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は

じ

め

に

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス（
１
）

ト
と
は
誰
か
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
い
う
一
見
簡
明
な
概
念
に
つ
い
て
は
、
日
本
法
に
お
い
て
十
分
論
じ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い（
２
）

る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
表
現
の
自
由
に
資
す
る
も
の
と
し
て
、
公
衆
一
般
に
は
通
常
認
め
ら
れ

な
い
憲
法
上
の
い
わ
ゆ
る
取
材
源
秘
匿
権
の
享
有
主
体
と
し
て
学
説
上
認
識
さ
れ
て
い（
３
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
語
義
上
の
問
題
に
と
ど
ま

る
こ
と
な
く
、
規
範
的
意
味
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
を
憲
法
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
検
討
す
る
意
義
は
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
は
、
証
拠
上
の
特
権
を
付
与
さ
れ
る
医
師
お
よ
び
弁
護
士
な
ど
と
は
異
な
り
、
ス
ク
リ
ー
ン
（
審
査
制
度
）
な
き

職
業（
４
）

人
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
表
現
（
報
道
）
の
自
由
お
よ
び
知
る
権
利
の
要
請
に
よ
り
、
公
衆
へ
情
報
（
い
わ
ゆ
る
公
共
情
報
が

強
調
さ
れ
る
）
を
伝
播
す
る
こ
と
か
ら
、
政
治
部
門
に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ン
に
馴
染
ま
な
い
職
業
人
と
も
い
わ
れ（
５
）

る
。
そ
こ
に
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
を
定
義
す
る
こ
と
の
む
つ
か
し
さ
の
一
端
が
潜
ん
で
い
る
。

日
本
法
と
は
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
（
取
材
源
秘
匿
権
）
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
当
事
者
適
格
）

と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
に
係
わ
る
判
例
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
特
権
を
制
定
す
る
州
の
い
わ
ゆ
る

シ
ー
ル
ド
法
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
定
義
し
、
ま
た
学
説
上
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
に
際
し
て
は
、
日
本
法
の
表
現
の
自
由
論
に
対
し
て
影
響
力
を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
法
を
参
照
す
る
こ
と
が
有
効
と

な
ろ（
６
）

う
。
そ
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
判

決
で
は
、「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」(in

ten
t-for-pu

blic-dissem
in

ation
)

を
重
視
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
定
義
し
て
き（
７
）

た
。

第
二
節

公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通

む
す
び
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し
か
し
な
が
ら
、
後
掲
の
下
級
審
判
決
は
、
公
衆
へ
伝
播
さ
れ
る
情
報
（
客
体
）
の
属
性
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ス
（
な
い
し
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
）
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
い
う
位
相
を
強
調
し
、
前
者
に
の
み
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
た

の
で
あ
っ（
８
）

た
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
ア
メ
リ
カ
法
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
規
範
的
意
味
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
特
権
の
客
体
に
よ
る
主
体
の
規
定
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
に
よ

る
主
体
の
解
放
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
）
と
い
う
視
点
よ
り
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

ア
メ
リ
カ
の
判
例
お
よ
び
州
制
定
法
に
み
る
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」

第
一
節

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
に
つ
い
て
の
ジ
レ
ン
マ

公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
の
見
地
に
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
承
認
す
る
ア
メ
リ
カ（
９
）

法
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
定
義
は
、
そ
の
措
定
に
つ
い
て
の
ジ
レ
ン
マ
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
判
決
が
し
ば
し
ば

引
用
す
る
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
に
つ
い
て
の
先
例
で
あ
る
合
衆
国
最
高
裁
判
所B

ran
zbu

rg

判
決
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
に
つ
い
て
好
意
的
で
は
な
い
態
度
を
み
せ
て
い
る
合
衆
国
最
高
裁
判
所
一
流
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を

伴（
１０
）

う
。

我
々
は
、
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
に
確
か
な
あ
て
も
な
き
長
く
困
難
な
旅
路
に
船
出
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
は
な
い
。
憲
法
上
の
記
者
の

特
権
の
適
用
は
、
高
度
な
秩
序
に
つ
い
て
の
適
用
上
お
よ
び
概
念
上
の
む
つ
か
し
さ
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
早
晩
、
プ
レ
ス
の
自
由
が

最
新
の
写
真
植
字
術
を
使
用
す
る
大
都
市
の
大
規
模
な
出
版
社
同
様
、
カ
ー
ボ
ン
紙
あ
る
い
は
謄
写
版
を
使
用
す
る
孤
独
な
パ
ン
フ
レ
ッ

ジャーナリストの概念
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ト
発
行
者
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
教
義
に
照
ら
し
て
、
特
権
を
付
与
さ
れ
る
記
者
の
そ
れ
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
定
義
す
る
こ
と
は
、

問
題
と
な
る
訴
訟
手
続
き
を
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
プ
レ
ス
の
自
由
は
、「
新
聞
お
よ
び
雑
誌
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
き
基
本
的
な

個
人
の
権
利
」
で
あ
る
。「
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
お
よ
び
折
込
み
印
刷
物
を
必
然
的
に
含
む
。
…
…
プ
レ
ス
は
、
そ
の
歴

史
的
意
味
に
お
い
て
情
報
お
よ
び
意
見
の
媒
体
を
提
供
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
出
版
物
を
含
む（
１１
）

」。

合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
示
し
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
、
個
人
の
権
利
で
あ
る
言
論
の
自
由
か
ら
派
生
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
が
い

わ
ゆ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
孤
独
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
発
行
者
に
も
保
障
さ
れ
る
一
方
、
公
衆
一
般
お
よ
び
似
非
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
偏
狭
に
過
ぎ
る
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
の
概
念
で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
享
受
し
え
な
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
以
外
の
者
に
よ
る
身
許
の
開
示
を
畏
れ
る
コ
ン
フ

ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
・
ソ
ー
ス
（
取
材
源
）
が
情
報
の
提
供
を
躊
躇
う
可
能
性
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
お
け

る
萎
縮
的
効
果
を
生
じ
る
虞
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
広
汎
に
過
ぎ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
で
は
、
証
拠
に
対
す
る

公
衆
の
権
利
に
さ
ら
な
る
例
外
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
公
正
か
つ
完
全
な
裁
判
に
妥
協
を
許（
１２
）

す
こ
と
と
も
な
ろ
う
。
か
か
る
ジ

レ
ン
マ
を
孕
む
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
は
、
こ
こ
に
き
て
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
化
の
進
展
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
一
部
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
半
ば
専
有
さ
れ
て
い
た
情
報
伝
播
手
段

と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
が
公
衆
一
般
に
汎
く
共
有
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
影
響
力
に
差
異
こ
そ
あ
れ
ど
も
、
情
報
伝
播
者
が
急
速

に
拡
大
し
た
の
で
あ
っ（
１３
）

た
。
こ
の
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
問
題
が
一
応
な
り
と
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
と
み
な
さ
れ
う
る
者
に
限
定
さ
れ
た
問
題
で
は
な
く
、
汎
く
公
衆
一
般
に
拡
張
す
る
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
イ
ン
フ
レ
化
の
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
対
し
て
限
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定
的
に
付
与
す
る
こ
と
に
よ
る
言
論
の
自
由
の
享
有
主
体
間
に
お
け
る
不
平
等
性
の
問
題
と
は
正
反
対
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
言
論

の
自
由
の
原
理
論
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。

そ
の
後
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
と
は
異
な
る
文
脈
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
伝
播
す
る
情
報

の
属
性
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
編
集
と
は
、
編
集
者
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
編
集
と
は
、
資
料
の
収
集
お

よ
び
選
択
で
あ
る
。
編
集
者
―
―
新
聞
あ
る
い
は
放
送
―
―
が
こ
の
権
限
を
濫
用
す
る
可
能
性
を
有
し
ま
た
濫
用
す
る
こ
と
は
疑
い
の
余

地
も
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
、
議
会
が
付
与
し
た
裁
量
を
否
定
す
る
い
か
な
る
根
拠
と
も
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
リ
ス
ク
の
出
現
は
、

い
ま
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
権
利
章
典
の
起
草
者
ら
は
、
担
保
さ
れ
た
表
現
の
自
由
を
行
使
す
る
人
々
の
一
部
に
つ

い
て
、
中
庸
の
精
神
お
よ
び
責
任
感
―
―
そ
し
て
礼
儀
―
―
の
ほ
か
に
十
分
な
救
済
手
段
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
リ
ス
ク
が
不

運
で
あ
っ
た
と
い
う
現
実
を
容
認
し
た
の
で
あ
っ（
１４
）

た
。

ま
た
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
プ
レ
ス
が
伝
播
す
る
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
、「
責
任
あ
る
プ
レ
ス
は
疑
い
な
く
望
ま
し
い
目
的
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
プ
レ
ス
の
責
任
は
、
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
同
様
に
多
く
の
ほ
か
の
道
徳
は
、

立
法
さ
れ
て
は
な
ら
な（
１５
）

い
」
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
は
、
修
正
第
一
条
の
プ
レ
ス
条
項

の
下
、「
一
部
の
集
団
に
特
別
な
地
位
を
付
与
す（
１６
）

る
」
危
険
性
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
危
惧
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
組
織
的
な
プ
レ
ス
」
以
外
の
法
主
体
を
排
除
す
る
一
方
、「
組
織
的
な
プ
レ
ス
」
に
一
定
の
法
主
体
を
包
摂
す
る
こ
の
重
要
な
仕
事
は
、

ジャーナリストの概念
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立
法
、
司
法
、
あ
る
い
は
執
行
機
関
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
よ
う
と
も
、
英
国
の
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
お
よ
び
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
忌
み
嫌
わ
れ

た
検
閲
制
度
を
想
起
さ
せ
る
―
―
修
正
第
一
条
が
こ
の
国
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
制
度
。
さ
ら
に
、
こ
の
仕
事
に
着
手
す
る
公

職
者
は
、
表
現
内
容
、
表
現
の
頻
度
あ
る
い
は
選
好
、
あ
る
い
は
伝
播
の
技
術
的
手
段
の
所
有
者
な
ど
の
媒
体
を
根
拠
と
し
て
、
保
護
さ

れ
な
い
法
主
体
か
ら
保
護
さ
れ
る
法
主
体
を
峻
別
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
当
合
衆
国
最
高
裁
の
意
見
は
、
プ

レ
ス
の
保
護
条
項
の
射
程
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
そ
の
よ
う
に
限
定
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な（
１７
）

い
。

こ
の
よ
う
に
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
、
情
報
を
伝
播
す
る
形
態
（
メ
デ

ィ
ア
）
と
い
う
主
体
の
定
性
性
を
考
慮
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
伝
播

す
る
情
報
の
内
容
と
い
う
客
体
の
定
性
性
を
規
範
上
考
慮
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
危
惧
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
概
念
に
係
わ
る
主
体
の
定
性
性
お
よ
び
客
体
の
定
性
性
と
い
う
二
つ
の
視
点
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、
合
衆

国
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
概
念
上
の
困
難
を
伴
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
特
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
否
定
的
な
姿
勢
を

み
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
に
係
わ
る
ジ
レ
ン
マ
を
示
す
な
か
、
多
く
の
州
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特

権
を
規
定
す
る
シ
ー
ル
ド
法
は
、
か
か
る
ジ
レ
ン
マ
を
反
映
し
た
も
の
か
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て

多
岐
に
わ
た
る
定
義
を
な
し
て
い
る
。
各
州
の
シ
ー
ル
ド
法
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
分
類
が
な
さ
れ
て
い（
１８
）

る
。

第
一
に
、
情
報
を
伝
播
す
る
頻
度
と
そ
の
定
期
性
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
、
ア
ラ
ス
カ
州
の
シ
ー
ル
ド
法
は
、「
報
道
機
関
を
と
お

し
て
、
公
表
の
た
め
に
ニ
ュ
ー
ス
を
収
集
・
執
筆
す
る
業
務
も
し
く
は
公
衆
へ
の
提
供
に
恒
常
的
に
従
事
し
た
者
」
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
報
道
機
関
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
要
件
と
す（
１９
）

る
。
ま
た
、
よ
り
厳
格
な
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
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の
シ
ー
ル
ド
法
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、「
新
聞
、
雑
誌
、
通
信
協
会
、
新
聞
記
事
配
信
社
、
通
信
社
、
ラ
ジ
オ
も
し
く
は

テ
レ
ビ
局
、
も
し
く
は
他
の
通
信
社
の
事
業
に
恒
常
的
に
従
事
す
る
者
」
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
報
道
機
関
に
所
属
し
て
い

た
と
い
う
事
実
を
要
件
と
す（
２０
）

る
。
さ
ら
に
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
シ
ー
ル
ド
法
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
あ
る

い
は
フ
ル
タ
イ
ム
の
基
準
」
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動
に
従
事
し
て
い
た
勤
務
形
態
を
要
件
と
す（
２１
）

る
。
ま
し

て
や
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
シ
ー
ル
ド
法
に
至
っ
て
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、

「
直
近
の
三
週
間
の
う
ち
一
週
間
あ
る
い
は
直
近
の
八
週
間
の
う
ち
四
週
間
に
お
け
る
主
な
生
計
が
、
二
〇
時
間
以
上
公
衆
一
般
へ
情

報
を
伝
播
す
る
こ
と
に
よ
り
立
て
ら
れ
た
」
と
い
う
詳
細
な
労
働
時
間
数
を
規
定
す（
２２
）

る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
で
は
、
過
去
に
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
と
し
て
の
一
定
の
経
験
を
有
し
な
い
一
時
的
な
い
し
は
一
過
性
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
そ
し
て
研
究
書
の
著
者
な
ど
が
排
除
さ

れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い（
２３
）

る
。
ま
た
、
た
と
え
か
か
る
要
素
を
一
定
程
度
緩
和
し
た
と
し
て
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
本
質

で
あ
る
と
さ
れ
る
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
懸
念
し
て
い
た
「
孤
独
な
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
発
行
者
」
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
排
除
す
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
問
題
を
解
消
し
え
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

第
二
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
認
定
す
る
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
の
シ
ー
ル
ド
法
は
、
政
府
に
よ
り
、

「
認
定
さ
れ
た
新
聞
、
雑
誌
、
通
信
協
会
、
新
聞
記
事
配
信
社
、
通
信
社
、
あ
る
い
は
ラ
ジ
オ
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
局
の
た
め
の
ニ
ュ
ー

ス
の
収
集
あ
る
い
は
提
供
に
直
接
従
事
し
た
」
者
を
保
護
す（
２４
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
は
、
政
府
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と

し
て
の
認
定
を
受
け
な
か
っ
た
一
部
の
新
聞
、
そ
し
て
フ
リ
ー
・
ラ
ン
サ
ー
な
ど
の
調
査
報
道
に
携
わ
る
者
が
修
正
第
一
条
の
保
護
に

値
し
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い（
２５
）

る
。

第
三
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
い
う
専
門
職
業
意
識(profession

alism
)

と
い
う
要
素
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
の
シ
ー

ル
ド
法
は
、「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
は
プ
レ
ス
の
正
規
の
被
用
者
と
と
も
に
、
プ
レ
ス
に
係
わ
る
「
所
得
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あ
る
い
は
生
計
を
職
業
と
し
て
認
め
ら
れ
た
」
個
人
を
含（
２６
）

む
も
の
と
す
る
。
か
か
る
規
定
で
は
、
フ
リ
ー
・
ラ
ン
サ
ー
を
包
摂
す
る
も

の
の
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
実
習
生
お
よ
び
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
専
攻
の
学
生
を
排
除
す

る
こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
か
か
る
要
素
は
、
公
認
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
未
公
認
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
峻
別
す
る
基
準
と
い
う
、

政
府
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
申
請
の
誘
因
と
も
な
ろ（
２７
）

う
。
し
か
し
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
有
し
な
い
者
に
お
い
て
も
公
衆
へ
の

情
報
の
自
由
な
流
通
に
資
す
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

第
四
に
、
情
報
の
受
け
手
の
規
模
と
主
題
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
の
シ
ー
ル
ド
法
は
、「
一
般
に
流
通
す
る

新
聞
あ
る
い
は
通
信
社
あ
る
い
は
ラ
ジ
オ
局
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
局
に
従
事
、
関
係
、
あ
る
い
は
雇
用
さ
れ
た
」
者
に
の
み
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
の
特
権
を
適
用
す（
２８
）

る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
で
は
、
情
報
の
送
り
手
が
対
象
と
す
る
受
け
手
の
規
模
、
さ
ら
に
受
け
手
の
要
求
す

る
情
報
の
主
題
と
い
う
、
情
報
の
送
り
手
と
受
け
手
の
関
係
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
数
の
受
け
手
を
対
象
と
す
る

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
か
か
る
規
定
の
適
用
を
受
け
え
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い（
２９
）

る
。
か
か
る
要
素
は
、
言
論
の
自
由
の
原
理
を
構

成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
自
己
統
治(self-govern

in
g)

の
原
理
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
情
報
の
受
け
手
の
規
模
お
よ
び
主
題
を
区

別
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
少
数
意
見
を
排
除
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
背
理
を
生
じ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
各
州
の
シ
ー
ル
ド
法
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
異
に
規
定
（
定
義
）
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
既
述
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
深

刻
性
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
ジ
レ
ン
マ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
定
義
を
い
か
に
精
緻
化
し
よ
う
と
も
、
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
と
公
衆
一
般
が
情
報
伝
播
手
段
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
の
定
性
性
）
に
お
い
て
峻
別
し
が
た
い
現
状
に
お
い
て
、
本
質

的
な
解
消
を
み
な
い
で
あ
ろ
う
（
シ
ー
ル
ド
法
の
第
一
、
第
二
、
お
よ
び
第
三
の
要
素
を
参
照
）。
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権

の
本
質
が
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
公
衆
一
般

を
異
に
捉
え
る
必
然
性
を
み
い
だ
し
え
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
情
報
の
送
り
手
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
の
定
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性
性
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
情
報
の
内
容
（
定
性
性
）
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
の
属
性
に
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
定
義
を
試
み
るM

adden

テ
ス
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
有
効
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
の
定
性
性
を
問
題
と
す
る
シ
ー
ル
ド
法
の
第
四
の
要
素
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
か
か
る
峻
別
に
よ
る
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
の
定
義
に
も
自
ず
と
限
界
を
内
包
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
節

「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス
ト

既
述
し
た
合
衆
国
最
高
裁
判
所
お
よ
び
各
州
の
シ
ー
ル
ド
法
に
お
け
る
深
刻
な
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
た
情
況
に
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の

下
級
審
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
係
わ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
定
義
に
つ
い
て
判
断
を

迫
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
テ
ス
ト
を
措
定
す
る
こ
と
と
な
っ（
３０
）

た
。

そ
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
さ
れ
るvon

B
u

low

判
決
は
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス
ト
を
以
て
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た
。
本
件
は
、
刑
事
被
告
人
と
の
親
密

な
関
係
に
あ
る
女
性
が
刑
事
被
告
人
の
起
訴
に
係
わ
る
出
来
事
に
つ
い
て
執
筆
し
た
原
稿
に
対
す
る
開
示
強
制
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、

修
正
第
一
条
を
理
由
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
主
張
し
た
事
案
で
あ
っ（
３１
）

た
。
本
判
決
は
、
修
正
第
一
条
に
依
拠
し
て
、
公
衆

へ
の
情
報
の
自
由
な
伝
達
を
支
援
す
る
強
い
公
序
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
要
件
を
示
し（
３２
）

た
。

あ
る
人
物
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
否
か
、
し
た
が
っ
て
〔
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
〕
特
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
か
否
か
は
、
情
報
収
集
過

程
の
端
緒
に
お
け
る
そ
の
者
の
意
図
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
個
人
は
、
通
常
、
組
織
さ
れ
た
プ
レ
ス
の
構
成
員
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で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ニ
ュ
ー
ス
の
収
集
お
よ
び
伝
播
に
係
わ
る
伝
統
的
な
活
動
に
携
わ
る
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
主
張

で
き（
３３
）

る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
が
「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
を
以
て
情
報
の
収
集
を
始
め
る
者
に
つ
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
認
め

る
理
由
は
、
こ
の
者
に
対
す
る
開
示
強
制
に
よ
り
調
査
報
道
に
対
す
る
抑
止
効
果
を
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
プ
レ
ス
の
自
由
お
よ
び
公
衆

の
要
求
に
対
す
る
脅
威
を
阻
止
す
る
こ
と
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
本
質
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ（
３４
）

る
。
裁
判
官
は
、「
公

衆
へ
伝
播
す
る
以
外
の
目
的
の
た
め
、
修
正
第
一
条
と
い
う
防
禦
の
外
套
を
彼
女
の
体
型
に
合
わ
せ
る
裁
判
所
の
お
針
子
と
し
て
仕
え

る
こ
と
を
拒
」
ん
だ
の
で
あ
っ（
３５
）

た
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
主
張
す
る
者
が
公
衆
へ
情
報
を
伝
播
す

る
意
図
を
取
材
過
程
の
端
緒
に
お
い
て
有
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
証
明
は
、

職
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
初
心
者
に
つ
い
て
も
可
能
で
あ
る
と
す（
３６
）

る
。
す
な
わ
ち
、

組
織
的
な
い
し
は
伝
統
的
な
プ
レ
ス
と
は
係
わ
ら
な
い
「
講
師
、
政
治
世
論
調
査
員
、
小
説
家
、
学
術
研
究
者
、
お
よ
び
脚
本（
３７
）

家
」
を

以
て
し
て
も
、
プ
レ
ス
同
様
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い（
３８
）

う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
テ
ス
ト
は
、
情
報
を
伝
播
す
る
形

態
よ
り
も
む
し
ろ
取
材
過
程
の
背
後
に
あ
る
意
図
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
、
プ
レ
ス
が
情
報
の
自
由
な
流
通
に
資
す
る
あ
ら
ゆ
る
公
表

を
含
む
と
い
う
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
立
場
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な（
３９
）

い
。
ま
た
、
こ
の
テ
ス
ト
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
が
プ
レ

ス
の
正
規
構
成
員
に
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
懸
念
と
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な（
４０
）

い
。
そ
の
う
え
で
、

判
決
は
、
彼
女
の
主
な
関
心
（
意
図
）
が
公
衆
へ
の
情
報
の
伝
播
（
報
道
）
で
は
な
く
刑
事
被
告
人
の
弁
護
に
あ
っ
た
こ
と
を
彼
女
の

弁
護
人
が
口
頭
弁
論
に
お
い
て
認
め
た
こ
と
、
彼
女
が
裁
判
に
つ
い
て
記
し
た
ノ
ー
ト
を
当
初
「
価
値
な
き
い
た
ず
ら
書
き
」
と
し
て

認
め
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
彼
女
の
原
稿
掲
載
に
係
わ
る
新
聞
社
と
の
交
渉
決
裂
後
も
彼
女
が
ノ
ー
ト
を
と
り
続
け
て
い
た
こ
と
、
と
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い
う
事
実
を
認
定
し
た
。
そ
し
て
、
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
を
証
明
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
、
彼
女
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス

タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ（
４１
）

た
。

そ
の
後
、von

B
u

low

判
決
を
継
承
し
たS

h
oen

判
決
は
、
書
籍
の
著
者
に
つ
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン

グ
を
認
め
た
。
本
件
は
、
刑
事
事
件
に
関
す
る
研
究
書(in

vestigative
book)

の
出
版
を
予
定
し
て
い
た
著
者
が
、
そ
の
ソ
ー
ス
に

対
す
る
名
誉
毀
損
訴
訟
に
お
い
て
、
取
材
テ
ー
プ
な
ど
に
対
す
る
開
示
強
制
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
主
張

し
た
事
案
で
あ
っ（
４２
）

た
。
本
判
決
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
適
用
に
係
わ
る
審
理
に
先
立
ち
、
研
究
書
の
著
者
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
し
た
。
そ
し
て
、「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス
ト
を
示
し
た

von
B

u
low

判
決
を
支
持
し
た
う
え
で
、「
当
裁
判
所
が
論
じ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
目
的
は
、
新
聞
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
記
者

の
保
護
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
的
な
『
調
査
報
道
』
活
動
の
保
護
に
あ
る
」
と
し（
４３
）

た
う
え
で
、
つ
ぎ
の
と
お
り
述
べ
た
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
る
所
以
は
、
そ
の
体
裁
で
は
な
く
、
そ
の
内
実
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
特
権
を
主
張
で
き
る
か
否
か
を
決
す
る
た
め
の
決
定
的
問
題
は
、
彼
女
が
公
衆
へ
伝
播
す
る
た
め
に
ニ
ュ
ー
ス
を
収
集
し
て
い
る

か
否
か
に
あ（
４４
）

る
。

本
判
決
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
新
聞
さ
ら
に
は
書
籍
を
超
え
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
媒
体
と
い
う
体
裁
に
囚

わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
主
張
す
る
者
の
意
図
お
よ
び
行
為
に
依
拠
す
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
、
本
判
決
は
、von

B
u

low

判
決
を
先
例
と
し
て
強
固
に
確
認
し
た
判
決
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、von

B
u

low

判
決
お
よ
びS

h
oen

判
決
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
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ら
判
決
の
事
実
認
定
に
よ
る
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
調
査
報
道
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、von

B
u

low

判
決
お
よ
び

S
h

oen

判
決
の
射
程
の
問
題
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ス
性
を
欠
く
情
報
が
問
題
と
さ
れ
た
つ
ぎ
のM

adden

判
決
（
テ
ス
ト
）
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

M
ad
d
en

テ
ス
ト

既
述
し
た
ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
判
決
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
、「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意

図
」
と
い
う
、
か
か
る
特
権
の
主
体
の
定
量
性
（
情
報
を
広
汎
に
伝
え
る
意
図
）
を
中
心
と
し
て
判
断
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

つ
ぎ
のM

adden

判
決
で
は
、M

adden

テ
ス
ト
と
も
よ
ば
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
の
定
性
性
（
内
容
）
を
重
視
し

た
テ
ス
ト
が
措
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ（
４５
）

た
。

本
件
は
、
プ
ロ
レ
ス
試
合
を
興
行
す
る
企
業
間
の
民
事
訴（
４６
）

訟
に
お
い
て
、
被
告
側
企
業
の
提
供
す
る
プ
ロ
レ
ス
興
行
に
関
す
る
テ
レ

フ
ォ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
の
音
声
テ
ー
プ
を
制
作
し
た
証
人(M

ark
M

adden
)

が
そ
の
ソ
ー
ス
の
身
許
を
開
示
す
る
宣
誓
供
述
を
命
じ
る

サ
ピ
ー
ナ
（
罰
則
付
き
召
喚
令
状
）
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
主
張
し
た
事
案
で
あ
っ（
４７
）

た
。

判
決
は
、「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス
ト
を
採
用
し
た
既
述
のvon

B
u

low

判
決
お
よ
びS

h
oen

判
決
を
踏
襲
し
た
。
そ
の

う
え
で
、
彼
が
二
つ
の
重
大
な
点
に
お
い
て
、
こ
の
テ
ス
ト
を
み
た
さ
な
い
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
彼
が
承
認
し
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
彼
が
テ
レ
フ
ォ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
噂
な
ど
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
主
な
目
的
は
、
ニ
ュ
ー
ス
の

調
査
・
収
集
・
伝
播
で
は
な
く
、
広
告
お
よ
び
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
提
供
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
報
道
」
ま
し
て
や
「
調

査
報
道
」
を
考
慮
し
え
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
は
エ
ン
タ
ー
テ
ナ
ー
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
と
し
た
。
第
二
に
、
彼
は
、

事
実
を
選
択
的
に
み
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
出
来
事
の
強
調
あ
る
い
は
年
代
順
配
列
を
変
え
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
想
像
上
の
出
来
事
と
現
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実
の
格
差
を
埋
め
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
作
家
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
情
報
収
集
過
程
の
端
緒
に
お
い
て
情
報
を
伝
播
す
る

意
図
を
具
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
と
し（
４８
）

た
。
そ
し
て
、
最
後
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

要
す
る
に
、
我
々
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
保
護
を
主
張
す
る
個
人
が
（
１
）
調
査
報
道
に
携
わ
り
、（
２
）
ニ
ュ
ー
ス
を
収
集

し
、
そ
し
て
（
３
）
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
を
当
初
か
ら
有
す
る
、
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
併
存
す
る
こ
と
を
例
証
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
す（
４９
）

る
。

第
二
章

ア
メ
リ
カ
の
学
説
に
み
る
反
応

第
一
節

下
級
審
判
決
の
射
程

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
係
わ
る
こ
れ
ら
三
つ
の
ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
各
々
事
案
を
異

に
す
る
も
の
の
、
最
後
に
紹
介
し
たM

adden
判
決
が
さ
き
に
紹
介
し
たvon

B
u

low

判
決
お
よ
びS

h
oen

判
決
に
依
拠
す
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
判
決
の
異
同
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
判
決
の
特
質
を
正
確
に
捉
え
ら
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
学
説
に
は
、
こ
れ
ら
下
級
審
判
決
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
四
つ
の
原

則
を
抽
出
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、（
１
）
情
報
収
集
の
端
緒
に
お
い
て
、
公
衆
へ
情
報
を
伝
播
す
る
「
意
図
」
が
重
要
で
あ
る

こ
と
、（
２
）
調
査
報
道
に
携
わ
る
「
行
為
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、（
３
）
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
決
定
的

要
素
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
媒
体
」
あ
る
い
は
形
態
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
（
４
）
採
用
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

形
態
あ
る
い
は
伝
達
さ
れ
る
情
報
を
媒
介
す
る
媒
体
に
係
わ
り
な
く
、
個
人
に
よ
り
伝
播
さ
れ
た
作
品
あ
る
い
は
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
は
、

ニ
ュ
ー
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
で
あ（
５０
）

る
。
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便
宜
上
、
こ
の
分
類
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
判
決
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
要
素

と
し
て
、（
１
）
公
衆
へ
情
報
を
伝
播
す
る
意
図
を
要
求
し
、（
３
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
定
の
媒
体
を
問
わ
な
い
こ
と
は
、
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
本
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
適
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、（
２
）
調

査
報
道
に
係
わ
る
行
為
お
よ
び
（
４
）
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
調
査
報
道
に
係
わ
る
行
為
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ス

の
定
義
の
曖
昧（
５１
）

性
を
別
論
と
し
て
も
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
本
質
に
必
ず
し
も
適
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
く
わ
え
て
、M

adden

判
決
は
、（
４
）
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
と

い
う
要
素
に
つ
い
て
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
お
よ
び
（
誇
大
）
広
告
で
は
な
く
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
あ
る
い
は
中
立
的
傾
向
な

い
し
は
偏
向
な
き
内
容
を
具
え
る
ニ
ュ
ー
ス
を
要
求
し
、
さ
ら
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
事
実
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ（
５２
）

た
。

た
だ
、M

adden

判
決
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
の
事
案
と
し
て
認
定
さ
れ
た
さ
き
のvon

B
u

low

判
決
お
よ
び

S
h

oen

判
決
と
は
異
な
り
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
係
わ
る
情
報
の
事
案
と
し
て
認
定
さ
れ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、（
４
）
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
と
い
う
文
脈
に
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
さ
き
のvon

B
u

low

判
決
お
よ
びS

h
oen

判
決

がM
adden

判
決
の
い
う
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
係
わ
る
情
報
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
か
ら
排
除
す
る

も
の
と
は
、
一
義
的
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
ん
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
概
念
は
後
述
す
る
よ
う
に
非
常
に
曖

昧
な
概
念
で
あ
り
、
か
か
る
概
念
を
訴
訟
上
判
断
す
る
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
範
囲
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ス

の
概
念
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
本
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
依
拠
し
て
広
義
に
解
す
る
な
ら
ば
、

M
adden

判
決
に
係
わ
る
情
報
も
ニ
ュ
ー
ス
と
な
る
可
能
性
が
十
二
分
に
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ（
５３
）

る
。
ま
た
、
か
か
る
解
釈
で
は
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
に
所
属
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
係
わ
る
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
開
示
強
制
に
対
し
て
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
自
体
主
張
で
き
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
本
質
で
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あ
る
と
さ
れ
る
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
の
見
地
よ
り
、
か
か
る
解
釈
は
、
認
め
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
開
示
対
象
と

な
る
情
報
の
評
価
（
重
要
性
）
に
つ
い
て
は
、B

ran
zbu

rg

判
決
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
裁
判
官
の
三
要
件
テ
ス（
５４
）

ト
に
代
表
さ
れ
る
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
適
用
に
係
わ
る
テ
ス
ト
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
内
容
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、（
４
）
ニ
ュ
ー
ス
に

係
わ
る
情
報
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
は
、M

adden

判
決
の
如
く
狭
義
に
解
す
る
こ
と
な
く
、M

adden

判
決
に
い
う
と
こ
ろ
の
エ
ン

タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
係
わ
る
情
報
に
対
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
汎
く
認
め
る
こ
と
は
、
一
義
的
に
否
定

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

考
察
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
個
々
に
示

唆
し
て
き
た
よ
う
に
、
か
か
る
特
権
の
主
体
と
客
体
、
そ
し
て
定
量
性
と
定
性
性
の
視
点
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
の
問
題
と
し
て
は
、
定
量
性
に
係
わ
る
（
１
）「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」、
そ
し
て
定
性
性
に
係
わ

る
（
２
）「
調
査
報
道
に
係
わ
る
行
為
」、
お
よ
び
（
３
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
定
の
媒
体
を
問
わ
な
い
こ
と
、
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
他
方
、
客
体
の
問
題
と
し
て
は
、
定
性
性
に
つ
い
て
、（
４
）
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
、
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
の
規
模
お
よ
び
媒
体
の
形
態
、
そ
し
て
客
体
の
コ
ン
テ
ン

ツ
に
つ
い
て
、
か
か
る
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
要
素
と
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
か
か
る
特
権
の
主
体
お
よ
び
客

体
の
定
性
性
を
以
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
定
義
す
る
こ
と
に
つ
い
て
懐
疑
を
示
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
各
州
の
シ
ー
ル
ド
法

に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
の
勤
務
形
態
お
よ
び
客
体
の
コ
ン
テ
ン
ツ
な
ど
、
主
体
お
よ
び
客
体
の
定
性
的
峻
別
を
以
て

か
か
る
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
限
定
的
に
規
定
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
判
決
は
、
既
述
し
た
と
お

り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
（
１
）
主
体
の
定
量
性
と
と
も
に
（
２
）
そ
の
定
性
性
を
要
求
し
、
さ
ら
に
（
４
）
ニ
ュ
ー
ス
に
係

わ
る
情
報
と
い
う
客
体
の
定
性
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
か
る
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
規
定
す
る
。
た
だ
、
エ
ン
タ
ー
テ
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イ
メ
ン
ト
の
極
み
と
も
い
え
る
情
報
が
問
題
と
な
っ
たM

adden

判
決
で
は
、
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
が
問
題
と
な
っ
た
さ
き
の

von
B

u
low

判
決
お
よ
びS

h
oen

判
決
と
は
事
案
を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
お
よ
び
客
体
の
定
性

性
に
係
わ
る
判
断
基
準
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
裁
量
の
問
題
が
顕
在
化
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
裁
判
官
の
広
汎
な
裁
量
権

が
行
使
さ
れ
た
結
果
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
限
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

第
二
節

M
ad
d
en

テ
ス
ト
の
評
価

既
述
し
た
ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
判
決
の
射
程
を
ふ
ま
え
て
、
学
説
上
、M

adden

テ
ス
ト
に
つ
い
て
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

は
じ
め
に
、
修
正
第
一
条
お
よ
び
プ
レ
ス
の
自
由
の
見
地
よ
り
、M

adden

テ
ス
ト
を
支
持
し
う
る
点
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三
点
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、M

adden
テ
ス
ト
が
プ
レ
ス
の
属
性
（
客
体
の
定
性
性
）
を
勘
案
せ
ず
、
あ
る
い
は
組
織
的
な
プ
レ
ス
な

い
し
は
主
流
派
の
プ
レ
ス
の
構
成
員
に
保
護
を
限
定
せ
ず
、
非
主
流
派
の
プ
レ
ス
を
排
除
し
な
い
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権

の
本
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
の
見
地
よ
り
、
賢
明
な
判
断
で
あ
る
と
い（
５５
）

う
。
第
二
に
、M

adden

テ
ス
ト

が
非
伝
統
的
な
形
態
の
メ
デ
ィ
ア
を
排
除
し
な
い
こ
と
は
、
技
術
の
進
歩
に
よ
り
生
起
し
た
新
興
の
メ
デ
ィ
ア
を
排
除
し
な
い
こ
と
に

結
び
つ
く
こ
と
か
ら
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
の
見
地
よ
り
、
第
一
の
点
と
同
様
に
評
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、M

adden

テ

ス
ト
が
伝
播
さ
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
需
要
を
充
足
す
る
公
衆
の
規
模
、
そ
し
て
年
齢
・
職
業
・
性
別
な
ど
の
構
成
状
態
（
人
口
現
象
）

に
係
わ
る
統
計
に
つ
い
て
限
定
を
付
さ
な
い
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
が
調
査
報
道
に
関
し
て
社
会
の
特
定
の
領
域
（
こ
と

に
少
数
派
の
情
報
の
受
け
手
に
係
わ
る
問
題
）
を
対
象
と
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
支
持
さ
れ（
５６
）

る
。

こ
れ
ら
は
、M

adden

テ
ス
ト
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
の
定
性
性
を
要
件
と
し
な
い
点
を
支
持
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

他
方
、
と
く
に
「
調
査
報
道
」
お
よ
び
「
ニ
ュ
ー
ス
」
と
い
う
文
言
を
含
むM

adden

テ
ス
ト
を
実
際
に
適
用
す
る
見
地
よ
り
、
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同
テ
ス
ト
の
支
持
し
え
な
い
点
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、「
ニ
ュ
ー
ス
」
と
い
う
文
言
に
係
わ
る
定
義
上
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ス
（
客
体
﹇
情

報
﹈
の
定
性
性
）
と
い
う
曖
昧
模
糊
な
概
念
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の

問
題
を
解
決
可
能
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な（
５７
）

る
。M

adden

テ
ス
ト
は
ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
対
称
と
す
る
け
れ
ど

も
、「
ニ
ュ
ー
ス
」
は
、
時
代
に
伴
っ
て
変
遷
す
る
た
め
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
曖
昧
に
す（
５８
）

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ニ
ュ
ー
・
ニ
ュ
ー
ス
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
複
合
語
で

あ
る
イ
ン
フ
ォ
テ
イ
メ
ン
ト(in

fortain
m

en

（
５９
）

t)

を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
境
界
は
、
よ
り
一
層
交

錯
し
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
定
義
は
、
言
論
の
主
題
を
考
慮
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
表
現
内
容
に
向
け

ら
れ
た
規
制
を
構
成
し
よ（
６０
）

う
。
さ
ら
に
、「
ニ
ュ
ー
ス
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
文
言
（
概
念
）
は
、
情
報
の
送
り
手
がM

adden

テ
ス

ト
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
「
ニ
ュ
ー
ス
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
保
証
あ
る
い
は
明
確
な
認
識
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
言
論
活
動

が
窒
息
（
萎
縮
）
し
か
ね
な（
６１
）

い
と
し
て
、
そ
の
違
憲
性
を
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所C

oh
en

判
決
が
述
べ
た
よ

う
に
、「
あ
る
者
に
と
っ
て
の
下
品
な
言
葉
は
、
ほ
か
の
者
に
と
っ
て
は
抒
情
詩
で
あ（
６２
）

る
」
な
ら
ば
、「
あ
る
者
に
と
っ
て
の
ニ
ュ
ー
ス

は
、
ほ
か
の
者
に
と
っ
て
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン（
６３
）

ト
」
と
も
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ス
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
単
に
語

っ
た
こ
と
と
し
て
定
義
さ
れ
る
か
も
し
れ
な（
６４
）

い
。

第
二
に
、
定
義
上
の
表
層
の
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
公
衆
へ
情
報
を
伝
播
す

る
一
方
、
収
益
性
の
高
い
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
レ
ス
条
項
に
つ
い
て
の
政
府
の
解
釈
は
、
メ
デ
ィ

ア
の
編
集
上
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ス
・
メ
デ
ィ
ア
所
有
の
集
中
以
外
の
商
業
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
か
ら
、
現
実
的

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。M

adden

テ
ス
ト
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
、
特
定
の
媒
体
を
問
わ
な

ジャーナリストの概念
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い
こ
と
か
ら
、
か
か
る
現
実
に
適
合
す
る
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
を
要
求
す
る
こ
と
か
ら
、
自
己
統
治
民

主
主
義
に
お
け
る
特
別
な
機
能
に
仕
え
る
プ
レ
ス
の
特
定
の
形
態
の
み
を
保
護
す
る
と
い
う
理�

想�

的�

な�

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
を
提

供
し
て
い
る
か
も
し
れ
な（
６５
）

い
。

第
三
に
、
定
義
上
の
深
層
の
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
が
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
概
念
を
以
て
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
を
定
義
す
る
こ
と
の
問
題
は
、
善
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
悪
し
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
推
論
的
な
価
値
判
断
と
な
り
う

る
と
い（
６６
）

う
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
定
義
す
る
過
程
に
お
い
て
ニ
ュ
ー
ス
の
定
義
を
試
み
る
と
き
、
た
と
え

ば
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ア
ー
賞
を
授
与
さ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
け
を
保
護
す
る
と
い
う
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
非
常
に
偏
狭

な
定
義
を
も
た
ら
す
こ
と
と
の
な
き
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い（
６７
）

う
。
残
念
な
こ
と
に
、M

adden

テ
ス
ト
は
、
既
述
し
た

支
持
を
受
け
て
い
る
一
方
、
ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
い
う
漠
然
か
つ
常
に
変
遷
す
る
概
念
に
依
拠
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
概
念
を
決
す
る
広
汎
な
法
的
裁
量
を
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
と
な（
６８
）

る
。

そ
し
て
、M

adden

テ
ス
ト
に
対
す
る
こ
れ
ら
評
価
の
分
水
嶺
は
、
奇
し
く
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に

つ
い
て
の
主
体
と
客
体
の
位
相
、
お
よ
び
定
量
性
と
定
性
性
の
位
相
に
重
畳
す
る
こ
と
と
な
る
。
学
説
上
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権

の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
、
そ
の
主
体
の
定
量
性
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
主
体
の
定
性
性
を
限
定
し
な
い
点
が
支
持
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
他
方
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
の
定
性
性
を
限
定
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
批
判
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

学
説
に
み
る
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」

こ
の
よ
う
なM

adden

テ
ス
ト
の
評
価
を
ふ
ま
え
て
、
学
説
上
、
大
別
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を

広
義
に
捉
え
る
見
解
と
狭
義
に
捉
え
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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広
義
説
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
定
の
媒
体
に
基
づ
く
定
義
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
り
制
度
的
な
定
義
を
排
除
し
、
ま
た
ニ

ュ
ー
ス
な
ど
の
曖
昧
な
概
念
を
回
避
し
て
裁
判
官
の
裁
量
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
り
非
伝
統
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
強
く
保
護
す
る

広
汎
か
つ
機
能
的
な
定
義
を
主
張
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
要
素
と
し
て
、（
１
）
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
大
半
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
と
な
る
主
題
を
報
道
す
る
者
、
そ
し
て
（
２
）
情
報
の
受
領
前
に
か
か
る
主
題
に
係
わ
る

情
報
を
伝
播
す
る
意
図
、（
３
）「
情
報
お
よ
び
意
見
の
媒
体
を
提
供
す
る
あ
ら
ゆ
る
公
表
」
に
よ
り
、（
４
）
噂
、
風
刺
、
嘲
笑
、
あ

る
い
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
要
素
と
同
様
に
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
い
う
形
態
を
利
用
す
る
公
表
を
含
む
こ
と
、
を
求
め（
６９
）

る
。

反
対
に
、
狭
義
説
は
、M

adden

テ
ス
ト
に
新
た
な
第
四
の
要
件
を
付
加
し
た
衡
量
に
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン

デ
ィ
ン
グ
を
狭
義
に
捉
え
る
。
そ
の
要
件
と
は
、
情
報
の
受
け
手
の
政
治
的
、
経
済
的
、
あ
る
い
は
法
的
決
定
に
お
い
て
重
要
と
な
る

調
査
報
道
で
あ
る
。
か
か
る
要
件
は
、
開
示
強
制
を
請
求
す
る
者
に
と
っ
て
の
開
示
の
必
要
性
か
ら
読
者
に
お
け
る
調
査
報
道
の
重
要

性
へ
、
裁
判
所
の
審
理
を
移
行
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
移
行
に
よ
り
、
新
た
な
第
四
の
要
件
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権

の
本
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
を
支
持
す
る
公
序
原
理
と
裁
判
所
を
直
面
さ
せ
る
こ
と
と
な
ろ（
７０
）

う
。
そ
し
て
、

裁
判
所
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
今
日
直
面
す
る
ニ
ュ
ー
ス
の
性
質
と
経
済
的
現
実
（
定
義
上
の
表
層
の
ジ
レ
ン
マ
）
を
無
視
す
る
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
る
な
ら
ば
、
教
育
哲
学
者
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
マ
イ
ク
ル
ジ
ョ
ン
教
授
の
提
唱
し
た
言
論
の
自
由
の
強
力
な
目
的

に
準
え
て
、
公
衆
を
賢
明
な
投
票
（
決
定
）
へ
導
く
情
報
の
提
供
者
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
狭
義
に
定
義
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
幾
分
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
自
己
統
治
民
主
主
義
に
お
け
る
プ
レ
ス
の
高
尚
な
目
的
で
あ
る
調
査
報
道
と
い
う
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
真
の
職
務
の
活
力
と
な
り
う
る
と
い（
７１
）

う
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
見
解
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
広
義
説
に
つ
い
て
は
、
公
衆
へ
の

情
報
の
自
由
な
流
通
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
本
質
を
重
視
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
の
定
性
性
に
対
す
る
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要
求
を
極
力
抑
制
し
、
主
体
お
よ
び
客
体
の
定
量
性
を
要
求
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
か
ら
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
適
う
こ

と
と
な
ろ
う
。
他
方
、
狭
義
説
に
つ
い
て
は
、
情
報
の
受
け
手
の
政
治
的
決
定
な
ど
に
お
い
て
重
要
と
な
る
調
査
報
道
と
い
う
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
の
定
性
性
に
つ
い
て
厳
格
な
条
件
を
充
足
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
み
を
保
護
す
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
ま
さ
し
く
危
惧
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
合
衆
国
最
高
裁
判

所
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
に
つ
い
て
、
媒
体
の
形
態
に
係
わ
る
危
惧
と
と
も
に
、
ま
さ
し
く
情
報
の
定
性
性
を
問
う
こ

と
を
危
惧
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
狭
義
説
が
標
榜
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
真
の
職
務
の
追
求
に
つ
い
て
は
、
た

と
え
そ
れ
が
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
希
求
さ
れ
る
も
の
と
し
て
も
、
そ
れ
に
伴
い
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
義
務
を
招
来
す
る
虞
に
つ

い
て
、
少
な
く
と
も
顧
慮
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
。

第
三
章

ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
位
相

第
一
節

位
相
と
そ
の
背
景

M
adden

判
決
が
明
示
し
た
位
相
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
の
定
性
性
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ

イ
メ
ン
ト
の
峻
別
に
懐
疑
が
あ
る
こ
と
を
既
述
し
た
。
さ
ら
な
る
積
極
的
懐
疑
と
し
て
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
と
の
せ
め
ぎ
合
い
に
よ
っ
て
新
た
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
醸
成
す
る
活
力
と
も
な
り
う
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き（
７２
）

る
。
し
か

し
な
が
ら
、
か
か
る
位
相
の
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
究
す
る
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
の
定
性
性
を
以
て
か
か
る

特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
定
義
す
る
州
の
シ
ー
ル
ド
法
に
つ
い
て
の
検
討
同
様
、
解
決
を
み
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
双
方
が
峻

別
不
可
能
な
定
性
性
に
よ
る
峻
別
に
依
拠
す
る
こ
と
か
ら
、
か
か
る
位
相
自
体
、
規
範
的
意
味
を
も
ち
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で

あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
つ
つ
も
、
か
か
る
位
相
が
採
用
さ
れ
る
背
景
は
、
情
報
の
受
け
手
に
と
っ
て
の
情
報
の

価
値
に
対
す
る
考
慮
と
い
う
既
述
し
た
定
義
上
の
深
層
の
ジ
レ
ン
マ
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に

対
し
て
特
権
が
付
与
さ
れ
る
の
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
情
報
の
自
由
な
流
通
に
お
い
て
主
体
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

以
上
に
、
情
報
の
受
け
手
の
利
益
に
適
う
と
い
う
従
属
的
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る

情
報
の
受
け
手
の
利
益
と
は
、
言
論
の
自
由
の
原
理
論
に
徴
す
る
な
ら
ば
、
自
己
統
治
の
原
理
で
あ
ろ（
７３
）

う
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
有
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
は
、
言
論
の
自
由
の
原
理
を
支
え
て
い
る
政
治
情
報
を
は
じ
め
と
す

る
公
共
情
報
を
伝
播
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
情
報
の
定
性
性
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
政
治
的
言
論
と
営
利
的
言
論
、

そ
し
て
公
共
情
報
と
私
的
情
報
と
い
う
峻
別
と
も
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
情
報
の
定
性
性
に
お
い
て
、

ニ
ュ
ー
ス
を
保
護
し
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
保
護
し
な
い
こ
と
は
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
資
す
る
存
在
と
し
て
の
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
保
護
（
特
権
）
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
公
共
情
報
の
保
護
（
特
権
）
と
も
な
ろ
う
。
こ
こ
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

（
の
保
護
）
と
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
（
の
保
護
）
の
齟
齬
を
生
む
要
因
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
特
権
は
、
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
だ
け
が
保
護
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、M

adden

テ
ス

ト
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
か
か
る
特
権
の
間
口
を
不
当
に
も
狭
め
る
こ
と
と
な
り
、
本
来
保
護

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
、
ソ
ー
ス
の
身
許
に
係
わ
る
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
ま
で
も
が
保
護
を
全
く
受
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
本
質
が
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
あ
る
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情

報
を
以
て
か
か
る
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
背
理
を
き
た
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
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第
二
節

公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
本
質
が
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
あ
る
な
ら
ば
、von

B
u

low

判
決
が
判
示
し
た
よ
う
に
、

「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
を
以
て
、
か
か
る
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
同
判
決
を
敷

衍
す
るS

h
oen

判
決
が
判
示
し
た
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
は
、
そ
の
体
裁
に
依
存
し
て
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内

実
に
依
拠
し
て
定
義
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
と
い
う
、M

adden

判
決
が
明
示
し
た

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
（
情
報
）
の
定
性
的
な
判
断
で
は
な
く
、
定
量
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
の
定
性
的
な
判
断
が
表
現
（
情
報
）
内
容
に
基
づ
く
規
制
と
い
う
意
味
を
も
つ
だ
け
で
は
な
く
、
情
報
の
受
け

手
に
お
い
て
も
知
る
権
利
を
制
約
す
る
虞
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
の
見
地
よ
り
、
か
か
る
情
報

に
は
、
公
共
情
報
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
数
多
の
情
報
も
含
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
メ
デ
ィ
ア
が
構
成
さ
れ
た

も
の
と
す
る
社
会
（
的
）
構
成
主
義
に
よ
る
な
ら
ば
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
表
現
内
容
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
自
身
に
よ
っ
て
専
ら
決
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
定
程
度
、
情
報
の
受
け
手
の
需
要
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
か
か
る
見
地
は
、
既
述
し
た
経

済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
定
義
上
の
表
層
の
ジ
レ
ン
マ
）
に
基
づ
い
て
、
私
企
業
と
し
て
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
経
営
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
も
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
保
護
と
は
、
そ
の
情
報
（
コ
ン
テ
ン
ツ
）
に
専
ら
着
目
し
た
保
護

を
以
て
足
り
る
の
で
は
な
く
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
全
体
を
視
野
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
え

よ
う
。
さ
ら
に
、
メ
デ
ィ
ア
論
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
見
地
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
読
み
解
く
能
力
が

情
報
の
受
け
手
に
対
し
て
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
（
７４
）

る
。
す
な
わ
ち
、
公
衆
一
般
の
か
か
る
能
力
を
真
に
養
成
す
る
に
は
、
専
ら
情
報
の

受
け
手
で
あ
っ
た
公
衆
一
般
が
受
け
手
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
情
報
の
送
り
手
と
し
て
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
こ

と
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
規
範
的
に
捉
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
情
報
の
送
り
手
と
受
け
手

論 説

（阪大法学）５４（４―９６）１０５２〔２００４．１１〕



の
互
換
的
な
立
場
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
い
う
特
定
の
ク
ラ
ス
の
み

を
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
は
、
か
か
る
要
請
と
の
背
理
を
き
た
す
こ
と
と
な
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
の
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
と

い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
問
題
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
も
う
に
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
本
質
が
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
あ
る
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

と
い
う
か
か
る
特
権
の
い
わ
ば
間
口
の
問
題
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
非
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、
調
査
報
道
に
携
わ
る

行
為
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
と
い
う
か
か
る
特
権
の
主
体
お
よ
び
客
体
の
定
性
性
の
要
素
を
以
て
、
積
極
的
に
峻
別
す
る
必

要
性
が
ど
れ
ほ
ど
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
出
口
の
問
題
と
し
て
、
開
示
強
制
の
必
要
性
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
対
す
る
萎
縮
的

効
果
の
利
益
衡
量
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
合
衆
国
最
高
裁
判
所B

ran
zbu

rg

判
決
の
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
裁
判
官
の
三
要
件
テ
ス
ト
に
よ

り
衡
量
す
る
こ
と
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
適
用
に
お
け
る
妥
当
な
手
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
特
権
に
つ
い
て
の
か
か
る
理
解
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
広
汎
な
も
の
と
な
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

と
公
衆
一
般
の
積
極
的
な
峻
別
の
否
定
を
帰
結
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
イ
ン
フ
レ
化
を
懸
念
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
公
衆
へ
情
報
を
伝
播
す
る
意
図
と
い
う
定
量
的
な
判
断
お
よ
び
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
適
用
に
お
け
る
テ
ス
ト
に
よ

り
、
イ
ン
フ
レ
化
の
懸
念
は
解
消
さ
れ
よ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
特
権
の
本
質
で

あ
る
と
さ
れ
る
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
調
査
報
道
に
携
わ
る
行
為
と
い
う
か
か
る
特
権
の
主
体
の
定
性
性

で
は
な
く
、
公
衆
へ
情
報
を
伝
播
す
る
意
図
と
い
う
定
量
性
、
さ
ら
に
は
ニ
ュ
ー
ス
に
係
わ
る
情
報
と
い
う
か
か
る
特
権
の
客
体
の
定

性
性
で
は
な
く
、
特
定
の
媒
体
を
要
求
し
な
い
と
い
う
定
量
性
、
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
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む

す

び

日
本
法
は
、
事
実
を
超
え
て
、
意
見
に
つ
い
て
も
報
道
（
表
現
）
の
自
由
を
承
認
し
て
き
た
歴
史
を
も（
７５
）

つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本

に
お
い
て
、M

adden

テ
ス
ト
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
に
つ
い
て
情
報
の
定
性
性
に
係
わ
る
峻
別
を
明
示
す
る
視
点
は
、

こ
れ
ま
で
提
起
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、M

adden

テ
ス
ト
は
、
日
本
法
に
お
け
る
新
た
な
視

点
の
提
示
で
あ
っ
た
。M

adden

テ
ス
ト
が
提
示
し
た
ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
い
う
情
報
の
定
性
性
に
つ
い
て
の
位
相

は
、
表
現
の
自
由
の
（
享
有
）
主
体
の
問
題
に
お
い
て
、
表
現
の
自
由
な
い
し
は
報
道
（
取
材
）
の
自
由
だ
け
で
は
な
く
、
知
る
権
利

を
も
構
成
要
素
と
す
る
取
材
源
秘
匿
権
の
問
題
性
、
表
現
の
自
由
に
お
け
る
享
有
主
体
間
の
不
平
等
性
、
プ
レ
ス
の
特
権
論
と
い
う
表

現
の
自
由
の
原
理
論
と
の
齟
齬
の
端
緒
、
そ
し
て
人
権
理
論
、
と
い
う
問
題
を
改
め
て
提
起
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
表
現
の
自

由
の
客
体
（
対
象
）
の
問
題
と
し
て
は
、
情
報
の
定
性
性
に
基
づ
く
峻
別
に
関
し
て
、
政
治
的
表
現
と
非
政
治
的
（
営
利
的
）
表
現
、

そ
し
て
公
共
情
報
と
私
的
情
報
、
に
係
わ
る
峻
別
の
問
題
性
に
再
び
光
を
あ
て
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
立
場
で
は
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
を
本
質
と
す
る
と
さ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
が
客
体
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
か
る
特
権
の
主
体
が
客
体
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
視
点
よ
り
、
か
か
る
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を

捉
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
冒
頭
の
問
い
に
答
え
る
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
必
須
要

素
と
し
な
い
こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、M

adden

判
決
の
如
き
事
案
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
必
ず
し
も
「
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
公
衆
へ
情
報
を
伝
播
す
る
意
図
を
有
す
る
公
衆
一
般
に
汎
く
享
有
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
（
取
材
源
秘
匿
権
）
の
拡
大
的
解
消
と
も
い
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
公
衆
へ
の

論 説
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情
報
の
自
由
な
流
通
を
以
て
、
開
示
強
制
か
ら
の
保
護
を
本
質
と
す
る
取
材
源
秘
匿
権
（
な
い
し
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
）
と
い

う
特
定
の
ク
ラ
ス
を
指
し
示
す
名
称
自
体
、
再
考
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
）

便
宜
上
、
本
稿
に
い
う
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」(jou

rn
alist)

と
は
、
日
本
に
お
い
て
「
記
者
」
な
ど
を
含
み
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て“reporter”

お
よ
び“n

ew
sm

an
”

な
ど
を
包
含
す
る
。

（
２
）

奥
平
康
弘
「
な
ぜ
『
表
現
の
自
由
』
か
―
―
『
体
制
内
化
』
の
懸
念
払
拭
の
た
め
の
再
考
を
」
新
聞
研
究
六
〇
六
号
一
〇
、
一
一
頁

（
二
〇
〇
二
年
）。

（
３
）

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
�
人
権
各
論
（
１
）〔
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
八
四
―
三
〇
一
頁
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
〔
第
三

版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
七
年
）
五
三
八
―
五
四
〇
頁
、
松
井
茂
記
『
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
法
入
門
〔
第
３
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇

三
年
）
二
〇
三
―
二
一
一
頁
、
な
ど
。
た
だ
し
、
判
例
は
、
憲
法
上
の
取
材
源
秘
匿
権
を
認
め
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
最
大
決
昭
和
四
四

年
一
一
月
二
六
日
刑
集
二
三
巻
一
一
号
一
四
九
〇
頁
（
一
九
六
九
年
）、
札
幌
高
決
昭
和
五
四
年
八
月
三
一
日
判
時
九
三
七
号
一
六
頁
（
一

九
七
八
年
）
参
照
。
な
お
、
國
學
院
大
學
映
画
研
究
会
の
映
画
フ
ィ
ル
ム
に
対
す
る
差
し
押
さ
え
に
つ
い
て
、
比
較
衡
量
に
よ
り
違
法
と
し

た
決
定
。
最
決
昭
和
四
四
年
三
月
一
八
日
刑
集
二
三
巻
三
号
一
五
三
頁
（
一
九
六
九
年
）
参
照
。

（
４
）

S
ee

C
lay

C
alvert,A

n
d

Y
ou

C
all

Y
ou

rself
a

J
ou

rn
alist?

:
W

restlin
g

W
ith

a
D

efin
ition

of
”J

ou
rn

alist”
in

th
e

L
aw

,

103
D

ick.L
.R

ev.411
(1999),411-412

&
n

4.

佐
藤
幸
治
「
表
現
の
自
由
と
取
材
の
権
利
」
公
法
研
究
三
四
号
一
二
六
、
一
三
七
頁

（
一
九
七
二
年
）。

（
５
）

S
ee

also
L

E
E

C
.B

O
L

L
IN

G
E

R ,IM
A

R
G

E
O

F
A

F
R

E
E

P
R

E
S

S ,1
(1991).

（
６
）

ア
メ
リ
カ
の
判
例
お
よ
び
州
の
シ
ー
ル
ド
法
な
ど
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
法
情
況
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
邦
語
文
献
を

参
照
。
前
田
正
義
「
い
わ
ゆ
る
取
材
源
秘
匿
権
に
お
け
る
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護
」
阪
大
法
学
五
三
巻
二
号
七
八
―
八
五

頁
（
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
た
と
え
ば
、B

ran
zbu

rg

判
決
以
降
の
下
級
審
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を

承
認
し
た
判
決
。R

iley
v.C

ity
of

C
h

ester,612
F

.2
d

708
(3

d
C

ir.1979).

刑
事
訴
訟
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
承
認

し
た
判
決
。U

n
ited

S
tates

v.C
u

th
bertson

,630
F

.2
d

139
(3

d
C

ir.1980).

た
だ
し
、
つ
ぎ
の
判
決
を
参
照
。「
一
般
的
に
適
用
可

能
な
法
は
、
プ
レ
ス
に
対
し
て
付
随
的
効
果
を
有
す
る
法
の
執
行
と
い
う
理
由
の
み
を
以
て
、
修
正
第
一
条
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
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し
た
判
決
。C

oh
en

v.C
ow

les
M

edia
C

o.,501
U

.S
.663,669

(1991).

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
他
の
公
衆
と
同
じ
法
的
基
準
の
対
象
で

あ
る
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
児
童
ポ
ル
ノ
の
入
手
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
調
査
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
対
し
て
、
児
童

ポ
ル
ノ
の
受
信
お
よ
び
送
信
を
禁
止
す
る
連
邦
法
の
適
用
可
能
性
を
認
め
た
判
決
。U

n
ited

S
tates

v.M
ath

ew
s,11

F
.S

u
pp.2

d
656,

660
―64

(D
.M

d.1998).
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
法
以
外
の
外
国
法
に
つ
い
て
は
、
邦
語
文
献
と
し
て
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
。
ド
イ
ツ
法
に

つ
い
て
、
上
口
裕
『
刑
事
司
法
に
お
け
る
取
材
・
報
道
の
自
由
』（
成
文
堂
、
一
九
八
九
年
）
一
〇
七
頁
―
二
四
三
頁
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
つ

い
て
、
大
石
泰
彦
『
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
法
』（
現
代
人
文
社
、
一
九
九
九
年
）。
諸
外
国
の
法
に
つ
い
て
、
パ
ト
リ
シ
ア
・
ウ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
／
橋
本
正
邦
監
訳
「
情
報
源
の
保
護
（
上
）」
新
聞
研
究
四
五
〇
号
四
七
頁
（
一
九
八
九
年
）、
同
「
情
報
源
の
保
護
（
下
）」
新

聞
研
究
四
五
一
号
五
五
頁
（
一
九
八
九
年
）。

（
７
）

von
B

u
low

v.von
B

u
low

,811
F

.2
d

136
(2

d
C

ir.1987).

（
８
）

In
R

e
M

adden
,151

F
.3

d
125

(3
d

C
ir.1998).

（
９
）

前
田
・
前
掲
注
（
６
）
七
八
―
八
五
頁
参
照
。

（
１０
）

B
ran

zbu
rg

v.H
ayes,408

U
.S

.665
(1972).

合
衆
国
最
高
裁
判
所
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
裁
判
官
は
、「
憲
法
の
目
的
は
、
プ
レ
ス

を
特
権
制
度
に
昇
格
す
る
の
で
は
な
く
、
人
々
が
プ
レ
ス
と
同
様
に
行
使
す
る
で
あ
ろ
う
プ
レ
ス
の
印
刷
の
権
利
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の

人
々
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
プ
レ
ス
条
項
の
限
定
解
釈
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
た
。P

en
n

ekam
p

v.F
lorida,328

U
.

S
.331,364

(1946)
(F

ran
kfu

rter,J.,con
cu

rrin
g).

ま
た
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
証
拠
上
の
特
権
が
「
公
衆
が
す
べ
て
の

人
の
証
拠
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
我
々
の
法
理
の
基
本
原
理
に
反
す
る
」
と
し
て
、
憲
法
上
の
特
権
の
創
造
に
熱
意
を
示
し
て
い

な
い
と
し
た
。U

n
ited

S
tates

v.B
ryan

,339
U

.S
.323,331,(1950).S

ee
also

H
erbert

v.L
an

do,441
U

.S
.153,175

(1979).

そ
し
て
、
絶
対
的
な
大
統
領
特
権
の
却
下
に
お
い
て
、「
す
べ
て
の
人
の
証
拠
を
要
求
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
〔
証
拠
上
の
特
権
〕

の
例
外
は
、
そ
れ
ら
〔
証
拠
上
の
特
権
〕
が
真
理
の
探
究
を
低
下
さ
せ
る
た
め
、
安
易
に
創
造
あ
る
い
は
拡
張
解
釈
さ
れ
な
い
」
と
し
た
判

決
。
以
下
、〔

〕
内
は
筆
者
に
よ
る
。U

n
ited

S
tates

v.N
ixon

,418
U

.S
.683,710,(1974).

（
１１
）

B
ran

zbu
rg,408

U
.S

.at
703

―705.

引
用
さ
れ
た
判
例
な
ど
の
表
記
は
省
略
し
た
。

（
１２
）

K
raig

L
.

B
aker,

A
re

O
liver

S
ton

e
an

d
T

om
C

lan
cy

J
ou

rn
alists?

D
eterm

in
in

g
W

h
o

H
as

S
tan

d
in

g
to

C
laim

th
e
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J
ou

rn
alist’s

P
rivilege,69

W
ash

.L
.R

ev.739,752
(1994).

（
１３
）

S
u

pra
n

ote
4,at

416.

な
お
、
本
稿
で
は
、
日
本
法
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
の
問
題
を
と
り
あ
げ

る
こ
と
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル
・
デ
バ
イ
ド
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
。

（
１４
）

C
olu

m
bia

B
roadcastin

g
S

ystem
v.D

em
ocratic

N
ation

alC
om

m
ittee,412

U
.S

.94,124

―125
(1973).

（
１５
）

M
aiam

iH
erald

P
u

blish
in

g
C

o.,v.T
orn

illo,418
U

.S
.241,256

(1974).

（
１６
）

F
irst

N
ation

alB
an

k
ofB

oston
v.B

ellotti,435
U

.S
.765,801

(1978)(B
u

rger,C
.J.,con

cu
rrin

g).

（
１７
）

Id
.

（
１８
）

S
u

pra
n

ote
4,at

411.

（
１９
）

A
L

A
S

K
A

S
T

A
T .09.25.390

(4)(M
ich

ie
1998).

（
２０
）

O
K

L
A .S

T
A

T .
T

IT .12.2506
(7)(1997).S

ee
also

L
A .R

E
V .S

T
A

T .A
N

N
.45

:1451
(W

est
1997).

（
２１
）

735
IL

L .C
O

M
P .S

T
A

T .A
N

N
.5

/8

―902
(W

est
1998).

（
２２
）

D
E

L .C
O

D
E

A
N

N
.

T
IT .10,4320

(3)(a)(1998).

（
２３
）

S
u

pra
n

ote
4,at

448.

（
２４
）

R
.I.G

E
N

L
A

W
S

9.19.1

―2
(1997).

（
２５
）

S
ee

U
.S

.C
O

N
S

T .
A

M
E

N
D

.X
IV

;
G

itlow
v.N

ew
Y

ork,268
U

.S
.652,666

(1925).

（
２６
）

N
.Y

.C
IV .R

IG
H

T
S

L
A

W
79

―h
.

著
者
は
同
法
に
い
う
「
職
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
で
は
な
い
と
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
否
定
し
た
判
決
。P

eople
v.L

eG
ran

d,415
N

.Y
.S

.2
d

252
(2

d
D

ep’t
1979).

（
２７
）

S
u

pra
n

ote
4,at

449.

（
２８
）

42
P

A .C
O

N
S .S

T
A

T .A
N

N
.5942

(a)(W
est

1998).

（
２９
）

S
u

pra
n

ote
4,at

448.

（
３０
）

こ
の
ほ
か
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
争
点
と
し
た
つ
ぎ
の
判
決
を
参
照
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
フ
ィ
ル
ム

制
作
者
に
対
す
る
開
示
強
制
つ
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
問
題
に
つ
い
て
明
言
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、「
本
件
に
お
け
る
彼

の
任
務
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
フ
ィ
ル
ム
の
準
備
に
利
用
す
る
た
め
の
調
査
報
道
を
な
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
…
…
少
な
く
と
も
、
彼
の

ジャーナリストの概念
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意
図
が
該
フ
ィ
ル
ム
の
準
備
に
調
査
報
道
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
う
余
地
が
な
い
」
と
判
示
し
た
こ
と
か
ら
、
公
衆
へ
情

報
を
伝
播
す
る
た
め
の
情
報
収
集
の
端
緒
に
お
け
る
意
図
と
い
う
概
念
の
先
駆
け
と
な
っ
た
判
決
。S

ilkw
ood

v.K
err-M

cG
ee,563

F
.2

d
433,436

―437
(10

th
C

ir.1977);
see

also
von

B
u

low
,811

F
.2

d
at

146.

技
術
出
版
物
お
よ
び
職
業
的
な
研
究
書
の
著
者
に
つ

い
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
伝
統
的
教
義
が
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
記
者
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ

ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
た
判
決
。A

picella
v.M

cN
eilL

ab.In
c.,66

F
.R

.D
.78

(E
.D

.N
.Y

.1975).

学
術
研
究
者
に
証
拠
上
の
特
権
を
認

め
た
判
決
。C

u
su

m
an

o
v.M

icrosoft
C

orp.,162
F

.3
d

708,714

―715
(1

st
C

ir.1998).

（
３１
）

von
B

u
low

,811
F

.2
d

at
138.

ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
が
開
示
強
制
の
対
象
と
な
っ
た
本
件
で
は
、
弁
護
士
お
よ
び
研
究

者
の
証
拠
上
の
特
権
が
併
せ
て
主
張
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
否
認
さ
れ
た
。
本
件
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特

権
の
享
有
主
体
お
よ
び
客
体
双
方
の
限
界
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
３２
）

Id
.at

142

―143.

（
３３
）

Id
.at

142.

（
３４
）

Id
.at

142

―3.

（
３５
）

Id
.at

146.

（
３６
）

Id
.at

144.

（
３７
）

B
ran

zbu
rg,408

U
.S

.at
705.

（
３８
）

von
B

u
low

,811
F

.2
d

at
144

―5.

（
３９
）

S
ee

L
ovellv.C

ity
ofG

riffin
,303

U
.S

.444,452
(1938).

（
４０
）

Id
.at

457.

（
４１
）

von
B

u
low

,811
F

.2
d

at
145

―146.

（
４２
）

S
h

oen
v.S

h
oen

,5
F

.3
d

1289,1290

―1293
(1993).

本
判
決
に
は
、
憲
法
判
断
を
回
避
し
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
を
根
拠
と
し
て

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
承
認
し
た
同
調
意
見
が
付
さ
れ
た
。Id

.at
1298

―1302
(K

lein
feld,J.,con

cu
rrin

g).

（
４３
）

Id
.at

1293.

（
４４
）

Id
.

論 説
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（
４５
）

S
u

pra
n

ote
4,at

24.

（
４６
）

T
itan

S
ports

In
c.v.T

u
rn

er
B

roadcastin
g

S
ystem

s,In
c.,981

F
.S

u
pp.65

(D
.C

on
n

.).
（
４７
）

In
re

M
adden

,151
F

.3
d

at
125.

証
人
は
、
連
邦
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
主
張
し
た
。Id

.
（
４８
）

Id
.at

130.

（
４９
）

Id
.

（
５０
）

S
u

pra
n

ote
4,at

430

―431.

（
５１
）

S
ee

D
an

iel
A

.
S

w
atw

ou
t,

C
ase

C
om

m
en

t
:

In
R

e
M

ad
d

en
:

T
h

e
T

h
reat

to
th

e
N

ew
J

ou
rn

alism
,

O
h

io
S

t.
L

.J.

1589,1599

―1600
(1999).

（
５２
）

S
u

pra
n

ote
4,at

427

―430.

な
お
、
プ
ロ
レ
ス
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
認
定
し
たM

adden

判
決
を
批
判
す
る
見
解
。S

ee

su
pra

n
ote

51,at
1605

―1606.

（
５３
）

M
adden

判
決
の
前
審
は
、von

B
u

low

判
決
の
テ
ス
ト
に
依
拠
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
た
。

S
ee

T
itan

S
ports,In

c.,v.T
u

rn
er

B
road.S

ys.,In
c.,967

F
.S

u
pp.142,145

(W
.D

.P
a.1997).

（
５４
）

B
ran

zbu
rg,408

U
.S

.at
733

―735
(S

tew
art,J.,dissen

tin
g).

（
５５
）

S
u

pra
n

ote
4,at

435.

（
５６
）

Id
.at

436.

（
５７
）

Id
.at

426.

（
５８
）

Id
.at

436.

広
告
は
、
し
ば
し
ば
公
衆
へ
伝
播
さ
れ
る
情
報
で
み
た
さ
れ
、
ま
た
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
は
、
テ
レ
ビ
・
ニ
ュ
ー
ス
番

組
の
急
増
が
今
日
例
証
す
る
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ス
を
し
ば
し
ば
不
鮮
明
に
す
る
と
い
う
。Id

.at
429.

（
５９
）

S
ee

id
.at

416
;

su
pra

n
ote

51,at
1589

―1590.

（
６０
）

S
ee

G
rosjean

v.A
m

erican
P

ress
C

o.,297
U

.S
.233

(1936).

（
６１
）

S
u

pra
n

ote
4,at

438.

（
６２
）

C
oh

en
v.C

aliforn
ia,403

U
.S

.15,25
(1971).

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
裁
判
官
が
、
わ
い
せ
つ
に
つ
い
て
、「
定

義
不
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
定
義
を
試
み
て
き
て
い
る
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
定
義
す
る
と
い
う
厄
介
な
仕

ジャーナリストの概念
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事
に
も
あ
て
は
ま
ろ
う
。Jacobellis

v.O
h

io,378
U

.S
.184,197

(1964)(S
tew

art,J.,con
cu

rrin
g).

（
６３
）

S
u

pra
n

ote
4,at

437.
（
６４
）

Id
.at

439.
（
６５
）

Id
.at

439

―440.

（
６６
）

Id
.at

440.

（
６７
）

Id
.at

442.

（
６８
）

Id
.at

450
―451.

（
６９
）

S
u

pra
n

ote
51,at

1619.

ま
た
、M

adden

テ
ス
ト
を
維
持
し
つ
つ
、
証
明
責
任
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン

デ
ィ
ン
グ
を
主
張
す
る
側
か
ら
開
示
強
制
を
請
求
す
る
側
へ
の
転
換
を
示
唆
す
る
も
の
。S

u
pra

n
ote

4,at
445.C

f.P
h

iladelph
ia

N
ew

spapers,In
c.v.H

epps,475
U

.S
.767

(1986).

（
７０
）

S
u

pra
n

ote
4,at

444
―445.

（
７１
）

Id
.at

450

―451.S
ee

A
L

E
X

A
N

D
E

R
M

E
IK

L
E

JO
H

N
,P

O
L

IT
IC

A
L

F
R

E
E

D
O

M
(O

xford
U

n
iv.

P
ress,

1955)
(first

appearerd

as
F

R
E

E
S

P
E

E
C

H
A

N
D

IT
S

R
E

L
A

T
IO

N
T

O
S

E
L

F

―G
O

V
E

R
M

E
N

T
:

H
arper

&
R

ow
,1948).

（
７２
）

こ
の
こ
と
は
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
主
体
的
な
意
識
活
動
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
周
縁
に
宿
る
」
と
い
う
仮
説
と
も
通
底
し
よ
う
。

林
香
里
『
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
周
縁
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
核
心
』（
新
曜
社
、
二
〇
〇
二
年
）
三
八
一
―
三
八
六
頁
参
照
。

（
７３
）

H
arbert

J.G
an

s,
W

h
at

C
an

J
ou

rn
alists

A
ctu

ally
D

o
for

A
m

erican
D

em
ocracy?

,
H

arv.
In

t’l
J.

P
ress

/P
ol.,

F
all

1998,6,9.

（
７４
）

邦
語
文
献
と
し
て
、
菅
谷
明
子
『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
�
頁
、
奥
平
康
弘
・
宮
台
真
司
『
憲
法
対

論
―
―
転
換
期
を
生
き
抜
く
力
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
）
七
二
―
七
三
頁
〔
奥
平
発
言
〕
参
照
。

（
７５
）

芦
部
・
前
掲
書
注
（
３
）
二
八
四
―
二
八
六
頁
。
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