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概
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判
例
法
理
の
受
止
め
方

は
じ
め
に

　

合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
は
表
現
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
が
、
こ
の
自
由
が
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
お
け
る
生
徒
（
本
論
文
で
は
、
主

と
し
て
高
校
生
を
対
象
に
、
小
・
中
学
生
を
わ
ず
か
に
含
み
、
大
学
生
は
含
ま
れ
な
い
。
更
に
、
公
立
学
校
の
生
徒
を
対
象
に
、
私
立
学
校
の
問

題
は
含
ま
れ
て
い
な
い
）
に
も
及
ん
で
い
く
の
か
、
議
論
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
九
六
九
年
の
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
合
衆
国
最

高
裁
判
決
（
1
）に
お
い
て
、「
生
徒
は
、
校
門
の
と
こ
ろ
で
表
現
の
自
由
を
捨
て
去
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
有
名
な
フ
レ
イ
ズ
に
よ
っ

て
、
生
徒
に
も
表
現
の
自
由
へ
の
憲
法
上
の
保
護
が
及
ぶ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
2
）。
も
っ
と
も
、
そ
の
内
容
・
範
囲
に
つ
い
て
は
、
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一
般
社
会
に
お
け
る
成
人
と
必
ず
し
も
同
等
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
い
か
な
る
表
現
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ど
こ
ま
で
保
障
さ

れ
る
の
か
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
以
降
、
具
体
的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
3
）。

　

こ
の
具
体
的
検
討
に
あ
た
り
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で
示
さ
れ
た
方
向
性
は
、
生
徒
に
表
現
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ

る
の
で
、
そ
の
制
約
は
表
現
の
濫
用
等
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
点
の
証
明
は
規
制
を
行
う
学
校
側
が
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
生
徒
の
具
体
的
な
表
現
が
「
教
育
活
動
及
び
紀
律
へ
の
実
質
的
か
つ
相
当
程
度
の
混
乱
」「
他
の
生
徒
の
権
利
侵
害
」
を
も
た

ら
し
て
い
る
こ
と
を
学
校
側
が
証
明
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
こ
れ
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
4
）（

実
際
の
訴
訟
に

お
い
て
は
、
一
定
の
表
現
を
理
由
に
停
学
等
の
懲
戒
処
分
を
う
け
た
生
徒
が
、
そ
の
差
止
や
損
害
賠
償
の
請
求
を
行
い
、
被
告
が
、
そ
の
表
現
行

為
が
「
混
乱
」「
権
利
侵
害
」
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
生
徒
の
卒
業
な
ど
に
よ
り
訴
訟
が
ム
ー
ト
化
し
て

訴
訟
が
終
結
し
た
り
、
ま
た
、
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
は
、
公
務
員
の
免
責
特
権
が
主
張
さ
れ
る
た
め
、
提
起
さ
れ
た
憲
法
問
題
に
純
粋
な
形

で
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
場
合
が
あ
る
）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
（
最
高
裁
）
は
、

テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
単
純
に
あ
て
は
め
ず
に
、
こ
の
事
件
を
区
別
し
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
の
基
準
を
用
い
な
い
で

独
自
に
判
断
し
、
結
果
と
し
て
、
生
徒
に
保
障
さ
れ
る
表
現
の
範
囲
を
縮
小
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

更
に
、
下
級
審
に
お
い
て
も
、
生
徒
の
表
現
の
問
題
を
扱
う
事
例
が
増
加
し
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
及
び
こ
れ
以
降
の
最
高
裁
判
例
を

い
か
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
、
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
対
立
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
が
、
最
高
裁
で
は
直
接
に
は

問
題
に
な
っ
て
い
な
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
表
現
へ
の
規
制
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
表
現
の
多
く
は
、
校
外

で
、
学
校
の
施
設
・
機
器
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
、
放
課
後
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
学
校
は
、
懲
戒
処
分
等
の
措

置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
を
規
制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
問
題
は
、
学
校
の
教
育
権
・
管
理
権
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
の
か
、
そ
の
根
拠
は
何
か
と
い
う
大
き
な
問
題
を
提
起
す
る
の
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
そ
の
表
現
が
、
在
籍
す
る
学
校
及
び
そ
の
生
徒
・
教
師
等
に
向
け
ら
れ
、
教
育
活
動
に
看
過
し
が
た
い
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
単
に
キ
ャ
ン
パ
ス
外
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
放
置
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
生
徒
の
表
現
に
関
し
て
最
高
裁
の
判
例
法
理
及
び
そ
の
傾
向
に
つ
い
て
整
理
し
、
そ
の
上
で
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
利
用
に
よ
る
新
し
い
表
現
等
へ
の
規
制
に
関
し
て
、
最
高
裁
の
判
例
法
理
が
下
級
審
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
応
用

さ
れ
て
い
る
か
を
紹
介
・
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章　

テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
以
前
の
判
例
法
理
の
概
要

　

生
徒
の
表
現
の
自
由
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
憲
法
の
人
権
保
障

が
生
徒
に
も
及
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
事
件
に
先
立
つ
五
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
最
高
裁
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
（
5
）。
例

え
ば
一
九
二
三
年
の
マ
イ
ヤ
ー
事
件
（
6
）で
は
、
州
が
、
外
国
語
を
教
育
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
こ
と
が
、
教
師
、
親
及
び
生
徒
の
修
正

一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
を
侵
害
し
た
と
さ
れ
た
が
、
生
徒
に
絞
っ
て
そ
の
修
正
一
条
の
権
利
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
た
事
件

と
し
て
は
、
一
九
四
三
年
の
バ
ー
ネ
ッ
ト
事
件
（
7
）が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
公
立
学
校
に
お
い
て
、
国
旗
へ
の
敬
礼
を
生
徒
に

強
制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
り
、
最
高
裁
は
先
例
で
あ
る
一
九
四
〇
年
の
ゴ
ビ
テ
ィ
ス
事
件
（
8
）を
オ
ー
バ
ー
ル
ー

ル
し
て
、
修
正
一
条
違
反
を
認
め
た
。

　

ゴ
ビ
テ
ィ
ス
事
件
に
お
い
て
は
、
児
童
・
生
徒
の
日
課
と
さ
れ
て
い
た
、
国
旗
へ
の
敬
礼
を
宗
教
上
の
理
由
か
ら
拒
否
し
た
た
め
、

一
二
歳
と
一
〇
歳
の
姉
弟
が
退
学
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
宗
教
の
促
進
又
は
制
約
を
目
的
と
し
な
い
一
般
法
に
つ
い

て
、
自
ら
の
信
仰
を
理
由
に
そ
の
遵
守
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
、
こ
の
よ
う
な
一
般
法
は
、
秩
序
あ
る
、
平
静
な
、
自
由
社
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会
を
維
持
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
と
立
法
者
が
考
え
、
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
は
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
宗
教
へ
の
寛
容

さ
も
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
た
（
9
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
事
件
で
最
高
裁
は
、
原
告
に
よ
る
国
旗
へ
の
敬
礼
拒
否
は
、
秩
序
を
乱
す
こ
と
な
く
、
ま
た
、
こ
れ

を
行
う
他
者
に
干
渉
す
る
こ
と
が
な
い
点
を
指
摘
す
る
（
10
）。

そ
の
上
で
、
国
旗
は
素
朴
で
は
あ
る
が
、
効
果
的
な
思
想
の
伝
達
手
段
で
あ

り
、
国
旗
へ
の
敬
礼
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
一
定
の
考
え
や
心
構
え
の
肯
定
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
本
来
、
表
現
を
検
閲
・
抑
制
す

る
た
め
に
は
、「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
件
で
は
国
旗
へ
の
敬
礼
の
際
に
消
極
的
な
態
度
を

と
っ
て
い
た
だ
け
で
、
こ
の
危
険
は
存
在
し
て
い
な
い
、
と
し
た
（
11
）。

　

更
に
、
被
告
は
国
家
安
全
保
障
の
基
本
は
国
家
の
統
一
性
に
あ
り
、
こ
れ
を
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
達
成
す
る
か
は
国
家
権
力
が

判
断
す
べ
き
で
、
国
旗
へ
の
敬
礼
は
ま
さ
に
こ
れ
に
あ
た
る
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
主
張
に
対
抗
す
る
た
め
に

表
現
の
自
由
が
定
め
ら
れ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
政
府
は
、
統
治
さ
れ
る
者
の
同
意
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
こ
の
同
意
を

強
制
す
る
機
会
を
、
権
力
に
与
え
な
い
た
め
に
、
権
利
章
典
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
し
た
（
12
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
よ
り
も
四
半
世
紀
以
上
も
前
に
、
た
と
え
国
家
安
全
保
障
の
基
礎
と
な
る
国
家
の
統

一
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
国
旗
へ
の
敬
礼
を
強
制
す
る
こ
と
は
修
正
一
条
に
違
反
す
る
と
判
断
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
最

高
裁
は
、
国
旗
へ
の
敬
礼
と
表
現
の
自
由
の
問
題
に
つ
い
て
は
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
自
由
が
及
ぶ
範
囲
を
検
討
す
る
に
あ
た

り
、
成
人
と
生
徒
と
の
区
別
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
表
現
の
自
由
が
、
学
校
と
い
う
特
殊
な
場

面
で
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ど
こ
ま
で
保
障
さ
れ
る
か
を
正
面
か
ら
問
題
に
し
た
の
が
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で
あ
る
（
13
）。
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第
二
章　

合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
四
つ
の
判
決
と
そ
の
傾
向

１
．
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
（Tinker v. D

es M
oines Independent C

om
m

unity School D
istrict, 393 U

.S. 503

（1969

））

　

あ
る
団
体
が
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
参
戦
反
対
及
び
そ
の
休
止
を
求
め
て
、
黒
腕
章
に
よ
る
ア
ピ
ー
ル
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
高
校
生

と
中
学
生
が
こ
れ
に
参
加
し
、
黒
腕
章
着
用
の
ま
ま
登
校
し
、
停
学
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
処
分
の
差
止
め
と
損
害
賠
償
を
求
め
て
訴

え
を
提
起
し
た
。
原
審
は
、
黒
腕
章
・
シ
ン
ボ
ル
の
着
用
を
禁
止
で
き
る
の
は
、
学
校
運
営
上
必
要
と
さ
れ
る
適
切
な
紀
律
を
、
実
質

的
か
つ
相
当
程
度
に
侵
害
す
るm

aterially and substantially interfere

場
合
で
あ
る
と
し
、
本
件
に
お
い
て
、
原
告
を
停
学
と

し
、
紀
律
へ
の
混
乱
を
避
け
た
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
と
し
た
。
最
高
裁
は
原
審
を
破
棄
し
、
差
し
戻
し
た
。

　

多
数
意
見
は
、
フ
ォ
ー
タ
ス
裁
判
官
に
よ
り
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
生
徒
に
も
原
則
と
し
て
表
現
の
自
由
が
及
ぶ
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。「
修
正
一
条
の
権
利
は
、
学
校
と
い
う
特
殊
な
性
質
を
有
す
る
環
境
に
照
ら
し
て
適
用
さ
れ
る
が
、
教
師
に
も
生
徒
に

も
認
め
ら
れ
る
。
生
徒
や
教
師
が
、
校
門
の
と
こ
ろ
で
憲
法
上
の
言
論
又
は
表
現
の
自
由
を
捨
て
去
っ
て
い
る
と
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど

さ
れ
て
い
な
い
（
14
）」。
本
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
髪
型
・
ス
カ
ー
ト
の
丈
あ
る
い
は
攻
撃
的
・
破
壊
的
な
活
動
で
は
な
く
、
黒

腕
章
の
着
用
と
い
う
「
沈
黙
し
た
消
極
的
な
意
見
表
明
」silent passive expression of opinion （

15
）で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
校
と
い
う

特
殊
な
環
境
の
下
で
は
あ
る
が
、
生
徒
に
も
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
た
め
、
黒
腕
章
の
着
用
に
よ
っ
て
教
室
内
に
「
混
乱
が

生
ず
る
と
の
、
何
と
は
な
し
の
不
安
ま
た
は
心
配undifferentiated fear or apprehension

が
あ
る
だ
け
で
は
、
表
現
の
自
由
を

制
約
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
（
16
）」。
更
に
は
、
不
人
気
な
見
解
に
常
に
伴
う
、
不
快
感
や
悪
感
情
を
避
け
た
い
と
教
師
が
考
え
る
だ
け

で
は
、
生
徒
の
表
現
を
規
制
で
き
な
い
、
と
す
る
（
17
）。

　

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
教
室
こ
そ
が
「
思
想
の
自
由
市
場
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
支
え
る
表
現
の
自
由
の
重
要
性
が
認
識
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さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
室
で
、
他
の
生
徒
と
は
異
な
る
見
解
が
示
さ
れ
れ
ば
議
論
が
起
こ
り
、
混
乱
の
元
に
な
る

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
リ
ス
ク
を
学
校
は
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
危
険
を
伴
う
自
由
が
認
め
ら
れ
て
こ

そ
、
国
家
の
基
礎
で
あ
る
、
独
立
と
活
力
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
18
）。「
教
室
は
、
特
に
思
想
の
自
由
市
場
で
あ
る
。
真
理
は
、
何
ら
か

の
権
威
が
選
択
し
た
と
こ
ろ
か
ら
で
は
な
く
、
多
様
な
発
言
か
ら
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
国
の
行
く
末
は
、
思
想
の
活
発
な
交

換
に
広
く
身
を
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
た
リ
ー
ダ
ー
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
19
）」。

　

こ
の
よ
う
に
、
教
育
の
場
こ
そ
「
思
想
の
自
由
市
場
」「
思
想
の
活
発
な
交
換
」
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
国
家
の
行
く
末
を

決
定
す
る
リ
ー
ダ
ー
を
育
て
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
制
限
で
き
る
の
は
「
学
校
運
営
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
適
切
な
紀
律
が
実

質
的
か
つ
相
当
程
度
に
侵
害
さ
れ
る
」
場
合
（
20
）及
び
「
安
全
か
つ
一
人
で
放
っ
て
お
い
て
も
ら
う
他
の
生
徒
の
権
利the rights of 

other students to be secure and to be let alone

」
に
表
現
が
衝
突
す
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
21
）。

　

こ
う
し
た
前
提
に
立
っ
て
、
フ
ォ
ー
タ
ス
裁
判
官
は
、
本
件
で
の
黒
腕
章
の
着
用
は
、
思
想
の
沈
黙
・
消
極
的
な
伝
達
で
あ
り
、
教

室
の
秩
序
も
他
の
学
生
の
権
利
も
侵
害
し
て
い
な
い
の
で
規
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
タ
ス
裁
判

官
は
、
生
徒
の
表
現
の
自
由
の
内
容
・
範
囲
を
考
え
る
場
合
、
前
提
と
な
る
「
学
校
と
い
う
特
殊
な
環
境
」
は
「
思
想
の
活
発
な
交

換
」
を
促
進
す
る
方
向
に
は
た
ら
く
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
と
は
逆
に
「
特
殊
の
環
境
」
を
表
現
規
制
の
方
向
に
と
ら
え
る
の
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
の
反
対
意
見
で
あ
る
。
彼

は
、
生
徒
が
、
学
校
を
表
現
の
自
由
を
行
使
す
る
た
め
の
演
壇
と
し
て
、
そ
の
意
の
ま
ま
に
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
（
22
）、
教

室
は
学
ぶ
場
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。「
公
立
学
校
の
生
徒
が
、
公
的
資
金
で
賄
わ
れ
て
い
る
学
校
に
通
学
す
る
の
は
、
政
治
的
又

は
そ
の
他
の
見
解
を
広
め
る
た
め
で
な
け
れ
ば
、
公
衆
を
教
育
し
、
情
報
提
供
す
る
た
め
で
も
な
い
…
子
ど
も
は
年
長
者
を
教
え
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
経
験
・
知
識
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
…
子
ど
も
の
年
齢
で
必
要
な
の
は
、
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
て
教
え
る
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こ
と
で
は
な
い
（
23
）」。

　

更
に
は
、
授
業
の
集
中
を
何
と
な
く
妨
げ
る
生
徒
の
表
現
に
寛
容
で
あ
る
こ
と
に
も
疑
問
を
呈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
い
て

校
長
ら
は
、
生
徒
に
黒
腕
章
着
用
を
み
と
め
れ
ば
、
授
業
に
参
加
し
て
い
る
生
徒
た
ち
の
意
識
を
授
業
か
ら
そ
ら
し
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

介
入
と
い
う
高
度
に
感
情
的
な
問
題
に
向
か
わ
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
ま
さ
し
く
起
き
て
い
た
こ
と

は
、
記
録
上
明
ら
か
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
（
24
）。

　

以
上
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で
は
、
生
徒
に
も
表
現
の
自
由
が
及
ぶ
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、「
学
校
と
い
う
特
殊
な
環
境
」
に
照
ら

し
て
こ
の
自
由
の
範
囲
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
し
か
し
「
特
殊
性
」
が
表
現
の
活
発
な
行
使
を
求
め
る
の
か
、
そ
れ
と

も
逆
に
表
現
へ
の
制
約
の
方
向
に
は
た
ら
く
か
で
裁
判
官
の
間
で
対
立
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
も
っ
と
も
、
フ
ォ
ー
タ
ス
裁
判
官

の
多
数
意
見
は
「
活
発
」
を
支
持
し
、
表
現
規
制
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
「
実
質
・
相
当
程
度
の
混
乱
」
及
び
「
他
生
徒
の
権
利
侵

害
」
に
限
定
さ
れ
る
と
の
基
準
（
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
）
を
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
の
適
用
方
法
を
め
ぐ
っ
て
判
例

法
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
最
高
裁
は
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を
直
接
に
は
用
い
る
こ
と
な
く
解

決
す
る
傾
向
が
あ
る
（
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
以
降
の
最
高
裁
の
判
例
は
、
生
徒
の
表
現
を
規
制
す
る
学
校
の
権
限
に
敬
譲
を
示
す
一
般
的
な
傾
向

が
あ
る
と
さ
れ
る
。See M

ickey Lee Jett, T
he R

each of the Schoolhouse G
ate: T

he Fate of T
inker in the A

ge of D
igital Social 

M
edia, 61 C

a
t
h U

. R
ev. 895, 918

―19

（2012

））。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
フ
レ
イ
ザ
ー
事
件
（
25
）を
紹
介
し
よ
う
。

２
．
フ
レ
イ
ザ
ー
事
件
（Bethel School D

istrict N
o. 403 v. Fraser, 478 U

.S. 675

（1986

））

　

あ
る
高
校
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
と
し
て
自
治
会
の
立
会
演
説
会
が
開
催
さ
れ
、
生
徒
六
〇
〇
人
が
参
加
し
た
（
そ
の
多
く
は

一
四
歳
で
あ
っ
た
）。
原
告
は
、
立
候
補
し
た
友
人
の
応
援
演
説
を
行
い
、
そ
の
友
人
が
固
い
信
念
を
有
し
、
事
を
最
後
ま
で
や
り
ぬ
く
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生
徒
で
あ
る
と
し
た
が
、
そ
の
主
張
は
性
行
為
を
た
と
え
に
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
（
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
教
師
と
相
談
し

て
お
り
、
不
適
切
で
あ
る
の
で
や
め
た
方
が
よ
い
、
あ
え
て
演
説
す
れ
ば
事
が
大
き
く
な
る
と
注
意
さ
れ
て
い
た
）。
こ
の
演
説
を
聞
い
た
生

徒
た
ち
の
反
応
は
、
大
声
を
上
げ
て
は
や
し
た
て
、
演
説
に
応
じ
て
性
行
為
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
し
、
ま
た
、
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
、

戸
惑
っ
た
り
す
る
生
徒
も
い
た
。

　

原
告
は
、
懲
戒
規
則
に
よ
り
三
日
間
の
停
学
と
卒
業
演
説
者
の
候
補
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
差
止
と
賠
償
請
求
を
求

め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
最
高
裁
は
原
審
の
判
断
を
破
棄
し
て
原
告
の
請
求
を
退
け
た
。

　

バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
に
よ
る
多
数
意
見
は
、
学
校
の
特
殊
性
を
重
視
し
、
そ
の
特
殊
性
は
一
般
社
会
に
お
け
る
と
は
異
な
る
制
約

を
表
現
に
課
す
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
表
現
方
法
が
不
快offensive form

と
い
う
だ
け
で
は
一
般
社
会
で
は
禁
止
さ

れ
な
い
。「
し
か
し
、
同
じ
範
囲
の
自
由
は
、
公
立
学
校
の
子
ど
も
に
は
認
め
ら
れ
な
い
…
公
立
学
校
に
お
け
る
生
徒
の
憲
法
上
の
権

利
は
、
ほ
か
の
場
面
で
成
人
に
認
め
ら
れ
る
権
利
と
当
然
に
同
等
と
は
い
え
な
い
（
26
）」。

　

こ
の
よ
う
な
学
校
の
特
殊
性
か
ら
す
る
表
現
制
約
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
聴
衆
の
感
受
性
で
あ
る
。「
市
民
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
行
動
と

マ
ナ
ー
を
守
る
こ
と
は
、
民
主
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
な
基
本
的
価
値
で
あ
る
が
…
こ
れ
に
は
他
人
の
感
受
性
を
考
慮
す
る
こ
と
も
含

ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
感
受
性
と
は
、
学
校
に
お
い
て
は
自
分
の
仲
間
で
あ
る
生
徒
の
感
受
性
で
あ
る
。
学
校
及
び
ク
ラ
ス

で
不
人
気
及
び
論
争
の
あ
る
見
解
を
述
べ
る
自
由
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
…
民
主
社
会
に
お
い
て
最
も
高
ま
っ
て
い
る
議
論
に
お

い
て
も
、
自
分
以
外
の
参
加
者
や
聴
衆
の
個
人
的
な
感
性
に
考
慮
を
払
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
27
）」。

　

更
に
、
正
し
い
言
葉
づ
か
い
を
教
え
る
の
が
学
校
の
役
割
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
一
般
社
会
で
規
制
し
得
な
い
表
現
を
も
、
生
徒

に
は
規
制
し
う
る
と
し
て
い
る
。「
公
的
な
議
論
に
お
い
て
、
粗
野
で
不
快
な
言
葉
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
公
立
学
校
の
教
育
と
し
て

非
常
に
適
切
で
あ
る
…
ク
ラ
ス
や
学
内
集
会
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
言
論
を
用
い
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
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は
、
学
校
区school board

に
ゆ
だ
ね
る
の
が
適
切
で
あ
る
（
28
）」。

　

こ
の
よ
う
に
、
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
は
、
学
校
の
特
殊
性
か
ら
一
般
社
会
の
成
人
よ
り
も
表
現
に
厳
し
い
制
約
を
行
う
こ
と
が
許

さ
れ
る
と
す
る
が
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
な
く
、
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で

は
、
政
治
的
思
想
の
表
現
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
件
で
は
思
想
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
方
法
も
黒
腕
章
着
用
と
は
異

な
っ
て
、
粗
野
で
下
品
な
演
説
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で
の
腕
章
着
用
の
生
徒
へ
の
懲
戒
と
は
異

な
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
政
治
的
な
見
解
と
は
一
切
無
関
係
に
懲
戒
が
な
さ
れ
て
い
る
。
原
告
が
用
い
た
、
粗
野
で
下
品
な
言
論

を
認
め
れ
ば
、
学
校
の
基
本
的
な
教
育
上
の
使
命
が
そ
こ
な
わ
れ
る
と
教
職
員
が
判
断
す
る
こ
と
を
修
正
一
条
は
妨
げ
る
も
の
で
は
な

い
。
高
校
の
校
内
集
会
又
は
教
室
は
、
聴
衆
で
あ
る
一
〇
代
の
、
疑
う
こ
と
を
知
ら
な
い
生
徒
を
前
に
、
性
的
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
お
こ

な
う
た
め
の
場
で
は
な
い
（
29
）」。

　

バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
は
、
本
件
の
「
政
治
的
見
解
を
伴
わ
な
い
粗
野
・
下
品
な
表
現
方
法
」
に
着
目
し
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
と
区

別
さ
れ
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を
用
い
ず
に
判
断
を
下
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
両
事
件
に
「
違
い
」
が
存
在
す
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
も
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を
用
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
同
じ
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
（
30
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
、
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
こ
こ
で
は

触
れ
ず
、
た
だ
、
こ
の
事
件
で
は
、
多
数
意
見
の
み
な
ら
ず
反
対
意
見
も
含
め
て
、
生
徒
の
表
現
規
制
に
関
し
、
学
校
側
の
裁
量
を
肯

定
す
る
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
（
31
）。

　

ま
ず
、
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
は
先
に
も
引
用
し
た
と
お
り
「
ク
ラ
ス
や
学
内
集
会
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
言
論
を
用
い
る
こ
と

が
不
適
切
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
学
校
区school board

に
ゆ
だ
ね
る
の
が
適
切
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
32
）。

　

同
様
に
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
、
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
に
同
意
す
る
意
見
も
「
教
育
公
務
員
は
、
高
校
生
に
市
民
ら
し
い
、
ま
た
効
果
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的
な
公
的
な
議
論
の
方
法
を
教
え
、
更
に
は
学
校
教
育
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
裁
量
と
い
う
見
地
か
ら
、
本
件
の
状

況
に
お
い
て
…
〔
原
告
〕
の
述
べ
た
と
こ
ろ
が
許
容
さ
れ
る
限
界
を
超
え
て
い
た
と
結
論
し
た
こ
と
は
憲
法
に
違
反
す
る
と
は
い
え
な

い
」
と
さ
れ
て
い
る
（
33
）。

　

マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
裁
量
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
表
現
内
容
が
教
員
ら
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
が
、
裁
量
の
存
在
自
体
は
肯
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
学
校
の
運
営
者

は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
学
校
の
教
育
上
の
使
命
に
一
致
し
な
い
の
か
を
自
由
に
判
断
す
る
、
広
範
な
領
域
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
特
定
の
純
粋
言
論
が
教
育
を
侵
害
し
た
と
す
る
教
員
又
は
運
営
者
の
主
張
が
疑
問
の
余
地
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
（
34
）。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
生
徒
の
言
論
に
よ
っ
て
学
校
教
育
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
を
納

得
さ
せ
る
に
十
分
な
証
拠
を
学
校
側
が
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
（
35
）。

　
「
証
拠
の
提
出
」
を
学
校
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
後
述
の
と
お
り
、
下
級
審
に
か
な
り

影
響
を
与
え
て
い
る
。

　
「
裁
量
」
と
い
う
考
え
方
を
直
接
は
持
ち
出
さ
な
い
も
の
の
、
下
品
な
表
現
等
を
規
制
す
る
権
限
は
学
校
に
当
然
に
あ
る
と
す
る
の

が
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見
で
あ
る
。「
高
校
の
管
理
者
が
ク
ラ
ス
の
討
論
や
更
に
は
学
校
が
後
援
し
、
学
校
の
施
設
内

で
行
わ
れ
る
課
外
の
活
動
に
お
い
て
す
ら
、
四
文
字
語
の
使
用
を
禁
止
で
き
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
教
員
は

教
育
の
使
命
を
果
た
す
に
あ
た
り
、
生
徒
の
言
論
の
内
容
の
み
な
ら
ず
そ
の
方
法
を
も
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
（
36
）。」

　

確
か
に
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
学
校
側
の
判
断
が
重
視
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
、
生
徒
の

表
現
規
制
に
関
わ
っ
た
場
合
、
裁
判
所
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き
か
、
難
し
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

アメリカにおける生徒の学校内・外の表現規制〔宮原　均〕
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と
は
、
学
校
側
の
教
育
上
の
裁
量
を
修
正
一
条
の
保
障
と
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
て
い
く
か
の
問
題
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
次
の
ク
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
事
件
（
37
）で

は
「
学
校
が
後
援
し
て
い
る
表
現
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
規
制
に
あ
た
っ
て
の
裁
量
を

裁
判
所
は
広
く
認
め
て
い
る
。

３
．
ク
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
事
件
（H

azelw
ood School D

istrict v. Kuhlm
eier, 484 U

.S. 260

（1988

））

　

原
告
は
、
学
校
新
聞
の
高
校
生
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
が
、
そ
の
記
事
が
二
頁
に
わ
た
っ
て
削
除
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ
の

新
聞
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
授
業
に
お
い
て
執
筆
・
編
集
さ
れ
、
三
週
間
ご
と
に
発
行
さ
れ
、
一
年
間
で
四
五
〇
〇
部
が
生
徒
・
教

職
員
、
地
域
の
人
た
ち
に
頒
布
さ
れ
て
い
る
。

　

発
行
に
先
立
っ
て
、
校
正
刷
り
が
校
長
に
提
出
さ
れ
た
が
、
校
長
は
、
二
件
の
記
事
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
た
。
一
つ
は
当
校
の
三

名
の
生
徒
の
妊
娠
の
記
事
、
も
う
一
つ
は
両
親
の
離
婚
が
生
徒
に
も
た
ら
す
影
響
に
関
す
る
記
事
で
あ
っ
た
。
校
長
は
、
妊
娠
の
記
事

で
は
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
本
文
か
ら
本
人
が
特
定
さ
れ
う
る
と
考
え
た
。
更
に
、
性
的
な
行
為
や
避
妊
に
関
す
る
記
事
は
、

年
少
の
生
徒
に
は
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
離
婚
に
関
し
て
、
実
名
の
生
徒
が
自
分
の
父
親
に
関
し
て
具
体
的
な
苦
情
を
述

べ
て
い
る
が
、
こ
の
両
親
に
は
、
反
論
と
発
行
に
同
意
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。

　

校
長
は
、
記
事
に
必
要
な
変
更
を
加
え
る
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
二
件
の
記
事
を
削
除
す
る
よ
う
担
当
教
員
に
指

示
し
た
。
原
告
は
、
修
正
一
条
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
差
止
と
賠
償
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
原
審
は
、
検
閲
が
例
外

と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
が
み
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
本
件
に
お
い
て
は
「
実
質
的
か
つ
相
当
程
度
の

侵
害
を
避
け
る
必
要
性
」
に
つ
い
て
の
証
拠
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
。
最
高
裁
は
こ
れ
を
破
棄
し
た
。

　

多
数
意
見
は
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
が
執
筆
し
て
い
る
が
（
38
）、
注
目
す
べ
き
は
、
学
校
が
主
体
と
な
っ
て
積
極
的
に
生
徒
に
促
進
し
て
い
る
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表
現
と
そ
の
他
の
表
現
と
を
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
校
は
修
正
一
条
に
よ
り
、
消
極
的
に
、
生
徒
の
表
現

へ
の
寛
大
さ
が
も
と
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
、
具
体
的
な
表
現
を
生
徒
に
促
進
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と
し
、
本

件
の
学
校
新
聞
は
後
者
に
あ
た
り
、
こ
れ
に
教
育
者
の
権
限
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。

　

学
校
新
聞
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
教
員
に
よ
り
管
理
さ
れ
、
参
加
し
た
生
徒
に
対
し
て
知
識
や
技
術

を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。「
そ
れ
ゆ
え
に
、
学
校
は
学
校
新
聞
の
出
版
者
…
の
資
格
に
お
い
て
、
学
校
業
務
を

相
当
程
度
に
侵
害
し
、
又
は
他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
言
論
の
み
な
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
言
論
を
も
認
め
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
文
法
間
違
い
の
、
下
手
な
、
調
査
が
不
十
分
な
、
偏
見
に
基
づ
い
た
、
粗
野
で
、
下
品
な
、
未
熟
な
聴
衆
に
と
っ
て
不
適
切

な
言
論
を
認
め
な
い
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
39
）」。

　

こ
の
よ
う
に
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
は
、
生
徒
の
表
現
に
寛
大
で
、
そ
の
規
制
に
は
厳
し
い
要
件
を
課
し
て
い
る
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準

は
、
学
校
が
後
援
す
る
表
現
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。「
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
生
徒
の
表
現
に
学
校
の

名
前
と
施
設
の
提
供
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
か
を
判
断
す
る
基
準
と
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
…
の
基
準
と
が
同
じ
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
逆

に
、
教
育
者
は
、
生
徒
の
表
現
の
内
容
と
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
編
集
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
、
正
当
な
教

育
上
の
配
慮
に
合
理
的
に
関
連
し
て
い
る
限
り
は
、
修
正
一
条
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
（
40
）」。

　

以
上
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
の
多
数
意
見
は
、
生
徒
の
言
論
に
も
二
通
り
あ
り
、
学
校
が
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
促
進
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
学
校
側
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
強
く
及
ぶ
と
し
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
が
、
生
徒
個
人
の
政
治
的
主
張

を
、
黒
腕
章
着
用
と
い
う
沈
黙
・
消
極
的
な
方
法
に
よ
り
表
現
し
た
場
合
に
は
、
学
校
が
舞
台
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
教
育
活
動
と
は

関
わ
り
な
く
な
さ
れ
、
学
校
は
こ
れ
へ
の
寛
大
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
他
方
、
学
校
新
聞
は
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
、
学
校
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
強
く
及
ぶ
こ
と
を
修
正
一
条
は
予
定
し
て
い
る
、
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
松
倉
聡
史
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
生
徒
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の
表
現
の
自
由
―
―
テ
ィ
ン
カ
ー
判
決
以
後
の
判
例
の
分
析
を
中
心
に
し
て
―
―
」
日
本
教
育
法
学
会
年
報
三
一
巻
一
六
八
頁
（
二
〇
〇
二
年
）

は
、
こ
の
判
決
以
後
の
多
く
の
判
例
に
お
い
て
二
分
論
は
支
配
的
と
な
り
、
個
人
主
義
的
、
自
律
的
な
法
理
論
に
傾
き
す
ぎ
て
い
た
判
例
理
論
を

修
正
・
克
服
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
）。
こ
れ
を
フ
レ
イ
ザ
ー
事
件
で
示
さ
れ
た
、
表
現
規
制
と
裁
量
の

見
地
か
ら
す
れ
ば
、
学
校
が
後
援
す
る
表
現
へ
の
規
制
に
は
、
広
い
裁
量
が
学
校
に
認
め
ら
れ
る
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
二
分
論
を
用
い
、
学
校
後
援
の
表
現
に
は
厳
し
い
規
制
を
認
め
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
の
が
ブ
レ
ナ

ン
裁
判
官
の
反
対
意
見
（
マ
ー
シ
ャ
ル
＆
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
同
調
）
で
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
は
、
多
数
意
見
の
考
え
方
は
、
学

校
側
の
教
育
方
針
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
、
こ
れ
に
反
す
る
生
徒
の
表
現
を
封
じ
込
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で
確

立
し
た
「
生
徒
は
校
門
の
と
こ
ろ
で
表
現
の
自
由
を
捨
て
去
っ
て
い
な
い
」
に
反
す
る
と
し
、
本
件
記
事
が
削
除
さ
れ
た
の
は
、
必
要

と
さ
れ
る
規
律
に
実
質
的
か
つ
相
当
程
度
に
侵
害
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、
生
徒
が
読
む
の
に
望
ま
し
く
な
い
、
個
人
的
、
セ
ン
シ

テ
ィ
ブ
、
不
適
切
な
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
の
み
で
あ
る
、
と
す
る
（
41
）。

　

す
な
わ
ち
「
学
校
の
教
育
上
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
一
致
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
生
徒
の
言
論
を
制
約
す
る
た
め
に
憲
法
上
十
分
な
正

当
理
由
に
な
る
な
ら
ば
、
教
育
公
務
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
の
仮
想
に
基
づ
い
て
生
徒
又
は
生
徒
の
団
体
を
検
閲
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て

し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
、
公
立
学
校
を
全
体
主
義
の
一
環
に
組
み
込
む
こ
と
に
な
る
」
と
し
（
42
）、
本
件
に
お
い
て
も
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を

用
い
て
判
断
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。「
公
立
学
校
の
教
育
者
は
、
た
と
え
生
徒
の
表
現
が
彼
ら
に
と
っ
て
不
快
、
又

は
、
学
校
が
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
内
容
に
反
す
る
見
解
や
価
値
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
を
受
け
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
当
法
廷
で
は
こ
の
点
の
バ
ラ
ン
ス
を
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
に
お
い
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
（
43
）」。

　

こ
の
二
分
論
は
、
教
育
活
動
の
実
践
か
ら
現
わ
れ
て
く
る
表
現
に
関
し
て
は
学
校
側
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
強
く
及
ぶ
―
広
い
く
裁
量

が
認
め
ら
れ
る
―
と
し
て
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
の
表
現
に
お
い
て
も
、
テ
ィ
ン
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カ
ー
基
準
を
用
い
て
生
徒
の
表
現
に
学
校
の
寛
大
さ
を
求
め
る
の
が
困
難
な
事
件
が
生
じ
た
。
学
校
行
事
の
際
に
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
を

賛
美
す
る
表
現
を
規
制
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
事
件
（M

orse v. Frederick, 551 U
.S. 393

（2007

））
で
あ
る
。

４
．
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
事
件
（M

orse v. Frederick, 551 U
.S. 393

（2007

））

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
リ
レ
ー
が
行
わ
れ
る
に
際
し
て
、
高
校
は
授
業
を
中
止
し
、
生
徒
た
ち
は
リ
レ
ー
が
通
過
す
る
道
路
の
両
サ

イ
ド
に
わ
か
れ
て
見
物
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
原
告
は
高
校
の
シ
ニ
ア
の
生
徒
で
あ
る
が
、
聖
火
ラ
ン
ナ
ー
と
カ
メ
ラ
ク
ル
ー
が
通
り

過
ぎ
る
際
に
一
四
フ
ィ
ー
ト
の
横
断
幕
を
か
か
げ
た
。「Bong H

its 4 JESU
S

」
と
書
い
て
あ
り
、
通
り
の
反
対
側
か
ら
も
容
易
に

判
読
で
き
る
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
校
長
は
す
ぐ
さ
ま
通
り
を
横
切
っ
て
横
断
幕
を
下
す
よ
う
に
求
め
、
原
告
以
外
の
生
徒
は
こ
れ
に
応

じ
こ
の
横
断
幕
は
没
収
さ
れ
た
が
、
原
告
に
は
一
〇
日
間
の
停
学
が
命
ぜ
ら
れ
た
。

　

校
長
は
、
こ
の
横
断
幕
は
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
り
、
校
則
に
違
反
す
る
と
し
た
。
原
告
は
不
服
申
立
の

手
続
を
経
て
（
停
学
期
間
は
八
日
間
に
短
縮
）
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

第
一
審
は
、
校
長
が
、
横
断
幕
は
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
を
撲
滅
す
る
と
い
う
学
校
区
の
方
針
に
正
面
か
ら
違
反
す
る
と
判
断
し
た

こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
と
し
た
。
原
審
は
こ
れ
を
破
棄
し
、
原
告
の
言
論
が
相
当
程
度
の
混
乱
を
も
た
ら
す
危
険
を
生
ぜ
し
め
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
が
な
い
ま
ま
に
、
学
校
は
生
徒
を
懲
戒
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。
最
高
裁
は
破
棄
し
、
差
戻
し
た
。

　

多
数
意
見
は
ロ
バ
ー
ツ
首
席
裁
判
官
が
執
筆
し
て
い
る
（
44
）。
ロ
バ
ー
ツ
首
席
裁
判
官
は
、
ま
ず
、
生
徒
の
表
現
に
関
す
る
三
つ
の
先
例

に
つ
い
て
整
理
し
た
う
え
で
（
45
）、
本
件
は
、
テ
レ
ビ
に
出
た
く
て
ふ
ざ
け
て
や
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
の
原
告
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。

こ
の
主
張
は
、
横
断
幕
を
掲
げ
る
際
の
〔
原
告
〕
の
動
機
で
あ
っ
て
、
横
断
幕
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
（Bong H

its

）
が
意
味
し
て
い

る
の
は
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
を
助
長
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
学
校
の
イ
ベ
ン
ト
の
最
中
に
、
学
校
管
理
者
や
教
師
の
面
前
で
、
違
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法
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
を
賛
美
す
る
生
徒
の
言
論
は
、
ド
ラ
ッ
グ
の
乱
用
と
い
う
危
険
か
ら
そ
の
管
理
下
に
あ
る
者
た
ち
を
保
護
す
る
教

育
公
務
員
に
対
し
て
、
具
体
的
な
攻
撃
を
行
っ
て
い
る
（
46
）」。

学
校
環
境
の
特
殊
性
と
生
徒
に
よ
る
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
乱
用
阻
止
と
い
う

政
府
利
益
に
よ
り
、
学
校
が
、
そ
の
表
現
は
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
を
促
す
と
合
理
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
る
、
と
し
た
。

　

ロ
バ
ー
ツ
首
席
裁
判
官
の
多
数
意
見
は
、
原
告
の
表
現
の
内
容
が
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
何
と

か
阻
止
し
よ
う
と
す
る
学
校
の
方
針
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
規
制
は
許
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
の
多
数
意
見
の
結
論
と
理
由
は
明

確
で
あ
る
が
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
先
例
と
の
関
係
は
今
一
つ
説
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
47
）。

こ
の
点
、
ア

リ
ト
ー
裁
判
官
の
同
意
意
見
（
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
同
調
）
は
、
原
告
の
表
現
に
よ
っ
て
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
で
あ
る
「
他
人
の
権
利
侵

害
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
身
体
上
の
安
全
が
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
る
。
生
徒

は
、
自
分
に
危
害
を
加
え
る
か
も
し
れ
な
い
他
の
生
徒
と
、
閉
鎖
的
な
空
間
で
時
間
を
過
ご
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
学
校
環
境
の
特
殊
な
性
質
か
ら
、
教
育
公
務
員
は
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
を
助
長
す
る
言
論
を
、
生
徒
の
安
全
を
脅
か
す
も
の
と

し
て
規
制
で
き
る
と
し
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
こ
の
表
現
規
制
が
修
正
一
条
の
下
で
許
さ
れ
る
規
制
の
上
限
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。See 

M
orse, 551 U

.S. at 424

―25.

）

　

こ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
そ
の
も
の
に
疑
問
を
呈
す
る
の
が
、
ト
ー
マ
ス
裁
判
官
の
同
意
意
見
で
あ
る
。
ト
ー
マ
ス
裁
判

官
は
「
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で
定
め
ら
れ
た
基
準
は
憲
法
上
根
拠
が
な
い
」
と
し
（
48
）、

本
来
、
修
正
一
条
は
生
徒
の
表
現
を
保
護
し
て
い
な

い
こ
と
は
公
教
育
の
歴
史
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
（
49
）、
裁
判
所
は
、
親
代
理
と
い
う
法
理
論
に
よ
り
、
学
校
に
対
し
て
懲
戒
や
秩
序
維
持

の
権
利
を
認
め
て
き
た
と
さ
れ
る
（
50
）。

　

も
っ
と
も
、
生
徒
の
扱
い
を
一
九
世
紀
と
同
じ
よ
う
に
す
る
こ
と
は
今
日
で
は
支
持
さ
れ
な
い
が
、
生
徒
の
言
論
す
べ
て
を
公
立
学
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校
が
認
め
る
こ
と
を
憲
法
が
命
じ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
親
が
学
校
の
定
め
る
規
則
に
不
満
で
あ
る
な
ら
ば
、
救
済
を
委
員
会
又
は

議
会
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
は
、
こ
の
よ
う
な
民
主
的
な
政
治
体
制
を
、
裁
判
所
が
、
公
立
学
校
の
日
常
業
務

を
監
視
す
る
制
度
へ
と
変
え
て
し
ま
い
、
修
正
一
条
の
名
の
下
に
、
公
立
学
校
の
秩
序
維
持
に
関
し
て
教
師
に
認
め
ら
れ
て
い
た
伝
統

的
な
権
限
を
浸
食
し
た
、
と
判
断
し
た
（
51
）。

　

こ
の
ト
ー
マ
ス
裁
判
官
の
同
意
意
見
は
、
時
計
の
針
を
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
以
前
に
戻
し
、
又
は
、
そ
の
積
極
的
な
オ
ー
バ
ー
ル
ー
ル

を
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
直
ち
に
支
持
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
が
前
提
と
す

る
、
生
徒
の
表
現
を
教
室
内
で
寛
大
に
扱
う
こ
と
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
伝
統
的
な
公
教
育
に
お
い
て
は
、
生
徒
に
表

現
の
自
由
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
主
張
に
は
耳
を
傾
け
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

更
に
、
ロ
バ
ー
ツ
首
席
裁
判
官
の
多
数
意
見
で
は
、
生
徒
の
表
現
が
「
目
立
ち
た
が
り
」「
ふ
ざ
け
」
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
「
動

機
」
に
す
ぎ
ず
、
あ
く
ま
で
「
内
容
」
の
重
大
さ
に
焦
点
を
絞
っ
て
処
分
を
肯
定
す
べ
き
と
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た

行
為
は
、
未
熟
な
高
校
生
に
は
あ
り
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
ふ
ざ
け
の
部
分
を
学
校
側
が
規
制
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
、

停
学
と
い
う
法
効
果
を
伴
う
懲
戒
処
分
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
表
現
が
修

正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
と
ら
え
方
に
も
ま
た
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ス
チ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見
（
ス
ー
タ
＆
ギ
ン
ズ
バ
ー
ク
裁
判
官
が
同
調
）
は
、
原
告
は
、
横
断
幕
に
よ
り
生
徒
ら
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
表
現
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
特
定
の
見
解
を
擁
護
し
よ
う
と
し

て
は
い
な
い
。
原
告
は
単
に
テ
レ
ビ
に
出
た
か
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
横
断
幕
を
目
に
し
た
者
に
、
そ
の
内
容
に
賛
成
す
る
よ
う
説
得
す

る
意
思
は
な
か
っ
た
、
と
し
て
い
る
（
52
）。

　

以
上
、
生
徒
の
表
現
と
そ
の
規
制
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
例
法
理
を
紹
介
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
（
こ
れ
ら
の
判
例
か
ら
、
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校
内
生
徒
の
権
利
は
成
人
及
び
校
外
生
徒
の
権
利
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
生
徒
の
学
ぶ
環
境
を
安
全
で
秩
序
あ
る
も
の
と
し
よ
う
と
す
る

教
師
ら
の
立
場
に
多
く
の
裁
判
官
は
好
意
的
で
、
生
徒
の
表
現
に
即
座
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
彼
ら
の
判
断
に
敬
譲
を
示
そ
う
す
る
の
が

最
高
裁
の
裁
判
官
の
傾
向
で
あ
る
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。See Brannon P. D

enning &
 M

olly C. T
aylor, M

orse v. Frederick and the 

R
egulation of Student Cyberspeech, 35 H

a
st
in
gs C

o
n
st. L. Q

. 836, 862

（2008

））。
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
れ
ら
最
高
裁
の
判
例
法
理

が
下
級
審
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
適
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
紹
介
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
関
連
す
る
下
級
審
の
判
例
は

多
数
・
広
範
に
及
ぶ
の
で
、
こ
こ
で
は
、
思
想
の
消
極
的
な
ア
ピ
ー
ル
、
主
と
し
て
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
着
用
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
と
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
生
徒
表
現
の
規
制
に
つ
い
て
、
最
高
裁
の
考
え
方
が
下
級
審
に
お
い
て
い
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
紹

介
・
検
討
し
て
い
き
た
い
（
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
と
第
三
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
を
対
比
し
て
、
前
者
は
テ
ィ
ン
カ
ー
以
後
の
三
つ
の
最
高

裁
判
決
を
テ
ィ
ン
カ
ー
の
厳
格
な
例
外
と
見
る
の
に
対
し
、
後
者
は
こ
れ
ら
に
よ
り
テ
ィ
ン
カ
ー
の
土
台
部
分
は
失
わ
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
、

と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。See M
ickey Lee Jett, T

he R
each of the Schoolhouse G

ate: T
he Fate of T

inker in the A
ge of 

D
igital Social M

edia, 61 C
a
t
h. U

. R
ev. 895, 918

―19

（2012

））。

第
三
章　

下
級
審
に
お
け
る
最
高
裁
判
例
法
理
の
受
止
め
方

第
一
節　

Ｔ
シ
ャ
ツ
着
用
等
に
よ
る
思
想
の
ア
ピ
ー
ル

　

Ｔ
シ
ャ
ツ
の
着
用
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
は
、
沈
黙
・
消
極
的
な
表
現
方
法
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
様
々
で
あ
り
、
規
制
が
問
題

に
な
る
表
現
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
下
品
・
わ
い
せ
つ
・
不
快
等
、
生
徒
の
教
育
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
思
わ
れ
る
表
現
、
も
う
ひ
と
つ
は
人
種
・
宗
教
・
性
的
志
向
な
ど
思
想
の
対
立
を
生
み
だ
す
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
両
者
は
、
截
然
と
は
区
別
で
き
ず
、
相
互
に
関
連
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
が
、
表
現
の
自
由
の
観
点
か
ら
、
後
者
が
よ
り
困
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難
な
問
題
を
提
起
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、
学
校
を
「
思
想
の
自
由
市
場
」
と
し
、「
見
解
の
対

立
」
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
が
生
徒
を
将
来
の
リ
ー
ダ
ー
に
育
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
思
想
」
の
表
現
に
つ
い

て
は
、
で
き
る
だ
け
そ
の
自
由
を
認
め
て
い
く
と
い
う
の
が
最
高
裁
の
考
え
方
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
学
校
後
援
の
言
論
で
な
い
こ
と
、

下
品
で
な
い
こ
と
、
違
法
行
為
を
賛
美
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
と
は
、
前
章
ま
で
の
最
高
裁
の
判
例
法
理
か
ら
当
然
で
あ
る
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
思
想
の
対
立
が
教
育
活
動
に
支
障
を
き
た
す
場
合
が
あ
り
、
紀
律
を
重
視
し
て
表
現
行
為
を
規
制
す
る
の
か
、
そ

れ
と
も
表
現
を
重
視
す
る
の
か
難
し
い
選
択
を
学
校
は
迫
ら
れ
る
（
53
）。

ま
た
、
先
行
す
る
学
校
の
判
断
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
修
正
一

条
の
解
釈
の
名
の
下
に
、
ど
の
よ
う
に
こ
れ
に
介
入
し
て
い
く
か
、
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
ま
ず
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
教
育
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
表
現
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
規
制
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

１
．
教
育
現
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
表
現

⑴Broussard v. School Board of the C
ity of N

orfolk, 801 F. Supp. 1526

（1992

）

　

原
告
（
一
二
才
）
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
で
購
入
し
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
登
校
し
た
。
そ
の
表
に
は
「D

rugs Suck!

」
裏
に
は
そ
の
グ

ル
ー
プ
と
リ
ー
ダ
ー
の
名
前
が
印
刷
さ
れ
て
い
た
。「Suck
」
と
い
う
文
字
が
不
快offensive

に
あ
た
り
、
一
一
才
か
ら
一
五
才
の

生
徒
一
二
〇
〇
人
か
ら
成
る
学
校
に
お
い
て
は
不
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
裏
返
し
て
着
る
よ
う
等
の
注
意
を
う
け
た
が
従
わ
な

か
っ
た
の
で
一
日
間
の
停
学
に
な
り
、
こ
の
差
止
め
等
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
原
告
の
修
正
一
条
の
権
利
は
侵
害
さ
れ
て

い
な
い
と
判
断
し
た
。

　

裁
判
所
は
、「D

rugs Suck!

」　

が
、
薬
物
を
用
い
た
性
的
行
為
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
性
的
行
為
を
呼
び
か
け
て
い
る
と
理
解

す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
と
す
る
（
54
）。

そ
し
て
、
教
師
に
は
教
育
上
、
ど
の
価
値
を
重
視
し
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
実
現
し
て
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い
く
か
を
選
択
す
る
、
広
範
な
裁
量
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
に
お
い
て
、
学
校
が
「Suck

」
を
み
だ
ら
、
不
作
法
、

不
快
と
判
断
し
、
生
徒
に
こ
れ
を
た
だ
し
て
社
会
的
に
適
切
な
言
葉
を
用
い
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
し
た
（
55
）。

こ
の
判
決

は
、
不
適
切
な
言
葉
に
よ
り
性
的
行
為
を
呼
び
か
け
る
表
現
を
、
ロ
ー
テ
ィ
ー
ン
か
ら
ミ
ド
ル
テ
ィ
ー
ン
の
生
徒
に
は
望
ま
し
く
な
い

と
す
る
学
校
の
判
断
に
、
裁
判
所
は
敬
譲
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
に
忠
実
に
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
表
現
に
よ
り
「
混
乱
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
を
学
校
に
求

め
る
の
がGuiles v. M

arineau, 461 F. 3d 320

（2006

）
で
あ
る
。

⑵G
uiles v. M

arineau, 461 F. 3d 320 （2006

）

　

こ
の
事
件
で
原
告
（
中
学
生
）
は
、
反
戦
集
会
で
購
入
し
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
毎
週
一
回
、
二
カ
月
ほ
ど
登
校
し
た
。
こ
の
Ｔ
シ
ャ

ツ
は
表
に
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
小
心
さ
な
ど
が
そ
の
写
真
付
き
で
表
現
さ
れ
、
裏
側
は
同
様
の
写
真
と
と
も
に
、
大
統
領
を
コ
カ
イ
ン

中
毒
な
ど
と
中
傷
す
る
文
言
が
入
っ
て
い
た
。
原
告
は
、
こ
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
裏
返
し
て
着
用
す
る
よ
う
に
注
意
等
さ
れ
た
が
、
従
わ
な

か
っ
た
。

　

裁
判
所
は
、
違
法
な
ド
ラ
ッ
グ
や
ア
ル
コ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
不
快offensive

な
表
現
で
あ
っ
て
規
制
で
き
る
と
の
学
校
の
主

張
を
退
け
た
。
こ
れ
ら
の
表
現
が
不
快
に
あ
た
る
と
し
て
も
、
本
件
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
に
よ
り
学
校
に
混
乱
が
生
じ
た
こ
と
は
な
く
、
学
校

も
混
乱
が
起
こ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
、
と
し
た
（
56
）。

　

こ
の
事
件
は
「
不
快
」
表
現
を
規
制
す
る
た
め
に
は
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
の
「
混
乱
」「
証
明
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
基
準
に
と
ら
わ
れ
ず
、「
不
快
」
表
現
が
「
学
校
教
育
の
使
命
・
価
値
観
」
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
規
制
可
能

で
あ
る
と
し
た
事
件
を
紹
介
す
る
。
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２
．
教
育
の
使
命
・
価
値
観
に
反
す
る
表
現
（Boroff v. Van W

ert C
ity Board of Education, 220 F. 3d 465

（2000

））

　

原
告
（
高
校
生
）
は
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
リ
ー
ド
シ
ン
ガ
ー
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
登
校
し
、
学
校
か
ら
裏
返
し
て
着
る
等
再
三
注
意

さ
れ
た
が
従
わ
な
か
っ
た
。
シ
ン
ガ
ー
の
名
前
は
、
有
名
な
セ
ク
シ
ー
女
優
と
シ
リ
ア
ル
キ
ラ
ー
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
Ｔ

シ
ャ
ツ
の
胸
の
部
分
に
、
シ
ン
ガ
ー
の
名
前
、
キ
リ
ス
ト
の
三
つ
の
顔
の
イ
ラ
ス
ト
、
そ
し
て
「
真
実
を
、
言
わ
ず
・
聞
か
ず
・
話
さ

ず
」
と
の
フ
レ
イ
ズ
を
表
示
し
た
。
更
に
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
背
中
に
はBELIEV

E

と
表
示
し
、
特
にLIE

の
文
字
が
強
調
さ
れ
て
い

た
。
校
長
は
、
こ
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
は
「
不
快
」
に
あ
た
る
と
し
て
注
意
を
し
た
。
そ
の
後
も
原
告
は
別
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
も
の
を
着
て
登
校

し
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
猟
奇
的
で
ぞ
っ
と
さ
せ
る
イ
ラ
ス
ト
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。
つ
い
に
、
学
校
か
ら
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
着
用
の

ま
ま
な
ら
ば
登
校
で
き
な
い
と
の
注
意
を
受
け
た
の
で
訴
訟
を
提
起
し
、
こ
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
着
用
を
認
め
な
い
こ
と
は
修
正
一
条
の
表

現
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
主
張
し
た
。
裁
判
所
は
次
の
よ
う
な
高
校
の
判
断
を
支
持
し
て
原
告
の
主
張
を
退
け
た
。

　

高
校
は
、
本
件
バ
ン
ド
は
破
壊
的
な
行
為
及
び
学
校
教
育
の
使
命
に
反
す
る
価
値
観
を
促
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
は
「
不

快
」
に
あ
た
る
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
三
つ
の
顔
と
そ
こ
に
表
示
さ
れ
て
い
る
文
言
は
、
宗
教
上
の
シ
ン
ボ
ル
を
あ
ざ
け

る
内
容
で
、
他
人
の
信
仰
に
寛
大
で
あ
れ
と
す
る
教
育
理
念
に
反
す
る
。
ま
た
、
シ
ン
ガ
ー
の
所
属
す
る
バ
ン
ド
の
歌
詞
が
不
快
に
あ

た
る
と
し
た
（「
あ
な
た
は
私
の
中
で
は
も
う
死
ん
で
い
る
の
で
、
今
す
ぐ
に
自
殺
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
」「
生
き
て
い
る
理
由
は
あ
り
ま
せ

ん
。
死
の
お
そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
あ
、
鋭
利
な
剣
に
身
を
投
げ
ま
し
ょ
う
」）。
加
え
て
、
シ
ン
ガ
ー
は
ド
ラ
ッ
グ
使
用
者
と
し
て
自
他

と
も
に
認
め
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
や
そ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
心
酔
し
や
す
い
と
校
長
は
判
断

し
た
（
57
）。

　

以
上
か
ら
、
裁
判
所
は
、
本
件
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
は
、
学
校
教
育
の
使
命
に
明
ら
か
に
反
す
る
価
値
を
奨
励
す
る
シ
ン
ボ
ル
や
文
言
を
含

ん
で
お
り
、
高
校
は
そ
の
着
用
を
禁
止
で
き
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
校
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
言
論
が
不
適
切
で
あ
る
か
を
判
断
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す
る
権
限
が
高
校
に
は
あ
り
、
教
育
上
の
使
命
に
違
反
す
る
生
徒
の
言
論
を
、
校
外
で
は
検
閲
で
き
な
い
と
し
て
も
、
校
内
に
お
い
て

認
容
す
る
必
要
は
な
い
と
し
た
（
58
）。

　

こ
の
事
件
は
、
違
法
行
為
や
自
殺
等
を
賛
美
し
て
い
る
シ
ン
ガ
ー
を
表
示
し
、
ま
た
、
特
定
の
宗
教
を
あ
ざ
け
る
文
言
を
「
不
快
」

表
現
と
し
、
た
と
え
こ
れ
ら
を
一
般
社
会
で
は
規
制
で
き
な
い
と
し
て
も
「
学
校
の
使
命
・
価
値
観
」
と
い
う
観
点
か
ら
規
制
で
き
る

と
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
表
現
も
一
定
の
「
思
想
」
を
表
現
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば

「
思
想
の
自
由
市
場
」「
思
想
の
活
発
な
交
換
」
を
重
視
し
、
そ
の
規
制
は
「
混
乱
」「
権
利
侵
害
」「
証
明
」
と
い
う
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準

を
適
用
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
と
も
い
え
る
。
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を
忠
実
に
適
用
し
、
生
徒
の
表
現
が
「
言
葉
の
暴
力
」
で
あ
る
「
他

の
生
徒
の
権
利
侵
害
」
の
「
証
明
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
規
制
は
表
現
の
自
由
に
違
反
し
な
い
と
し
た
事
件
を
次
に
紹
介
す
る
。

３
．
言
葉
の
暴
力
と
「
他
の
生
徒
の
権
利
侵
害
」（H

arper v. Pow
ay U

nified School D
istrict, 445 F. 3d 1166

（2006

））

　

あ
る
高
校
で
は
、
性
的
志
向
に
つ
い
て
生
徒
間
で
対
立
が
あ
っ
た
た
め
「
沈
黙
の
日
」
を
設
定
し
、
性
的
志
向
を
異
に
す
る
他
の
生

徒
へ
の
寛
容
さ
を
教
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、「
沈
黙
の
日
」
に
は
、
同
性
愛
に
反
対
す
る
声
明
が
出
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
ト
ラ
ブ

ル
が
学
内
で
発
生
し
、
更
に
は
異
性
愛
者
の
グ
ル
ー
プ
が
組
織
さ
れ
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
同
性
愛
者
を
侮
辱
す
る
表
現
の
あ
る
Ｔ
シ
ャ

ツ
を
着
用
し
た
。
翌
年
の
「
沈
黙
の
日
」
に
、
原
告
は
「
神
が
非
難
す
る
も
の
を
認
め
な
い
」、「
同
性
愛
は
恥
ず
べ
き
こ
と
」
と
表
示

す
る
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
用
し
た
。
原
告
は
、
翌
日
も
同
様
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
用
し
た
の
で
、
そ
の
シ
ャ
ツ
は
扇
動
的
で
あ
り
、
他
の
生
徒

を
否
定
し
、
敵
愾
的
な
環
境
を
生
み
出
し
て
い
る
と
注
意
さ
れ
た
が
、
従
わ
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
特
に
停
学
等
の
懲
戒
は
受
け
な

か
っ
た
が
、
言
論
や
信
仰
の
自
由
へ
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

こ
の
事
件
で
裁
判
所
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
に
言
及
し
、
生
徒
の
表
現
が
「
他
人
の
権
利
侵
害
」
と
「
教
育
活
動
へ
の
相
当
程
度
の
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混
乱
又
は
実
質
的
な
侵
害
」
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
そ
の
表
現
の
規
制
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
59
）。

そ
の
上
で
、
原
告
の
表
現

は
特
に
「
他
人
の
権
利
侵
害
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
た
。

　

す
な
わ
ち
、
言
論
が
、
人
種
、
宗
教
、
性
的
志
向
な
ど
個
人
の
核
と
な
る
特
徴
に
向
け
ら
れ
た
場
合
、
生
徒
は
言
葉
に
よ
る
暴
力
を

受
け
て
傷
つ
く
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
生
徒
は
、
校
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
攻
撃
を
受
け
な
い
権
利
が
あ
る
。
こ
の
権
利
に
つ

い
て
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で
は
「
安
全
で
一
人
に
し
て
お
い
て
も
ら
う
権
利
」
と
し
て
い
る
。「
安
全
」
と
は
、
物
理
的
な
攻
撃
か
ら

を
受
け
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
自
尊
心
や
自
ら
の
社
会
的
存
在
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
心
理
的
な
攻
撃
を
受
け
な
い
こ
と
も
含
ま
れ
る
。

「
一
人
で
放
っ
て
お
か
れ
る
」
と
は
、
望
ま
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
避
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
利
益
を
含
ん
で
い
る
。
生
徒
は

学
校
へ
の
出
席
を
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
、
学
校
が
親
代
わ
り
と
し
て
子
ど
も
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
社
会
的
に
抑

圧
さ
れ
、
言
葉
や
物
理
的
な
暴
力
を
受
け
て
劣
等
意
識
を
持
つ
少
数
派
の
グ
ル
ー
プ
の
生
徒
を
攻
撃
す
る
言
論
は
、
彼
ら
を
傷
つ
け
、

お
び
え
さ
せ
、
安
心
の
意
識
を
失
わ
せ
、
学
ぶ
機
会
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
公
教
育
の
衝
に
あ
た
る
も
の
は
、
そ
の
言
葉
に

よ
る
暴
力
が
、
一
〇
代
の
生
徒
の
性
に
関
す
る
自
尊
心
を
傷
つ
け
、
教
育
上
の
発
展
を
阻
害
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
寛
容
で
あ
る
必

要
は
な
い
。
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
着
用
が
、
同
性
愛
の
生
徒
を
傷
つ
け
、
教
育
を
受
け
る
機
会
を
奪
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
制
限
す

る
正
当
・
適
法
な
理
由
が
学
校
に
は
存
在
す
る
、
と
し
た
（
60
）。

　

こ
の
事
件
で
は
、
生
徒
の
表
現
を
「
言
葉
の
暴
力
」
と
と
ら
え
、
特
に
少
数
派
へ
の
攻
撃
の
形
を
と
る
と
、
対
象
と
な
っ
た
生
徒
は

教
育
を
受
け
る
機
会
を
奪
わ
れ
、
こ
の
こ
と
は
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
の
「
他
人
の
権
利
侵
害
」
に
あ
た
り
、
規
制
は
表
現
の
自
由
を
侵
害

し
な
い
と
し
た
。
生
徒
の
表
現
規
制
を
考
え
る
場
合
、
表
現
を
行
っ
た
生
徒
の
立
場
か
ら
の
視
点
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た

生
徒
の
立
場
を
詳
細
に
検
討
し
た
点
で
重
要
な
判
決
と
思
わ
れ
る
（
61
）。
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第
二
節　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
に
よ
る
表
現
へ
の
規
制

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
表
現
行
為
を
学
校
が
規
制
す
る
場
合
に
、
そ
れ
が
果
た
し
て
校
内
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
問
題
に
な

る
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
校
外
で
の
い
じ
め
行
為
に
関
し
て
、
学
校
が
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
判
例
法
は
明
ら
か
と

は
し
て
い
な
い
。
裁
判
例
は
混
乱
し
て
い
る
が
、
表
現
が
校
外
で
な
さ
れ
た
こ
と
、
学
校
が
「
混
乱
」
に
つ
い
て
合
理
的
に
予
想
し
た
こ
と
、
修

正
一
条
の
権
利
へ
の
配
慮
、
親
の
権
利
侵
害
等
の
観
点
か
ら
裁
判
例
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、see  Laura Pavlik Raatjes, School 

D
iscipline of Cyber-Bullies: A

 Proposed T
hreshold that R

espects Constitutional R
ights, 45 J. M

a
rsh
a
ll L. R

ev. 85, 96

―104

（2011

））。
作
成
自
体
は
、
学
校
の
機
器
・
施
設
を
利
用
せ
ず
、
自
宅
等
で
な
さ
れ
、
他
の
生
徒
等
に
そ
の
視
聴
を
強
い
る
こ
と
な
く
、

任
意
に
委
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
が
、
教
職
員
・
生
徒
等
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
「
教
育
活
動
に
実
質

か
つ
相
当
程
度
の
混
乱
」「
他
の
生
徒
の
権
利
侵
害
」
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
と
し
て
規
制
の
対
象
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
（see 

Christine M
etteer Lorillard, W

hen Childrenʼs R
ights 

“Collide

” : Free Speech vs. T
he R

ight to be let alone in the Context of 

O
ff-Cam

pus 

“Cyber-Bullying

”, 81 M
iss. L. J. 189, 235

（2011

））。
ま
ず
、
こ
の
表
現
が
校
外
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
裁

判
例
を
紹
介
し
よ
う
。

１
．
学
校
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
表
現
規
制
の
範
囲

⑴C
oy v. Board of Education of the N

orth C
anton C

ity Schools, 205 F. Supp. 2d 791

（2002

）

　

原
告
は
、
放
課
後
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
「
負
け
犬
」
と
い
う
サ
イ
ト
を
つ
く
り
、
友
人
の
写
真
と
彼
が
自
分
の
母
親
に
性
的
刺
激

を
与
え
て
も
ら
っ
て
い
る
等
侮
辱
的
な
文
章
を
載
せ
た
。
そ
の
他
に
も
、
冒
涜
的
な
写
真
や
ス
ペ
ル
・
文
法
の
間
違
い
の
文
章
が
あ
っ

た
が
、
こ
れ
ら
は
粗
雑
で
未
熟
で
あ
る
一
方
、
わ
い
せ
つ
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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原
告
は
、
校
則
に
違
反
し
た
と
し
て
八
〇
日
間
の
監
視
処
分
を
受
け
た
（
校
則
は
、
わ
い
せ
つ
表
現
の
禁
止
、
学
校
規
則
と
教
師
の
指

導
の
不
遵
守
、
そ
の
他
具
体
的
に
は
定
め
ら
れ
な
い
が
、
教
育
公
務
員
に
よ
っ
て
不
適
切
と
判
断
さ
れ
た
行
為
・
態
度
を
と
る
こ
と
の
禁
止
が
定

め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
間
、
登
校
は
許
さ
れ
る
が
、
校
則
違
反
の
行
為
が
あ
れ
ば
退
学
さ
せ
ら
れ
課
外
活
動
へ
の
参
加
は
禁
止
さ
れ
た
）。
被
告

は
、
懲
戒
の
理
由
は
、
原
告
が
、
学
校
が
認
め
て
い
な
い
サ
イ
ト
（
自
分
が
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
が
）
に
、
学
校
の
時
間
に
、
学
校
の

パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
ア
ク
セ
ス
し
た
こ
と
で
あ
る
と
し
た
が
、
原
告
は
、
放
課
後
に
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
で
本
件
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
立

ち
上
げ
公
開
し
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
と
し
、
修
正
一
条
に
違
反
す
る
と
し
た
。

　

裁
判
所
は
、
原
告
が
、
放
課
後
に
、
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
で
サ
イ
ト
を
つ
く
っ
た
だ
け
で
、
情
報
を
他
の
生
徒
に
見
せ
た
こ
と
も
、
ま

た
見
る
よ
う
に
強
制
し
て
も
い
な
い
こ
と
を
重
視
し
た
。
そ
し
て
、
フ
レ
イ
ザ
ー
事
件
で
は
六
〇
〇
人
の
生
徒
へ
の
露
骨
な
性
行
為
を

た
と
え
る
表
現
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
が
、
本
件
の
サ
イ
ト
は
下
品
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
た
と
え
な
ど
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
生
徒
の
面
前
で
演
説
を
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
い
。
更
に
は
、
そ
の
表
現
は
学
校
後
援
の
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、

ク
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
事
件
と
も
区
別
さ
れ
る
と
し
た
。
結
局
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
が
適
用
さ
れ
、
原
告
の
表
現
は
、
学
校
運
営
の
紀
律
を

実
質
的
か
つ
相
当
程
度
に
侵
害
す
る
と
の
証
明
は
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
（
62
）。

　

こ
の
事
件
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
情
報
を
流
し
、
そ
れ
を
他
の
生
徒
が
視
聴
し
う
る
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
フ
レ
イ

ザ
ー
事
件
の
「
囚
わ
れ
の
聴
衆
」
の
問
題
は
提
起
し
て
い
な
い
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
、
校
外
で
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
規
制
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
は
な
く
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
の
「
学
校
運
営
へ
の
実
質
か
つ
相
当
程
度
の
侵
害
」
が
証
明

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
表
現
の
対
象
と
さ
れ
た
生
徒
の
立
場
は
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
他
の
生
徒
の
権
利
侵
害
」

に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
）。
逆
に
い
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
表
現
が
校
外
言
論
の
性
質
を
も
つ
こ
と
を
前
提
と
し
つ

つ
も
、
そ
れ
が
学
校
運
営
へ
の
侵
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
規
制
し
う
る
と
し
た
と
い
え
る
。
や
は
り
、
こ
れ
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と
同
様
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
事
件
を
紹
介
し
よ
う
。

⑵J. S. v. Blue M
ountain School D

istrict, 650 F. 3d 915

（2011

）

　

原
告
は
、
以
前
、
ド
レ
ス
コ
ー
ド
違
反
で
二
度
の
懲
戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
を
根
に
持
っ
て
、
自
宅
で
、
自
分
の
両
親
の
パ
ソ
コ
ン

を
使
っ
て
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
、
そ
こ
に
校
長
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
、
本
人
と
偽
っ
て
投
稿
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
校
長
の
名
前
や
学

校
名
は
伏
せ
て
あ
る
が
、
す
で
に
ネ
ッ
ト
に
流
さ
れ
て
い
た
顔
写
真
つ
き
で
あ
り
、
彼
と
彼
の
家
族
を
侮
辱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
校

長
は
バ
イ
セ
ク
シ
ャ
ル
で
あ
り
、
オ
フ
ィ
ス
で
性
的
行
為
を
行
い
、
妻
の
顔
は
男
、
子
ど
も
は
ゴ
リ
ラ
の
よ
う
だ
と
し
て
い
た
。
こ
の

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
サ
イ
ト
の
名
前
（M

ySpace

）
又
は
ア
ド
レ
ス
を
知
っ
て
い
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
翌
日
、
何
人
か
の
生
徒
が

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
面
白
い
と
原
告
に
話
し
か
け
て
き
た
の
で
、
サ
イ
ト
をprivate

に
し
、
原
告
が
招
待
し
た
者
し
か
ア
ク
セ
ス
で
き

な
い
よ
う
に
し
た
。
し
か
し
、
二
日
後
に
は
校
長
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
原
告
は
一
〇
日
間
の
停
学
と
ス
ク
ー
ル
・
ダ
ン
ス
へ
の
出

席
禁
止
の
処
分
を
受
け
た
た
め
、
こ
れ
を
争
っ
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

裁
判
所
は
、
ま
ず
、
本
件
で
は
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
が
適
用
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
上
で
、
原
告
の
言
論
は
、
学
校
に
相
当
程
度
の
混
乱

を
も
た
ら
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
原
告
は
サ
イ
ト
をprivate

に
し
て
ア
ク
セ
ス
を
限
定
し
た
こ
と
、
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
顔
は
明
ら
か
だ
が
名
前
や
学
校
な
ど
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
内
容
は
下
品
だ
が
、
未
熟
で
ナ
ン
セ
ン
ス

で
、
ま
と
も
な
人
間
な
ら
ば
こ
れ
を
本
気
で
受
け
と
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
。
ま
た
、
学
校

も
、
こ
の
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
、
学
校
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
友
人
等
だ
け
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
原
告
が
情
報
を
学
校
に
流
す
意
図
が
な
か
っ
た
こ
と

の
表
れ
で
あ
り
、
ま
た
、
下
品
な
表
現
も
規
制
可
能
で
あ
る
と
し
た
フ
レ
イ
ザ
ー
事
件
は
、
校
外
で
の
言
論
で
あ
る
本
件
に
は
適
用
さ

れ
な
い
と
し
た
。
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本
件
の
表
現
は
、
校
内
生
徒
集
会
で
の
演
説
で
も
、
学
校
後
援
の
新
聞
も
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
フ
レ
イ
ザ
ー
と
ク
ー
ル
マ
イ

ヤ
ー
は
適
用
さ
れ
ず
、
テ
ィ
ン
カ
ー
が
い
わ
ば
一
般
法
的
に
適
用
さ
れ
、
そ
の
基
準
で
あ
る
「
学
校
運
営
へ
の
実
質
か
つ
相
当
程
度
の

混
乱
」
の
有
無
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
原
告
に
よ
るprivate

の
措
置
と
学
校
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
り
、
校
内
へ
の
影
響

は
最
小
限
と
な
り
「
混
乱
」
は
も
た
ら
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
（
63
）。

①
情
報
を
校
内
に
持
ち
込
む
生
徒
の
意
思
（
ス
ミ
ス
判
事
）

　

こ
の
事
件
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
表
現
は
基
本
的
に
は
校
外
表
現
で
あ
り
、
校
内
へ
の
「
混
乱
」
を
も
た
ら
す
場
合
を
よ
り

限
定
的
に
と
ら
え
る
の
が
、
ス
ミ
ス
判
事
の
同
意
意
見
で
あ
る
。
こ
の
意
見
は
、
ま
ず
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
は
校
内
表
現
に
限
定
し
て

適
用
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
も
し
も
、
こ
れ
が
校
外
で
の
表
現
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
生
徒
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
ん
な

問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
も
、
学
校
に
お
い
て
相
当
程
度
の
混
乱
が
起
き
れ
ば
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合
、
情
報
が
ど
こ
で
つ
く
ら
れ
た
か
は
問
題
で
は
な
い
が
、
そ
の
言
論
が
、
意
図
的
に
学
校
に
向
け
ら
れ

て
い
る
な
ら
ば
、
校
内
言
論
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
し
か
し
、
校
外
言
論
は
、
そ
れ
が
校
内
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
だ

け
で
、
校
内
言
論
に
変
化
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

本
件
に
お
い
て
原
告
は
、
自
宅
で
つ
く
っ
た
情
報
を
学
校
に
は
送
信
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
ア
ク
セ
ス
で
き
る
者
の
範
囲
を
限
定
し
て

お
り
、
学
校
も
、
生
徒
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
い
る
か
ら
、
本
件
の
言
論
は
校
外
言
論
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
わ

い
せ
つ
、
名
誉
毀
損
等
で
は
な
い
の
で
、
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
し
た
（
64
）。

　

確
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
性
質
を
考
え
る
と
、
情
報
の
最
初
の
作
成
・
発
信
場
所
が
ど
こ
で
あ
る
か
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
学
校
に
「
混
乱
」
を
生
じ
て
い
た
か
ど
う
か
こ
そ
が
重

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
情
報
を
校
内
に
持
ち
込
む
意
思
が
そ
の
生
徒
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
更
に
は
、
学
校
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に
よ
っ
て
事
後
的
に
ア
ク
セ
ス
が
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、「
混
乱
」
を
判
断
す
る
た
め
の
一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ

れ
る
。
例
え
ば
、
少
数
で
あ
っ
て
も
不
特
定
の
生
徒
が
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
、
ま
た
、
表
現
の
対
象
に
な
っ
た
教
職
員
・
生
徒
が
自
分

の
情
報
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
流
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
り
「
混
乱
」
が
生
じ
う
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
特
に
、

表
現
の
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
の
が
、
フ
ィ
シ
ャ
ー
判
事
の
反
対
意
見
で
あ
る
。

②
ア
ク
セ
ス
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
表
現
内
容
（
フ
ィ
シ
ャ
ー
判
事
）

　

フ
ィ
シ
ャ
ー
判
事
は
、
本
件
に
お
い
て
、
教
員
と
そ
の
家
族
の
容
姿
・
特
徴
及
び
行
動
等
を
、
根
拠
な
く
、
下
品
で
、
わ
い
せ
つ
な

表
現
で
中
傷
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
教
育
公
務
員
が
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
権
威
は
蝕
ま
れ
、
こ

の
こ
と
が
ク
ラ
ス
の
教
育
環
境
に
相
当
程
度
の
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
を
多
数
意
見
は
見
逃
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
教
師
等
は
、
こ

の
よ
う
な
個
人
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
と
の
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
嫌
気
が
さ
し
、
退
職
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

る
。
効
果
的
な
制
裁
を
与
え
な
け
れ
ば
、
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
、
フ
ィ
シ
ャ
ー
判
事
は
、
多
数
意
見
は
、
原
告
は
ジ
ョ
ー
ク
の
つ
も
り
な
の
で
、
そ
の
言
論
を
そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
受
け
止
め
る

必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
言
論
者
の
意
図
よ
り
も
、
そ
の
言
論
が
相
当
程
度
の
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
が
合
理
的
に
予
想
さ
れ
た

か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
65
）。

　

以
上
は
、
生
徒
自
ら
が
情
報
を
作
成
し
、
ネ
ッ
ト
に
流
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
が
、
残
酷
表
現
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
サ
イ
ト
を
紹
介
す
る
生
徒
の
表
現
（
こ
れ
自
体
は
ネ
ッ
ト
で
は
な
く
ポ
ス
タ
ー
等
の
紙
媒
体
で
あ
る
）
を
規
制
で
き
る
の
か
問
題
に
な
っ

た
事
件
が
あ
る
の
で
紹
介
し
よ
う
。
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２
．
残
酷
表
現
サ
イ
ト
の
紹
介
（Bow

ler v. Tow
n of H

udson, 514 F. Supp. 2d 168

（2007

））

　

原
告
ら
は
、
保
守
的
な
政
治
見
解
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
ク
ラ
ブ
を
作
り
、
顧
問
の
教
諭
を
見
つ
け
、
集
会
の
場
も
あ
た

え
ら
れ
、
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
を
招
聘
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
原
告
ら
は
ク
ラ
ブ
設
立
と
最
初
の
集
会
の
予
定
を
告
知
す
る
ポ
ス

タ
ー
一
〇
枚
を
校
内
に
掲
示
し
た
が
、
そ
こ
に
は
加
入
し
た
高
校
の
全
国
組
織
が
立
ち
上
げ
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
が
記
述
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
、
覆
面
を
し
て
武
装
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
の
前
に
、
目
隠
し
さ
れ
た
人
質
が
跪
か
さ
れ
た
静
止
画

像
が
映
し
出
さ
れ
、
過
激
な
映
像
が
続
く
と
の
警
告
表
示
が
あ
っ
た
後
に
、
実
際
に
首
が
は
ね
ら
れ
る
シ
ー
ン
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
高
校
は
、
こ
の
サ
イ
ト
に
は
学
校
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
か
ら
は
一
切
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
よ
う
に
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
を
施

し
、
ポ
ス
タ
ー
も
は
が
さ
れ
た
た
め
、
原
告
は
、
自
分
た
ち
の
言
論
が
違
法
に
検
閲
さ
れ
、
修
正
一
条
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張

し
た
。

　

裁
判
所
は
、
原
告
の
主
張
を
認
め
た
。
確
か
に
、
学
校
に
お
い
て
、
生
徒
の
心
を
か
き
乱
す
よ
う
な
暴
力
シ
ー
ン
を
、
任
意
に
よ
ら

ず
に
生
徒
に
見
せ
る
こ
と
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
の
「
一
人
で
放
っ
て
お
い
て
も
ら
う
権
利
」
を
侵
害
し
う
る
が
、
本
件
で
は
当
て
は

ま
ら
な
い
。
原
告
は
、
そ
の
映
像
を
校
内
で
流
し
た
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
を
観
る
こ
と
を
自
ら
望
ん
だ
生
徒
の
み
が
こ
れ
を
観
る
こ
と

が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
被
告
は
、
こ
の
映
像
を
観
る
こ
と
に
よ
り
生
徒
が
心
理
的
に
悪
影
響
を
受
け
、
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
が
必
要
に
な
る
と
の
危
険
性
や
、
こ
の
映
像
に
関
す
る
生
徒
間
の
議
論
を
制
止
す
る
た
め
に
、
一
時
授
業
を
中
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
起
こ
り
う
る
と
す
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
実
質
か
つ
相
当
程
度
の
混
乱
」
と
は
い
え
な
い
と
し
た
（
66
）。

　

高
校
と
し
て
は
、
教
育
上
の
配
慮
か
ら
、
で
き
る
だ
け
残
酷
表
現
等
を
生
徒
か
ら
遠
ざ
け
た
い
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
表
現
が
校
内
で
流
さ
れ
、
そ
の
意
思
に
か
か
わ
り
な
く
生
徒
が
目
に
す
る
と
の
状
況
に
は
な
く
、
校
外
に
お
い
て
、

そ
れ
を
観
る
か
ど
う
か
生
徒
の
任
意
で
あ
る
場
合
に
こ
れ
を
規
制
す
る
こ
と
は
、
学
校
の
措
置
と
し
て
は
行
過
ぎ
が
あ
っ
た
と
し
た
も
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の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
も
、
単
に
興
味
本
位
で
残
酷
描
写
の
サ
イ
ト
を
紹
介
し
た
の
で
は
な
く
、
生
徒
ら
の
政
治
的
見

解
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
必
要
な
サ
イ
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
観
点
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
校
外
で
作
成
さ
れ
た
か
否
か
よ
り
も
、
そ
の
伝
わ
り
方
や

そ
の
表
現
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
教
育
環
境
に
ど
う
影
響
し
て
い
る
か
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
考
え

さ
せ
る
の
が
教
師
ら
に
対
す
る
中
傷
表
現
の
規
制
で
あ
る
。

３
． 

教
員
等
に
対
す
る
中
傷
表
現
と
教
育
現
場
の
混
乱（Killion v. Franklin Regional School D

istrict, 136 F. Supp. 2d 446

（2001

））

　

原
告
（
高
校
生
）
は
、
駐
車
場
の
利
用
を
不
許
可
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
陸
上
部
の
監
督athletic director

に
恨
み
を
抱
き
、

一
〇
項
目
（T

op T
en List

）
に
わ
た
っ
て
こ
の
監
督
を
侮
辱
し
た
。
こ
の
リ
ス
ト
は
自
宅
で
、
放
課
後
に
、
友
人
と
相
談
し
て
つ
く

り
、
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
Ｅ
メ
ー
ル
で
友
人
に
流
し
た
。
し
か
し
、
プ
リ
ン
ト
し
て
コ
ピ
ー
を
学
校
に
持
ち
込
む
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。
以
前
、
同
じ
よ
う
な
リ
ス
ト
を
作
っ
た
と
き
に
、
も
う
一
度
繰
り
返
せ
ば
懲
戒
さ
れ
る
と
の
警
告
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
リ
ス
ト
は
、
生
徒
の
だ
れ
か
に
よ
っ
て
学
校
に
持
ち
込
ま
れ
、
原
告
は
、
ス
タ
ッ
フ
へ
の
言
葉
／
文
書

に
よ
る
侮
辱
を
理
由
と
し
て
、
一
〇
日
間
の
停
学
処
分
を
受
け
た
。
原
告
は
、
修
正
一
条
違
反
等
を
理
由
に
停
学
の
暫
定
的
差
止
め
を

求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

裁
判
所
は
、
こ
の
事
件
は
最
高
裁
の
三
つ
の
判
決
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
が
適
用
さ
れ
、
表
現

規
制
が
許
さ
れ
る
の
は
、
相
当
程
度
の
混
乱
と
他
人
の
権
利
侵
害
の
場
合
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
対
象
と
さ
れ
た
監

督
は
こ
の
サ
イ
ト
に
嫌
悪
・
当
惑
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
表
現
を
制
約
す
る
た
め
の
正
当
化
事
由
と
は
い
え
な
い
。
更
に
は
、
未
成
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年
者
に
よ
る
、
子
供
じ
み
た
、
粗
野
な
悪
ふ
ざ
け
を
放
置
す
る
な
ら
ば
、
生
徒
の
規
律
を
守
り
管
理
す
る
学
校
の
権
限
が
侵
害
さ
れ
る

と
ま
で
は
い
え
な
い
、
と
し
た
（
67
）。

　

こ
の
判
決
は
、
表
現
を
規
制
す
る
た
め
に
必
要
な
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
の
「
実
質
か
つ
相
当
程
度
の
混
乱
」
を
か
な
り
厳
格
に
理
解

し
、
生
徒
の
表
現
の
自
由
を
か
な
り
広
く
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
対
象
に
な
っ
た
監
督
は
生
徒
の
表
現
に
よ
っ
て
侮
辱
さ
れ
て
い
る

が
、「
当
惑
」
し
た
だ
け
で
こ
の
表
現
は
懲
戒
に
値
し
な
い
と
さ
れ
た
（
68
）。

　

確
か
に
、
い
た
ず
ら
半
分
に
す
ぎ
な
い
表
現
に
対
し
て
（
以
前
も
同
じ
よ
う
な
リ
ス
ト
を
作
り
、
警
告
を
受
け
て
い
た
の
で
出
来
心
と
い

う
よ
り
確
信
的
で
悪
質
で
あ
る
が
）
一
〇
日
間
の
停
学
は
重
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
種
の
中
傷
が
ま
か
り
通
る
と
い
う
こ
と
に

は
疑
問
が
あ
る
（
69
）。

し
か
し
な
が
ら
、
教
師
へ
の
侮
辱
的
な
表
現
と
は
異
な
っ
て
、
そ
の
生
命
・
身
体
に
害
が
及
ぶ
と
思
わ
せ
る
表
現
へ

の
規
制
は
肯
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
（
コ
ロ
ン
バ
イ
ン
乱
射
事
件
等
に
よ
り
、
学
校
は
、
生
徒
の
暴
力
に
脅
威
を
感
じ
、
生
徒
が
銃
、
ア
ル

コ
ー
ル
、
暴
力
等
に
関
す
る
校
則
に
わ
ず
か
に
触
れ
た
だ
け
で
、
自
動
的
に
厳
し
い
懲
戒
を
行
う
権
限
を
認
め
る
、
寛
容
な
き
政
策Zero-

T
olerance Policy

を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
過
剰
な
反
応
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
を
息
苦
し
い
も
の
と
し
て
い
る
と
の
指
摘

が
あ
る
。See Richard Salgado, Protecting Student Speech R

ights W
hile Increasing School Safety: School Jurisdiction and the 

Search for W
arning Signs in a Post-Colum

bine/R
ed Lake E

nvironm
ent, 2005 B.Y

.U
.L.REV

. 1371, 1392

―93

（2005

））。

４
．
教
員
等
へ
の
脅
迫
的
な
表
現

⑴W
isnieski v. Board of Education of the W

eedsport C
entral School D

istrict, 494 F. 3d 34

（2007

）

　

原
告
（
中
学
生
）
は
自
宅
の
両
親
の
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
、
グ
ル
ー
プ
内
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
交
換
し
、
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
ア

イ
コ
ン
を
表
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
け
ん
銃
が
発
砲
さ
れ
、
銃
弾
が
人
の
頭
部
に
命
中
し
て
血
が
流
れ
る
シ
ー
ン
を
描
き
、
そ
の
下
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に
、
英
語
担
当
教
員
の
名
前
を
挙
げ
て
「
殺
せ
」
と
の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
グ
ル
ー
プ
内
の
一
五
人
に
送
信
し
、
教
職
員

に
は
送
信
し
な
か
っ
た
が
、
当
の
英
語
教
員
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　

警
察
は
、
原
告
か
ら
事
情
を
聴
い
た
が
ジ
ョ
ー
ク
と
判
断
し
、
心
理
学
者
も
暴
力
的
な
意
図
は
な
か
っ
た
と
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
教
育
長
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
ジ
ョ
ー
ク
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
、
学
校
の
運
営
を
混
乱
さ
せ
た
と
し
て
一
セ
メ
ス

タ
ー
の
停
学
が
決
定
さ
れ
た
。
原
告
は
賠
償
請
求
を
行
っ
た
。

　

裁
判
所
は
、
英
語
担
当
教
員
の
殺
害
を
絵
と
文
章
で
呼
び
か
け
る
原
告
の
送
信
は
、
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
限
界
を
超
え

て
い
る
と
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
ア
イ
コ
ン
は
学
校
の
施
設
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
作
成
さ
れ
送
信
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は

直
ち
に
学
校
の
紀
律
と
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
校
外
の
行
動
も
校
内
に
お
け
る
相
当
程
度
の
混
乱
を
も
た
ら
す
危
険
を

予
測
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
し
た
（
70
）。

　

同
じ
よ
う
に
、
生
命
・
身
体
へ
の
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
が
な
さ
れ
、
対
象
と
さ
れ
た
教
員 

が
体
調
不
良
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
が

あ
る
。

⑵O
Z v. Board of Trustees of the Long Beach U

nified School D
istrict, 2008 U

.S.D
ist. LEXIS 110409

（2008

）

　

原
告
は
、
自
分
が
通
う
中
学
校
の
英
語
の
教
師
が
殺
害
さ
れ
る
物
語
を
ス
ラ
イ
ド
で
つ
く
りY

ouT
ube

に
流
し
、
そ
れ
を
観
た
教

師
が
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
不
眠
症
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
原
告
を
転
校
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
原
告
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、
本
件
ス
ラ

イ
ド
は
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。

　

裁
判
所
は
、
ス
ラ
イ
ド
は
ジ
ョ
ー
ク
で
、
原
告
が
大
変
後
悔
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
暴
力
的
な
言
葉
と
異
常
な
写
真
か
ら
、
学

校
が
相
当
程
度
の
混
乱
を
予
測
し
た
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
。
こ
の
教
師
は
自
分
の
身
の
安
全
を
心
配
し
、
精
神
的
に
不
安
定
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
教
師
に
何
か
事
が
起
こ
れ
ば
、
学
校
業
務
は
相
当
程
度
に
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ス
ラ
イ
ド
の
製
作
・
送
信
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が
校
外
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
懲
戒
を
免
除
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
校
外
の
行
為
が
、
校
内
の
相
当
程
度
の
混
乱
を
引
き
起
こ
す
危

険
を
予
測
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
と
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
件
で
は
、
教
師
等
へ
の
脅
迫
表
現
そ
の
も
の
が
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
「
実
質
・
相
当
程
度
の
混
乱
」
を
も
た
ら
さ
ず
、

「
混
乱
」
の
発
生
を
予
測
さ
せ
る
表
現
で
あ
り
、「
混
乱
」
の
実
際
の
発
生
に
至
ら
な
く
と
も
こ
の
段
階
で
表
現
の
規
制
は
許
さ
れ
る
と

し
て
い
る
（
71
）。

　

な
お
、
表
現
を
行
っ
た
生
徒
の
意
図
は
、
そ
の
表
現
ど
お
り
に
対
象
教
員
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
表
現
は
、
表
現
者
の
意
図
を
こ
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
対
象
者
及
び
視
聴
者
に
与
え
る
場
合
が
あ
る
（
72
）。

こ

こ
に
、
こ
の
表
現
媒
体
の
こ
わ
さ
が
あ
り
、
子
ど
も
の
い
た
ず
ら
が
い
た
ず
ら
で
済
ま
な
く
な
り
、
学
校
や
親
等
に
よ
り
規
制
が
強
く

求
め
ら
れ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
問
題
は
、
表
現
が
ク
ラ
ス
・
メ
イ
ト
に
向
け
ら
れ
る
場
合
に
も
生
じ

る
の
で
次
に
紹
介
し
よ
う
。

５
． 

生
徒
間
の
う
わ
さ
話
と
「
他
の
生
徒
の
権
利
侵
害
」（J.C

. v. Beverly H
ills U

nited School D
istrict, 711 F. Supp. 2d 

1194

（2010

））

　

原
告
は
放
課
後
、
友
人
ら
と
と
も
に
近
く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
ク
ラ
ス
・
メ
イ
ト
の
Ａ
に
つ
い
て
、
わ
が
ま
ま
、
ド
ジ
、
醜
い
、
く

だ
ら
な
い
奴
等
と
の
う
わ
さ
話
を
録
画
し
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
一
般
人
が
利
用
で
き
る
サ
イ
ト
で
あ
るY

ouT
ube

に
流
し

た
。
そ
の
日
の
う
ち
に
五
人
～
一
〇
人
の
生
徒
か
ら
、
ビ
デ
オ
を
観
た
と
の
反
応
が
あ
り
、
Ａ
も
混
乱
し
、
母
親
を
伴
っ
て
登
校
し
、

カ
ウ
ン
セ
ル
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

学
校
の
パ
ソ
コ
ン
は
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
た
め
、
生
徒
は
、
校
内
か
ら
こ
れ
ら
の
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
が
、
ケ
ー
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タ
イ
か
ら
は
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
を
ど
れ
だ
け
の
生
徒
が
校
内
で
所
持
し
て
い
る
か
学
校
で
は
把
握
し
て
い
な
い
。
原
告
は

二
日
間
の
停
学
処
分
を
受
け
た
の
で
、
修
正
一
条
等
の
侵
害
を
理
由
に
差
止
め
と
損
害
賠
償
請
求
を
行
っ
た
。

　

裁
判
所
は
、
ま
ず
、
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
例
の
傾
向
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
①
校
外
で
な
さ
れ
た
表
現
が
校
内

に
持
ち
込
ま
れ
、
又
は
、
学
校
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
場
合
に
は
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。
②
校
外
表
現
と
学
校
と
の
間

に
十
分
な
か
か
わ
り
が
あ
る
場
合
に
限
定
し
て
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を
含
む
合
衆
国
最
高
裁
の
判
例
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
か
か
わ
り
が
、
い
つ
存
在
す
る
の
か
は
不
明
確
で
あ
る
。
言
論
が
校
内
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
③

言
論
を
校
外
に
と
ど
め
よ
う
と
表
現
者
が
具
体
的
な
努
力
を
行
っ
た
場
合
、
公
共
の
場
に
お
け
る
表
現
規
制
と
同
等
の
権
限
の
み
が
学

校
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

本
件
に
お
い
て
、
原
告
の
表
現
が
校
内
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
合
理
的
に
予
測
で
き
る
。
問
題
の
サ
イ
ト
は
、
一
般
人
が
ア
ク
セ

ス
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
学
校
の
パ
ソ
コ
ン
が
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
い
て
も
ケ
ー
タ
イ
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で

あ
り
、
ケ
ー
タ
イ
が
校
内
使
用
禁
止
で
も
、
こ
の
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
更
に
は
学
校
の
教
職
員
は
、
パ
ソ
コ
ン
か
ら
こ
の
ビ
デ
オ
に

ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
（
73
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
原
告
の
表
現
が
校
内
言
論
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
裁
判
所
は
、
こ
の
規
制
に
関
し
て
は
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
が
適
用

さ
れ
、「
実
質
・
相
当
程
度
の
混
乱
」
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
本
件
に
お
い
て
学
校
が
対
応
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
は
、
動
転
し
た
親
と
一
時
的
に
ク
ラ
ス
へ
の
出
席
を
拒
否
し
た
一
人
の
生
徒
へ
の
配
慮
、
五
人
の
生
徒
が
一
日
の
う
ち

ど
の
授
業
か
は
定
か
で
は
な
い
が
欠
席
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
相
当
程
度
の
混
乱
と
は
い
え
な
い
。
本
件
ビ
デ
オ

自
体
は
暴
力
的
で
も
脅
迫
的
で
も
な
い
。
表
現
の
対
象
と
な
っ
た
Ａ
が
身
体
へ
の
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
も
な
く
、
当
惑
し
、
一
時
的
に

学
校
へ
行
き
た
く
な
く
な
っ
た
だ
け
で
相
当
程
度
の
混
乱
と
は
い
え
な
い
、
と
し
た
。
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こ
の
事
件
で
裁
判
所
は
、
一
般
人
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
サ
イ
ト
に
流
れ
た
以
上
、
そ
の
表
現
は
校
外
言
論
と
は
い
え
ず
、
テ
ィ
ン

カ
ー
基
準
を
適
用
し
て
「
実
質
か
つ
相
当
程
度
の
混
乱
」
が
あ
れ
ば
規
制
し
て
も
修
正
一
条
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら

「
混
乱
」
に
つ
い
て
は
か
な
り
厳
格
に
と
ら
え
、
学
校
全
体
に
波
及
す
る
よ
う
な
も
の
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
件
で
は
、

う
わ
さ
話
の
対
象
に
な
っ
た
生
徒
は
か
な
り
傷
つ
い
た
し
、
そ
れ
を
話
し
て
い
た
他
の
生
徒
た
ち
も
、
自
業
自
得
と
は
い
え
、
気
ま
ず

い
思
い
を
と
お
り
こ
え
た
感
情
を
も
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
影
響
は
学
校
全
体
か
ら
み
れ
ば
い
ま

だ
「
混
乱
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
判
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
行
動
が
修
正
一
条
に
よ
り
保
護
さ
れ

規
制
で
き
な
い
と
の
結
論
で
果
た
し
て
よ
い
の
か
疑
問
で
あ
る
。「
混
乱
」
を
教
育
現
場
全
体
へ
の
影
響
で
あ
る
と
し
、
特
定
個
人
へ

の
不
利
益
は
こ
れ
に
含
ま
な
い
と
す
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
は
「
他
の
生
徒
の
権
利
侵

害
」
も
表
現
規
制
の
正
当
理
由
に
挙
げ
、
こ
れ
へ
の
配
慮
・
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
て
い
る
（
74
）。

　

更
に
、
ネ
ッ
ト
に
な
が
れ
た
本
件
の
表
現
で
話
題
が
も
ち
き
り
に
な
り
、
生
徒
た
ち
は
授
業
に
集
中
で
き
ず
、
ま
た
、
生
徒
た
ち
は

自
分
の
話
し
た
こ
と
が
録
画
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
に
流
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
実
質
・
相
当
程
度
の
混

乱
」
に
は
至
ら
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
友
人
間
の
う
わ
さ
話
が
、
そ
の
意
に
反
し
て
公
開
さ
れ
る
こ
と
が
い
か
な
る
影
響
を
も
つ
か

に
つ
い
て
裁
判
所
は
過
小
に
評
価
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
行
為
が
、
友
情
や
人
間
関
係
に
多
大
な
悪
影
響
を
与
え
る
と
し
て
厳

し
い
指
導
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
、
逆
に
修
正
一
条
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
特

に
、
こ
の
種
の
問
題
は
、
関
係
し
た
生
徒
一
人
一
人
の
性
格
や
日
頃
の
態
度
及
び
生
徒
相
互
の
人
間
関
係
、
更
に
は
学
校
全
体
の
状
況

に
よ
っ
て
そ
の
指
導
方
法
が
か
な
り
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
や
Ａ
及
び
ク
ラ
ス
・
メ
イ
ト
は
一
三
歳
に
す
ぎ
ず
精
神
的

に
は
十
分
発
達
し
て
い
な
い
生
徒
を
ど
う
す
れ
ば
最
も
よ
く
保
護
で
き
る
か
、
こ
の
判
断
に
は
裁
判
所
に
よ
る
学
校
へ
の
敬
譲
が
認
め

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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結
語

　

最
高
裁
は
、
一
九
六
九
年
の
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
に
お
い
て
、
生
徒
は
、
校
門
を
く
ぐ
っ
て
も
憲
法
上
の
権
利
を
捨
て
去
っ
て
い
な
い

と
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
も
、
す
べ
て
の
自
由
に
内
在
す
る
制
約
は
当
然
に
及
び
、「
実
質
・
相
当
程
度
の
混
乱
」「
他
人
の

権
利
侵
害
」
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。
最
高
裁
は
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
介
入
と
い
う
重
大
な
政
治
問
題
に
関
し

て
、
黒
腕
章
着
用
と
い
う
消
極
的
な
表
現
を
学
校
は
規
制
で
き
な
い
と
し
た
。
最
高
裁
は
、
教
育
現
場
こ
そ
「
思
想
の
自
由
市
場
」
の

理
念
が
実
践
さ
れ
る
べ
き
と
の
考
え
方
を
と
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
三
件
の
最
高
裁
判
決
は
、
生
徒
の
表
現
を
規
制
す
る
学
校
の
判
断
を
重
視
す
る
方
向
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
結
果
と
し
て
生
徒
の
表
現
が
規
制
さ
れ
た
が
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
が
示
し
た
内
在
的
制
約
の
考
え
方
が
、
具
体
的
事
例
に
お
い
て

適
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
現
の
受
け
手
の
脆
弱
性
や
送
り
手
の
未
熟
さ
等
、
教
育
現
場

の
特
殊
性
を
前
提
に
「
混
乱
」「
権
利
侵
害
」
を
認
定
し
た
も
の
と
の
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
ン
カ
ー
以
後
の
三
つ
の

判
決
は
テ
ィ
ン
カ
ー
が
適
用
さ
れ
な
い
例
外
で
あ
る
と
の
見
方
が
あ
り
、
判
決
の
文
面
自
体
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
こ
ち
ら
が
正
し
い
理

解
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
点
に
拘
泥
す
る
よ
り
も
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
は
「
教
育
現
場
の
特
殊
性
」
と
「
思
想
の
自
由
市
場
」
の
い
ず
れ
に

力
点
が
お
か
れ
る
べ
き
か
（
両
者
は
相
互
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
）、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
に
力
点
を
置
く
な
ら
ば
、

学
校
・
教
師
と
い
っ
た
権
力
が
実
践
し
よ
う
と
す
る
教
育
方
針
は
悉
く
一
個
の
「
思
想
」
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
へ
の
反
発
・
批
判
・
不
服

従
は
、
生
徒
の
「
思
想
」
と
し
て
、
そ
の
「
市
場
」
へ
の
提
示
に
学
校
は
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
表
現
を
規
制
で

き
る
の
は
、
学
校
外
の
一
般
社
会
で
認
め
ら
れ
る
基
準
と
限
り
な
く
近
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
前
者
に
力
点
を
置
く
な
ら
ば
、
表
現
を
媒
介
と
し
た
様
々
な
問
題
へ
の
対
応
に
関
し
、
学
校
の
裁
量
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
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あ
ろ
う
。
成
長
過
程
に
あ
り
、
そ
の
未
熟
さ
か
ら
、
行
為
の
結
果
の
重
大
性
が
十
分
認
識
で
き
な
か
っ
た
り
、
悪
ふ
ざ
け
が
過
ぎ
た
り

す
る
場
合
に
、
教
師
の
状
況
に
即
し
た
規
制
を
裁
判
所
は
尊
重
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
、
表
現
規
制
の
対
象
を
「
実
質
・

相
当
程
度
の
混
乱
」「
他
人
の
権
利
侵
害
」
に
限
定
す
る
こ
と
は
「
教
育
現
場
の
特
殊
性
」
に
十
分
な
対
応
が
で
き
ず
、
テ
ィ
ン
カ
ー

基
準
は
窮
屈
な
基
準
、
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

確
か
に
、
学
校
の
価
値
観
の
一
方
的
な
押
し
付
け
に
対
し
て
、
生
徒
は
表
現
に
よ
っ
て
対
抗
す
る
必
要
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
さ
り

と
て
、
学
校
の
教
育
方
針
と
生
徒
の
考
え
る
価
値
観
を
対
等
・
並
立
な
も
の
と
み
て
、
こ
れ
へ
の
生
徒
の
批
判
・
不
服
従
を
も
表
現
の

自
由
の
保
障
範
囲
と
す
れ
ば
、
教
育
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
抱
え
る
問
題
や
成
長
に
合
わ
せ
（
精
神
・
肉
体
に
ハ
ン
デ

あ
る
生
徒
や
少
数
派
の
生
徒
を
批
判
す
る
表
現
及
び
内
容
は
と
も
か
く
そ
の
表
現
方
法
に
問
題
が
あ
る
場
合
等
）、
学
校
の
お
か
れ
た
状
況
に

即
し
た
（
一
定
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
学
内
に
対
立
が
深
ま
り
そ
れ
を
煽
る
よ
う
な
表
現
）、
表
現
規
制
は
、
そ
の
方
法
の
み
な
ら
ず
表
現
内

容
に
も
関
わ
っ
て
学
校
の
裁
量
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
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さ
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ボ
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。

　
　

そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
、
校
則
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
広
範
な
裁
量
が
教
育
公
務
員
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
内
容
が
賢
明
で
適
切
な

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
裁
判
所
は
判
断
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
裁
判
所
は
、
学
校
の
権
限
と
裁
量
が
合
理
的
に
行
使
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
の
み
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
校
内
に
お
い
て
、
秩
序
と
紀
律
を
維
持
す
る
の
に
不
可
欠
な
校
則
を
定
め
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
り
、
教
室
内
に

お
け
る
生
徒
の
不
必
要
な
議
論
を
禁
止
し
て
も
、
そ
れ
が
表
現
の
自
由
等
の
基
本
的
な
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
合
理
的
で
あ
る
（see id. at 

748

）。
し
か
し
な
が
ら
宣
誓
供
述
書
も
証
言
も
本
件
ボ
タ
ン
が
教
育
活
動
へ
の
侵
害
を
も
た
ら
し
た
か
は
明
ら
か
と
し
て
は
お
ら
ず
、
こ
の
ボ
タ
ン
が
生
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徒
の
集
中
力
を
殺
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
と
の
結
論
は
支
持
で
き
な
い
。
本
件
ボ
タ
ン
の
着
用
禁
止
は
恣
意
的
で
不
合
理
で
あ
る
、
と
し
た
（see id. at 

748

）。

（
14
）　T

inker, 393 U
.S. at 506.

（
15
）　Id. at 508.

（
16
）　Ibid.

（
17
）　See T

inker, 393 U
.S. at 509.

（
18
）　See id. at 508
―09.

（
19
）　T

inker, 393 U
.S. at 512. 

生
徒
の
表
現
が
、
学
校
が
生
徒
に
教
え
込
も
う
と
し
て
い
る
基
本
的
な
価
値
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
規
制
で
き
る
な

ら
ば
、
学
校
は
政
治
的
な
言
論
も
含
め
て
生
徒
の
表
現
を
広
範
に
規
制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
し
ま
う
。
結
果
と
し
て
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る

唯
一
の
生
徒
の
言
論
は
学
校
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
の
指
摘
が
あ
る
。See A

bby M
arie M

ollen, In D
efense 

of the 

“Hazardous Freedom

” of Controversial Student Speech, 102 N
w U

. L. R
ev. 1501, 1534

（2008

）.

（
20
）　Id. at 509.　

な
お
、
こ
の
相
当
程
度
の
「
混
乱
」
の
基
準
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
が
す
べ
て
の
生
徒
た
ち
の
教
育
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
こ

と
で
あ
れ
ば
、
規
範
的
に
魅
力
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
最
高
裁
は
、
教
育
の
効
果
的
な
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
州
の
利
益
や
権
限
に
つ
い
て
は
日

常
的
に
認
め
る
一
方
で
、
教
育
へ
の
憲
法
上
の
権
利
は
決
し
て
認
め
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。See M

ollen, supra note 19 at 

1523. 

（
21
）　Id. at 508.

（
22
）　See id. at 517

（Black J., dissenting

）.

（
23
）　Id. at 522.

（
24
）　See id. at 518. 

こ
の
事
件
の
多
数
意
見
と
ブ
ラ
ッ
ク
反
対
意
見
を
そ
れ
ぞ
れ
支
持
す
る
学
説
を
対
比
し
て
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
松
倉
聡
史

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
生
徒
の
表
現
の
自
由
㈡
―
―
テ
ィ
ン
カ
ー
判
決
以
後
の
判
例
の
分
析
を
中
心
に
し
て
―
―
」
北
研
三
七
巻
二
号
二
一
三
―
一
五
頁
。

（
25
）　Bethel School D

istrict N
o. 403 v. Fraser, 478 U

.S. 675

（1986

）.
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（
26
）　Id. at 682.

（
27
）　Id. at 681.

（
28
）　Id. at 683.

（
29
）　Id. at 685.

（
30
）　

教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
立
会
演
説
会
が
、
原
告
の
表
現
に
よ
り
実
質
・
相
当
程
度
の
混
乱
を
生
じ
、
ま
た
他
の
生
徒
の
権
利
が
侵

害
さ
れ
た
と
の
主
張
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
31
）　

表
現
規
制
に
関
し
て
学
校
に
裁
量
を
認
め
る
考
え
方
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
の
ハ
ー
ラ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

教
育
公
務
員
が
、
そ
の
施
設
に
お
い
て
紀
律
と
秩
序
を
維
持
す
る
に
あ
た
り
、
広
範
な
権
限
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
多
数
意
見
と
自
分

と
の
間
に
違
い
が
あ
る
と
は
考
え
な
い
と
し
て
い
る
（see T

inker, 393 U
.S. at 526

（H
arlan, J., dissenting

））。

（
32
）　Fraser, 478 U

.S. at 683.

（
33
）　Id. at 687

―88

（Brennan, J., concurring in the judgm
ent

）.

（
34
）　Id. at 690

（M
arshall, J., dissenting

）.

（
35
）　See id. at 690.

（
36
）　Fraser, 478 U

.S. at 691

（Sevens J., dissenting
）.

（
37
）　H

azelw
ood School D

istrict v. K
uhlm

eier, 484 U
.S. 260

（1988

）.

（
38
）　

こ
の
事
件
で
は
、
原
告
は
、
学
校
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
り
、
そ
の
表
現
規
制
、
と
り
わ
け
検
閲
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
そ

こ
で
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
は
、
ま
ず
、
こ
の
点
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
た
め
に

は
、
道
路
や
公
園
そ
し
て
記
憶
を
た
ど
れ
な
い
昔
か
ら
、
市
民
間
で
公
的
な
問
題
を
議
論
す
る
目
的
で
利
用
さ
れ
て
き
た
場
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
し
か
し
、
公
立
学
校
は
こ
れ
ら
の
特
性
す
べ
て
は
備
え
て
い
な
い
。「
学
校
施
設
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
な
る
の
は
、
学
校
当
局
が
政
策
又

は
実
務
に
お
い
て
、
そ
の
施
設
を
一
般
公
衆
に
よ
る
無
差
別
な
利
用
の
た
め
に
開
放
し
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
。」K

uhlm
eier, 484 U

.S. at 267.　

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
バ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
分
離
す
る
も
の
で
誠
実
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
い
え
な
い
、
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な
ぜ
な
ら
ば
、
学
校
の
出
版
物
は
表
現
の
た
め
の
一
つ
の
ル
ー
ト
で
あ
り
バ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
つ
な
が
る
側
面
が
あ
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
側
面

だ
け
で
割
り
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。See H

elene Bryks, A
 Lesson in School Censorship: H

ezelw
ood v. K

uhlm
eier, 55 

B
ro
o
k
ly
n L. R

ev. 291, 307

（1989

）

（
39
）　Id. at 271.

（
40
）　Id. at 272

―73.

（
41
）　See id. at 278

（Brennan, J. w
ith w

hom
 M

arshall &
 Blackm

un, JJ. join, dissenting

）.

（
42
）　Id. at 280.
生
徒
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
は
、
共
通
の
価
値
観
（com

m
unity values

）
を
教
え
る
こ
と
と
生
徒
の
個
人
の
自
由
と
の
微
妙
な
バ
ラ
ン

ス
を
は
か
る
こ
と
に
最
高
裁
は
取
り
組
ん
で
い
る
。
教
育
の
目
的
は
、
民
主
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
の
維
持
の
た
め
の
基
本
的
な
価
値
観
を
教
育
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
は
学
校
は
、
い
か
に
不
人
気
な
考
え
方
で
あ
っ
て
も
、
多
様
な
政
治
的
、
宗
教
的
見
解
に
寛
容
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。See H

elene Bryks, A
 Lesson in School Censorship: H

ezelw
ood v. K

uhlm
eier, 55 B

ro
o
k
ly
n L. R

ev. 291, 

322

（1989

）.

（
43
）　Id. at 280.　

ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
は
、
多
数
意
見
は
、
修
正
一
条
の
下
で
、
文
法
間
違
い
等
々
の
記
事
を
公
表
さ
せ
な
い
権
限
が
教
育
者
に
認
め
ら

れ
て
い
る
と
し
、
こ
れ
に
同
意
す
る
一
方
で
、
こ
の
結
論
に
達
す
る
た
め
に
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を
廃
止
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
に

お
い
て
も
、
教
育
者
は
文
法
間
違
い
等
を
検
閲
す
る
こ
と
は
憲
法
上
許
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
を
認
め
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
新
聞
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

目
的
を
実
質
的
に
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（see id. at 283

―84

）。
も
っ
と
も
、
生
徒
の
表
現
が
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
話
題
を
投
げ
か

け
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
理
由
で
検
閲
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
話
題
か
ら
生
徒
を
保
護
す
る
と
い
う
主
張
は
、
見
解
に
基
づ
く
差

別
を
容
易
に
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（see id. at 288
）。
な
お
、
そ
の
後
二
分
論
が
下
級
審
で
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
、
発

展
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
松
倉
・
前
掲
注
�
・
㈤
北
研
三
八
巻
二
号
一
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
44
）　

な
お
、
本
件
で
は
、
生
徒
の
表
現
が
校
外
で
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
高
校
に
よ
る
懲
戒
に
な
じ
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た

が
、
こ
れ
は
退
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ロ
バ
ー
ツ
首
席
裁
判
官
は
、
通
常
の
学
校
の
時
間
帯
で
の
表
現
行
為
で
あ
り
、
校
則
は
明
文
で
、

学
校
が
承
認
し
た
社
会
活
動
及
び
ク
ラ
ス
旅
行
の
際
に
は
、
生
徒
は
、
こ
の
校
則
に
従
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
事
件
当
時
、
教
師
ら
は
、
生
徒
の
間
の
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随
所
に
配
置
さ
れ
、
彼
ら
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
。
原
告
は
横
断
幕
を
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
に
は
っ
き
り
と
わ
か
る
よ
う
に
掲
げ
て
い
た
、
と
し
て
い
る

（See M
orse v. Frederick, 551 U

.S. 393, 400

―01

（2007

）。

（
45
）　

テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
表
現
規
制
が
許
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
表
現
が
学
校
業
務
及
び
そ
の
規
律
を
実
質
的
か
つ
相
当
程
度
に
そ
の

継
続
を
困
難
に
さ
せ
る
場
合
で
あ
る
。
従
っ
て
、
不
人
気
な
見
解
に
常
に
つ
き
ま
と
う
不
快
感
を
避
け
た
い
、
あ
る
い
は
そ
の
表
現
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ

る
論
争
を
避
け
た
い
と
希
望
し
た
だ
け
で
は
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
フ
レ
イ
ザ
ー
事
件
で
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
の
腕
章
と
フ
レ
イ
ザ
ー

の
性
的
な
演
説
と
は
区
別
さ
れ
、
更
に
、
学
校
は
ク
ラ
ス
ル
ー
ム
又
は
学
内
集
会
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
ス
ピ
ー
チ
が
不
適
切
で
あ
る
か

を
判
断
す
る
権
限
が
学
校
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
公
立
学
校
に
お
け
る
生
徒
の
表
現
の
自
由
は
、
他
の
場
面
で
の
成
人
の
権
利
と
自
動

的
に
同
等
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。
学
校
と
は
異
な
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
言
論
は
保
護
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
修
正
一
条
の
権
利
は
、
学
校
環
境
の
特
殊
性
に
照
ら
し
て
、
そ
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
フ
レ
イ

ザ
ー
事
件
で
確
立
し
た
の
は
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で
確
立
し
た
分
析
方
法
は
絶
対
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
事
件
で
は
、
相
当
程
度
の

混
乱
の
分
析
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
（see id. at 405

）

　
　

ク
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
事
件
で
は
、
学
校
後
援
の
表
現
活
動
に
お
い
て
は
、
も
し
そ
れ
が
正
当
な
教
育
判
断
に
合
理
的
に
関
連
し
て
い
る
な
ら
ば
、
生
徒
の

言
論
の
内
容
と
表
現
ス
タ
イ
ル
に
編
集
上
の
制
約
を
及
ぼ
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
の
事
件
で
も
、
生
徒
の
表
現
規
制
に
つ
い
て
テ
ィ
ン
カ
ー
が

唯
一
の
ル
ー
ル
で
は
な
い
と
し
て
い
る
（see id. at 405
―06
）。

　
　

修
正
四
条
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
に
お
い
て
も
、
校
門
で
生
徒
は
憲
法
上
の
権
利
を
捨
て
去
ら
な
い
と
し
つ
つ
も
、
具
体
的
に
は
、
学
校
と
い
う
場
の

た
め
に
、
公
権
力
に
よ
る
調
査
に
お
い
て
通
常
服
す
る
制
約
を
幾
分
緩
和
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
修
正
四
条
の
合
理
性
の
要
件
は
生
徒

に
対
す
る
学
校
の
管
理
及
び
教
育
責
任
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
し
て
い
る
（see id. at 406

）。

（
46
）　Id. at 408.

（
47
）　

多
数
意
見
も
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
に
一
切
触
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
若
干
の
言
及
と
本
件
へ
の
あ
て
は
め
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
で
は
、
混
乱
が
起
き
る
の
で
は
な
い
か
と
の
、
何
と
は
な
し
の
不
安
だ
と
か
、
不
人
気
な
見
解
に
は
常
に
つ
い
て
回
る
不
快
感
を
避
け

る
た
め
に
生
徒
の
表
現
を
禁
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
が
、
本
件
に
お
い
て
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
生
徒
の
ド
ラ
ッ
グ
乱
用
防
止
と
い
う
具
体
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的
な
関
心
は
、
学
校
の
方
針
の
中
に
確
立
し
、
論
争
を
避
け
た
い
と
の
抽
象
的
な
願
望
を
容
易
に
超
え
て
い
る
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（id. at 

408

―09

）。

　
　

な
お
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
事
件
ま
で
の
最
高
裁
法
理
に
関
し
て
、
い
ま
だ
五
つ
ほ
ど
の
不
明
確
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

見
解
に
基
づ
く
表
現
規
制
は
修
正
一
条
に
反
す
る
と
さ
れ
る
が
、
テ
ィ
ン
カ
ー
は
相
当
程
度
の
混
乱
及
び
他
の
生
徒
の
権
利
侵
害
を
理
由
と
す
る
表
現
規

制
を
認
め
る
際
に
、
見
解
に
基
づ
く
差
別
や
表
現
規
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
許
容
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
違
法
薬
物
使
用
の
宣
伝

は
、
教
育
上
の
使
命
に
反
す
る
の
で
規
制
可
能
と
さ
れ
た
が
、
教
育
上
の
使
命
に
反
す
る
表
現
は
こ
れ
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
何
が

含
ま
れ
る
の
か
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、
テ
ィ
ン
カ
ー
事
件
以
降
の
三
つ
の
判
例
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を
適
用
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
っ
た
く

新
し
い
基
準
に
よ
り
判
断
し
た
も
の
な
の
か
、
フ
レ
イ
ザ
ー
事
件
で
は
、
そ
の
表
現
方
法
に
着
目
し
て
規
制
が
認
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
内
容
に
着
目
し

て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
は
オ
ー
バ
ー
ル
ー
ル
さ
れ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。See M

ollen, supra note 19 at 1511

―14.

（
48
）　Id. at 410

（T
hom

as, J., concuring

）.

（
49
）　

植
民
地
時
代
は
私
立
の
学
校
が
中
心
で
、
公
立
学
校
は
、
こ
こ
に
通
え
な
い
生
徒
に
教
育
を
授
け
る
た
め
に
補
充
的
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
公

立
学
校
に
お
い
て
も
、
私
立
学
校
が
行
っ
て
い
る
と
同
じ
よ
う
に
、
生
徒
を
教
育
し
懲
戒
で
き
る
こ
と
に
疑
い
を
も
つ
者
は
い
な
か
っ
た
。
公
立
学
校

は
、
私
立
学
校
と
同
じ
よ
う
に
、
自
由
に
討
論
し
ま
た
は
競
合
す
る
考
え
方
を
吟
味
す
る
場
で
は
な
か
っ
た
。
教
師
は
生
徒
に
共
通
の
価
値
の
核
心
を
浸

透
さ
せ
、
自
制
を
教
え
た
。
こ
の
価
値
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
に
、
思
想
を
提
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
厳
格
な
懲
戒
が
用
い
ら
れ
た
。
教
育
目
的
を
達
成
す

る
た
め
絶
対
的
な
服
従
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
は
、
教
師
が
教
え
、
生
徒
が
聴
講
す
る
、
教
師
が
命
令
し
、
生
徒
が
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

（see id. at 410

―12

）。

（
50
）　

こ
の
親
代
理
と
い
う
考
え
方
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
に
遡
る
。
こ
の
法
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
所
は
、
学
校
の
日
常
業
務
に

介
入
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
、
学
校
や
教
師
に
、
規
則
を
定
め
実
施
し
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
公
立
学
校
で
は
、
紀
律

の
問
題
に
つ
い
て
学
校
と
教
師
に
相
当
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
親
代
理
は
、
学
校
に
生
徒
の
表
現
を
規
制
す
る
こ
と
を
学
校
に
認
め
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
学
校
の
利
益
や
教
育
目
的
に
反
す
る
と
考
え
る
言
論
を
制
裁
す
る
権
限
が
教
師
に
あ
る
こ
と
を
、
裁
判
所
は
日
常
的
に
認
め
て
き
た
（see id. 

at 414

）、
と
す
る
。
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（
51
）　See id. at 419

―21.

（
52
）　See id. at 434

（Stevens J., w
ith w

hom
 Souter &

 Ginsburg JJ. join, dissenting

）. 

ス
チ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
、
原
告
の
「
目
立
ち
た
が

り
」
の
言
論
に
目
く
じ
ら
を
立
て
る
こ
と
を
批
判
す
る
一
方
で
、
高
校
生
の
間
で
も
、
ド
ラ
ッ
グ
と
の
戦
い
や
医
療
目
的
で
の
ド
ラ
ッ
グ
使
用
や
そ
の
合

法
化
に
関
し
、
抑
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
討
論
す
る
こ
と
を
憲
法
は
認
め
て
い
る
。
生
徒
の
表
現
は
公
的
に
承
認
さ
れ
た
事
柄
に
限
定
さ
れ
な
い
、
と
し
て

い
る
（see id. at 445

）。

（
53
）　

こ
の
場
合
に
も
、
思
想
の
対
立
が
真
に
教
育
現
場
に
混
乱
を
も
た
ら
し
又
は
他
の
生
徒
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
生
徒
が
表
現
す

る
特
定
の
思
想
を
教
育
公
務
員
が
不
快
と
考
え
る
だ
け
で
規
制
し
て
い
る
の
か
、
難
し
い
問
題
を
提
起
す
る
。N

ixon v. N
orthern Local School 

D
istrict Board of Education, 383 F. Supp. 2d 965

（2005

）
で
は
、
胸
に
は
、
聖
書
の
一
節
、
背
中
に
は
同
性
愛
・
イ
ス
ラ
ム
・
中
絶
を
攻
撃
す

る
言
葉
が
表
現
さ
れ
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
着
用
が
問
題
に
な
っ
た
。
裁
判
所
は
、
生
徒
・
教
職
員
の
中
に
イ
ス
ラ
ム
・
同
性
愛
・
中
絶
経
験
者
が
存
在
し
、
Ｔ

シ
ャ
ツ
の
文
言
を
不
快
と
感
ず
る
で
あ
ろ
う
と
学
校
が
判
断
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
（
学
校
活
動
の
混
乱
を
合
理
的
に
予
想
す
る
場

合
に
規
制
可
能
）
を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
混
乱
が
生
ず
る
の
で
は
と
の
、
何
と
は
な
し
の
不
安
や
お
そ
れ
が
あ
る
だ
け
で
は
表
現
規
制
で
き

な
い
と
し
て
い
る
。
本
件
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
禁
止
は
、
不
人
気
な
見
解
に
常
に
付
き
ま
と
う
不
快
感
を
避
け
た
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
、
と
し
た
。See id. 

at 973

―74.

　
　

思
想
を
め
ぐ
る
生
徒
間
の
対
立
と
表
現
規
制
の
問
題
で
、
更
に
難
し
い
の
は
、
学
校
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
学
校
の
教
育
方
針
に
つ

い
て
は
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
を
批
判
す
る
表
現
を
学
校
が
規
制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
で
も
、
こ
れ
と
は
関
わ
り
の
な
い
問
題
へ
の
生
徒
の
批

判
を
「
不
快
」
と
し
「
混
乱
」
を
安
易
に
認
定
す
る
可
能
性
が
あ
る
。Chandler v. M

cm
innville School D

istrict, 978 F. 2d 524

（1992

）
に
お

い
て
、
原
告
の
高
校
で
は
教
師
の
合
法
ス
ト
が
行
わ
れ
、
学
校
区
は
こ
れ
に
別
の
教
員
を
雇
っ
て
こ
れ
に
対
抗
し
た
。
原
告
は
、
自
分
の
父
が
ス
ト
に
参

加
し
た
教
師
で
あ
っ
た
が
、「Scab

の
話
は
聞
か
な
い
ぞ
」
等
を
表
示
し
た
ボ
タ
ン
と
ス
テ
ッ
カ
ー
を
服
に
付
け
た
。
高
校
か
ら
こ
れ
ら
は
学
校
を
混
乱

さ
せ
る
の
で
外
す
よ
う
求
め
ら
れ
た
が
従
わ
な
か
っ
た
。
更
に
、「Scab 

を
絶
対
に
忘
れ
な
い
ぞ
」「
公
正
な
決
着
を
求
め
る
生
徒
の
会
」「
正
規
教
員
の

復
帰
を
求
む
」
等
の
ボ
タ
ン
等
を
着
用
し
た
。
こ
れ
ら
も
外
す
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
要
求
は
修
正
一
条
を
侵
害
す
る
と
し
て
訴
え
を
提
起
し

た
。
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
を
認
め
た
。
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高
校
は
、
ボ
タ
ン
等
の
表
示
の
う
ちScab

の
み
を
問
題
に
し
て
、
こ
れ
を
禁
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
。Scab

と
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
際
に
組
合
員
に

代
わ
っ
て
雇
用
さ
れ
た
者
を
意
味
す
る
が
、
侮
辱
、
の
の
し
り
言
葉
に
も
使
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
そ
の
も
の
が
フ
レ
イ
ザ
ー
の
禁
止
の
対

象
と
な
っ
た
粗
野
、
明
ら
か
に
不
快
等
に
は
当
ら
な
い
と
考
え
る
。
ボ
タ
ン
の
着
用
は
生
徒
の
個
人
的
な
見
解
で
あ
り
、
世
間
に
政
治
的
意
見
を
伝
え
る

た
め
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
手
段
で
あ
る
。Scab

ボ
タ
ン
そ
の
も
の
が
教
育
現
場
に
混
乱
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
混
乱
の
証
拠
が
な
い
場
合

に
は
そ
の
着
用
を
規
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
た
。

（
54
）　Broussard v. School Board of the City of N

orfolk, 801 F. Supp. 1526, 1534

（1992

）.

（
55
）　See id. at 1536.

（
56
）　See Guiles v. M

arineau, 461 F. 3d 320, 330

（2006

）. 

テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
の
「
証
明
」
が
な
い
と
し
て
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
で
は
な
い
が
、
ロ
ザ
リ
オ

の
規
制
が
修
正
一
条
に
違
反
す
る
と
さ
れ
た
事
件
が
あ
る
。Chalifoux v. N

ew
 Caney Independent School D

istrict, 976 F. Supp. 659

（1997

）

に
お
い
て
原
告
は
、
ギ
ャ
ン
グ
団
の
一
員
で
は
な
く
、
ギ
ャ
ン
グ
に
接
触
し
た
り
、
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
信
仰
を
示
す
た
め
に
シ
ャ
ツ

の
外
側
に
ロ
ザ
リ
オ
を
下
げ
て
い
た
。
学
校
の
ド
レ
ス
コ
ー
ド
で
は
、
ギ
ャ
ン
グ
に
関
わ
る
装
飾
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
ロ
ザ
リ
オ
を
シ
ャ
ツ
の
内
側
に

下
げ
る
よ
う
に
注
意
さ
れ
た
。
裁
判
所
は
、
原
告
の
ロ
ザ
リ
オ
は
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
事
件
で
問
題
に
な
っ
たspeech plus

と
い
う
よ
り
も
、
テ
ィ
ン
カ
ー

事
件
で
問
題
に
な
っ
たpure speech

で
あ
り
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
を
適
用
し
て
判
断
さ
れ
、
学
校
側
は
、
学
校
活
動
に
原
告
の
表
現
が
相
当
程
度
の
混

乱
を
も
た
ら
し
学
校
活
動
に
実
質
的
に
侵
害
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
示
す
証
拠
は
存
在
し
な
い
と
し
た
。

（
57
）　See id. at 469

―71.

（
58
）　See id. at 470.

こ
の
よ
う
な
多
数
意
見
に
対
し
て
ギ
ル
マ
ン
判
事
の
反
対
意
見
は
、
ド
ラ
ッ
グ
や
違
法
行
為
に
結
び
つ
く
ロ
ッ
ク
シ
ン
ガ
ー
等
の

イ
ラ
ス
ト
が
あ
る
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
規
制
す
る
こ
と
に
は
賛
成
す
る
が
、
宗
教
上
の
シ
ン
ボ
ル
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
規
制
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
て
い
る
。
ま

た
、
本
件
は
校
内
集
会
で
の
表
現
で
も
な
け
れ
ば
学
校
後
援
の
表
現
で
も
な
い
の
で
、
フ
レ
イ
ザ
ー
と
ク
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー
は
適
用
さ
れ
ず
、
原
則
に
戻
っ

て
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
59
）　

こ
の
事
件
の
コ
ジ
ン
ス
キ
ー
判
事
の
反
対
意
見
は
、
原
告
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
授
業
を
実
質
的
に
混
乱
さ
せ
た
と
考
え
さ
せ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ

て
い
な
い
と
し
て
い
る
。See H

arper v. Pow
ay U

nified School D
istrict, 445 F. 3d 1166, 1193

（2006

）.
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（
60
）　See id. at 1178

―80.

（
61
）　

表
現
が
「
言
葉
の
暴
力
」
と
な
り
「
他
の
生
徒
の
権
利
」
を
侵
害
し
う
る
が
、
思
想
そ
の
も
の
に
激
し
い
対
立
が
あ
る
と
、
そ
の
規
制
は
一
層
困
難

な
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
、「
南
軍
旗
」
を
表
示
す
る
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
着
用
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
南
軍
旗
は
、
今
な
お
南
北
戦
争
・
人
種

差
別
を
想
起
さ
せ
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
市
民
の
中
に
意
識
さ
れ
、
こ
れ
を
Ｔ
シ
ャ
ツ
に
表
示
し
登
校
す
る
と
、
教
室
内
に
対
立
が
起
こ
り
、
そ
の
規
制
が

許
さ
れ
る
か
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
校
内
に
お
い
て
普
段
か
ら
、
生
徒
間
の
対
立
が
激
し
く
、
こ
う
し
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
「
混
乱
」「
他
人
の
権

利
侵
害
」
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
学
校
が
認
定
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
定
す
べ
く
事
件
を
差
戻
し
て
い
る
の
がCastorina v. M

adison County 

School Board, 246 F.3d 536

（2001

）
で
あ
る
。

　
　

こ
の
事
件
で
原
告
（
高
校
生
）
は
、
表
に
カ
ン
ト
リ
ー
シ
ン
ガ
ー
そ
の
裏
に
は
南
軍
旗
を
描
い
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
登
校
し
た
と
こ
ろ
、
停
学
処
分
を

受
け
、
こ
れ
を
争
っ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
原
告
が
南
軍
旗
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
用
す
る
こ
と
は
、
一
定
の
見
解
を
表
現
し
て
い
る
が
、
高
校
は
そ
の
見
解

に
着
目
し
て
規
制
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
（
マ
ル
コ
ム
Ｘ
を
表
示
し
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
用
し
た
他
の
生
徒
は
規
制
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な

か
っ
た
）。
そ
こ
で
、
原
告
の
表
現
が
、
暴
力
そ
の
他
の
混
乱
の
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
か
ど
う
か
を
あ
ら
た
め
て
認
定
す
べ
く
差
戻
し
た
事
件
で

あ
る
。

　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
生
徒
間
の
対
立
が
か
な
り
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
、
原
告
の
表
現
行
為
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
を
検
討
し
て
い
る

の
がW

est v. D
erby U

nified School D
istrict, 206 F. 3d 1358

（2000

）
で
あ
る
。
あ
る
学
校
区
で
は
、
白
人
と
黒
人
の
対
立
が
生
じ
て
い
た
。

白
人
高
校
生
が
南
軍
旗
を
シ
ャ
ツ
に
表
示
す
れ
ば
、
黒
人
高
校
生
は
マ
ル
コ
ム
Ｘ
を
表
示
し
、
更
に
は
Ｋ
Ｋ
Ｋ
等
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
校
外
で
の
レ
イ
シ

ズ
ム
を
煽
る
ビ
ラ
配
布
等
が
行
わ
れ
、
校
内
で
も
「
黒
人
に
死
を
」
等
の
落
書
き
が
な
さ
れ
た
。
南
軍
旗
の
ヘ
ッ
ド
バ
ン
ド
を
し
た
生
徒
に
よ
る
の
喧
嘩

が
少
な
く
と
も
一
件
あ
っ
た
。
こ
の
学
校
区
の
中
学
校
で
も
南
軍
旗
を
め
ぐ
る
事
件
が
起
き
て
い
た
た
め
、
人
種
に
基
づ
く
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
規
定
が

定
め
ら
れ
た
。
生
徒
手
帳
に
学
校
区
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
方
針
を
記
述
し
、
年
度
は
じ
め
に
、
生
徒
に
こ
れ
を
読
ま
せ
て
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
の

確
認
を
と
る
よ
う
に
し
た
。
原
告
（
中
学
生
）
は
、
他
の
生
徒
にblackie

と
呼
び
か
け
る
な
ど
し
て
三
日
間
の
停
学
と
な
っ
た
が
、
更
に
、
数
学
の
時

間
、
紙
片
に
南
軍
旗
を
描
き
そ
れ
を
友
人
が
取
り
上
げ
教
師
に
見
せ
た
た
め
三
日
の
停
学
と
な
っ
た
。
原
告
は
南
軍
旗
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
徒
の
だ

れ
か
に
嫌
が
ら
せ
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
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こ
の
事
件
で
裁
判
所
は
、
問
題
は
公
立
学
校
の
運
営
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
州
及
び
ロ
ー
カ
ル
当
局
の
管
理
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
公
立
学
校
は
法
を
扱
う
裁
判
所
で
は
な
く
、
学
校
に
よ
る
懲
戒
手
続
は
刑
事
法
と
は
異
な
り
、
学
内
の
安
全
と
秩
序
を

維
持
す
る
た
め
に
は
、
懲
戒
手
続
に
は
あ
る
程
度
の
柔
軟
性
が
必
要
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
生
徒
が
南
軍
旗
を
表
示
す
れ
ば
、
混
乱
を
招
き
、
他
の

生
徒
の
安
全
と
一
人
で
放
っ
て
お
か
れ
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
校
内
で
の
出
来
事
に
基
づ
き
、
証
拠
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で

あ
り
、
そ
の
規
制
は
修
正
一
条
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。

（
62
）　See Coy v. Board of Education of the N

orth Canton City Schools, 205 F. Supp. 2d 791

―801

（2002

）.

な
お
、「
実
質
か
つ
相
当
程
度

の
混
乱
」
の
判
断
に
あ
た
り
ど
の
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
ま
た
、「
混
乱
」
は
生
徒
の
、
ま
た
は
、
教
師
の
、
あ
る
い
は
双
方
の
反
応
に

よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
下
級
審
は
分
か
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。See A

lison V
irginia K

ing, Constitutionality of 

Cyberbullying Law
s: K

eeping the O
nline Playground Safe for Both T

eens and Free Speech, 63 V
a
n
d. L. R

ev. 845, 873

（2010

）

（
63
）　See J. S. v. Blue M

ountain School D
istrict, 650 F. 3d 915, 929

―32

（2011

）.

（
64
）　See id. at 939

―40.

表
現
が
校
内
に
決
し
て
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
又
は
そ
の
意
図
な
く
偶
然
に
校
内
に
持
ち
込
ま
れ
た
場
合
、
そ
の
表
現
は

一
般
に
は
校
外
の
表
現
と
判
断
さ
れ
、
修
正
一
条
の
保
護
が
及
ぶ
が
、
両
者
を
截
然
と
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
の
と
の
指
摘
が
あ
る
。See 

R
ichard Salgado, Protecting Student Speech R

ights W
hile Increasing School Safty: School Jurisdiction and the Search for 

W
arning Signs in a Post-Colum

bine/R
ed Lake E

nvironm
ent, 2005 B.Y

.U
.L.R

ev. 1371, 1382

―83

（2005

）.

（
65
）　See id. at 945

―48

。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
判
事
の
反
対
意
見
は
更
に
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
の
「
相
当
程
度
の
混
乱
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
確

か
に
記
録
上
は
相
当
程
度
の
混
乱
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
生
徒
の
表
現
に
よ
り
「
混
乱
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
合
理
的
に
予
想
で
き
る

し
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
現
実
に
「
混
乱
」
が
発
生
し
た
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
を
重
視
す
る
も
の
と
し
て
、see Cory 

M
. D

aige, Freedom
 of Speech in the T

echnological A
ge: A

re Schools R
egulating Social M

edia ?, 11 C
o
n
n. P

u
b. In

t. L. J. 363, 382

―

83

（2012

）.

こ
の
意
見
と
同
様
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
表
現
の
場
合
、
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
場
所
は
問
題
に
は
な
ら
ず
、
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
校

内
に
「
混
乱
」
が
生
じ
る
事
が
合
理
的
に
予
想
で
き
た
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
の
が D

oninger v. N
iehoff, 642 F. 3d 334

（2011

）
で
あ

る
。
原
告
は
、
生
徒
や
そ
の
親
に
Ｅ
メ
ー
ル
に
よ
り
、
ジ
ャ
ム
フ
ェ
ス
の
た
め
に
新
講
堂
を
使
用
で
き
る
よ
う
、
学
校
の
電
話
番
号
を
掲
載
し
た
上
で
、
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お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
校
長
ら
に
メ
ー
ル
が
殺
到
し
た
。

　
　

校
長
は
、
原
告
の
流
し
た
大
量
の
Ｅ
メ
ー
ル
は
内
容
が
不
正
確
で
あ
り
、
新
し
い
メ
ー
ル
に
よ
り
正
し
い
情
報
を
伝
え
る
よ
う
に
話
し
た
と
こ
ろ
原
告

は
、
一
般
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
な
ブ
ロ
グ
に
「
ジ
ャ
ム
フ
ェ
ス
は
学
校
の
い
け
す
か
な
い
女
の
た
め
に
中
止
に
な
り
ま
し
た
…
」
と
い
う
書
き
込
み

を
し
た
。
翌
日
、
大
量
の
メ
ー
ル
が
教
育
長
と
校
長
に
届
く
と
共
に
、
オ
フ
ィ
ス
の
前
に
興
奮
し
た
学
生
の
グ
ル
ー
プ
が
終
日
集
ま
っ
て
き
て
、
学
校
行

事
に
支
障
が
あ
っ
た
。
校
長
は
こ
の
件
に
関
連
し
て
、
原
告
を
シ
ニ
ア
の
生
徒
会
長
へ
の
立
候
補
リ
ス
ト
か
ら
外
し
た
が
、
そ
の
他
の
懲
戒
は
行
わ
な

か
っ
た
。
選
挙
の
当
日
、
原
告
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
た
何
人
か
の
生
徒
が
、
原
告
へ
の
投
票
を
求
め
る
署
名
を
集
め
、
投
票
の
結
果
原
告
が
第
一
位
に
な
っ

た
が
、
次
点
の
者
が
会
長
に
な
っ
た
。
原
告
は
、
選
挙
の
無
効
や
当
選
無
効
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
原
告
が
卒
業
し
ム
ー
ト
に
な
っ
た
の
で
校

長
ら
を
被
告
と
し
た
損
害
賠
償
に
切
り
替
え
た
。

　
　

こ
の
事
件
は
限
定
的
免
責
特
権
に
よ
り
請
求
は
棄
却
さ
れ
た
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
表
現
に
対
し
て
懲
戒
は
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ

ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
は
、
そ
の
作
成
と
送
信
が
学
校
の
施
設
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
携
わ
っ
た
学
生
が
一
切
懲

戒
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
学
校
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
実
質
的
に
、
相
当
程
度
に
そ
の
業
務
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
が
合
理
的
に
予
想

で
き
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
懲
戒
し
て
も
修
正
一
条
に
違
反
し
な
い
。
生
徒
ら
は
、
校
内
外
で
ほ
と
ん
ど
常
時
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
実
態
か
ら

す
る
と
、
教
師
等
に
つ
い
て
、
不
快
で
悪
意
に
満
ち
た
言
論
が
ネ
ッ
ト
で
流
さ
れ
れ
ば
、
教
育
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
る
の
は
合
理
的
で
あ
る
と

し
た
。See id. at 950

―51.

（
66
）　See Bow

ler v. T
ow

n of H
udson, 514 F. Supp. 2d 168, 178

―79

（2007

）.「
相
当
程
度
の
混
乱
」
と
い
う
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
に
よ
っ
て
は
、

単
に
心
理
的
に
傷
つ
け
る
言
論
を
学
校
が
規
制
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。See M

ollen, supra note 19 at 1524.

（
67
）　See K
illion v. Franklin Regional School D

istrict, 136 F. Supp. 2d 446, 455

―56

（2001

）.

（
68
）　

教
師
に
対
す
る
侮
辱
的
表
現
が
教
師
を
「
当
惑
」
さ
せ
た
だ
け
で
「
混
乱
」
に
至
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し
た
事
件
にBeussink v. 

W
oodland R-Ⅳ

 School D
istrict, 30 F. Supp.2d1175

（1998

）
が
あ
る
。
原
告
は
自
宅
で
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
下
品
な
言
葉
を
使
っ
て
教

師
ら
を
批
判
す
る
表
現
を
ネ
ッ
ト
に
流
し
た
。
裁
判
所
は
、
生
徒
の
表
現
の
自
由
も
無
制
限
で
は
な
く
ご
く
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
あ
る
が
学
校
は
制
約
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
混
乱
が
生
ず
る
と
の
懸
念
が
あ
れ
ば
表
現
を
規
制
し
う
る
が
、
こ
の
懸
念
は
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
混
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乱
が
起
こ
る
と
の
何
と
は
な
し
の
不
安
で
は
足
り
な
い
。
原
告
の
表
現
が
、
学
校
紀
律
へ
の
混
乱
・
侵
害
を
も
た
ら
し
た
と
の
証
言
は
な
さ
れ
ず
、
そ
の

内
容
を
嫌
悪
し
又
は
当
惑
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
生
徒
の
表
現
を
規
制
す
る
正
当
な
理
由
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
た
。

（
69
）　

高
校
の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
で
数
名
の
生
徒
に
向
っ
て
、
三
頁
に
わ
た
る
文
書
を
大
声
で
読
み
上
げ
、
教
員
ら
を
下
品
な
言
葉
で
侮
辱
し
た
と
し
て
八
日

間
の
停
学
を
受
け
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
がSm

ith v. M
ount Pleasant Public Schools, 285 F. Supp. 2d 987

（2003

）
で
あ
る
。
原
告

は
、
学
校
の
方
針
が
後
手
に
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
推
進
役
の
教
師
を
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
と
し
、「
後
手
に
ま
わ
っ
た
方

針
」
と
い
う
言
葉
の
語
呂
合
わ
せ
で
「
く
そ
っ
た
れ
」
等
と
述
べ
た
。
更
に
、
再
婚
し
た
校
長
を
淫
売
、
ふ
し
だ
ら
女
と
称
し
、
そ
の
性
的
行
為
を
考
え

て
み
た
く
も
な
い
等
と
述
べ
た
。
裁
判
所
は
、
原
告
の
表
現
は
教
員
ら
の
私
的
生
活
に
関
す
る
み
だ
ら
な
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
政
治
的
見
解
に
関
わ
り

が
あ
る
以
上
は
、
正
常
な
紀
律
を
相
当
程
度
に
侵
害
し
、
学
校
の
運
営
を
混
乱
さ
せ
、
又
は
他
の
生
徒
の
権
利
を
侵
害
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
規
制
し
得

な
い
と
い
う
の
が
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
で
あ
る
と
す
る
。
原
告
の
表
現
は
、
校
長
ら
の
婚
姻
に
関
す
る
貞
節
や
性
欲
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
道
徳
上
の
権
限
を
侵
害
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
学
校
運
営
を
相
当
程
度
に
混
乱
さ
せ
た
の
で
、
こ
れ
を
懲
戒
す
る
こ
と
は
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準

に
よ
り
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
な
い
が
、
校
内
で
他
の
複
数
の
生
徒
に
伝
え
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
校
外
に
お
い
て
教
師
を
侮
辱
し
た
場
合
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
「
学
校
運
営
を
実
質
・
相
当
程
度
に
混
乱
」
し
た
か
ど
う
か
の
判
断
が
難
し
く
な
る
。

こ
れ
を
消
極
に
理
解
す
る
の
がK

lein v. Sm
ith, 635 F. Supp. 1440

（1986

）
で
あ
る
。
あ
る
教
師
が
学
校
の
施
設
か
ら
は
る
か
に
離
れ
た
レ
ス
ト
ラ

ン
で
、
教
師
と
し
て
の
仕
事
と
関
わ
り
な
い
時
間
に
、
原
告
が
こ
の
教
師
に
対
し
て
中
指
を
立
て
て
侮
辱
す
る
態
度
を
と
っ
た
た
め
停
学
と
な
っ
た
事
件

で
あ
る
。
裁
判
所
は
原
告
の
行
為
と
適
切
で
秩
序
あ
る
学
校
の
運
営
と
の
結
び
つ
き
は
極
め
て
希
薄
で
あ
る
と
し
て
そ
の
執
行
を
停
止
し
た
。

（
70
）　See W

isnieski v. Board of Education of the W
eedsport Central School D

istrict, 494 F. 3d 34, 39

（2007

）. 

な
お
、
テ
ィ
ン
カ
ー
基

準
等
の
解
釈
に
関
し
て
、
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
生
徒
表
現
の
規
制
に
関
す
る
学
校
の
裁
量
が
拡
大
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
、
と
の
見
方
を

し
て
い
る
。See D

aige, supra note 65 at 379.

　
　

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
で
は
な
く
教
師
へ
暴
力
を
肯
定
す
る
新
聞
記
事
の
執
筆
を
理
由
に
懲
戒
を
受
け
た
事
件
が
あ
り
、
こ
の
事
件
で
は
学

校
側
の
懲
戒
権
を
や
や
広
範
に
認
め
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
の
で
紹
介
す
る
。Bystrom

 v. Fridly H
igh School, Independent School D

istrict 

N
o. 14, 686 F. Supp. 1387

（1987

）
に
お
い
て
、
原
告
は
、
午
前
七
時
四
五
分
～
五
五
分
の
間
に
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
集
会
場
と
な
っ
て
い
る
カ
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フ
ェ
テ
リ
ア
に
お
い
て
、
学
校
か
ら
未
承
認
の
新
聞
を
配
布
し
た
。
記
事
の
中
に
は
ラ
ン
チ
の
時
間
に
学
校
の
外
に
出
る
こ
と
を
禁
止
す
る
学
校
の
方
針

や
校
内
で
の
禁
煙
を
徹
底
さ
せ
る
必
要
性
な
ど
に
ふ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
教
師
の
自
宅
で
の
破
壊
行
為
に
触
れ
て
い
た
。
こ
の
破
壊
行
為
に
対
す
る

責
任
追
及
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
の
悪
ふ
ざ
け
の
類
と
考
え
る
、
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
記
事
を
読
ん
だ
何
人
か
の
学
生
に
よ

り
教
室
が
混
乱
し
、
教
師
が
一
時
授
業
を
止
め
て
こ
れ
を
し
ず
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
原
告
は
、
教
員
宅
で
の
暴
力
を
勧
め
る
内
容
の
表
現
を
行
っ
た
こ

と
を
理
由
に
三
日
間
の
停
学
と
な
り
、
こ
れ
を
争
っ
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

　
　

裁
判
所
は
、
学
校
側
が
主
張
す
る
、
新
聞
の
出
版
に
よ
る
実
質
的
な
混
乱
に
関
し
て
、
原
告
は
こ
れ
を
否
定
す
る
証
言
を
一
切
行
っ
て
い
な
い
の
で
、

懲
戒
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
修
正
一
条
に
違
反
し
な
い
と
す
る
。
修
正
一
条
は
、
暴
力
の
使
用
等
さ
し
迫
っ
た
も
の
に
す
る
言
論
を
保
障
し
て
い
な
い
。

本
件
記
事
は
そ
の
よ
う
な
方
向
に
誘
導
す
る
も
の
は
な
い
が
、
秩
序
と
紀
律
を
維
持
し
、
伝
統
的
な
価
値
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
に
生
徒
の
懲
戒
が
必
要
と

の
学
校
の
判
断
に
裁
判
所
は
敬
譲
を
示
し
て
き
た
。
生
徒
の
修
正
一
条
の
権
利
は
停
学
処
分
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
、
と
し
た
。

　
　

こ
の
よ
う
に
、
脅
迫
的
な
表
現
へ
の
規
制
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
好
意
的
な
姿
勢
を
示
す
一
方
で
、
真
の
脅
迫
に
至
っ
て
い
な
い
表
現
ま
で
規
制
す
る

こ
と
は
、
潜
在
的
に
暴
力
的
な
生
徒
の
声
を
窒
息
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
の
見
方
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
脅
迫
的
な
表
現
に
社
会
的
な
価
値
は
ほ
と
ん
ど

な
い
が
、
そ
う
し
た
表
現
に
よ
り
暴
力
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を
警
告
す
る
と
の
価
値
が
あ
る
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。See Salgado, supra 

note 64 at 1412

―13. 

（
71
）　See O

Z v. Board of T
rustees of the Long Beach U

nified School D
istrict, 2008 U

.S.D
ist. LEX

IS 110409, 8

―9

（2008

）.

（
72
）　

他
人
の
殺
害
に
か
か
わ
る
表
現
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
流
れ
る
と
、
本
人
は
ジ
ョ
ー
ク
の
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
大
ご
と
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
く

ま
で
ジ
ョ
ー
ク
だ
と
判
断
し
た
の
がM

ahaffey v. A
ldrich, 236 F. Supp. 2d 779

（2002

）
で
あ
る
。
原
告
は
友
人
と
と
も
に
退
屈
し
の
ぎ
に
、
お

笑
い
で
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
た
。
サ
タ
ン
の
ウ
ェ
ブ
と
し
、
か
っ
こ
い
い
も
の
、
む
か
つ
く
も
の
を
挙
げ
た
後
で
、
サ
タ
ン
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し

て
誰
か
を
理
由
な
く
刺
せ
、
そ
し
て
火
に
く
べ
、
崖
か
ら
放
り
投
げ
よ
…
…
と
し
た
。
も
っ
と
も
追
伸
と
し
て
、
こ
の
サ
イ
ト
を
観
た
も
の
は
、
人
を
殺

し
に
行
っ
て
は
だ
め
だ
…
等
と
書
き
込
ん
で
あ
っ
た
。
こ
の
サ
イ
ト
を
観
た
、
原
告
が
通
う
高
校
の
親
が
警
察
に
こ
の
サ
イ
ト
に
つ
い
て
通
報
し
、
停
学

に
な
っ
た
。
裁
判
所
は
、
原
告
は
サ
イ
ト
の
文
言
を
誰
か
に
伝
え
て
い
な
い
し
、
サ
イ
ト
を
観
る
よ
う
に
指
図
し
て
い
な
い
。
サ
イ
ト
に
は
人
を
殺
し
に

行
っ
て
は
だ
め
だ
と
書
き
込
ん
で
あ
り
、
他
の
生
徒
の
脅
迫
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
サ
イ
ト
の
人
を
殺
せ
と
い
う
文
言
は
お
笑
い
で
あ
り
、
真
剣
な
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表
現
と
理
解
さ
れ
る
と
は
考
え
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
、
と
し
た
。

　
　

Em
m

ett v. K
ent School D

istrict N
o. 415, 92 F. Supp. 2d 1088

（2000

）
も
ジ
ョ
ー
ク
の
側
面
を
重
視
し
て
い
る
。
原
告
は
、
懲
戒
歴
も
な

い
、
優
秀
な
高
校
生
で
あ
る
が
、
自
宅
か
ら
、
学
校
の
施
設
・
時
間
を
使
わ
ず
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
知
人
ら
の
死
亡
記
事
を
掲

載
し
た
。
高
校
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
な
く
、
娯
楽
が
目
的
で
あ
る
と
の
警
告
表
示
を
出
し
て
い
た
。
次
は
だ
れ
の
死
亡
記
事
が
よ
い
か
、
投
票
で

き
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
テ
レ
ビ
で
殺
害
予
定
リ
ス
ト
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
原
告
は
五
日
間
の
停
学
処
分
に
な
っ
た
。
裁
判
所
は
、
最

近
の
校
内
乱
射
事
件
に
よ
り
学
校
は
難
し
い
立
場
に
あ
り
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
生
徒
の
暴
力
的
傾
向
を
早
期
に
発
見
さ
せ
る
が
、
本
件
サ
イ
ト
が
誰
か
を

お
び
え
さ
せ
る
意
図
に
よ
り
な
さ
れ
、
実
際
に
お
び
え
さ
せ
た
と
の
証
拠
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
し
た
。

（
73
）　See J.C. v. Beverly H

ills U
nited School D

istrict, 711 F. Supp. 2d 1094, 1108

（2010

）.

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
友
人
間
の
い
じ
め
が

問
題
に
な
っ
た
事
件
に
関
し
、
下
級
審
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、Christine M

etteer Lorillard, W
hen Childrenʼs R

ights 

“Collide

” 

: Free Speech vs. T
he R

ight to be let alone in the Context of O
ff-Cam

pus 

“Cyber-Bullying

”, 81 M
iss. L. J. 189

（2011

）.

（
74
）　

こ
の
事
件
で
も
「
他
の
生
徒
の
一
人
で
放
っ
て
お
い
て
も
ら
う
権
利
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
と
し
て
、
十
分
な
検
討

は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
テ
ィ
ン
カ
ー
基
準
の
「
他
人
の
権
利
侵
害
」
に
関
し
て
、
生
徒
に
は
、
言
葉
や
身
体
的
な
嫌
が
ら
せ
を
受
け
る
こ
と
な
く
学
校
に

通
う
権
利
が
あ
り
、
校
内
で
は
教
師
は
こ
れ
ら
の
行
為
か
ら
生
徒
を
守
る
権
限
が
あ
る
。
校
外
に
お
い
て
は
、
生
徒
は
こ
れ
ら
の
行
為
に
対
し
て
私
的
な

救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
生
徒
の
権
利
と
衝
突
す
る
校
外
表
現
を
規
制
す
る
権
限
が
学
校
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
最
高

裁
の
判
断
が
待
た
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。See Rory A

llen W
eeks, T

he First A
m

endm
ent, Public School Students, and the N

eed 

for Clear Lim
its on School O

ffi
cialsʼ A

uthority over O
ff-Cam

pus Student Speech, 46 G
a. L. R

ev. 1157, 1190

（2012

）

―
み
や
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