に
依
存
し
た
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
）
59
（
る
。
こ
の
よ
う
な
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
概
念
の
使
用
は
、
国

家
が
、
言
論
の
た
め
の
場
を
ま
さ
に
閉
じ
た
り
、
言
論
目
的
で
の
場
の
使
用
を
禁
止
す
る
戦
略
の
も
と
で
は
、
修
正
一
条
の
保
障
を
著
し

く
減
じ
て
し
ま
う
。

　
つ
ま
り
、
ジ
ッ
ク
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
分
析
に
代
わ
る
解
決
策
と
し
て
、
財
産
の
指
定
に
よ
る
空
間
の
分
割
に
依
存
し
な
い
、「
場
へ
の

権
利
」
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
場
と
は
、「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
よ
り
も
広
い
含
意
を
持
ち
、
個
人
が
修
正
一
条
を
行
使

す
る
た
め
に
選
ぶ
場
一
般
を
指
す
。

3　
「
場
へ
の
権
利
」
は
別
途
必
要
か
？

　
ジ
ッ
ク
は
、「
場
へ
の
権
利
」
を
一
つ
の
独
立
し
た
権
利
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
が
、
関
連
し
て
、「
公
共
空
間
へ
の
権
利
（a right to 

public space

）」
を
独
立
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
（「
公
共
空
間
へ
の
権
利
」
ア
プ
ロ
ー
チ
）。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
修
正
一
条

を
は
じ
め
と
し
た
諸
権
利
の
縮
減
を
認
識
し
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
空
間
論
・
都
市
論
に
影
響
さ
れ
て
新
た
な
人
権
概
念
の
導
入
を
説
く
も

の
で
あ
）
60
（

る
。
問
題
は
、
実
定
法
の
規
定
を
離
れ
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
人
権
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
、
公
共
空
間
は
あ
ら
ゆ
る
自
由
の
前
提
条
件
と
評
価
で
き
、
こ
れ
を
新
た
な
「
人
権
」
と
す
る
「
権
利
の
語
法
」
を
用
い
る
こ

と
で
、
強
い
規
範
的
な
内
実
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
）
61
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
公
共
空
間
へ
の
権
利
」
は
、
一
種
の
「
ス
ロ
ー
ガ
ン
」

と
し
て
唱
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、「
空
間
へ
の
権
利
」
は
、
法
制
化
さ
れ
る
場
合
は
と
も
か
く
と
し
）
62
（

て
、

い
か
に
し
て
法
解
釈
論
を
展
開
す
る
か
と
い
う
問
題
を
残
す
。
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こ
の
よ
う
な
意
識
か
ら
、
メ
ッ
ク
リ
（D

aniel M
oeckli

）
は
、
直
截
に
、「
公
共
空
間
へ
の
権
利
が
存
在
す
る
か
」
と
い
う
問
い
を
立

て
た
う
え
で
、
公
共
空
間
へ
の
権
利
と
い
う
、
そ
れ
自
体
独
立
し
た
権
利
を
新
た
に
措
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
）
63
（

う
。
彼
は
、「
公
共
空

間
へ
の
権
利
」
を
、「
公
共
空
間
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
（a right of access to public space

）」「
公
共
空
間
の
存
続
を
求
め
る
権
利
（a 

right to existence of public space

）」
に
分
け
た
う
え
）
64
（
で
、
前
者
の
「
公
共
空
間
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
」
と
し
て
理
解
す
る
場
合
に
は
、

民
営
化
が
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
新
た
な
権
利
を
創
出
す
る

必
要
性
は
生
じ
な
い
と
い
）
65
（
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
憲
法
上
の
権
利
の
解
釈
に
つ
い
て
、
公
共
空
間
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
含
め
て
解
釈
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
問
題
と
な
る
個
別
の
権
利
の
解
釈
論
に
解
消
さ
れ
る
た
め
で
あ
）
66
（

る
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
仮
に
表
現
の
た
め
の
場
が
縮
減
し
て
い
る
と
し
て
も
、
公
共
空
間
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
含
め
た
う
え
で
、
修

正
一
条
を
解
釈
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
メ
ッ
ク
リ
が
説
く
よ
う
に
、
修
正
一
条
の
規
範
的
内
実
に
、
場
を
用

い
る
権
利
を
包
含
す
る
か
た
ち
で
、
修
正
一
条
の
拡
張
を
図
ろ
う
と
す
る
見
解
を
参
照
す
る
。

四
　
憲
法
論
に
よ
る
空
間
論
の
受
容

㈠
　
修
正
一
条
の
拡
張

1　

先
立
つ
権
利
と
し
て
の
修
正
一
条

　
修
正
一
条
の
う
ち
と
り
わ
け
、
集
ま
る
「
空
間
」
を
必
要
と
す
る
集
会
の
自
由
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
修
正
一
条
の
前
提
条
件
と
し
て

保
護
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
バ
ト
ラ
ー
（Judith Butler

）
で
あ
る
。

　
バ
ト
ラ
ー
は
、
集
会
の
た
め
の
場
を
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
）
67
（
る
。
集
会
に
は
、
そ
れ
が
生
じ
る
場
が
必
要
で
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あ
り
、
集
会
の
「
自
由
が
行
使
さ
れ
う
る
の
は
、
自
由
へ
の
支
援

―
そ
れ
は
時
に
、
そ
の
行
使
を
可
能
か
つ
強
力
に
す
る
物
質
的
条
件

と
し
て
も
理
解
さ
れ
る

―
が
存
在
す
る
場
合
の
み
で
あ
）
68
（

る
」。
反
対
に
、
集
会
の
場
が
極
小
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、
集
会
の
自
由
が
行

使
さ
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
、「
イ
ン
フ
ラ
的
財
（infrastructural goods

）
を
あ
る
程
度
ま
で
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
イ
ン
フ
ラ
的
財
の

た
め
に
競
争
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
」
る）

69
（

。
し
た
が
っ
て
、
も
し
「
政
治
に
と
っ
て
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
的
条
件
そ
の
も

の
が
破
壊
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
条
件
に
依
拠
し
た
集
会
も
破
壊
さ
れ
る
の
で
あ
）
70
（

る
」。

　
た
し
か
に
、
バ
ト
ラ
ー
は
、「
公
共
空
間
と
し
て
の
あ
る
空
間
へ
の
権
）
71
（
利
」
を
別
途
創
出
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
む

し
ろ
、
バ
ト
ラ
ー
が
集
会
の
自
由
を
拡
張
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
バ
ト
ラ
ー
の
集
会
の
拡
張
は
、
人
々
が
た
だ
「
集
ま
る
」
と
い
う
こ
と
、
集
会
の
参
加
者
が
空
間
を
占
拠
す
る
こ
と
を
、
集
会
を
行
う

空
間
と
い
う
物
質
的
諸
条
件
に
よ
る
支
持
に
先
立
つ
も
の
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
集
会
の
自
由
が
、
政
府
に
よ
っ
て
集
会
が

保
護
さ
れ
る
場
合
の
み
に
遂
行
で
き
る
と
す
れ
ば
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
保
護
を
撤
回
す
る
場
合
に
は
、
集
会
の
自
由
の
保
護
を
期
待

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
民
営
化
に
よ
っ
て
国
家
が
空
間
を
私
人
に
委
ね
る
場
合
に
も
妥
当
す
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
集
会
の

破
壊
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
バ
ト
ラ
ー
は
、「
集
会
の
自
由
は
集
会
の
権
利
を
与
え
保
護
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
政
府
に
先
立
ち
、
そ
れ

を
超
え
て
い
）
72
（

る
」
と
説
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
動
く
あ
る
い
は
じ
っ
と
し
て
い
る
力
、
話
す
力
、
行
動
す
る
力
は
、
あ
る
特
定
の

政
府
が
与
え
る
も
し
く
は
保
護
す
る
と
決
め
る
ど
ん
な
権
利
に
も
先
立
ち
、
そ
の
権
利
を
超
え
た
集
会
に
属
し
て
い
る
」
の
で
あ
）
73
（
る
。

2　

積
極
的
自
由
の
拡
張

　
空
間
を
中
心
に
据
え
る
ジ
ッ
ク
の
修
正
一
条
論
に
影
響
さ
れ
、
積
極
的
自
由
（positive/ affirm

ative right

）
と
し
て
の
修
正
一
条
へ
の

転
換
を
図
る
の
は
、
ア
モ
リ
（M

arvin Am
m
ori

）
で
あ
る
。
従
来
の
議
論
は
、
国
家
に
不
作
為
を
要
求
し
て
い
た
消
極
的
自
由
モ
デ
ル

に
属
し
て
い
た
。
し
か
し
、
空
間
が
存
在
し
な
け
れ
ば
修
正
一
条
を
行
使
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
空
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間
へ
の
ア
ク
セ
ス
付
与
を
求
め
る
、
積
極
的
自
由
と
し
て
の
修
正
一
条
論
を
説
）
74
（
く
。

　
も
っ
と
も
、
ア
モ
リ
の
主
張
は
、
様
々
な
場
を
表
現
活
動
の
た
め
に
開
く
法
律
を
憲
法
上
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
消
極
的
自
由
モ
デ
ル
で
は
、
立
法
府
に
よ
る
法
規
制
は
表
現
市
場
の
「
歪
曲

（distortion
）」
と
さ
れ
る
が
、
積
極
的
自
由
モ
デ
ル
で
は
、
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
付
与
す
る
こ
と
は
表
現
活
動
の
「
促
進

（enhancem
ent

）」
と
し
て
憲
法
上
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
ク

セ
ス
付
与
の
権
限
は
、
原
則
と
し
て
立
法
府
が
担
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
伝
統
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

に
加
え
、
そ
の
他
の
空
間
を
追
加
的
に
表
現
活
動
の
た
め
に
開
く
と
い
う
判
断
は
、
法
的
判
断
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
的
判
断
で
あ
る
た

め
に
、
司
法
に
よ
る
審
査
と
い
う
例
外
的
手
段
で
は
な
く
、
規
範
定
立
者
と
し
て
の
立
法
府
に
委
ね
る
こ
と
が
民
主
的
正
統
性
に
適
う
た

め
で
あ
）
75
（
る
。
そ
の
た
め
、
原
則
と
し
て
、
立
法
府
に
よ
る
裁
量
を
広
く
認
め
、
法
律
の
制
定
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
）
76
（
る
。
加
え
て
、

立
法
府
は
、
司
法
府
と
異
な
り
、
強
健
な
民
主
的
議
論
の
た
め
に
い
か
な
る
場
が
必
要
か
、
そ
し
て
問
題
と
な
る
場
の
管
理
者
の
財
産
権

や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
と
の
関
係
と
の
利
害
調
整
を
行
う
適
性
を
有
し
て
い
る
と
い
）
77
（

う
。

3　

積
極
的
義
務
の
導
出

　
他
者
の
管
理
す
る
場
に
ア
ク
セ
ス
す
る
自
由
が
修
正
一
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
同
時
に
修
正
一
条
の
行
使

に
対
す
る
私
的
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
制
約
か
ら
保
護
す
る
国
家
の
積
極
的
義
務
（positive / affirm

ative obligation

）
と
い
う
側
面
か
ら
も
考

察
を
試
み
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
ク
ロ
ト
シ
ン
ス
キ
ー
（Ronald J. Krotoszynski, 

Jr.

）
も
ま
た
、
空
間
に
着
目
し
た
ジ
ッ
ク
の
見
解
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
、
集
会
の
場
の
縮
減
に
憲
法
論
と
し
て
取
り
組
も
う
と
し
て

い
る
。
ア
モ
リ
の
積
極
的
自
由
論
は
、
原
則
と
し
て
、
問
題
と
な
る
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
付
与
す
る
と
い
う
立
法
府
の
判
断
と
そ
れ
に
伴

う
裁
量
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ク
ロ
ト
シ
ン
ス
キ
ー
は
、
集
会
の
自
由
の
行
使
を
支
持
す
る
よ
う
な
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
な
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か
っ
たLogan Valley

判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
積
極
的
義
務
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
ク
ロ
ト
シ
ン
ス
キ
ー
自
身
も
、
一
般
的
な
前
提
と
し
て
、「
た
い
て
い
の
場
合
、
連
邦
裁
判
所
は
政
府
に
対
し
て
憲
法
上

保
護
さ
れ
る
諸
権
利
を
市
民
が
行
使
す
る
よ
う
促
進
す
る
積
極
的
義
務
は
負
わ
な
）
78
（
い
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
私
的
ア
ク
タ
ー
が
「
政
治

的
な
思
想
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
し
、
も
し
く
は
禁
止
す
る
よ
う
な
難
所
（choking point

）
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
お
り
、
国
家

に
よ
る
不
作
為
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
主
体
に
対
し
て
修
正
一
条
が
な
ん
ら
主
張
さ
れ
な
い
」
こ
と
と
な
り
、「
民
主
的
討
議
が
傷
つ
く
」

と
す
れ
ば
、
諸
々
の
私
的
権
利
に
対
し
て
「
修
正
一
条
上
の
地
役
権
（First Am

endm
ent easem

ent

）」
を
付
与
す
る
国
家
の
積
極
的
義

務
が
課
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
）
79
（

る
。

㈡
　
若
干
の
検
討

―
「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
可
能
性

1　

憲
法
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
評
価

　
⑴
　
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
へ
の
当
て
は
め

　
従
来
の
修
正
一
条
論
で
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
認
定
さ
れ
な
い
場
合
、
ま
た
は
会
社
町
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
独
占

的
地
位
を
占
め
る
場
合
を
除
き
、
他
者
の
空
間
で
の
修
正
一
条
の
行
使
が
容
易
に
規
制
さ
れ
る
点
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
先
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
外
の
場
に
お
け
る
表
現
活
動
を
認
め
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
い
ず
れ
も
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
修
正
一
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
彼
ら

の
見
解
を
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
事
例
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
集
会
も
、
先
立
つ
自
由
と
し
て
、
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
集
会
の
自
由
と
は
、
そ
の
場
の
管
理
者

―
こ
の
場
合
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
所
有
者

―
の
同
意
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ア
モ
リ
も
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん

ク
ロ
ト
シ
ン
ス
キ
ー
も
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
と
い
う
場
に
修
正
一
条
を
拡
張
す
る
点
に
異
論
は
な
）
80
（

い
。
実
際
に
ア
モ
リ
は
、
法
律



集会の「場」への権利

363

に
よ
っ
て
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
へ
表
現
を
行
う
個
人
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
こ
と
で
、
所
有
者
の
財
産
権
に
一
定
の
制
約
を
か
け
、

使
用
者
の
自
由
を
拡
張
す
る
こ
と
も
憲
法
上
許
さ
れ
る
も
の
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　
⑵
　
課
　
題

　
論
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
法
律
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
所
有
者
の
財
産
権
へ
の
制
約
を
理
由
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ア
モ
リ
は
、
規
範
定
位
者
と
し
て
の
立
法
府
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
ア
モ
リ
が
、Logan Valley

判
決
で
は
な
く
、
国
連
決
議
に
反
対
す
る
署
名
を
集
め
て
い
た
学
生
た
ち
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
か
ら
退
去
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
修
正
一
条
と
の
関
係
で
問
題
と
な
っ
た
、Pruneyard

判
）
81
（

決
を
主
に
引
用
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
）
82
（
る
。
当
該
事
案
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
含
め
た
場
を
法
律
に
よ
っ
て

追
加
的
に
開
い
た
と
解
釈
し
、
こ
れ
を
憲
法
上
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
モ
リ
の
説
く
、
法
律

の
必
要
性
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
の
が
、
ク
ロ
ト
シ
ン
ス
キ
ー
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
の
集
会
を
認
め
る
よ
う

な
法
律
が
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
たLogan Valley

判
決
を
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ク
ロ
ト
シ
ン
ス
キ
ー
の
主
張
は
、
法
律
が
存
在
し
な
い
場
合
に
も
、
国
家
の
積
極
的
義
務
か
ら
修
正
一
条
の
保
障
を
認
め
よ
う
と
す
る

点
で
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
づ
け
に
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で

の
表
現
が
問
題
と
な
っ
た
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
表
現
目
的
で
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
使
用
を
禁
止
し
た
と
し
て
も
、

メ
デ
ィ
ア
な
ど
他
の
手
段
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
積
極
的
義
務
ま
で
は
成
立
し
な
い
と
し
て
、
そ
の
成
立
の
主
張
を
斥
け

て
い
）
83
（

る
。

　
加
え
て
、
修
正
一
条
の
主
張
の
限
界
も
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、Pruneyard

判
決
で
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
か
ら
学
生
た
ち

を
排
除
す
る
こ
と
が
、
財
産
の
経
済
的
価
値
お
よ
び
用
途
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
な
い
と
し
て
、
財
産
権
の
侵
害

を
認
め
て
い
な
）
84
（
い
。
も
っ
と
も
、
表
現
の
保
護
の
た
め
に
行
わ
れ
る
財
産
権
制
約
の
限
界
づ
け
を
行
う
た
め
に
は
、
い
か
な
る
場
合
に
は
、
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財
産
の
経
済
的
価
値
や
用
途
に
と
っ
て
本
質
的
と
言
え
る
か
を
探
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

2　
「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
の
連
関

　
以
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
の
連
関
か
ら
、
今
後
の
考
察
の
糸
口
と
し
て
、

同
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

　
空
間
論
と
憲
法
論
を
架
橋
し
よ
う
と
す
る
論
者
た
ち
は
、
表
現
の
場
も
修
正
一
条
の
内
実
と
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
自
由
な
往
来
あ
る
と
こ
ろ
に
、
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
認

め
る
点
で
、
空
間
の
な
か
の
「
ユ
ー
ザ
ー
」
の
自
由
を
復
権
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
々
が
自
由
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
場
所
は
、
ジ
ッ
ク
や
、
彼
が
参
照
し
た
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
来
、「
ユ
ー
ザ
ー
」
に
開
か
れ
た
空
間
で
あ

る
）
85
（

。
こ
の
よ
う
な
空
間
に
は
、
公
共
空
間
な
い
し
準
公
共
空
間
と
い
う
名
称
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、「
ユ
ー

ザ
ー
」
の
自
由
の
た
め
の
空
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
は
、
原
則
と
し
て
、
交
通
の
用
途
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
集
会
お
よ

び
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
も
良
い
。
こ
う
し
た
集
会
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
か
の
判
断
は
、
各
人
が
自
由
に
決
定
す
る
性
質
の
も
の
で
あ

る
）
86
（

。
そ
の
意
味
で
、「
出
会
い
の
場
」
で
あ
る
開
か
れ
た
場
で
行
わ
れ
る
交
流
は
、
各
人
の
自
由
の
行
使
の
帰
結
で
あ
）
87
（

る
。

　
も
っ
と
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
検
討
す
べ
き
課
題
も
存
在
す
る
。
こ
の
課
題
の
解
決
は
、
今
後
、「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク

マ
ー
ル
を
中
心
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
）
88
（

う
。

五
　
む
す
び
に
か
え
て

　
本
稿
で
はLogan Valley

判
決
で
示
さ
れ
た
「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
重
要
性
を
、
空
間
と
い
う
視
座
か
ら
修
正
一
条
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の
拡
張
を
行
う
論
者
た
ち
の
議
論
か
ら
確
認
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
近
年
、
表
現
の
場
の
保
障
と
い
う
課
題
に
判
例
上
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
で
あ
）
89
（

る
。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

「
公
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
法
的
形
象
に
依
拠
し
て
、
集
会
の
場
の
拡
張
を
試
み
て
お
り
、「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
同
じ

く
、
人
々
の
自
由
な
往
来
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
）
90
（
る
。
む
ろ
ん
、
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
私
人
の
財
産
権

と
の
衝
突
と
い
う
問
題
も
ド
イ
ツ
で
は
認
識
さ
れ
て
お
り
、
従
来
よ
り
も
強
い
財
産
権
の
制
約
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
を
根
拠
づ

け
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
で
は
「
財
産
権
の
社
会
的
拘
束
」
と
い
う
概
念
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
の
事
案
で
も
問
題
と
な
っ
た
排
除
権
の
相
対
化
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
論
者
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
始
め
て
い
）
91
（

る
。
こ
う
し
た

現
状
に
照
ら
せ
ば
、
本
稿
で
示
し
た
問
題
意
識
を
、
よ
り
包
括
的
な
か
た
ち
で
展
開
し
て
い
る
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
検
討
す
る
意
義

は
少
な
く
な
い
。

　
し
か
し
、「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
擁
護
の
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
理
論
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
先
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
場
の
機
能
に
着
目
し
たLogan Valley

判
決
と
、
場
と
表
現
内
容
の
結
び
つ
き
を
求
め
たLloyd

判
決
と
が
対
置
さ
れ
る
が
、

ド
イ
ツ
で
も
「
公
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
依
拠
し
た
判
例
と
は
別
に
、
小
売
業
の
被
雇
用
者
に
よ
る
労
働
争
議
と
し
て
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
モ
ブ

を
認
め
た
判
決
が
あ
）
92
（

る
。
こ
の
よ
う
な
事
案
か
ら
は
、
表
現
内
容
と
場
の
関
連
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
、

―
全
て
の
審
級
に
お
い
て

争
議
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

―
比
較
的
容
易
に
、
集
会
の
場
を
私
有
地
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
関
連
性
を
離
れ
、
機
能
的
に
等
価
な
場
一
般
へ
と
集
会
の
自
由
を
拡
張
す
る
場
合
に
は
、
よ
り

根
本
的
な
問
題
に
突
き
当
た
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
の
拡
張
か
、
私
人
間
効
力
論
か
、
と
い
う
一
見
す
る
と
技
術
的
な
問
題

を
含
め
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
再
生
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
筆
者

の
課
題
で
あ
る
。
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（
1
）  

公
道
に
つ
い
て
は
、
一
例
と
し
て
、
新
潟
県
公
安
条
例
事
件
判
決
（
最
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
二
四
日
刑
集
八
巻
一
一
号
一
八
六
六
頁
）、
公

民
館
に
つ
い
て
は
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
（
最
判
平
成
七
年
三
月
七
日
民
集
四
九
巻
三
号
六
八
七
頁
）
参
照
。

（
2
）  

我
が
国
に
お
い
て
も
、
伝
統
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
さ
れ
た
場
以
外
で
表
現
活
動
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
が
複
数
存
在
す
る
。
た

と
え
ば
、
吉
祥
寺
駅
構
内
ビ
ラ
配
布
事
件
判
決
（
最
判
昭
和
五
九
年
一
二
月
一
八
日
刑
集
三
八
巻
一
二
号
三
〇
二
六
頁
）
の
伊
藤
正
己
裁
判
官
補

足
意
見
は
、
伊
藤
正
己
裁
判
官
補
足
意
見
は
、
私
的
な
所
有
権
、
管
理
権
に
服
す
る
場
所
と
い
え
ど
も
、
一
般
公
衆
が
自
由
に
出
入
り
す
る
こ
と

の
で
き
る
場
所
に
つ
い
て
は
、「
パ
ブ
リ
ツ
ク
・
フ
オ
ー
ラ
ム
た
る
性
質
を
帯
有
」
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
が
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
駅
構

内
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
特
徴
を
強
く
は
帯
び
な
い
場
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
近
時
、
駅
に
お
け
る
表
現
活
動

が
威
力
業
務
妨
害
罪
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
事
案
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
（
参
照
、http://w

w
w.alterna.co.jp/10358

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇

二
〇
年
五
月
一
三
日
））。

（
3
）  Am

algam
ated Food Em

ployees U
nion Local 590 et al. v. Logan Valley Plaza, Inc., et al., 391 U. S. 308 （1968

）.

（
4
）  

郊
外
化
（suburbanization
）
に
伴
い
、
都
市
の
機
能
が
中
心
部
か
ら
郊
外
に
移
り
、
社
会
的
機
能
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
集
中
し
た

（
若
林
幹
夫
編
『
モ
ー
ル
化
す
る
都
市
と
社
会
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
三
年
）; W

illiam S
ev

erin
i K

o
w

in
ski, T

h
e M

allin
g o

f A
m

erica

（2th ed. 2002

））。
こ
れ
に
伴
い
、
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
住
民
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
集
ま
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
場
を
修

正
一
条
の
目
的
で
使
用
す
る
事
案
も
多
発
す
る
よ
う
に
な
る
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
と
集
会
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
る
文
献
は
多
い
が
、
一

例
と
し
て
、A

n
th

o
n

y M
an

iscalco, P
u

blic S
paces, M

arketplaces, an
d th

e C
o

n
stitu

tio
n: S

h
o

ppin
g M

alls an
d F

irst A
m

en
d

m
en

t

（2015

）、
谷
口
功
一
『
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
の
法
哲
学

―
市
場
、
共
同
体
、
そ
し
て
徳
』（
白
水
社
、
二
〇
一
五
年
）
三
一
―
三
五
頁
。

（
5
）  

ア
メ
リ
カ
で
は
、
表
現
の
自
由
の
場
を
自
ら
調
達
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
、
著
し
い
修
正
一
条
上
の
不
平
等
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ

始
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
共
有
す
る
議
論
は
、「
修
正
一
条
平
等
論
（First Am

endm
ent egalitarianism

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る

（Jerem
y Kessler &

 D
avid E. Pozen, The Search for an Egalitarian First A

m
endm

ent, 118 C
o

lu
m. L. R

ev. 1953 

（2018

）
参
照
）。

平
等
主
義
的
な
修
正
一
条
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
こ
れ
ら
「
修
正
一
条
平
等
論
」
の
論
者
た
ち
が
、
二
〇
一
八
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
お
い
て 

“A First Am
endm

ent for All? Free Expression in an Age of Inequality

” と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
い
る
。
彼
ら
の
議
論
の

現
状
を
ま
と
め
て
お
け
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
修
正
一
条
論
の
中
核
を
構
成
し
て
き
た
、
国
家
と
私
人
を
厳
格
に
分
け
る
公
私
二
分
論
と
、

か
か
る
区
別
に
基
づ
き
、
内
容
さ
ら
に
は
観
点
に
基
づ
く
規
制
に
対
す
る
厳
格
審
査
は
、
修
正
一
条
を
拡
張
し
て
き
た
と
評
価
さ
れ
る
が
、
他
方

で
表
現
の
自
由
を
不
平
等
な
か
た
ち
で
縮
減
し
て
き
た
。
表
現
の
場
が
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
現
代
社
会
で
は
、
表
現
内
容
を
保
護
す
れ
ば
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修
正
一
条
の
核
心
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
前
提
を
も
は
や
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
表
現
の
場
を
用
い
る
自
由
を
拡
張
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
6
）  Logan Valley, 391 U. S. at 310 -311.

（
7
）  Id. at 311.

（
8
）  Id. at 312.

（
9
）  

「
会
社
町
」
と
い
う
訳
語
に
つ
い
て
は
、
松
井
茂
記
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
入
門
﹇
第
八
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
二
一
七
頁
、
木
下
智
史

『
人
権
総
論
の
再
検
討

―
私
人
間
に
お
け
る
人
権
保
障
と
裁
判
所
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
九
九
頁
を
参
照
し
た
。

（
10
）  M

arsh v. Alabam
a, 326 U. S. 501 （1946

）.

（
11
）  Am

algam
ated Food Em

ployees U
nion Local 590 et al. v. Logan Valley Plaza, Inc., et al., 391 U. S. 308, 318 （1968

）.

（
12
）  M

arsh, 326 U. S. at 503.

（
13
）  M

arsh, 326 U. S. at 503 -504.

（
14
）  M

arsh, 326 U. S. at 506. 

（
15
）  M

arsh, 326 U. S. at 506.

（
16
）  Logan Valley, 391 U. S. at 317 -318.

（
17
）  Id. at 318.

（
18
）  Id. at 319.

（
19
）  Id. at 330 -331 （Black, J., dissenting

）.

（
20
）  Id. at 338 （W

hite, J., dissenting

）.

（
21
）  Id. at 339 （W

hite, J., dissenting

）.

（
22
）  Frederick F. Schauer, H

udgens v. N
LRB and the Problem

 of State A
ction in First A

m
endm

ent A
djudication, 61 M

in
n. L. 

R
ev. 433, 454 （1977

）.

（
23
）  Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner et al, 407 U. S. 551 （1972

）.

（
24
）  Id. at 580 （M

arshall, J., dissenting

）.

（
25
）  Id. at 562.
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（
26
）  Id. at 564 -566.

（
27
）  Lloyd

判
決
がLogan Valley

判
決
を
実
質
的
に
覆
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
先
例
を
覆
し
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、

同
判
決
の
判
示
に
再
考
を
促
す
も
の
と
捉
え
る
論
稿
と
し
て
、John R. Jr. D
w
yer, First A

m
endm

ent Rights vs. Private Property Rights -  
The D

eath of the Functional Equivalent , 27 U. M
iam

i L. R
ev. 219, 224 （1972

）.
（
28
）  Lloyd, 407 U. S. at 586 （M

ashall, J., dissenting

）.

（
29
）  Schauer, supra note 21, at 450 -451.

（
30
）  

か
か
る
判
示
を
行
う
判
例
と
し
て
、
他
者
の
国
旗
焼
却
の
規
制
が
問
題
と
な
っ
たTexas v. Johnson

判
決
（491 U

S 397, 412 

（1989

））

（
も
っ
と
も
、
本
件
で
は
、
国
旗
焼
却
と
い
う
内
容
に
基
づ
く
規
制
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
他
者
の
財
産
を
用
い
た
表
現
に
つ
い
て
は

傍
論
に
と
ど
ま
る
）、「
反
論
権
」
を
定
め
た
フ
ロ
リ
ダ
州
法
が
問
題
と
な
っ
たM

iam
i H

erald Publishing Co v. Tornillo

判
決
（418 U

S 
241, 257 -58 

（1974
））、
さ
ら
に
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
の
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
修
正
一
条
の
保
障
外
と
し
、Logan Valley

判
決
を
明

示
的
に
覆
し
た
と
さ
れ
るH

udgens v. N
LRB

判
決
（424 U

S 507, 520 -21 

（1976

））
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（Louis M

ichael 
Seidm

an, The D
ale Problem

: Property and Speech under the Regulatory State, 75 U. C
h

i. L. R
ev. 1541, 1542 -1543 （2008

） 

参
照

の
こ
と
）。

（
31
）  

ジ
ッ
ク
の
理
論
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、T

im
o

th
y Z

ick, S
peech O

u
t o

f D
o

o
rs: P

reserv
in

g F
irst A

m
en

d
m

en
t L

iberties in 
P

u
blic P

laces 

（2008

）; Tim
othy Zick, Property, Place, and Public D

iscourse, 21 W
ash. U. J. L. &

 P
o

l

’y 173 

（2006

）; Tim
othy 

Zick, Speech and Spatial Tactics, 84 T
ex. L. R

ev. 581 

（2006

）; Tim
othy Zick, Space, Place, and Speech: The Expressive 

Topography, 74 G
eo. W

ash. L. R
ev. 439 

（2006
）. 
ま
た
、
ジ
ッ
ク
に
関
す
る
紹
介
に
つ
き
、
高
橋
義
人
「『
公
共
空
間
』
の
民
営
化
と
『
パ

ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
論
」
琉
球
大
学
八
五
号
四
一
頁
以
下
（
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
32
）  

一
例
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
ボ
ス
ト
ン
に
お
け
る
民
主
党
全
国
大
会
で
の
ケ
ー
ジ
の
設
置
が
挙
げ
ら
れ
る
。Zick, Speech and Spatial 

Tactics, supra note 31, at 581 - 582.

（
33
）  Zick, Speech and Spatial Tactics, supra note 31, at 619 -620.

（
34
）  Id. at 620.

（
35
）  Id.

（
36
）  Id. at 621.
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（
37
）  Id. at 621 -622.

（
38
）  Id. at 621.

（
39
）  Id. at 622.

（
40
）  
以
下
の
記
述
は
、
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
著
、
斎
藤
日
出
治
訳
『
空
間
の
生
産
』（
青
土
社
、
二
〇
〇
〇
年
）（
原
著
：H

enri Lefebvre, 
La Production de l

’ espace 

（1974

））
に
依
拠
し
て
い
る
。
ま
た
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
『
空
間
の
生
産
』
に
つ
き
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
．
ソ

ジ
ャ
（
加
藤
政
洋
訳
）、『
第
三
空
間

―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
空
間
論
的
転
回
』（
青
土
社
、
二
〇
一
七
年
）（
原
著
：E

d
w

ard S
o

ja, T
h

ird 
S

pace （1996
））
を
参
照
し
た
。

（
41
）  

ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
を
直
接
に
参
照
す
る
論
者
と
し
て
、Anthony M

aniscalco

（
前
掲
注
（
4
））、D

aniel M
oeckli

（
後
掲
注
（
63
））、

Angelika Siehr
（
後
掲
注
（
89
））
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
42
）  

ソ
ジ
ャ
・
前
掲
注
（
40
）
八
〇
頁
。

（
43
）  

二
項
対
立
に
つ
き
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
・
前
掲
注
（
40
）
三
五
―
九
二
頁
、
ソ
ジ
ャ
・
前
掲
注
（
40
）
一
九
頁
参
照
。

（
44
）  

ソ
ジ
ャ
・
前
掲
注
（
40
）
一
〇
〇
頁
。

（
45
）  

ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
・
前
掲
注
（
40
）
一
〇
〇
頁
。

（
46
）  

ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
・
前
掲
注
（
40
）
一
〇
六
頁
。

（
47
）  

同
右
。

（
48
）  

な
お
、
判
例
に
お
い
て
近
年
、
私
人
所
有
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
い
う
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を 

“public square

” 

と
称
す
る
判
決
が
注
目
さ
れ
て
い
る

（Packingham
 v. N

orth Carolina, 582 U. S. _
 

（2017

））。
同
事
案
で
は
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
に
よ
っ
て
、
性
犯
罪
者
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ

の
使
用
を
禁
止
さ
れ
た
こ
と
が
、
修
正
一
条
違
反
で
あ
る
か
が
争
わ
れ
た
。
こ
の
判
示
を
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
の
拡
張
と
し
て
捉
え

る
評
釈
も
散
見
さ
れ
る
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
修
正
一
条
の
制
約
の
認
定
が
容
易
で
あ
っ
た
と
も
解
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
事
案
に
関
す
る
評
釈
と
し
て
、Constitutional Law, 131 H

arv. L. R
ev. 223, 233 -242 （2017

）.

（
49
）  

こ
の
点
に
関
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
を
近
時
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
中
林
暁
生
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
の
限

界
？
」
山
元
一
ほ
か
編
『
憲
法
の
普
遍
性
と
歴
史
性

―
辻
村
み
よ
子
先
生
古
稀
記
念
論
集
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
九
年
）
四
七
三
頁
以
下

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
中
林
は
、
キ
ャ
プ
ラ
ン （Aarton H

. Caplan

） 

の
論
文 （Aaron H

. Caplan, Invasion of the Public Forum
 D

octrine, 
46 W

illam
ette L. R

ev. 647 

（2010

）.

）
を
参
照
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
拡
張
が
、
当
初
念
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
と
は
異
質
な
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も
の
を
含
ん
で
い
る
状
況
に
照
ら
し
、
原
点
回
帰
の
必
要
性
を
説
く
。
こ
こ
で
キ
ャ
プ
ラ
ン
が
原
点
と
し
て
想
定
す
る
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

モ
ー
ル
の
よ
う
な
、
人
々
が
同
時
に
集
ま
る
こ
と
が
で
き
、
透
明
性
が
確
保
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
典
型
的
な
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
モ
ー
ル
で
さ
え
も
、
表
現
内
容
中
立
規
制
と
い
う
基
準
の
も
と
、
広
範
な
集
会
規
制
が
可
能
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Tim

othy Zick, Property, Place, and Public D
iscourse, supra note 31, at 183 -184.

）。
な
お
、
す
で
に

紙
谷
は
、
簡
潔
だ
が
適
切
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
が
言
論
に
対
す
る
規
制
を
有
効
と
判
定
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
述

べ
て
い
た
。
当
初
の
表
現
の
自
由
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
も
く
ろ
み
が
皮
肉
に
も
真
逆
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
現
象
を
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
」
と
呼
び
、
そ
の
原
因
を
、「public

を
共
同
性
と
い
う
場
の
属
性
で
は
な
く
、
所
有
権
の
主
体
を
表
現
す
る
と
理
解
」
し
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
「
政
府
所
有
地
の
中
で
も
政
府
が
管
理
者
と
し
て
行
動
し
て
い
る
と
き
に
は
適
用
さ
れ
な
く
な
る
」
も
の
と
し
て
理
解
し
た
こ
と
に
求

め
て
い
る
。
紙
谷
雅
子
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
の
落
日
」
樋
口
陽
一
編
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
（
上
）
芦
部
信
喜
先
生
古
稀
祝
賀
』

（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
六
六
二
―
六
六
四
頁
。

（
50
）  International Society for Krishna Consciousness, Inc., et al. v. Lee, Superintendent of Port Authority Police, 505 U. S. 672, 

716 （1992

）.

（
51
）  Id. at 680.

（
52
）  Id. at 686.

（
53
）  307 U. S. 496 

（1939

）. 

同
判
決
に
つ
い
て
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
横
大
道
聡
『
現
代
国
家
に
お
け
る
表
現
の
自

由

―
言
論
市
場
へ
の
国
家
の
積
極
的
関
与
と
そ
の
憲
法
的
統
制
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
一
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
54
）  

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
は
、
当
初
、
修
正
一
条
を
保
護
す
る
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た
判
例
法
理
だ
が
、
近
年
、
問
題
と
な
る
場
が
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
こ
と
が
立
証
で
き
な
い
場
合
に
は
容
易
に
修
正
一
条
の
制
約
を
も
た
ら
す
法
理
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
同
様
の

指
摘
を
行
う
も
の
は
多
い
が
、
一
例
と
し
て
、R

o
n

ald J. K
ro

to
szyn

ski Jr., T
h

e D
isappearin

g F
irst A

m
en

d
m

en
t, 9 （2019

）.

（
55
）  

ソ
ジ
ャ
・
前
掲
注
（
40
）
八
五
頁
。

（
56
）  

ソ
ジ
ャ
・
前
掲
注
（
40
）
八
九
頁
。

（
57
）  

同
右
。

（
58
）  N

orbert U
llrich

は
、
集
会
の
自
由
が
、
各
種
空
間
を
規
律
す
る
下
位
の
法
律
に
依
存
す
る
こ
と
と
し
て
こ
れ
を
唱
え
て
い
る
。N

orbert 
U
llrich, D

as D
em

onstrationsrecht, 2016, S. 238.
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（
59
）  Tim

othy Zick, Property, Place, and Public D
iscourse, supra note 31, at 209 -211.

（
60
）  D

o
n M

itch
ell, T

h
e R

ig
h

t to th
e C

ity, 81 -117 

（2003

）. 

ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、
ほ
か
に
反
ホ
ー
ム
レ
ス
法
な
ど
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
自

由
一
般
の
縮
減
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
に
影
響
を
受
け
、
自
由
の
縮
減
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、D

av
id H

arv
ey, 

T
h

e R
ig

h
t to th

e C
ity, 23 （2008

）.
（
61
）  M

itch
ell, T

h
e R

ig
h

t to th
e C

ity, supra note 60, at 21 -29. 

ま
た
、
権
利
語
法
に
つ
い
て
は
、
大
屋
雄
裕
「
権
利
は
存
在
す
る
か
：
拡

大
と
拡
散
（
特
集
「
権
利
」
を
解
剖
す
る
：
基
礎
法
学
の
挑
戦
）」
法
時
八
九
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
六
―
三
一
頁
、
大
江
洋
『
関
係
的
権

利
論

―
子
ど
も
の
権
利
か
ら
権
利
の
再
構
成
へ
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
62
）  

た
と
え
ば
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
空
間
論
・
都
市
論
に
影
響
を
受
け
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
連
邦
憲
法
で
「
都
市
へ
の
権
利
」
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、

連
邦
法
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
や
ゲ
イ
テ
ッ
ド
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拡
張
が
急
速
に
進
む
社
会
に
お
い
て
、
重
要
な
権
利
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、N

gai Pindell, The Right to the 
City, 24 H

arv. B
lackletter L. J. 69 

（2008

）; N
gai Pindell, Finding a Right to the City: Exploring Property and Com

m
unity in 

Brazil and in the U
nited States, 39 V

an
d. J. T

ran
sn

atio
n

’l L. 435 （2006

）.

（
63
）  D

an
iel M

o
eckli, E

xclu
sio

n fro
m P

u
blic S

pace: A C
o

m
parativ

e C
o

n
stitu

tio
n

al A
n

alysis, 413 （2016

）.

（
64
）  Id. at 427 -436. 

も
っ
と
も
メ
ッ
ク
リ
の
こ
う
し
た
二
分
法
が
ど
れ
ほ
ど
意
義
の
あ
る
も
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
メ
ッ
ク
リ

は
、「
公
共
空
間
の
存
続
を
求
め
る
権
利
」
を
保
障
す
る
方
針
と
し
て
、
①
最
低
限
度
の
（m

inim
um

 am
ount

）
空
間
を
保
障
す
る
義
務
を
公

的
主
体
に
負
わ
せ
る
こ
と
、
②
私
的
主
体
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
準
公
共
空
間
を
人
々
に
開
く
よ
う
要
請
す
る
こ
と
、
の
二
つ
が
存
在
す
る
と
い
う
。

も
っ
と
も
、
私
見
で
は
、「
公
共
空
間
へ
の
権
利
」
が
、
多
く
の
論
者
が
想
定
す
る
よ
う
に
、
私
的
主
体
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
準
公
共
空
間
を
も

含
む
だ
と
す
れ
ば
、
当
該
権
利
と
、
こ
こ
で
い
う
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
区
別
自
体
も
消
滅
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。「
公
共
空
間
の
存
続
を
求

め
る
権
利
」
が
持
つ
独
自
性
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
65
）  M
o

eckli, supra note 63, at 436.

（
66
）  Id.

（
67
）  

イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
し
て
の
集
会
の
場
に
関
す
る
バ
ト
ラ
ー
の
記
述
は
、
以
下
の
文
献
に
依
拠
し
て
い
る
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト

ラ
ー
（
佐
藤
嘉
幸
・
清
水
知
子
訳
）『
ア
セ
ン
ブ
リ

―
行
為
遂
行
性
・
複
数
性
・
政
治
』（
青
土
社
、
二
〇
一
八
年
）
一
六
二
頁
以
下
（
原
文
初

出
：Judith Butler, Bodily Vulnerability, Coalitions, and Street Politics, in D

ifferen
ces in C

o
m

m
o

n: G
en

d
er, V

u
ln

era
bility, 
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C
o

m
m

u
n

ity, 97 （Jo
an

a S
abad

ell-N
ieto &

 M
arta S

eg
arra eds., 2014

）.

）。
バ
ト
ラ
ー
の
主
張
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
邦
語
訳
を
採

用
し
て
い
る
が
、
適
宜
筆
者
が
訳
語
を
当
て
て
い
る
（
以
下
同
じ
）。
な
お
、
バ
ト
ラ
ー
が
直
接
的
に
ジ
ッ
ク
お
よ
び
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
議
論
に

接
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
イ
ナ
ズ
（John D. Inazu

）
を
通
し
て
両
者
の
見
解
は
連
結
す
る
。
イ
ナ
ズ
は
、
ジ
ッ
ク
に
示
唆

を
受
け
て
お
り
（John D. Inazu, The Forgotten Freedom

 of A
ssem

bly, 84 T
u

l. L. R
ev. 565, 570 

（Fn. 6

） （2010

）.

）、
他
方
で
バ
ト

ラ
ー
は
、
イ
ナ
ズ
の
集
会
の
自
由
論
を
参
照
し
て
い
る
。
バ
ト
ラ
ー
、『
ア
セ
ン
ブ
リ
』
二
〇
九
頁
参
照
。

（
68
）  
バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
67
）
一
六
七
頁
。

（
69
）  

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
67
）
一
六
六
頁
。

（
70
）  

同
右
。

（
71
）  

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
67
）
九
五
頁
。

（
72
）  

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
67
）
二
〇
九
頁
。

（
73
）  

同
右
。

（
74
）  M

arvin Am
m
ori, First A

m
endm

ent A
rchitecture, 2012 W

is. L. R
ev. 1, 11 -20 （2012

）. 

（
75
）  Id. at 55.

（
76
）  Id. at 23. 

（
77
）  Id. at 56.

（
78
）  K

ro
to

szyn
ski Jr., supra note 54, at 6.

（
79
）  Id. at 74.

（
80
）  Am

m
ori, supra note 74, at 23.

（
81
）  Pruneyard Shopping Center et al. v. Robins et al. , 447 U. S. 74 （1980

）.

（
82
）  Am
m
ori, supra note 74, at 36 -37.

（
83
）  Appleby

判
決
（Appleby and O

thers v. U
K, App N

o 44306/98, （2003

） 37 EH
RR 8 （

“Judgm
ent

”））
で
は
、
積
極
的
義
務
の
判
断

に
つ
き
、
ク
ロ
ト
シ
ン
ス
キ
ー
と
同
様
の
審
査
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
、
当
該
義
務
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。

（
84
）  Pruneyard, 447 U. S. at 83.

（
85
）  Christoph G

usy, D
er öffentliche Raum

 ‒ Ein Raum
 der Freiheit, der （U

n-
）Sicherheit und des Rechts, JZ 2009, 217.

「
不
特

0

0
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定
の
人
的
集
団
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
可
能
性
と
使
用
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹇
強
調
：
原
文
﹈」
を
指
標
と
し
て
い
る
。

（
86
）  G

usy, （Anm
. 85

）, 218.
（
87
）  G

usy, （Anm
. 85

）, 218.
（
88
）  
な
お
、「
機
能
的
等
価
性
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
端
的
に
「
人
々
の
自
由
な
往
来
へ
の
開
放
性
」
と
も
言
い
表
せ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
の
よ

う
に
ド
イ
ツ
で
は
同
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
議
論
の
出
発
点
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
今
後
、
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
の
議
論
の
接
合
可
能
性
を
示
す

た
め
、
あ
え
て
「
機
能
的
等
価
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

（
89
）  

「
私
有
地
に
お
け
る
集
会
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
ア
メ
リ
カ
判
例
を
参
照
し
つ
つ
検
討
す
る
研
究
と
し
て
、
た
と
え
ばA

ndreas G
ornik, D

ie 
Bindung der Betreiber öffentlicher Räum

e an die Kom
m
unikationsgrundrechte, 2016; A

ngelika Siehr, D
as Recht am

 
öffentlichen Raum

, 2016.

（
90
）  

「
公
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
指
標
に
つ
き
、
フ
ラ
ポ
ー
ト
判
決
（BVerfG

E 128, 226

）、
缶
ビ
ー
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
モ
ブ
判
決
（BVerfG

 

（K

）, 
N
JW

 2015, 2485

）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
石
村
修
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
飛
行
場
に
お
け
る
集
会
・
デ
モ
規
制

―
フ
ラ

ポ
ー
ト
判
決

―
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅳ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
一
七
二
頁
以
下
、
後
者
を
素
材
と
し

て
私
有
地
に
お
け
る
集
会
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
岡
田
俊
幸
「
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
」
日
本
法
学
八
五
巻
二
号
一
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
91
）  

一
例
と
し
て
、Gregory S. Alexander, The Social-O

bligation N
orm

 in A
m
erican Property Law, 94 C

o
rn

ell L. R
ev. 745 （2009

）.

（
92
）  BVerfG

 （K

）, N
JW

 2014, 187.

門
田　

美
貴
（
か
ど
た
　
み
き
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法


