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言葉／意味／権力

言
葉
／
意
味
／
権
力

─
─
ト
ラ
ン
プ
の
場
合
、
天
皇
の
場
合
─
─

駒　
　

村　
　

圭　
　

吾

Ⅰ
．〝
言
葉
／
意
味
／
権
力
〟
の
磁
場

Ⅱ
．
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ

Ⅲ
．
天
皇

Ⅳ
．
ふ
た
た
び
バ
ト
ラ
ー
の
所
説
を
め
ぐ
っ
て

Ⅰ
．〝
言
葉
／
意
味
／
権
力
〟
の
磁
場

１
．〝
意
味
の
秩
序
〟
と
権
力

　

文
化
人
類
学
者
で
あ
る
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
説
い
た（1
（

。

　

私
が
採
用
す
る
文
化
の
概
念
…
…
は
本
質
的
に
記
号
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
同
様
に
、
人
間
は
自
分
自
身
が

は
り
め
ぐ
ら
し
た
意
味
の
網
の
中
に
か
か
っ
て
い
る
動
物
で
あ
る
と
私
は
考
え
、
文
化
を
こ
の
網
と
し
て
捉
え
る
…
…
。
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自
由
な
社
会
に
も
秩
序
が
必
要
で
あ
る
。
自
由
な
社
会
の
秩
序
と
は
、
自
由
を
支
え
、
か
つ
、
制
限
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、
①
身
分
の
秩
序
、
②
権
利
義
務
の
秩
序
、
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。
①
は
、
国
籍
を
は
じ
め
と
す
る
法
的
身
分

の
設
定
・
承
認
に
よ
っ
て
自
由
の
可
能
性
を
束
ね
、
そ
れ
を
権
利
利
益
の
請
求
資
格
等
に
接
合
す
る
器
と
し
て
機
能
す
る
実
定
法
秩

序
で
あ
り
、
ま
た
、
②
は
、
放
任
で
き
な
い
加
害
行
為
に
対
処
す
る
た
め
に
、
事
態
を
権
利
と
義
務
の
連
関
に
翻
訳
し
て
実
施
さ
れ

る
実
定
法
的
規
制
体
系
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
を
規
律
し
て
い
る
も
の
は
①

②
だ
け
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
、
①
②
以
上
に
日
常
的
か
つ
強
固
に
影
響
力
を
持
ち
、
実
定
法
に
よ
ら
ず
と
も
各
人
に
内
面
化
さ

れ
規
範
化
さ
れ
た
秩
序
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
③
意
味
の
秩
序
で
あ
り
、
ギ
ア
ー
ツ
が
上
に
指
摘
し
た
「
意
味
の
網
（w

ebs of 

significance

（」
が
ま
さ
に
そ
れ
に
当
た
る（2
（

。
か
か
る
視
点
か
ら
、
ギ
ア
ー
ツ
は
意
味
の
秩
序
を
、
実
証
科
学
で
は
な
く
、
法
学
に

も
馴
染
み
深
い
解
釈
科
学
の
対
象
と
お
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
意
味
の
秩
序
は
法
制
度
が
所
管
す
る
領
域
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
従
来
の
憲
法
学
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
。
上

記
引
用
に
お
い
て
、
ギ
ア
ー
ツ
は
「
意
味
の
網
」
を
「
文
化
」
と
お
い
た
が
、
文
化
こ
そ
は
国
家
な
い
し
法
制
度
か
ら
距
離
を
お
く

自
律
領
域
と
想
定
さ
れ
て
き
た
。

　

が
、
同
時
に
、
国
家
な
い
し
法
制
度
が
文
化
に
た
だ
な
ら
ぬ
関
心
を
抱
い
て
き
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
核
心
的
な
理

由
は
、
文
化
が
意
味
秩
序
で
あ
る
以
上（（
（

、
文
化
を
掌
握
す
れ
ば
意
味
秩
序
を
操
作
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
国
民
を
そ
の
内
面
に

お
い
て
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化≒
意
味
秩
序
は
法
制
度
か
ら
距
離
を
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う

前
提
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
と
な
い
方
法
を
用
い
て
文
化
を
管
理
・
支
配
す
る
こ
と
が
、
制
度
的
諸
条
件
を
気
に
せ
ず
に
、
効
率

的
か
つ
有
効
な
統
治
の
技
法
と
な
り
得
る
こ
と
を
国
家
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
国
家
が
「
文
化
国
家

（K
ulturstaat

（」
を
標
榜
す
る
の
は
、
文
化
が
名
声
や
富
、
果
て
に
は
自
己
顕
示
に
も
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
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統
治
の
技
法
と
し
て
の
文
化
支
配
が
と
て
も
魅
力
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
同
時
に
、
国
家
は
、
文
化

≒

意
味
秩

序
が
人
々
の
想
念
や
行
動
に
対
し
て
有
す
る
訴
求
性
や
浸
潤
性
を
羨
み
か
つ
恐
れ
る
。
国
家
は
、
革
命
に
よ
る
政
府
転
覆
と
同
様
に
、

急
進
化
や
退
廃
に
よ
る
既
存
の
意
味
秩
序
の
崩
壊
・
空
洞
化
を
常
に
恐
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
国
家
な
い
し
法
が
意
味
秩
序
に
対
し

て
抱
く
こ
の
よ
う
な
〝
愛
憎
〟
は
、
必
然
的
に
、「
権
力
」
と
「
意
味
」
の
関
係
性
を
主
題
化
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

２
．「
行
為
体
」
と
し
て
の
言
葉
─
─
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
所
説
─
─

　
「
意
味
」
の
意
味
に
は
諸
説
が
あ
る
。
意
味
は
、
そ
れ
が
指
示
す
る
対
象
存
在
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
が
喚
起
す
る
心

象
（
イ
メ
ー
ジ
（
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
さ
ら
に
は
、
人
間
の
頭
の
中
で
構
築
さ
れ
る
概
念
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、

意
味
は
言
葉
と
行
動
を
媒
介
す
る
何
ら
か
の
項
で
代
置
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
そ
の
「
使
用
」
が
言
語
ゲ
ー
ム
の
成
立

を
も
っ
て
確
認
で
き
る
だ
け
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
語
哲
学
の
到
達
地
平（（
（

を
論
ず
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
措
い
て
お
こ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
と
り
あ
え
ず
意
味
は
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
い
て
間
違
い
は
な
か
ろ
う（（
（

。

だ
と
す
れ
ば
、
意
味
の
秩
序
は
言
葉
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
ま
た
更
新
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

意
味
が
秩
序
を
成
す
と
い
う
こ
と
を
本
稿
は
前
提
に
し
て
い
る
。
意
味
が
言
葉
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
意
味
が
秩

序
を
成
す
以
上
、
言
葉
に
は
秩
序
を
構
築
す
る
力
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
時
に
言
葉
は
、「
た
か
が
言
葉
（O

nly 

W
ords

（」
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
暴
力
性
す
ら
持
ち
得
る
と
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
た（（
（

。
哲
学
者
の
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は
、

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
言
語
行
為
論
に
依
拠
し
つ
つ
、
言
葉
を
「
行
為
体
（agency

（」、
つ
ま
り
一
定
の
現
実
的
効
果
を
も
た
ら
す
力
な

い
し
作
用
そ
の
も
の
、
と
見
た（（
（

。
言
葉
そ
の
も
の
が
行
為
体
で
あ
る
以
上
、
発
話
内
行
為
で
あ
ろ
う
が
発
話
媒
介
行
為
で
あ
ろ
う
が
、

一
定
の
力
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
発
話
の
帰
結
や
波
及
効
果
で
は
な
く
、
平
手
打
ち
同
様
、
発
話
そ
れ
自
体
が
加
害
力
を
持
つ
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
（
“Words that W

ound

（
8
（

”（。
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で
は
、
行
為
体
と
し
て
の
言
葉
が
も
た
ら
す
力
を
何
に
帰
責
・
還
元
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
は
発
話
の
主
体
に
帰
責
さ
れ
る
と

見
る
の
が
常
識
的
な
回
答
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
法
的
思
考
も
共
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
帰
責
に
つ
い
て
の
か
か
る
常
識
的
な

対
応
に
な
ら
う
と
、
例
え
ば
、
問
題
と
な
る
言
葉
が
憎
悪
表
現
の
場
合
、
多
く
の
規
制
立
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
発
話
の
主
体

に
そ
の
種
の
言
葉
の
使
用
を
禁
止
・
封
印
・
制
限
す
る
解
決
策
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
、
バ
ト
ラ
ー
は
、

か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
発
話
の
主
体
を
「
発
話
の
起
源
」
と
見
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
言
葉
の
行
為
体
と
し
て
の
性
格
を
見

誤
る
も
の
で
あ
る
と
す
る（9
（

。

　

言
葉
が
行
為
体
で
あ
る
以
上
、
憎
悪
表
現
を
批
判
す
る
言
説
、
そ
れ
を
禁
止
し
制
裁
す
る
た
め
の
法
的
言
説
も
ま
た
、
憎
悪
表
現

の
行
為
遂
行
性
の
再
演
と
な
る（（（
（

。
法
的
な
対
応
や
措
置
を
議
論
す
る
過
程
に
お
い
て
、「
不
適
切
な
言
葉
づ
か
い
が
つ
ね
に
増
殖
し

て
い
る
」
の
で
あ
る
が
、「
皮
肉
な
こ
と
に
、
発
言
と
文
脈
を
直
接
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
明
確
に
法
的
で
政
治
的
な
議
論
の
な
か

で
は
、
こ
の
種
の
発
言
が
そ
の
議
論
に
お
い
て
さ
え
引
用
性
を
も
つ
こ
と
、
し
た
が
っ
て
当
初
の
発
言
の
文
脈
か
ら
離
れ
て
、
意
図

し
な
か
っ
た
新
し
い
文
脈
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
、
気
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
バ
ト
ラ
ー
は
言
う（（（
（

。

　

だ
と
す
る
と
、
言
葉
が
行
為
体
と
し
て
力
や
効
果
を
持
つ
の
は
、
多
様
な
状
況
に
お
い
て
そ
の
言
葉
の
〝
引
用
〟
を
可
能
に
す
る

「
慣
習
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
葉
は
、
時
の
経
過
の
中
で
反
復
さ
れ
、
発
話
さ
れ
る
た
び
に
慣
習
を
再
び
よ
み

が
え
ら
せ
る
、
あ
る
種
の
儀
式
性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
故
、
言
葉
は
、
発
話
の
瞬
間
（
な
ら
び
に
発
話
の
主
体
（
に

還
元
な
い
し
限
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
動
領
域
を
持
つ
た
め
、
そ
の
行
為
遂
行
性
は
か
か
る
射
程
で
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
バ
ト
ラ
ー
は
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
次
の
よ
う
に
言
う（（（
（

。

　

発
話
内
行
為
は
、
発
言
の
瞬
間
0

0

に
行
為
を
お
こ
な
う
が
、
そ
の
瞬
間
が
儀
式
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
け
っ
し
て

語
ら
れ
る
瞬
間
だ
け
で
は
な
い
。
儀
式
に
お
け
る
「
瞬
間
」
は
、
凝
縮
さ
れ
た
歴
史
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
や
未
来
へ
と
拡
大
し
、
発
話
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の
ま
え
や
あ
と
を
呼
び
お
こ
す
効
果
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
発
話
の
瞬
間
を
構
築
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
瞬
間
か
ら
逃
げ
去
り
も
す
る
。

　

憎
悪
表
現
の
発
話
主
体
は
行
為
体
と
し
て
の
言
葉
を
放
つ
が
、
そ
の
主
体
も
ま
た
過
去
の
行
為
体
の
反
復
の
連
鎖
の
中
で
成
立
し

て
い
る
慣
習
的
引
用
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
を
反
復
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
憎
悪
表
現
の
責
任
は
、
発
話
の
起
源
に
で
は
な
く
、
発

話
の
反
復
（「
発
話
の
瞬
間
を
超
え
た
反
復
の
凝
集
」（
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る（（（
（

。

　

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
バ
ト
ラ
ー
は
、
言
論
規
制
と
は
む
し
ろ
正
反
対
の
方
策
、
す
な
わ
ち
、
行
為
体
と
し
て
の
言
葉

の
可
能
性
を
積
極
的
に
開
く
こ
と
を
提
案
す
る
。
反
復
の
凝
集
で
あ
る
言
葉
は
、
ま
さ
に
そ
の
性
質
故
に
可
変
性
を
潜
在
さ
せ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
反
復
を
強
制
終
了
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
の
反
復
を
活
性
化
さ
せ
（
つ
ま
り
、
行
為
体
の
行
為
遂
行
性

を
開
放
さ
せ
（、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
憎
悪
表
現
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
ん
と
す
る
「
対
抗
的
発
話
」（
つ
ま
り
、
発
話
を
返
す
こ
と
（
を

誘
発
し
、
言
葉
を
中
傷
力
か
ら
分
離
し
て
別
の
文
脈
へ
と
再
定
位
す
べ
き
で
あ
る
、
と
彼
女
は
主
張
す
る（（（
（

。

３
．
発
話
主
体
へ
の
帰
責

　

反
復
の
凝
集
で
あ
る
言
葉
は
、
反
復
に
よ
っ
て
そ
の
加
害
力
を
高
め
る
と
同
時
に
失
う
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
。
そ
こ
に
着
目
し

た
バ
ト
ラ
ー
は
、
憎
悪
表
現
を
例
に
と
り
、
そ
の
法
的
規
制
（
発
話
の
主
体
に
言
語
に
よ
る
加
害
を
帰
責
し
、
憎
悪
表
現
と
指
定
さ
れ
た

言
葉
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
を
通
じ
て
行
為
体
を
封
印
す
る
方
法
（
と
は
別
の
方
策
、
つ
ま
り
、
対
抗
的
発
話
を
返
す
こ
と
に
よ
り
反

復
を
活
性
さ
せ
、〝
反
復
の
凝
集
〟
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
言
葉
の
意
味
を
変
化
さ
せ
る
途
を
示
し
た
。
こ
の
考
え
方
が
、
憲
法
学
の
領

域
で
は
な
じ
み
の
あ
る
、「
思
想
の
自
由
市
場
」
を
念
頭
に
置
い
た
対
抗
言
論
の
思
考
方
法
と
相
同
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
用
語
で
言
え
ば
、
意
味
の
秩
序
の
構
築
・
解
体
は
思
想
の
自
由
市
場
に
お
け
る
発
話
の
反
復
に
委
ね
よ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
バ
ト
ラ
ー
の
所
説
の
含
意
は
思
想
の
自
由
市
場
の
単
な
る
尊
重
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
彼
女
の
主
張
は
、
言
葉
の
加
害
力

は
、
対
抗
的
な
言
葉
の
投
げ
返
し
、
つ
ま
り
〝
反
復
〟
に
よ
っ
て
し
か
、
根
源
的
に
相
対
化
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
言
葉
の
力
の
問
題
性
は
、
言
葉
そ
れ
自
体
に
帰
責
し
な
い
限
り
、
解
消
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ

の
点
、
加
害
力
や
影
響
力
は
、
言
葉
を
行
為
体
と
見
る
以
上
、
そ
れ
は
今
現
実
に
発
生
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
解
決
を
、
挙

げ
て
、
反
復
の
歴
史
性
に
委
ね
る
で
は
す
ま
な
い
だ
ろ
う
。
法
な
い
し
法
学
が
発
話
の
主
体
に
帰
責
す
る
方
向
を
と
る
の
に
は
そ
の

よ
う
な
理
由
が
あ
る
。

　

１
で
述
べ
た
よ
う
に
、
権
力
は
意
味
の
秩
序
を
操
作
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
強
力
に
持
つ
。
権
力
と
り
わ
け
公
権
力
の
上
層
に

座
す
る
者
の
発
話
が
有
す
る
行
為
体
の
威
力
は
大
き
い
。
そ
の
威
力
の
帰
責
は
、
ま
ず
は
発
話
の
主
体
に
向
け
ら
れ
る
と
考
え
る
の

が
通
例
で
あ
ろ
う
。
が
、
発
話
主
体
へ
の
帰
責
は
そ
う
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
一
因
は
公
私
二
分
論
に
あ
る
。
と
り
わ
け
〝
権
力
〟

が
発
話
主
体
で
あ
る
場
合
、
公
私
の
別
が
、
帰
責
を
左
右
す
る
だ
け
で
な
く
、
発
話
の
内
容
つ
ま
り
言
葉
の
意
味
そ
れ
自
体
を
変
質

さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
意
味
の
秩
序
に
対
す
る
〝
権
力
〟
の
関
与
が
問
題
と
な
っ
た
近
時
の
例
を
ふ
た
つ
取

り
上
げ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ
．
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ

１
．Travel ban

か
、M

uslim
 ban

か

　

ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
合
衆
国
大
統
領
は
、
二
〇
一
七
年
一
月
二
七
日
、「
外
国
人
テ
ロ
リ
ス
ト
の
合
衆
国
へ
の
入
国
か
ら
国
家

を
守
る
」
と
題
す
る
大
統
領
命
令
第
一
三
七
六
九
号（（（
（

を
発
出
し
た
。
い
わ
ゆ
る
渡
航
禁
止
令
（travel ban

（
と
通
称
さ
れ
る
こ
の

命
令
は
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
リ
ビ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
ス
ー
ダ
ン
、
シ
リ
ア
、
イ
エ
メ
ン
の
七
か
国
の
国
民
の
米
国
へ
の
入
国
を
、
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移
民
・
非
移
民
を
問
わ
ず
、
九
〇
日
間
停
止
す
る
と
同
時
に
、
難
民
受
け
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
二
〇
日
間
停
止
し
、
加
え
て
、
す

べ
て
の
シ
リ
ア
難
民
の
受
け
入
れ
を
無
期
限
で
凍
結
す
る
こ
と
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、「
迫
害
を
受
け
た
宗
教
的

少
数
派
」
は
受
け
入
れ
制
限
の
例
外
と
さ
れ
、
事
実
上
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
優
遇
す
る
方
向
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。

　

本
大
統
領
命
令
は
、
発
出
さ
れ
て
間
も
な
く
、
そ
の
合
法
性
を
確
信
で
き
な
い
と
発
言
し
た
司
法
長
官
代
行
が
解
任
さ
れ
た
り（（（
（

、

国
土
安
全
保
障
省
が
執
行
方
法
を
急
き
ょ
変
更
す
る
な
ど
、
執
行
部
内
の
合
法
性
・
政
策
的
合
理
性
の
摺
合
せ
も
不
十
分
な
ま
ま
、

当
初
か
ら
波
乱
含
み
で
あ
っ
た
。
案
の
定
、
国
内
外
か
ら
の
反
発
は
強
く
、
違
憲
・
違
法
の
本
命
令
を
差
し
止
め
る
た
め
の
訴
訟
が

提
起
さ
れ
た
。
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
原
告
適
格
、
司
法
判
断
適
合
性
な
ど
の
手
続
的
問
題
を
別
に
す
れ
ば
、
大
要
、
入
国
制

限
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
の
有
無
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
対
す
る
偏
見
・
憎
悪
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
優
先
等
の
宗
教
差
別
な

い
し
政
教
分
離
原
則
違
反
の
有
無
、
平
等
保
護
違
反
の
有
無
、
等
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
二
月
三
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
（
後
に
ミ
ネ

ソ
タ
州
参
加
（
が
提
訴
し
たState of W

ashington v. T
rum

p

事
件
に
対
し
、
連
邦
地
方
裁
判
所
（
ワ
シ
ン
ト
ン
州
西
部
地
区
（
は
、

予
備
的
差
止
の
審
理
に
入
る
ま
え
に
、
現
状
を
維
持
す
る
た
め
の
暫
定
的
制
限
命
令
（tem

porary restraining order

（
を
求
め
る

原
告
州
の
請
求
を
認
め
た（（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
大
統
領
は
地
裁
命
令
の
執
行
停
止
を
求
め
る
申
し
立
て
（m

otion for stay

（
を
行
っ

た
が
、
二
月
九
日
、
連
邦
控
訴
裁
（
第
九
巡
回
区
（
は
申
し
立
て
を
棄
却
す
る
決
定
を
下
し
た（（（
（

。

　

こ
の
事
案
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
次
に
述
べ
る
点
で
本
件
が
、
言
葉
／
意
味
／
権
力
の
磁
場
に
お
け
る
発
話
と
主
体
の
関

係
性
に
つ
き
、
興
味
深
い
示
唆
を
提
供
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
本
件
大
統
領
命
令
の
立
法
目
的
と
し
て
、

テ
ロ
リ
ス
ト
か
ら
国
家
を
守
る
と
い
う
、
そ
れ
自
体
は
正
当
で
あ
る
安
全
保
障
上
の
必
要
を
挙
げ
て
い
る
。
他
方
、
ト
ラ
ン
プ
は
大

統
領
候
補
お
よ
び
当
選
者
で
あ
っ
た
こ
ろ
か
ら
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
で
、
過
激
な
煽
動
的
言
動
を
放
ち
続
け
て
い
た
。

そ
の
中
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
対
す
る
偏
見
や
憎
悪
に
溢
れ
た
言
説
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
最
高
権
力
者
た
る
大
統
領

と
し
て
ト
ラ
ン
プ
は
、
そ
の
公
的
発
言
あ
る
い
は
制
度
化
さ
れ
た
言
説
に
お
い
て
、
正
当
か
つ
中
立
的
な
政
策
目
的
を
掲
げ
つ
つ
も
、
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他
方
、
私
人
と
し
て
の
彼
は
、
そ
の
自
由
な
言
論
の
発
露
と
し
て
、
偏
見
・
憎
悪
に
彩
ら
れ
た
本
音
を
吐
露
し
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
公
私
の
区
別
が
ト
ラ
ン
プ
のstatus

を
転
轍
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
発
話
に
対
す
る
帰
責
も
そ
の

status
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
い
わ
ば
〝
二
枚
舌
〟
が
可
能
に
な
り
、
本
音
部
分
の
偏
見
や
憎
悪
が
、
制
度
的
言
説

を
隠
れ
蓑
と
し
て
、
平
然
と
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
法
制
度
の
言
説
と
し
て
は
正
常
で
あ
っ
て
も
、
当
該
制
度
の
含
意
と
し
て

異
常
な
偏
見
を
読
み
取
る
べ
き
こ
と
が
、
意
味
の
秩
序
上
の
約
束
と
し
て
成
立
し
て
し
ま
え
ば
、
偏
見
や
憎
悪
は
制
度
的
に
保
証
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
本
件
大
統
領
命
令
が
、travel ban

で
は
な
く
、M

uslim
 ban

と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

果
た
し
て
、
放
言
や
暴
論
に
よ
っ
て
意
味
秩
序
を
劇
的
に
変
え
て
お
い
て
、
制
度
の
論
理
だ
け
を
か
か
る
意
味
秩
序
か
ら
自
律
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ト
ラ
ン
プ
の
私
人
あ
る
い
は
非
権
力
と
し
て
の
発
話
を
、
大
統
領
ト
ラ
ン
プ
に
帰
責
す
る
こ
と

は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

２
．
文
面
上
の
理
由
と
真
の
動
機

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
で
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
「
動
機
審
査
（m

otive 

review

（」
で
あ
る（（（
（

。

　

上
述
のState of W
ashington v. T

rum
p

事
件
控
訴
審
に
お
い
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
お
よ
び
ミ
ネ
ソ
タ
州
は
、
大
統
領
が
提

出
し
た
緊
急
執
行
停
止
の
申
立
に
対
す
る
応
答
の
中
で
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
関
わ
る
次
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
た
。
①
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
は
、《
外
国
人
を
退
去
処
分
に
す
る
た
め
に
は
文
面
上
正
当
な
理
由
（a facially legitim

ate reason

（
が
あ
れ
ば
よ
く
、
そ

の
背
後
を
探
索
す
る
必
要
は
な
い
》
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
論
拠
と
な
っ
た
連
邦
最
高
裁
先
例
は
い
ず
れ
も
不
法
入
国
者
を
念
頭
に

お
い
て
お
り
、
そ
も
そ
も
こ
の
国
に
在
留
す
る
権
利
が
な
い
人
を
対
象
に
し
て
い
た（（（
（

、
②
強
力
な
少
数
意
見
の
中
に
は
、
非
在
留
外

国
人
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
対
象
が
十
分
な
特
定
性
を
持
ち
、
そ
の
悪
意
を
立
証
で
き
れ
ば
、
強
制
退
去
処
分
に
出
た
表
向
き
の
動
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機
（the stated m

otives

（
の
〝
背
後
を
見
る
べ
き
こ
と
（should look behind

（〟
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
り（（（
（

、
従
っ
て
、
執
行
部

の
真
の
動
機
（true m

otives

（
を
裁
判
所
が
審
査
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い（（（
（

、
③
本
件
大
統
領
命
令
は
ム
ス
リ
ム
に
対
す
る
差

別
的
な
嫌
悪
感
を
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
平
等
保
護
に
違
反
す
る
か
ら
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
本
案
で
勝
訴
で
き
る
見
込
み
は

な
い（（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
先
述
し
た
二
月
九
日
の
連
邦
控
訴
審
の
決
定
は
、
政
府
が
事
後
で
は
回
復
し
難
い
損
害
を
立
証
し
て
い
な
い
こ

と
、
憲
法
上
の
争
点
に
関
し
て
本
案
で
勝
訴
し
得
る
十
分
な
証
拠
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
大
統
領
命
令
の
暫
定
的
停
止

を
維
持
し
た
。
そ
の
際
、「
論
点
が
国
教
樹
立
禁
止
条
項
や
平
等
保
護
条
項
に
関
わ
る
場
合
は
、
係
争
法
令
の
文
面
を
超
え
た
目
的

に
関
す
る
証
拠
が
検
証
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
確
立
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
る
」
と
述
べ
、
動
機
審
査
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る（（（
（

。
し

か
し
、
決
定
は
憲
法
違
反
を
明
言
せ
ず
、
緊
急
手
続
で
あ
る
か
ら
、
本
件
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
書
面
提
出
が
あ
る
ま
で
憲
法
判

断
を
留
保
す
る
と
し
た
。

　

こ
の
点
、
三
月
六
日
に
、
イ
ラ
ク
を
対
象
国
か
ら
除
外
し
、
事
実
上
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
優
遇
条
項
を
削
除
し
た
修
正
大
統
領
命
令（（（
（

が
発
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
も
ふ
た
つ
の
連
邦
地
裁
で
差
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
決
定
も
動
機
審
査
を
行
っ
て

い
る
が
、
連
邦
控
訴
裁
決
定
と
比
較
す
る
と
や
や
立
ち
入
っ
た
審
査
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
月
一
五
日
に
下
さ
れ
たState 

of H
aw

aii v. T
rum

p

事
件
連
邦
地
裁
（
ハ
ワ
イ
地
区
（
決
定
は
、
政
府
が
大
統
領
命
令
の
制
定
経
緯
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
で

は
な
く
、
文
面
上
の
中
立
性
に
の
み
こ
だ
わ
る
わ
け
は
、
提
出
さ
れ
た
記
録
が
「
宗
教
的
敵
意
を
示
す
重
要
か
つ
反
論
の
し
よ
う
が

な
い
証
拠
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
述
べ
て
、
二
〇
一
六
年
三
月
九
日
の
Ｃ
Ｎ
Ｎ
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
、
同
年
七
月
二
四
日
の
Ｎ
Ｂ
Ｃ

イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
、
同
年
一
〇
月
九
日
の
討
論
会
、
二
〇
一
七
年
一
月
二
八
日
のFox N

ew
s

に
お
け
る
ル
デ
ィ
ー
・
ジ
ュ
リ
ア
ー

ニ
氏
の
発
言（（（
（

、
等
を
引
用
し
、
こ
れ
ら
大
統
領
の
直
接
・
間
接
の
発
言
は
、
大
統
領
命
令
の
文
面
上
の
中
立
的
な
目
的
を
裏
切
る
も

の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る（（（
（

。
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３
．
動
機
審
査
の
問
題
性

　

平
等
保
護
や
精
神
的
自
由
権
の
問
題
領
域
で
し
ば
し
ば
適
用
が
見
ら
れ
る
動
機
審
査
は
、
厳
格
審
査
の
一
環
と
し
て
理
解
さ
れ
て

き
た
。
動
機
審
査
は
文
面
上
の
立
法
目
的
の
背
後
に
隠
蔽
さ
れ
た
不
当
な
動
機
（illicit m

otives, im
perm

issible m
otives

（
を
あ

ぶ
り
だ
す
（sm

oke out

（
も
の
で
あ
る
が（（（
（

、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
は
二
種
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
第
一
に
、
差
別
が

疑
わ
れ
る
あ
る
法
令
に
つ
き
、
そ
れ
が
特
に
強
い
禁
止
が
求
め
ら
れ
る
特
定
の
差
別
事
由
に
出
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
厳
格
審
査
が

発
動
さ
れ
て
、
表
向
き
中
立
な
立
法
目
的
を
掲
げ
て
い
た
と
し
て
も
偏
見
や
敵
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に

疑
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
合
憲
性
の
立
証
責
任
を
政
府
側
に
転
換
さ
せ
る
な
ど
し
て
立
法
目
的
の
正
当
性
を
厳
格
に
問
い
続
け（（（
（

、
重

要
か
つ
正
当
な
目
的
が
発
見
で
き
な
け
れ
ば
不
当
な
動
機
に
基
づ
く
も
の
と
み
な
さ
れ
る
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
こ
れ
は

法
令
解
釈
に
照
準
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
え
よ
う
。
第
二
に
、
立
法
や
政
策
の
策
定
に
関
わ
っ
た
者
た
ち
の
言
説
を
掘
り
出
し
て
、

そ
の
中
に
不
当
な
動
機
の
痕
跡
を
発
見
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る（（（
（

。
こ
れ
は
事
実
問
題
に
傾
斜
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
両
者
は
一
体
的
に
併
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
先
述
の
連
邦
裁
判
所
の
諸
決
定
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
発
言
を
彼

の
言
説
履
歴
の
中
か
ら
掘
り
起
こ
す
方
法
を
採
用
し
て
お
り
、
特
に
三
月
一
五
日
連
邦
地
裁
（
ハ
ワ
イ
地
区
（
決
定
は
、
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
が
大
統
領
に
就
任
す
る
以
前
の
、
候
補
者
と
し
て
の
発
言
あ
る
い
は
大
統
領
当
選
者
と
し
て
の
発
言
に
主
に
依
拠
し
て
い
る
。

こ
の
点
、
同
日
に
下
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
連
邦
地
裁
（
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
地
区
（
決
定
は
次
の
よ
う
に
言
う（（（
（

。

　

本
件
で
争
わ
れ
て
い
る
公
的
発
言
（public statem

ents

（
の
す
べ
て
は
、
修
正
大
統
領
命
令
を
策
定
す
る
政
府
の
決
定
権
者
で
あ
る
ト

ラ
ン
プ
大
統
領
に
着
実
に
帰
責
で
き
る
（fairly attributable to

（。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
発
言
は
、
選
挙
期
間
中
の
も
の
で
あ
ろ
う
が

大
統
領
と
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
本
人
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
ス
タ
ッ
フ
、
さ
ら
に
は
、
大
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統
領
と
の
会
話
に
依
拠
し
て
行
動
す
る
近
し
い
選
挙
顧
問
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
公
的
発
言
」
と
い
う
く
く
り
は
あ
る
も
の
の
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
本
人
に
帰
責
さ
れ
る
言
説
は
、
彼
自
身
の
な
し
た
も
の
の
み

な
ら
ず
、
身
辺
の
関
係
者
に
ま
で
及
び
、
そ
の
範
囲
は
広
い
。

　

か
か
る
連
邦
裁
判
所
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
公
法
学
者
の
ユ
ー
ジ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
強
く
異
を
唱
え
る（（（
（

。

彼
の
批
判
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
整
理
す
る
と
以
下
の
諸
点
に
な
る
。
ま
ず
第
一
に
、
そ
も
そ
も
判
例
は
、
政
治
家
の
発
言
を
探
索

す
る
と
し
て
も
、
立
法
経
緯
や
行
政
過
程
に
お
け
る
そ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
公
職
に
就
任
す
る
以
前
の
発
言
は

埒
外
だ
っ
た（（（
（

。
ま
た
、
第
二
に
、
連
邦
裁
判
所
は
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
選
挙
期
間
中
の
発
言
を
証
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
の
証
拠
能
力
を
認
容
す
れ
ば
、
選
挙
期
間
中
の
討
議
を
萎
縮
さ
せ
、
民
主
政
を
後
退
さ
せ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
選
挙
公
約
は

〝
政
策
的
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
〟
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、〝
当
選
〟
を
目
指
し
て
な
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
第
三
に
、
問
題
と
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
発
言
は
、
主
に
「
私
人
（private citizen

（」
の
時
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
憲
法
上
の
権
限
も
責
務
も
有
さ
な
い
一
私
人
の
と
き
の
言
説
が
動
機
審
査
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
職
者
の
全
人
生

（the entire lives of political offi
cials

（
に
わ
た
っ
て
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
大
統
領
職
を
引
き
受
け
る
明
確

な
カ
ッ
ト
オ
フ
で
動
機
審
査
の
対
象
を
区
切
る
べ
き
で
あ
る
。
合
衆
国
憲
法
第
二
条
第
一
節
第
八
項
が
要
求
す
る
就
任
宣
誓

（oath

（
こ
そ
は
そ
の
よ
う
な
カ
ッ
ト
オ
フ
に
当
た
る
。

４
．
錯
綜
す
る
公
私
の
分
岐
と
、
発
話
の
帰
責
の
ゆ
く
え

　

就
任
宣
誓
を
も
っ
て
発
話
主
体
の
性
質
が
転
轍
さ
れ
、
発
話
の
帰
責
を
一
身
に
背
負
う
よ
う
に
な
る
、
と
す
る
コ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ

チ
の
見
解
は
切
れ
味
が
よ
く
、
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
就
任
時
点
を
さ
か
い
に
、
公
権
力
担
当
者
が
行
っ
た
私
的
な
発
話
も
動
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機
審
査
の
対
象
と
な
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
発
話
主
体
の
表
現
の
自
由
を
か
な
り
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
動
機
審

査
の
〝
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
〟
は
、
本
人
に
と
っ
て
さ
え
不
確
か
で
流
動
的
で
あ
る
「
本
心
」
を
裁
判
官
が
言
説
の
断
片
を
拾
い
出
し

て
認
定
し
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
賠
償
責
任
等
と
異
な
り
、
憲
法
違
反
認
定
に
関
わ
る
動
機
審
査
の
場
合
、
帰
責
の
矛
先
は
、

発
話
主
体
を
通
じ
て
、
国
家
行
為
（
立
法
や
執
行
（
そ
れ
自
体
の
違
憲
無
効
に
及
ぶ
。
う
つ
ろ
い
や
す
い
人
間
の
本
心
の
あ
り
方
が

制
度
を
根
本
か
ら
覆
す
た
め
の
指
標
と
し
て
果
た
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
か
ど
う
か
。

　

と
は
言
う
も
の
の
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
入
国
制
限
命
令
の
事
案
は
、
就
任
宣
誓
前
のprivate citizen

に
よ
る
も
の
と
割
り

切
っ
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
。
公
権
力
者
で
は
な
い
に
せ
よ
、
大
統
領
候
補
に
躍
り
出
た
あ
た
り
か
ら
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
等
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
駆
使
し
、
ア
メ
リ
カ
の
意
味
秩
序
に
絶
大
な
影
響
力
を
行
使
し
、
偏
見
と
敵
意
の
率
直
な
発
露
を
身
を
も
っ
て
実
践
し
、
ポ
リ

テ
ィ
カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
に
傾
く
意
味
秩
序
を
劇
的
に
変
質
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
。
時
を
お
か
ず
、
大
統
領
と
な
り
命
令
を
定
め

た
の
だ
か
ら
、
今
回
の
入
国
制
限
措
置
の
意
味
は
、
か
か
る
意
味
秩
序
の
改
変
に
寄
与
し
た
私
人
ト
ラ
ン
プ
の
発
話
と
の
連
動
で
解

釈
さ
れ
る
の
は
必
至
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
人
の
頃
の
発
話
に
不
当
な
動
機
に
当
た
る
も
の
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、
公
人
に

な
っ
て
か
ら
打
ち
出
す
す
べ
て
の
政
策
に
差
別
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
も
は
や
大
統
領
命
令

を
修
正
し
た
と
し
て
も
、
動
機
が
不
純
で
あ
る
と
し
て
こ
と
ご
と
く
違
憲
の
疑
い
が
か
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
憲
法
学

者
の
マ
イ
ケ
ル
・
ド
ー
フ
は
、
刑
事
法
で
お
な
じ
み
の
「
毒
樹
果
実
の
理
論
（fruit of the poisonous tree

（」
を
用
い
て
解
決
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い（（（
（

。

　

動
機
審
査
の
導
入
に
よ
っ
て
、
発
話
を
主
体
に
帰
責
す
る
に
し
て
も
、
公
私
の
適
切
な
切
り
分
け
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅲ
．
天
皇



（（

言葉／意味／権力

１
．「
象
徴
」
に
お
け
る
公
と
私

　

二
〇
一
六
年
八
月
八
日
、
天
皇
は
「
象
徴
と
し
て
の
お
勤
め
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
お
言
葉
を
公
に
し
、
い
わ
ゆ
る
生
前
譲
位
を

強
く
示
唆
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
本
稿
の
関
心
に
照
ら
し
て
目
を
引
く
の
は
次
の
一
節
で
あ
る
。

　

本
日
は
、
社
会
の
高
齢
化
が
進
む
中
、
天
皇
も
ま
た
高
齢
と
な
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
在
り
方
が
望
ま
し
い
か
、
天
皇
と
い
う
立
場
上
、

現
行
の
皇
室
制
度
に
具
体
的
に
触
れ
る
こ
と
は
控
え
な
が
ら
、
私
が
個
人
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
考
え
て
来
た
こ
と
を
話
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

天
皇
の
あ
り
方
と
い
う
疑
い
も
な
い
公
的
問
題
に
対
し
て
、「
私
」
は
、
一
定
の
語
り
た
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
が
、「
天
皇
と
い

う
立
場
」
か
ら
は
「
制
度
」
の
側
面
に
具
体
的
に
言
及
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、「
私
」
が
「
個
人
と
し
て
」
考
え
て
き
た

こ
と
を
披
瀝
す
る
…
…
。
か
か
る
論
理
が
こ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
天
皇
は
天
皇
制
と
い
う
公
的
問
題
に
そ
の
公

的
地
位
に
お
い
て
自
己
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
天
皇
が
制
度
問
題
と
い
う
第
一
級
の
公
的
問
題
に
言
及
す
る
に
は
、「
個
人
」

と
い
う
〝
私
的
立
場
〟
に
立
つ
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
天
皇
の
場
合
、「
天
皇
」
と
い
う
地
位
を
一
旦
離
れ
て
、「
個
人
」
と
し
て
行
動
す
れ
ば
、
そ
れ
で
直
ち
に
私
的
立
場
に

立
ち
得
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
か
ら
や
や
こ
し
い
。

　

天
皇
の
象
徴
性
を
、〝
代
表
〟
で
は
な
く
〝
表
彰
〟
の
訳
語
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
きrepresentation

と
し
て
捉
え
よ
う
と

し
た
の
は
伊
藤
博
文
で
あ
っ
た（（（
（

が
、
こ
の
言
葉
（Repräsentation

（
の
含
意
に
つ
い
て
、
和
仁
陽
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（（（
（

。

　

こ
の
概
念
の
核
心
に
は
、
ペ
ル
ソ
ー
ン
＝
公
人
＝
役
柄
に
よ
る
何
ら
か
の
イ
デ
ア
ー
＝
理
想
像
の
具
体
的
現
出
と
い
う
観
念
が
存
在
し
、



（（

法学研究 91 巻 1 号（2018：1）

従
っ
て
、
公
共
／
公
衆
／
観
衆
（Ö

ffentlichkeit, Publikum

（
を
前
に
し
て
行
う
こ
と
＝
公
共
性
（Ö

ffentlichkeit, Publizität

（
と
、

そ
れ
に
結
び
つ
い
た
（
や
は
り
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
（
可
視
性
（Sichtbarkeit

（
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

　

こ
れ
に
倣
え
ば
、
象
徴≒

representation

と
は
、《
公
共
の
前
で
理
念
の
可
視
化
を
演
じ
る
こ
と
》
と
言
え
よ
う
。
日
本
国
憲

法
第
一
条
に
規
定
さ
れ
た
象
徴
天
皇
制
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
る
と
、
天
皇
は
、「
日
本
国
」
と
「
日
本
国
民
統
合
」
と
い
う
理
念
の

可
視
化
を
公
共
の
面
前
で
演
じ
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、「
象
徴
」
と
し
て
の
務
め
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
象

徴
」
は
そ
の
本
質
上
公
共
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
象
徴
は
公
共
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、

と
り
わ
け
我
が
国
の
天
皇
は
そ
う
で
あ
る
。
天
皇
制
に
お
い
て
象
徴
の
機
能
を
担
う
も
の
は
、
王
座
で
も
王
冠
で
も
な
く
、
三
種
の

神
器
で
も
な
い
。
諱
で
呼
ば
れ
る
〝
一
個
の
人
間
〟
で
あ
る
。
象
徴
天
皇
制
こ
そ
は
、
一
個
の
人
間
が
制
度
そ
の
も
の
と
化
す
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
、
一
個
の
人
間
の
〝
生
〟
そ
れ
自
体
が
「
日
本
国
」・「
日
本
国
民
統
合
」
と
い
う
理
念
を
可
視
化
す
る
も
の
と
し

て
公
共
の
前
に
差
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
天
皇
に
〝
私
的
立
場
〟
な
ど
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
皇
室
の
内
奥
に
残
さ
れ
た
親
密
圏
に
退
却
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
〝
私
的
立
場
〟
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
考
え
る
こ
と
も
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
婚
姻
を
は
じ
め
と
す

る
親
密
圏
の
形
成
自
体
が
皇
室
典
範
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
国
家
的
行
事
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

先
に
、
天
皇
が
制
度
問
題
と
い
う
第
一
級
の
公
的
問
題
に
言
及
す
る
に
は
、「
天
皇
」
と
い
う
立
場
で
は
な
く
、「
個
人
」
と
い
う

〝
私
的
立
場
〟
に
立
つ
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
自
己
の
生
を
公
共
化
さ
せ
、

理
念
の
可
視
化
を
常
に
演
じ
き
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
天
皇
に
は
公
私
の
別
は
存
在
し
な
い
。
徹
底
し
て
公
共
的
存
在
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
前
述
の
「
お
言
葉
」
に
お
け
る
「
私
」
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
こ
で
の
「
私
」
は
公
私
区
分
論
を
用
い

て
、
公
的
な
存
在
が
私
的
な
個
人
に
切
り
替
わ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
天
皇
た
る
「
私
」
に
は
ふ
た
つ
の
次
元
が
あ
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る
。
す
わ
な
ち
、（
そ
の
政
治
的
権
能
の
行
使
が
憲
法
問
題
を
惹
起
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
（
制
度
的
ス
テ
ー
タ
ス
で
あ
る
「
天
皇
と
い
う

立
場
」
と
、
本
来
か
か
る
制
度
的
ス
テ
ー
タ
ス
と
一
体
化
し
て
い
る
は
ず
の
〝
一
個
の
人
間
〟
と
し
て
の
次
元
に
立
つ
「
個
人
」
と

の
ふ
た
つ
で
あ
る
。「
私
」
は
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
立
場
な
い
し
次
元
に
切
り
分
け
ら
れ
、
今
回
は
、
後
者
の
〝
一
個
の
人
間
〟
の
ス

テ
ー
タ
ス
に
立
っ
て
発
言
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
も
っ
て
制
度
へ
の
言
及
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
お
言
葉
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、

天
皇
と
い
う
制
度
か
ら
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
る
人
間
を
切
り
出
し
た
点
に
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
私
が
個
人
と
し
て
」
と
述
べ
ら
れ
た
と
き
の
、
そ
の
「
個
人
」
は
、
憲
法
第
一
三
条
に
お
い
て
国
民
に
認
め
ら
れ
た
ス

テ
ー
タ
ス
で
あ
る
「
個
人
」
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
憲
法
第
一
三
条
の
「
個
人
」
は
公
共
的
な
る
も
の
と
対
峙
す
る
個
人

で
あ
る
が
、
お
言
葉
の
「
個
人
」
は
、
も
と
よ
り
公
共
的
で
あ
る
こ
と
が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
個
人
」
で
あ
る
。「
個
人
」
と

い
う
ス
テ
ー
タ
ス
は
、
天
皇
と
い
う
、
憲
法
が
直
接
規
律
す
る
ス
テ
ー
タ
ス
か
ら
、
本
来
そ
れ
を
化
体
し
て
い
る
は
ず
の
〝
一
個
の

人
間
〟
が
飛
び
出
す
た
め
の
契
機
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
の
「
個
人
」
は
〝
一
個
の
人
間
〟
と
い
う
意
味

に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
一
人
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
皇
と
し
て
は
語
れ
な
い
こ
と
を
個
人≒

一
個
の

人
間
と
し
て
語
っ
た
の
が
今
般
の
お
言
葉
で
あ
る
。
天
皇
と
い
う
役
割
か
ら
一
時
的
に
〝
一
個
の
人
間
〟
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
よ
っ

て
、《
天
皇
自
身
が
天
皇
を
語
る
》
と
い
う
自
己
言
及
に
陥
る
方
向
を
避
け
、《
天
皇
の
職
務
を
担
当
す
る
人
間
が
天
皇
を
語
る
》
と

い
う
極
め
て
複
雑
な
ア
レ
ン
ジ
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

２
．
意
味
権
力
？

　

ど
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
も
、
天
皇
が
私
的
個
人
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
お
言
葉
の
発
言
は
依
然
と
し
て
公
共
性
を
担
い

続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
発
言
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
お
言
葉
を
政
治
に
対
す
る
介
入
・
関
与
と
見
て
憲
法
上
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
憲
法
第
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四
条
が
禁
ず
る
よ
う
な
「
国
政
に
関
す
る
権
能
」
の
行
使
で
は
な
い
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
よ
う
な
権
力
で
な
い
こ
と
も
明
白
で
あ

ろ
う
。
が
、
こ
の
よ
う
な
権
力
概
念
と
は
別
の
権
力
と
し
て
天
皇
は
存
在
す
る
余
地
が
あ
る
。

　

天
皇
は
、「
日
本
国
」・「
日
本
国
民
統
合
」
の
象
徴
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
理
念
の
可
視
化
を
公
共
の
前
で
演
じ
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
れ
は
、「
日
本
国
」・「
日
本
国
民
統
合
」
を
め
ぐ
る
意
味
の
秩
序
の
構
築
・
維
持
に
天
皇
が
関
与

す
る
こ
と
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
意
味
の
秩
序
の
構
築
・
維
持
は
、
社
会
・
歴
史
・
文
化
の
自
律
領
域
に
委
ね
ら
れ
、
公
権
力

の
介
入
を
許
さ
な
い
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
象
徴
は
、
本
質
的
に
意
味
の
秩
序
と
の
接
触
が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
日

本
国
憲
法
は
、「
日
本
国
」・「
日
本
国
民
統
合
」
の
意
味
秩
序
の
構
築
・
維
持
に
つ
い
て
は
敢
え
て
そ
れ
を
自
律
領
域
か
ら
憲
法
領

域
に
取
り
込
み
、
そ
こ
へ
の
関
与
を
象
徴
天
皇
制
に
担
わ
せ
て
い
る
。
天
皇
は
、
意
味
構
築
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
中
で
も
、
憲

法
に
よ
っ
て
特
権
的
な
地
位
を
与
え
ら
れ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
り
、
広
義
の
統
治
上
の
装
置
で
あ
る
。
憲
法
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ

た
象
徴
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、〝
意
味
権
力
〟
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

日
本
国
憲
法
は
、
旧
憲
法
下
の
天
皇
か
ら
、
統
治
権
の
総
攬
者
等
の
地
位
を
奪
っ
た
が
、
意
味
権
力
と
し
て
の
そ
れ
は
継
承
し
た
。

憲
法
を
も
破
壊
す
る
や
も
し
れ
な
い
そ
の
強
大
な
意
味
権
力
を
、
立
憲
体
制
か
ら
解
放
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
憲
法
上
の
装
置

と
し
て
内
部
に
取
り
込
む
途
を
選
ん
だ
。
現
行
憲
法
下
の
天
皇
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
憲
法
に
半
ば
封
印
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
。

日
本
国
と
日
本
国
民
統
合
を
象
徴
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
意
味
秩
序
に
関
与
す
る
そ
の
仕
方
も
憲
法
に
規
整
さ
れ
る
。
間
違
っ
て
も

国
政
に
関
す
る
権
能
は
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
象
徴
と
し
て
関
与
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

で
は
、
天
皇
と
い
う
立
場
か
ら
分
離
さ
れ
た
〝
一
個
の
人
間
〟
と
し
て
の
天
皇
、
つ
ま
り
「
個
人
と
し
て
」
語
る
天
皇
の
言
説
は

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
《
天
皇
自
身
が
天
皇
を
語
る
》
と
い
う
自
己
言
及
を
回
避
す
る
た
め

に
、《
天
皇
の
職
務
を
担
当
す
る
人
間
が
天
皇
を
語
る
》
局
面
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
、「
個
人
と
し
て
」
語
る
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

は
徹
底
し
て
一
種
の
政
府
言
論
（governm

ent speech

（
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
さ
さ
か
荒
っ
ぽ
い
言
い
方
に
な
る
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が
、
今
般
の
生
前
譲
位
の
お
言
葉
は
、
天
皇
の
制
度
に
つ
い
て
の
政
府
の
考
え
を
、
そ
の
担
当
職
位
に
あ
る
人
物
（
現
存
す
る
担
当

者
は
今
上
天
皇
以
外
に
存
在
し
な
い
（
が
語
っ
た
政
府
言
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
言
葉
の
発
表
を
め
ぐ
っ
て
は
、
政
府
部
内
、
つ

ま
り
内
閣
と
宮
内
庁
の
間
に
不
協
和
音
が
聴
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
政
府
部
内
の
調
整
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
天
皇
の
政
治
的
発
言
の
問
題
と
し
て
天
皇
に
帰
責
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
政
府
言
論
と
捉
え
る
立
場
か
ら
は
、
政

府
言
論
発
出
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
失
敗
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

３
．
憲
法
の
破
壊
者
と
擁
護
者

　

権
力
者
は
憲
法
を
擁
護
も
破
壊
も
で
き
る
。
後
者
が
発
生
し
た
場
合
、
権
力
者
は
、
違
憲
審
査
制
、
弾
劾
、
総
辞
職
、
あ
る
い
は

議
会
解
散
な
ど
に
よ
っ
て
法
的
な
制
裁
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
安
倍
首
相
や
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
は
異
な
り
、
国
政
に
関
す
る
権

能
を
行
使
で
き
な
い
天
皇
は
、
彼
ら
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
の
憲
法
破
壊
も
憲
法
擁
護
も
な
し
得
な
い
。
な
し
得
る
と
す
れ
ば
〝
意
味
権

力
〟
と
し
て
、
意
味
の
秩
序
へ
の
関
与
の
仕
方
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
天
皇
の
言
説
は
細
心
の
注
意
を

も
っ
て
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
安
倍
首
相
が
「
日
本
を
、
取
り
戻
す
」
と
言
お
う
が
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
“Make A

m
erica Great A

gain

”
と
言

お
う
が
、
そ
の
内
実
は
別
に
し
て
も
、
特
段
奇
異
な
感
じ
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
日
本
な
い
し
ア
メ
リ
カ
は
、
奪
還
な

い
し
再
生
す
べ
き
客
体
で
あ
り
、
他
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
皇
が
「
日
本
を
、
取
り
戻
す
」
と
語
っ
た
と
し

た
ら
、
そ
れ
は
「
日
本
国
」
の
象
徴
の
発
言
で
あ
る
以
上
、
日
本
国
自
体
に
よ
る
露
骨
な
自
己
言
及
に
等
し
い
。「
朕
は
国
家
な
り
」

と
い
う
絶
対
王
制
を
彷
彿
と
さ
せ
る
言
説
は
、
現
行
憲
法
の
所
期
す
る
天
皇
制
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
国
そ
の
も
の
と

言
い
得
る
存
在
が
こ
の
種
の
自
己
言
及
を
開
始
し
な
い
よ
う
に
、〝
意
味
権
力
〟
の
慎
重
な
運
用
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
は
、〝
意
味
権
力
〟
と
し
て
の
象
徴
天
皇
を
敢
え
て
憲
法
内
に
取
り
込
ん
だ
。
こ
れ
自
体
、
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実
はrisky project

な
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
猛
威
を
振
る
っ
た
国
家
的
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
源
泉
を
憲
法
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
て
い

る
姿
を
国
民
に
提
示
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
一
定
の
憲
法
保
障
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
こ
そ
が
、
象
徴
天
皇
制
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
核
心
で
あ
ろ
う
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
憲
法
前
文
に
は
天
皇
へ
の
言
及
が
な
い
。
む
し
ろ
、
前
文
に
掲
げ
ら
れ
た
国
民
主
権
・
自
由
主
義
・
平
和
主

義
が
、
解
釈
指
針
と
し
て
、
第
一
章
・
天
皇
条
項
を
規
律
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
憲
法
第
九
九
条
は
天
皇
に
も
憲
法
尊
重
擁
護

義
務
を
課
し
て
い
る
。
加
え
て
、
憲
法
第
九
六
条
に
よ
っ
て
天
皇
の
憲
法
改
正
へ
の
実
質
的
コ
ミ
ッ
ト
も
否
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

天
皇
が
「
日
本
国
」
お
よ
び
「
日
本
国
民
統
合
」
を
象
徴
す
る
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
理
念
的
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
ら
に
実
体
を
充
填
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
憲
法
第
一
条
の
国
民
主
権
原
理
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
理
念
の
本
来
的
実
相
を
構

築
す
べ
き
責
務
は
挙
げ
て
日
本
国
民
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
平
成
元
年
八
月
四
日
、
即
位
に
当
た
っ
て
の
記
者
会
見
で
今

上
天
皇
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た（（（
（

。

　

憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
す
の
で
、
国
民
と
共
に
憲
法
を
守
る
こ
と
に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

主
権
原
理
を
わ
き
ま
え
た
発
言
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
般
の
お
言
葉
も
、
内
閣
や
国
会
に
対
す
る
言
及
は
な
く
、
一
貫
し
て
国
民

に
語
り
か
け
る
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
皇
位
が
主
権
の
存
す
る
国
民
の
総
意
に
存
す
る
以
上
、
譲
位
に
関
わ
る
事
柄
を
語
り
か

け
る
客
体
、
換
言
す
れ
ば
、
譲
位
に
対
す
る
理
解
を
求
め
る
先
は
、
国
民
以
外
に
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

意
味
秩
序
に
作
用
す
る
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
天
皇
が
、〝
意
味
権
力
〟
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
も
憲
法
に
枠
づ
け
ら

れ
る
。
天
皇
は
、
万
々
が
一
日
本
国
そ
の
も
の
に
自
己
言
及
を
行
う
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
憲
法
な
ら
び
に
国
民
と
と
も
に
あ
る

こ
と
を
シ
グ
ナ
ル
し
続
け
、
国
民
に
む
か
っ
て
語
る
話
法
を
取
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
国
の
最
高
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権
力
者
が
憲
法
の
破
壊
者
と
し
て
立
ち
現
れ
る
と
き
、
天
皇
が
憲
法
の
擁
護
者
あ
る
い
は
憲
法
保
障
機
関
と
し
て
国
民
の
眼
に
映
る

の
は
、
あ
る
意
味
当
然
の
成
り
行
き
な
の
で
あ
る
。

Ⅳ
．
ふ
た
た
び
バ
ト
ラ
ー
の
所
説
を
め
ぐ
っ
て

　

こ
こ
で
、
バ
ト
ラ
ー
の
所
説
に
戻
っ
て
み
た
い
。

　

彼
女
は
、
ト
ラ
ン
プ
当
選
が
決
ま
っ
た
直
後
に
、M

ediapart

の
取
材
を
受
け
て
い
る
。
取
材
の
冒
頭
、
聞
き
手
の
「
過
去
の
二

〇
年
間
の
あ
な
た
の
分
析
に
と
っ
て
ト
ラ
ン
プ
は
格
好
の
題
材
で
は
な
い
か
」
と
の
問
い
に
対
し
て
、「
ト
ラ
ン
プ
が
自
分
の
研
究

に
と
っ
て
良
い
対
象
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
」
と
応
え
て
い
る（（（
（

。
バ
ト
ラ
ー
は
、
ト
ラ
ン
プ
の
言
説
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
言

説
の
も
た
ら
す
帰
結
、
つ
ま
り
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
公
衆
の
反
応
に
む
し
ろ
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
機
能
不
全
や
参
加
に
対
す
る
幻
滅
が
広
が
る
中
、
ト
ラ
ン
プ
の
自
己
破
壊
的
に
も
見
え
る
行
い
が
、
か
え
っ
て

有
権
者
に
は
ス
リ
リ
ン
グ
に
映
る
。
ト
ラ
ン
プ
は
憲
法
を
読
ん
だ
こ
と
す
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
憲
法
に
配
慮
し
な
い
が
、
こ

の
憲
法
に
対
す
る
傲
慢
な
無
関
心
（arrogant indifference
（
が
彼
を
魅
力
的
に
見
せ
て
い
る
、
と
彼
女
は
分
析
す
る
。

　

イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
聞
き
手
が
、
ト
ラ
ン
プ
の
常
套
手
段
で
あ
る
「
排
除
に
基
づ
く
〝
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
〟（
“branding

” based on 

exclusion

（」
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
る
と
、
バ
ト
ラ
ー
は
、
ト
ラ
ン
プ
は
文
化
的
エ
リ
ー
ト
（cultural elite

（
を
攻
撃
す
る
こ

と
に
よ
り
、
彼
ら
が
奉
じ
て
き
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
公
民
権
運
動
や
宗
教
的
寛
容
を
攻
撃
し
、
彼
の
言
動
に
対
す
る
制
限
的
要
素
を

次
々
に
取
り
払
っ
て
き
た
と
応
じ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

で
す
か
ら
、
ト
ラ
ン
プ
は
、
レ
イ
シ
ズ
ム
を
非
難
す
る
社
会
運
動
や
公
的
討
論
か
ら
憎
悪
を
「
解
放
」
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ト
ラ
ン
プ
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の
お
か
げ
で
、
人
々
は
憎
悪
す
る
「
自
由
」
を
得
ま
し
た
。
彼
の
レ
イ
シ
ズ
ム
や
セ
ク
シ
ズ
ム
に
対
す
る
公
的
非
難
を
承
知
で
敢
え
て
そ
れ

を
進
ん
で
招
き
入
れ
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
生
き
残
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
自
分
自
身
を
追
い
込
ん
で
い
る
の
で
す
。
彼
の
支
持
者
た

ち
も
同
様
に
、
恥
も
外
聞
も
な
く
レ
イ
シ
ス
ト
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
選
挙
の
直
後
、
憎
悪
犯
罪
の
数
が
路
上
や
公
共
交
通
機
関
で
突

然
増
加
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
人
々
は
、
思
い
通
り
に
レ
イ
シ
ズ
ム
を
発
散
で
き
る
よ
う
に
「
解
放
さ
れ
た
（liberated

（」
の
で
す
。

で
は
、
私
た
ち
は
い
か
に
し
て
「
解
放
者
（the liberator

（」
ト
ラ
ン
プ
か
ら
私
た
ち
自
身
を
解
放
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

半
分
皮
肉
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
バ
ト
ラ
ー
は
ト
ラ
ン
プ
を
〝
憎
悪
す
る
自
由
〟
の
解
放
者
で
あ
る
と
見
て
い
る
し
、
彼
を

支
持
す
る
有
権
者
た
ち
も
そ
う
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
ト
ラ
ン
プ
の
言
語
行
為
は
、
バ
ト
ラ
ー
の
所
説
に
と
っ
て
重

要
な
意
味
を
持
つ
事
案
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

Ⅰ
で
見
た
よ
う
に
、
バ
ト
ラ
ー
の
戦
略
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
言
葉
が
行
為
体
と
し
て
力
を
持
つ
の
は
、
多
様
な
状

況
に
お
い
て
そ
の
言
葉
の
〝
引
用
〟
を
可
能
に
す
る
「
慣
習
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
言
葉
は
、
時
の
経
過
の
中
で
反
復
さ
れ
、

発
話
さ
れ
る
た
び
に
慣
習
を
再
び
よ
み
が
え
ら
せ
る
。
憎
悪
表
現
の
発
話
主
体
も
ま
た
過
去
の
行
為
体
の
反
復
の
中
で
憎
悪
を
再
演

す
る
主
体
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
憎
悪
表
現
の
責
任
は
、
発
話
の
起
源
や
主
体
に
で
は
な
く
、
発
話
の
反
復

（「
発
話
の
瞬
間
を
超
え
た
反
復
の
凝
集
」（
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
採
用
さ
れ
る
べ
き
方
策

は
、
言
論
規
制
で
は
な
く
、
む
し
ろ
正
反
対
の
方
策
、
す
な
わ
ち
、
行
為
体
と
し
て
の
言
葉
の
可
能
性
を
積
極
的
に
開
く
こ
と
で
あ

る
。
反
復
の
凝
集
で
あ
る
言
葉
は
、
ま
さ
に
そ
の
性
質
故
に
可
変
性
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
反
復
を
強
制
終
了
さ
せ
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
の
反
復
を
活
性
化
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
憎
悪
表
現
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
ん
と
す
る
「
対
抗
発

話
」（
つ
ま
り
、
発
話
を
返
す
こ
と
（
を
誘
発
し
て
、〝
反
復
の
凝
集
〟
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
そ
の
加
害
力
は
相
対

化
で
き
な
い
…
…
。
こ
れ
が
彼
女
の
回
答
で
あ
っ
た
。

　

発
話
の
主
体
や
言
葉
の
起
源
に
加
害
性
を
帰
責
せ
ず
、
言
語
行
為
の
行
為
遂
行
性
を
直
か
に
問
題
に
す
る
と
い
う
の
が
バ
ト
ラ
ー
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の
所
説
の
核
心
で
あ
る
。
彼
女
は
次
の
よ
う
に
言
う（（（
（

。

　

行
為
遂
行
性
を
、
明
確
な
起
源
や
帰
結
を
も
た
ず
、
そ
の
つ
ど
新
し
く
再
生
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
話
が
、
特
定
の
発

話
者
や
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
最
初
の
文
脈
に
縛
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
発
話
は
、
社
会
的
文
脈
に
よ
っ
て
定
義
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
文
脈
を
断
ち
切
る
能
力
を
備
え
て
い
る
。

　
「
文
脈
を
断
ち
切
る
能
力
を
備
え
て
い
る
」
発
話
行
為
の
応
酬
に
よ
っ
て
、
で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
動
態
を
バ
ト
ラ
ー

の
戦
略
は
想
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、「
近
代
の
政
治
言
説
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
基
本
的
な
言
葉
は
す
べ
て

汚
染
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
言
葉
の
使
用
は
、
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
抑
圧
の
文
脈
を
ふ
た
た
び
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
」

と
な
る
。
彼
女
の
所
説
に
従
え
ば
確
か
に
そ
う
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
普
遍
性
と
い
っ
た
言
葉
は
、
女
や
有
色
人
の
排
除
を
前

提
に
し
て
き
て
お
り
、
階
級
の
境
界
を
定
め
た
り
、
強
力
な
植
民
地
主
義
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
作
用
し
て
き
た
」
の
で
あ
る
。
で

は
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
バ
ト
ラ
ー
は
「
そ
の
よ
う
な
排
除
に
抗
す
る
闘
争
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
と
べ
つ
の
未
来
を

形
成
す
る
た
め
に
、
近
代
か
ら
そ
れ
ら
の
言
葉
を
再
流
用
す
る

0

0

0

0

0

こ
と
に
尽
き
る
」（
強
調
原
訳
文
（
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。
汚
染
さ
れ
た
政

治
言
説
も
、
再
流
用
さ
れ
、
そ
れ
が
慣
習
と
と
も
に
引
用
さ
れ
る
旧
来
の
文
脈
と
異
な
る
文
脈
に
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
っ

た
意
味
を
持
ち
得
る
よ
う
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
彼
女
は
次
の
よ
う
に
断
言
す
る（（（
（

。

　

そ
う
い
っ
た
再
流
用
が
示
し
て
い
る
の
は
、
汚
さ
れ
た
言
葉
が
、
こ
れ
ま
で
予
測
し
え
な
か
っ
た
よ
う
な
無
害
な
も
の
に
な
り
え
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
汚
さ
れ
た
言
葉
が
「
無
害
な
も
の
」
に
な
り
得
る
可
能
性
は
何
が
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
汚
さ
れ
た

言
葉
を
、
そ
の
起
源
と
発
話
主
体
か
ら
切
り
離
し
、
対
抗
的
発
話
と
の
応
酬
を
活
性
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
別
の
文
脈
へ

と
置
き
な
お
し
て
、
そ
の
加
害
性
を
相
対
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
無
化
す
る
と
い
う
結
末

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
果
た
し
て
確
実
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
言
語
使
用
に

関
す
る
旧
弊
な
慣
習
に
従
っ
て
無
数
に
繰
り
返
さ
れ
た
〝
反
復
の
凝
集
〟
を
解
き
ほ
ぐ
す
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
都
合
よ
く
リ
ベ
ラ

ル
な
価
値
に
沿
っ
た
解
体
と
な
る
保
証
は
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
の
戦
略
で
は
、
汚
れ
た
言
葉
の
再
流
用
と
反
復
が
動
態
的
に
展
開
さ
れ

る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
末
は
予
定
調
和
的
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
先
に
引
用
し
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

に
お
い
て
、
バ
ト
ラ
ー
は
、
ト
ラ
ン
プ
を
憎
悪
表
現
の
「
解
放
者
」
と
見
て
、
彼
か
ら
の
「
解
放
」
を
い
か
に
し
て
達
成
す
る
か
と

問
題
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
ト
ラ
ン
プ
こ
そ
は
、
バ
ト
ラ
ー
の
戦
略
の
実
践
者
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
長
き
に
わ
た
る
苦
闘
の
末
、
汚
れ
た
言

葉
の
加
害
性
を
解
消
し
、
意
味
の
凝
集
体
を
リ
ベ
ラ
ル
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
き
た
「
文
化
エ
リ
ー
ト
」
た
ち
の
レ
ガ
シ
ー
を
、
そ
れ
こ

そ
政
治
的
発
話
の
応
酬
に
よ
っ
て
失
地
回
復
を
果
た
し
た
者
、
そ
の
人
物
こ
そ
ト
ラ
ン
プ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
害
化
さ
れ
た
言

葉
は
、
ふ
た
た
び
汚
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
予
期
し
得
な
か
っ
た
ほ
ど
の
有
害
性
を
帯
び
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

理
論
と
政
治
は
、
正
反
対
に
う
ご
く
場
合
が
多
い
。
理
論
的
立
場
は
い
つ
も
、
そ
の
理
論
の
戦
略
的
な
側
面
を
お
も
て
に
出
す
政
治
の
文

脈
に
取
り
込
ま
れ
、
利
用
さ
れ
る（

（（
（

。

　

こ
れ
は
当
の
バ
ト
ラ
ー
に
よ
る
発
言
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
言
説
の
通
り
、
ト
ラ
ン
プ
は
バ
ト
ラ
ー
理
論
の
忠
実
な
実
践
者
と
し

て
、
理
論
の
戦
略
的
側
面
を
利
用
し
た
。
こ
の
よ
う
な
結
末
を
理
由
に
、
憎
悪
表
現
規
制
を
喧
伝
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
バ
ト
ラ
ー

戦
略
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
向
き
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
憲
法
学
が
伝
統
的
に
支
援
し
て
き
た
「
思
想
の
自
由
市
場
」
と
は
、
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元
来
、
通
時
的
に
も
共
時
的
に
も
勝
者
・
敗
者
が
固
定
化
し
な
い
、
不
安
定
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
真
理
を
容
易
に
は
手
に
で
き
な

い
人
間
が
織
り
成
す
言
論
空
間
と
は
そ
う
い
う
宿
命
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
う
な
る
と
、
汚
れ
た
言
説
の
不
安
定
か
つ
流
動
的
な
応
酬
の
中
で
、
安
定
し
た
意
味
の
秩
序
を
提
供
す
る
も
の
は
果
た

し
て
あ
る
の
か
、
が
問
題
に
な
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
〝
意
味
権
力
〟
と
し
て
の
象
徴
天
皇
こ
そ
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
安
定
的

基
盤
を
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、〝
意
味
権
力
〟
と
し
て
の
象
徴
天
皇
が
発
散
す
る
〝
意
味
〟
も
、

再
流
用
と
反
復
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
は
あ
る
。
こ
の
点
、
象
徴
天
皇
制
が
政
治
と
距
離
を
置
く
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
が
、
し
か
し
、
国
民
と
と
も
に
憲
法
を
守
る
こ
と
を
か
た
く
な
に
演
じ
続
け
る
の
が
〝
意
味
権
力
〟
と
し
て

の
天
皇
の
使
命
の
ひ
と
つ
で
あ
る
な
ら
、
政
治
と
距
離
を
お
き
つ
つ
も
、
そ
れ
に
肉
薄
す
る
冒
険
を
し
な
け
れ
ば
、
使
命
は
全
う
で

き
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
の
戦
略
も
ま
た
賭
け
で
あ
っ
た
が
、
象
徴
天
皇
も
言
論
空
間
の
「
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ（（（
（

」
を
歩
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

【
謝
辞
】

※
長
き
に
わ
た
り
、
田
口
精
一
先
生
が
孤
独
に
守
ら
れ
て
き
た
慶
應
義
塾
の
憲
法
学
は
、
数
々
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
今
日
が
あ
る
わ
け

で
あ
る
が
、
大
沢
秀
介
先
生
こ
そ
は
、
あ
る
意
味
で
最
も
困
難
な
時
期
を
支
え
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
五
月
に
法
律
時
報
誌
に
公
表
し
た
拙
稿
「
言
葉
／
意
味
／
権
力
」
法
律
時
報
八
八
巻
五
号
五
頁
以
下
を
大
幅
に
加

筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
な
主
張
や
構
成
は
同
稿
と
同
じ
で
あ
る
が
、
最
終
章
で
あ
る
Ⅳ
は
今
回
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。
先

行
す
る
拙
稿
の
利
用
を
お
認
め
い
た
だ
い
た
法
律
時
報
編
集
部
と
企
画
者
で
あ
る
蟻
川
恒
正
教
授
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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書
店
（
六
頁
（
一
部
略
・
改
訳
（。
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Clifford Geertz, T

he Interpretation of Culture （ (19（（).

（
2
（　

意
味
の
秩
序
に
触
れ
た
筆
者
の
論
稿
と
し
て
は
、
駒
村
圭
吾
「
国
家
と
文
化
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
四
〇
五
号
（
二
〇
一
〇
年
（
一
三

四
頁
以
下
、
同
「『
意
味
の
秩
序
』
と
自
由
」
曽
我
部
真
裕
・
赤
坂
幸
一
編
『
大
石
眞
先
生
還
暦
記
念
・
憲
法
改
革
の
理
念
と
展
開

（
下
（』
一
七
一
頁
以
下
（
二
〇
一
二
年
、
信
山
社
（、
同
「『
意
味
の
秩
序
』
と
平
等
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
危
機
的
状
況
と
憲
法
』
一

二
九
頁
以
下
（
二
〇
一
二
年
、
敬
文
堂
（。

（
（
（　

意
味
の
秩
序
も
多
様
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
の
秩
序
が
文
化
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
化
は
、
多
様
な
意
味
秩
序
が

束
と
な
っ
て
一
定
の
体
系
を
形
成
し
、
そ
れ
を
再
生
産
す
る
一
群
の
人
々
が
存
在
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
意
味
秩
序
と
は

区
別
さ
れ
よ
う
。

（
（
（　

こ
の
点
、
分
析
哲
学
を
概
説
す
る
文
脈
で
言
語
哲
学
の
動
向
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、
青
山
拓
央
『
分
析
哲
学
講
義
』（
二
〇
一

二
年
、
筑
摩
書
房
（
が
便
利
で
あ
る
。

（
（
（　

本
稿
で
は
「
言
葉
」
と
「
言
語
」、
さ
ら
に
は
「
言
論
（speech

（」
を
特
に
区
別
し
な
い
で
互
換
的
に
用
い
る
。

（
（
（　See, e.g., Catharine M

acK
innon, O

nly W
ords (199（). 

（
（
（　

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
（
竹
村
和
子
訳
（『
触
発
す
る
言
葉
─
言
語
・
権
力
・
行
為
体
』（
二
〇
一
五
年
、
岩
波
書
店
（
の
序
章
参

照
。

（
8
（　M

ari M
atsuda, et al., W

ords that W
ound: Critical Race T

heory, A
ssaultive Speech, and the First A

m
endm

ent 
（8 (199（).

（
9
（　

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
（
六
一
頁
、
一
二
頁
、
一
二
二
─
一
二
六
頁
。

（
10
（　

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
（
二
三
頁
。

（
11
（　

同
上
。
ま
た
、
バ
ト
ラ
ー
は
こ
の
こ
と
を
不
快
な
表
現
を
め
ぐ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
対
応
一
般
に
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
単
に
言
及
し
て
い
る
だ
け
で
そ
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
そ
の
種
の
言
葉
を
引
用
す
る
リ
ベ
ラ
ル

な
立
場
は
、
そ
の
種
の
言
葉
の
有
害
な
流
通
を
許
し
て
、『
自
分
に
は
責
任
な
し
』
と
い
う
構
造
を
支
え
て
し
ま
う
。
言
葉
は
発
せ
ら
れ
、

発
せ
ら
れ
た
瞬
間
に
否
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
言
葉
を
批
判
す
る
言
説
が
、
ま
さ
に
そ
の
言
葉
を
永
続
化
さ
せ
る
道
具
と
な
る
の
で
あ
る
」

（
バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
（
五
九
頁
（。
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（
12
（　

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
（
六
頁
。

（
1（
（　

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
（
六
一
頁
、
二
四
頁
。

（
1（
（　

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
（
二
三
─
二
五
頁
。
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
言
葉
を
言
わ
ず
に
お
く
こ
と
、
言
え
な
い
も
の
に
し
て
お

く
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
言
葉
を
そ
の
場
所
に
固
定
し
て
、
そ
の
中
傷
力
を
温
存
し
、
そ
の
文
脈
や
目
的
を
転
換
さ
せ
る
再
加
工
の
可
能
性

を
阻
止
す
る
も
の
と
な
る
」（
同
五
九
頁
（。

（
1（
（　Exec. O

rder 1（（（9 (

“Protecting the N
ation From

 Foreign T
errorist Entry Into the U

nited States

”), 82 Fed. 
Reg. 8,9（（ (Jan. 2（, 201（).

（
1（
（　

い
わ
ゆ
る
サ
リ
ー
・
イ
ェ
ー
ツ
（Sally Y

ates

（
解
任
事
件
で
あ
る
。M

ichael D
. Shear, et al., T

ram
p Fires A

cting 
A

ttorney G
eneral W

ho D
efied H

im
, N

.Y
. T

im
es, Jan. （0, 201（ (https://w

w
w

.nytim
es.com

/201（/01/（0/us/politics/
trum

p-im
m

igration-ban-m
em

o.htm
l?_r=0)(last visited on 201（/0（/10).

（
1（
（　State of W

ashington v. T
rum

p, Case N
o. C1（-01（1JLR,201（ W

L （（20（0 (W
.D

. W
ash. Feb. （, 201（) .

（
18
（　State of W

ashington v. T
rum

p, N
o. 1（-（（10（ (9th Cir. Feb. 9, 201（) (https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/ 

201（/02/09/1（-（（10（.pdf)(last visited 201（/0（/0（).

（
19
（　

動
機
審
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
曽
久
雄
「
平
等
保
護
に
お
け
る
動
機
審
査
の
意
義
」
阪
大
法
学
第
五
九
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
九

年
（
一
五
三
頁
以
下
、
同
「
憲
法
一
四
条
と
動
機
審
査
」
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
五
九
号
二
二
一
頁
（
二
〇
一
二
年
（
以
下
、
黒
澤

修
一
郎
「
合
衆
国
判
例
に
お
け
る
『
動
機
審
査
』・
覚
書
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
危
機
的
状
況
と
憲
法
』（
二
〇
一
二
年
、
敬
文
堂
（
一

七
七
頁
以
下
、
大
林
啓
吾
「
表
現
の
自
由
と
動
機
審
査
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
第
三
〇
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
（
一
五
八
頁
以
下
、
参

照
。

（
20
（　State of W

ashington v. Trum
p, Statesʼ Response to Em

ergency M
otion under Circuit Rule 2（-（ for A

dm
inistrative 

Stay and M
otion for Stay Pending A

ppeal at 10 (F
eb. （, 201（) (http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/

general/201（/02/0（/1（-（（10（%
20W

ashington%
20O

pposition.pdf) (last visited 201（/（/（)[hereinafter cited as Statesʼ 
R

esponse]. 

論
拠
に
挙
げ
ら
れ
た
先
例
と
は
、K

leindienst v. M
andel, （08 U

.S. （（（ (19（2); K
erry v. D

in, 1（（ S. Ct. 2128 
(201（)

で
あ
る
。
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（
21
（　Statesʼ R

esponse, supra note 20, at 10. See also K
erry v. D

in, 1（（ S.Ct. at 21（1 (K
enndy, J., concurring in judgem

ent).

（
22
（　Statesʼ R

esponse, supra note 20, at 9.
（
2（
（　Id. at 20-21.

（
2（
（　State of W

ashington, supra note 1（, at 2（. 

判
例
上
の
根
拠
と
し
て
、
宗
教
を
狙
い
撃
ち
に
す
る
国
家
行
為
は
文
面
上
の
中
立

性
を
維
持
で
き
る
だ
け
で
は
正
当
化
で
き
な
い
と
し
た
、Church of Lukum

iBabalu A
ye, Inc. v. City of H

ialeah, （08 U
.S. （20, 

（（（ (1992)
、
文
面
上
中
立
な
法
律
で
も
、
立
法
経
緯
に
照
ら
し
て
宗
教
上
の
少
数
派
だ
け
を
狙
い
撃
ち
す
る
意
図
を
持
つ
場
合
は
国
教

樹
立
禁
止
条
項
に
違
反
す
る
と
し
て
、Larson v. V

alente, （（（ U
.S. 228, 2（（-（（ (1982)

、
国
家
行
為
が
差
別
的
目
的
に
動
機
づ
け
ら

れ
て
い
る
か
否
か
は
、
意
図
の
状
況
証
拠
を
も
っ
て
検
証
さ
れ
る
と
し
た
、V

illage of A
rlington H

eights v. M
etro. H

ousing 
D

ev. Corp., （29 U
.S. 2（2, 2（（-（8 (19（（)

、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
2（
（　Exec. O

rder 1（（80 (

“Protecting the N
ation From

 Foreign T
errorist Entry Into the U

nited States

”), 82 Fed. 
Reg. 1（,209 (M

ar. （, 201（).

（
2（
（　

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
顧
問
で
あ
っ
た
彼
は
、
大
統
領
本
人
か
らM

uslim
 ban

を
合
法
化
す
る
方
策
を
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と

発
言
し
た
。A

m
y B. W

ang, T
rum

p A
sked for ʻM

uslim
 Ban,ʼ G

iuliani Says –A
nd O

rdered a Com
m

ission to D
o It 

ʻLegally,ʼ N
.Y

 T
im

es, Jan. 29, 201（ (https://w
w

w
.w

ashingtonpost.com
/new

s/the-fix/w
p/201（/01/29/trum

p-asked-
for-a-m

uslim
-ban-giuliani-says-and-ordered-a-com

m
ission-to-do-it-legally/?utm

_term
=.eb2c2（1d（（e（) (last visited 

201（/02/1（).

（
2（
（　State of H

aw
aii v. T

rum
p, CV

. N
O

. 1（-000（0, at （1-（（, （（ n.1（ (D
. H

aw
. M

ar. 1（, 201（) (http://w
w

w
.hid.uscourts.

gov/files/announcem
ent1（2/CV

1（-（0%
20219%

20doc.pdf) (last visited 201（/0（/1（).

（
28
（　City of Richm

ond v. Croson, （88 U
.S. （（9, （9（ (1989).

（
29
（　V

illage of A
rlington H

eights, supra note 2（, at 2（0 n.21

（
（0
（　Id. at 2（8. 

同
判
決
は
、
動
機
審
査
に
当
た
り
、
立
法
や
行
政
の
経
緯
に
関
す
る
探
索
が
行
わ
れ
、
と
り
わ
け
意
思
決
定
機
関
の
メ

ン
バ
ー
の
発
言
、
会
議
の
議
事
録
、
報
告
書
の
審
査
が
重
要
と
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
か
か
る
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
法
廷
で
の
証

言
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
が
、
特
権
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
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（
（1
（　International Refugee A

ssistance Project v. T
rum

p, N
o. T

D
C-1（-0（（1,at （（, (D

. M
d. M

ar.1（, 201（) (http://w
w

w
.

m
dd.uscourts.gov/sites/m

dd/files/T
D

C-1（-0（（1-O
pinion-0（1（201（.pdf) (last visited 201（/0（/1（).

（
（2
（　Eugene K

ontorovich, T
he 9

th Circuitʼs D
angerous and U

nprecedented U
se of Cam

paign Statem
ents to Block 

Presidential Policy, W
ash. Post, Feb.9, 201（ (https://w

w
w

.w
ashingtonpost.com

/new
s/volokh-conspiracy/

w
p/201（/02/09/the-9th-circuits-dangerous-and-unprecedented-use-of-cam

paign-statem
ents-to-block-presidential-

policy/?utm
_term

=.01（0（b（e0a0（) (last visited 201（/0（/11).

（
（（
（　

こ
の
点
、
コ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
彼
が
批
判
対
象
と
す
る
連
邦
控
訴
裁
（
第
九
巡
回
区
（
自
体
が
先
例
で
「
決
定
過
程
そ
の
も
の

に
関
係
の
な
い
決
定
権
者
の
発
言
」
は
差
別
的
動
機
の
証
明
に
な
ら
な
い
と
判
示
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（M

cGinest v. GT
E 

Serv. Corp., F. （d 110（, 11（8 (9th Cir. 200（)

（。
な
お
、
既
に
注
（
（0
（
で
触
れ
た
が
、
動
機
審
査
の
一
定
の
到
達
点
を
示
し
た
と

さ
れ
る
連
邦
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
も
、
立
法
過
程
や
行
政
過
程
で
行
わ
れ
た
決
定
機
関
の
メ
ン
バ
ー
の
発
言
、
会
議
の
議
事
録
、
報
告

書
な
ど
を
動
機
審
査
の
主
な
証
拠
と
し
て
想
定
し
て
い
る
（V

illage of A
rlington H

eights, （29 U
.S. at 2（8

（。

（
（（
（　

ド
ー
フ
は
、
時
間
的
接
近
性
（tem

poral proxim
ity

（、
介
入
的
要
因
の
存
在
（the presence of intervening factors

（、
職

務
違
反
行
為
の
重
大
性
（flagrancy of the offi

cial m
isconduct

（
が
勘
案
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
が
、
今
回
の
ト
ラ
ン
プ
の
発

言
と
大
統
領
命
令
は
こ
れ
ら
を
充
足
す
る
と
言
う
。M

ichael C. D
orf, D

id T
rum

pʼs 

“Muslim
 Ban

” T
alk Perm

anently T
aint 

H
is Im

m
igration Policy?, V

erdict, Feb. 20, 201（ (https://verdict.justia.com
/201（/02/20/trum

ps-m
uslim

-ban-talk-
perm

anently-taint-im
m

igration-policy) (last visited 201（/0（/1（).

（
（（
（　

瀧
井
一
博
「
象
徴
と
し
て
の
天
皇
─
明
治
憲
法
下
で
の
議
論
」
国
際
研
究
集
会
報
告
書
第
四
四
集
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
一
三
年
（
二
四
〇
頁
。

（
（（
（　

和
仁
陽
『
教
会
・
公
法
学
・
国
家
』（
一
九
九
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
（
一
七
一
─
一
七
二
頁
。

（
（（
（　

宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h01-gosokui.htm
l

（
よ
り
。

（
（8
（　Christian Salm

on, T
rum

p, Fascism
, and the Construction of 

“People

” : A
n Interview

 w
ith Judith Butler (D

ec. 
29, 201（) (https://w

w
w

.versobooks.com
/blogs/（02（-trum

p-fascism
-and-the-construction-of-the-people-an-interview

-
w

ith-judith-butler (last visited 201（/11/1).
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（
（9
（　

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
（
六
三
頁
。

（
（0
（　

以
上
、
バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
（
二
四
八
頁
。

（
（1
（　

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
（
二
四
八
─
二
四
九
頁
。

（
（2
（　

バ
ト
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
（
三
二
頁
。

（
（（
（　

こ
れ
は
、
島
薗
進
の
次
の
発
言
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
あ
く
ま
で
人
間
と
し
て
他
者
の
た
め
に
祈
る
と
い
う
天
皇
の
あ
り
方

が
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
、
成
立
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
民
主
主
義
を
支
え
つ
つ
、
神
聖
国
家
へ
の
回
帰
を
防
ぐ
防
波
堤
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
の
で
す
」（
片
山
杜
秀
・
島
薗
進
『
近
代
天
皇
論
』（
二
〇
一
七
年
、
講
談
社
（
二
一
五
頁
（。


