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訳
者
ま
え
が
き

　

本
書
は
、
シ
カ
ゴ
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
が
著
し
た
『
生
け
る
憲
法
』（T

he

Living Constitution

）
の
翻
訳
で
あ
る
。
原
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
二
〇
一
〇
年
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
ア

メ
リ
カ
で
は
憲
法
観
を
め
ぐ
る
議
論
が
興
隆
を
迎
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
、
さ
ら
に
は
日
本

と
比
べ
て
歴
史
が
浅
い
分
、
世
界
初
の
近
代
憲
法
を
自
負
し
て
お
り
、
か
な
り
の
フ
ィ
デ
リ
テ
ィ
を
抱
い
て
い
る
。
そ

し
て
銃
、
中
絶
、
同
性
婚
な
ど
の
よ
う
な
重
要
な
問
題
は
憲
法
解
釈
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
た
め
、
憲
法

解
釈
方
法
ひ
い
て
は
そ
の
先
に
あ
る
憲
法
観
を
め
ぐ
る
議
論
の
ゆ
く
え
が
耳
目
を
集
め
て
き
た
。
論
争
が
進
む
に
つ
れ

て
「
生
け
る
憲
法
」
対
「
原
意
主
義
」
と
い
う
対
立
構
造
が
形
成
さ
れ
る
中
、
同
書
（
原
書
）
は
生
け
る
憲
法
の
議
論

を
書
籍
と
し
て
上
梓
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ス
ト
ラ
ウ
ス
は
憲
法
を
有
機
的
に
捉
え
て
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
発
展
す
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
対

立
相
手
で
あ
る
原
意
主
義
は
憲
法
の
意
味
が
制
定
さ
れ
た
時
点
に
固
定
化
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ス

ト
ラ
ウ
ス
が
提
唱
す
る
生
け
る
憲
法
は
そ
の
名
の
通
り
憲
法
を
生
き
た
存
在
と
み
な
す
の
に
対
し
、
原
意
主
義
は
憲
法

制
定
者
の
意
思
が
示
さ
れ
た
憲
法
典
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
あ
る
意
味
、
憲
法
の
生
死
を
め
ぐ
る
争
い
が
展
開
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し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
論
争
自
体
は
二
〇
世
紀
か
ら
続
く
も
の
で
あ
る
が
、
原
書
が
刊
行
さ
れ
る
二
年
前
、
議

論
の
膠
着
状
況
を
揺
る
が
す
事
態
が
起
き
た
。
二
〇
〇
八
年
、
連
邦
最
高
裁
は
ヘ
ラ
ー
判
決
に
お
い
て
原
意
主
義
を
正

面
か
ら
実
践
す
る
判
決
を
下
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
個
別
意
見
レ
ベ
ル
で
は
原
意
主
義
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
そ
れ
が
と
う
と
う
法
廷
意
見
レ
ベ
ル
で
登
場
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
当
然
な
が
ら
生
け
る
憲
法
側
は
黙
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
に
お
い
て
、

生
け
る
憲
法
の
概
念
自
体
は
従
来
か
ら
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
本
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
、

生
け
る
憲
法
を
正
面
か
ら
論
じ
た
書
籍
は
マ
ク
ベ
イ
ン
の
本
な
ど
わ
ず
か
し
か
な
く
、
本
格
的
な
議
論
と
い
う
意
味
で

は
、
こ
の
本
は
生
け
る
憲
法
の
嚆
矢
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
る
。

　

二
〇
二
四
年
現
在
、
生
け
る
憲
法
と
原
意
主
義
の
論
争
は
な
お
継
続
中
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
ヒ
ー
ト
ア

ッ
プ
し
て
い
る
。
幾
度
の
論
争
を
経
て
、
議
論
の
内
容
は
高
度
化
・
精
緻
化
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
と
同
時
に
両
者

が
融
合
す
る
傾
向
に
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
生
け
る
憲
法
論
や
原
意
主
義
論
と
の
間
に
距
離
が
生
じ
て

い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
論
争
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
議
論
を
押
さ
え
な
け
れ

ば
始
ま
ら
な
い
。
生
け
る
憲
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
本
書
と
も
い
え
る
本
書
を
読
む
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
同
時
に
、

そ
の
好
敵
手
で
あ
る
原
意
主
義
に
つ
い
て
も
、
そ
の
基
本
書
た
る
ア
ン
ト
ニ
ン
・
ス
カ
リ
ア
著
『
法
解
釈
の
問
題
』

（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
三
年
）
が
高
畑
英
一
郎
教
授
（
日
本
大
学
）
の
手
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　

土
台
は
整
っ
た
。
あ
と
は
頁
を
捲
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
で
最
も
熱
い
論
争
が
待
っ
て
い

る
。

＊
＊
＊
＊
＊
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原
書
は
一
五
〇
頁
と
手
軽
な
分
量
に
抑
え
て
あ
り
、
内
容
も
平
易
に
記
し
て
あ
る
。
一
般
に
、
翻
訳
書
は
、
で
き
る

だ
け
原
書
に
忠
実
に
訳
す
こ
と
が
望
ま
れ
る
が
、
本
書
の
場
合
、
英
文
や
英
文
法
に
こ
だ
わ
る
と
、
せ
っ
か
く
わ
か
り

や
す
い
原
書
の
文
章
が
か
え
っ
て
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
書
は
原
書
の
趣

を
壊
さ
な
い
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
い
文
章
を
心
が
け
、
適
宜
、
意
訳
を
試
み
た
。
形
式
面
に
つ
い
て
も
、

〝　

〟
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
表
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
「　

」
に
直
し
た
箇
所
も
あ
る
。
ま
た
、
文
意
を
掴
み
に

く
い
箇
所
に
は
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
新
し
く
「　

」
を
付
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
訳
語
に
つ
い
て
も
、

「
い
う
」
と
「
言
う
」、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
」
と
「
合
衆
国
憲
法
」
の
よ
う
に
、
同
じ
言
葉
を
用
い
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
文
脈
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
あ
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
を
知
ら
な
い
人
も
読
め
る
よ
う
に
、
訳
注
を
付

け
て
あ
る
。




