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武
田
泰
淳
『
政
治
家
の
文
章
』
／
和
田
春
樹
『
テ
ロ
ル
と
改
革
』

ず
い
ぶ
ん
と
性
格
の
異
な
る
二
著
を
並
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
私
が
『
政
治
家
の
文
章
』
を
読

む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
『
テ
ロ
ル
と
改
革
』
に
あ
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
。
そ
こ
で
、

先
ず
後
者
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
。

和
田
春
樹
の
『
テ
ロ
ル
と
改
革
』
は
、
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
暗
殺
（
一
八
八

一
年
）
前
後
の
時
期
を
対
象
と
し
、
帝
政
政
府
内
で
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
内
務
大
臣
に
よ
っ
て

準
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
国
政
改
革
案
が
最
終
的
に
挫
折
に
至
る
過
程
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
に
つ
い
て
専
門
家
で
な
い
人
た
ち
の
間
で
通
俗
的
に
広
ま
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
、

帝
政
ロ
シ
ア
と
い
う
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
停
滞
し
た
古
く
さ
い
帝
国
で
、
そ
れ
故
に
一
挙

に
革
命
に
よ
っ
て
瓦
解
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
風
に
捉
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
実
際

に
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
に
も
種
々
の
改
革
の
試
み
が
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
最
も
大
胆
な
試
み

の
一
つ
が
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
著
者
は
「
専
制
の
制
限
、
立
憲

制
に
道
を
開
く
た
め
の
方
策
、
政
治
改
革
の
た
め
の
突
破
口
と
な
る
措
置
」
と
特
徴
づ
け
て
い

る
（
二
〇
五
頁
）
。
そ
の
よ
う
な
改
革
案
が
皇
帝
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
、
ま
さ
に
実
現
に
移
さ
れ

よ
う
と
し
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
皇
帝
が
暗
殺
さ
れ
、
そ
の
後
の
政
府
内
で
の
力
関
係
の
変

動
に
よ
り
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
は
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
改
革
案
は
実
施
さ
れ
な
い
ま

ま
に
終
わ
っ
た
。
い
わ
ば
、
き
わ
め
て
惜
し
い
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
と
い
う
の
が
本
書
か
ら
浮
か

び
上
が
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
改
革
案
が
粘
り
強
い
支
持
調
達
工
作
に
よ
っ
て
遂
に

現
実
化
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
き
な
が
ら
、
一
挙
に
逆
転
し
て
挫
折
に
至
る
と
い
う
起

伏
に
富
ん
だ
上
層
部
で
の
政
治
過
程
を
一
方
に
お
き
、
他
方
に
革
命
党
「
人
民
の
意
志
」
に
よ

る
テ
ロ
リ
ス
ト
活
動
の
軌
跡
を
配
す
る
こ
と
で
、
こ
の
時
代
を
き
わ
め
て
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
か
つ

ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
描
き
出
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

和
田
春
樹
が
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
論
と
い
う
テ
ー
マ
で
最
初
に
長
大
な
論
文
を
発
表
し
た
の

は
一
九
六
二
年
、
著
者
二
四
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
り
（1

）

、
そ
れ
以
来
、
中
断
を
挟
み
な
が
ら

も
長
期
に
わ
た
っ
て
同
じ
テ
ー
マ
を
暖
め
続
け
、
四
三
年
後
の
二
〇
〇
五
年
、
著
者
六
七
歳
の

年
に
、
単
行
本
と
し
て
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
間
に
は
資
料
状

況
お
よ
び
研
究
状
況
の
大
き
な
変
化
が
あ
り
、
そ
う
し
た
新
し
い
条
件
下
で
、
和
田
が
直
接
交

流
す
る
ロ
シ
ア
の
歴
史
家
（
イ
テ
ン
ベ
ル
グ
お
よ
び
ト
ヴ
ァ
ル
ド
フ
ス
カ
ヤ
）
と
の
競
作
の
よ
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う
な
形
で
新
著
が
書
か
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
「
あ
と
が
き
」
に
は
次
の
よ
う
な

一
句
が
あ
る
。

「
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
を
見
る
私
の
目
に
根
本
的
な
転
換
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

私
は
四
三
年
前
の
論
文
か
ら
救
え
る
文
章
は
極
力
そ
の
ま
ま
使
っ
て
叙
述
を
進
め
た
。
新

し
い
多
く
の
資
料
は
叙
述
を
生
彩
あ
る
も
の
に
す
る
の
に
役
だ
っ
た
が
、
評
価
を
変
え
る

こ
と
に
は
導
か
な
か
っ
た
」
（
三
二
五
頁
）
。

こ
こ
に
表
白
さ
れ
て
い
る
の
は
、
四
〇
年
以
上
も
前
の
若
い
時
期
（
大
学
卒
業
後
わ
ず
か
二

年
し
か
経
っ
て
い
な
い
！
）
に
既
に
十
分
な
洞
察
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
自
負
だ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
、
長
い
時
間
を
か
け
、
大
量
の
新
資
料
を
駆
使
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
本
的
な

見
解
の
変
化
を
も
た
ら
す
よ
う
な
新
発
見
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
後
悔
の
念
だ

ろ
う
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
原
資
料
の
発
掘
と
い
う
も
の
は
「
叙
述
の
生
彩
」
に
は
関
わ
る
に

し
て
も
「
評
価
」
の
変
化
と
直
結
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
一
般
論
の
確
認
だ
ろ
う
か
。
そ

の
い
ず
れ
で
も
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
資
料
・
時
代
状
況
・
歴
史
研
究
の
相
互
関
係
に
つ
い

て
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を
誘
発
さ
れ
る
。

私
自
身
が
和
田
の
一
九
六
二
年
論
文
を
読
ん
だ
の
は
、
今
で
は
記
憶
も
お
ぼ
ろ
げ
に
な
っ
て

い
る
が
、
七
〇
年
代
半
ば
く
ら
い
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。
当
時
の
私
は
ソ
連
史
研
究
を
志
し

て
ま
も
な
い
段
階
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
な
る
人
物
が
ど
う
い
う
人
な
の
か

も
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
や
た
ら
と
細
か
く
詳
し
い
論
文
だ
な
と
い
う
感
想
く
ら
い
し
か

浮
か
ば
ず
、
こ
の
テ
ー
マ
に
ど
う
い
う
意
義
が
あ
る
の
か
、
ま
る
で
見
当
も
つ
か
な
か
っ
た
。

唯
一
、
「
タ
ク
ト
」
と
い
う
言
葉
（2

）

に
印
象
づ
け
ら
れ
た
程
度
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
時
期

に
つ
い
て
は
専
門
研
究
の
対
象
と
し
な
い
な
が
ら
も
、
多
少
は
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
史
の
関
連
文

献
を
読
む
経
験
を
積
む
中
で
、
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
お
よ
び
そ
の
時
代
の
こ
と
が
少
し
は
見
当

が
つ
く
よ
う
に
な
り
、
ま
た
彼
が
ア
ル
メ
ニ
ア
人
だ
と
い
う
事
実
に
は
特
に
関
心
を
引
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
（
今
回
の
新
著
で
も
、
イ
ブ
ラ
ギ
ー
モ
ワ
の
研
究
に
よ
り
つ
つ
書
か
れ
た
カ
フ

カ
ー
ス
戦
争
へ
の
関
与
の
部
分
に
は
特
に
興
味
を
引
か
れ
た
）
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
は
、

ソ
連
の
新
聞
に
載
っ
た
あ
る
評
論
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
暗
殺
が
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
の

改
革
を
挫
折
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
全
て
か
無
か
」
的
発
想
を
強
く

批
判
し
て
い
る
の
を
読
み
（3

）

、
こ
れ
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
に
対
す
る
テ
ロ
ル
や
ク
ー
デ
タ
な
ど
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の
可
能
性
に
対
す
る
警
告
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
、
こ
の
事
件
の
現
代
的
な
意
義
を
感
じ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
少
し
ず
つ
こ
の
テ
ー
マ
の
意
味
が
分
か
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
も

の
の
、
和
田
が
還
暦
に
際
し
て
自
分
の
今
後
の
重
要
課
題
と
し
て
こ
の
テ
ー
マ
を
挙
げ
た
の
を

聞
い
た
と
き
（4

）

に
は
、
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
こ
れ
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
や
は
り
よ
く
分
か
ら

な
か
っ
た
。
私
自
身
の
個
人
的
な
好
み
で
は
、
和
田
の
膨
大
な
作
品
群
の
う
ち
、
近
代
ロ
シ
ア

社
会
構
造
論
と
ソ
連
史
学
史
の
二
つ
が
最
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
く
、
特
に
後
者
は
余
人
に
真
似

の
で
き
な
い
業
績
な
の
で
そ
の
完
成
を
強
く
期
待
し
て
い
た
の
だ
が
、
「
定
年
後
の
ラ
イ
フ
ワ

ー
ク
」
計
画
に
こ
の
二
つ
は
入
ら
ず
、
代
わ
り
に
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
論
と
一
九
五
六
年
論
が

入
っ
た
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
と
、
不
思
議
に
思
っ
た
。

今
回
、
こ
の
新
著
を
読
み
、
こ
れ
は
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
に
つ
い
て
よ
く
分
か
る
と
同
時
に
、

和
田
春
樹
と
い
う
人
に
つ
い
て
よ
く
分
か
る
本
だ
と
感
じ
た
。
新
著
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
、
和
田

は
一
九
六
二
年
論
文
を
書
い
た
と
き
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
仕
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
服
部
之
総
『
明
治
の
政
治
家
た
ち
』
（
上
・
下
）
と
武

田
泰
淳
『
政
治
家
の
文
章
』
を
読
ん
で
、
分
析
の
手
本
に
し
た
。
登
場
し
て
く
る
政
治
家

個
人
に
体
当
た
り
す
る
気
持
ち
で
、
格
闘
し
て
書
い
た
の
で
あ
る
」
（
一
一
頁
）
。

こ
れ
を
読
ん
で
私
は
、
成
る
程
そ
う
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
思
い
を
懐
い
た
。
私
は
か
ね
て

か
ら
、
和
田
が
政
治
好
き
で
あ
り
、
政
治
家
個
人
に
強
い
関
心
を
い
だ
い
て
い
る
ら
し
い
こ
と

を
感
じ
、
そ
の
こ
と
を
い
ぶ
か
し
く
思
っ
て
い
た
が
、
そ
の
起
源
に
ぶ
つ
か
っ
た
気
が
し
た
か

ら
で
あ
る
。
昔
ど
こ
だ
っ
た
か
で
吉
本
隆
明
が
レ
ー
ニ
ン
の
こ
と
を
「
い
や
だ
い
や
だ
と
思
い

な
が
ら
革
命
家
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
男
」
と
い
う
風
に
書
い
て
い
る
の
を
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る

が
、
「
い
や
だ
い
や
だ
と
思
い
な
が
ら
政
治
学
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
」
で
あ
る
私
は
、

体
質
的
に
政
治
も
政
治
家
も
嫌
い
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
内
面
的
に
理
解
し
よ
う
と
い
う
気
に
な

か
な
か
な
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
自
分
自
身
と
引
き
比
べ
て
、
一
体
ど
う
し
て
和
田
が
政

治
家
個
人
に
こ
ん
な
に
強
い
関
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
不
思
議
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
積
年
の
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
本
書
に
向
か
い
、
い
ま
引
用
し
た
個
所
に
ぶ
つ
か
っ
て
、

ど
う
や
ら
こ
れ
は
大
学
卒
業
直
後
か
ら
の
和
田
の
性
向
だ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
に
、
い
ま

さ
ら
な
が
ら
気
づ
か
さ
れ
た
。

私
は
そ
れ
ま
で
、
服
部
の
『
明
治
の
政
治
家
た
ち
』
も
武
田
の
『
政
治
家
の
文
章
』
も
読
ん
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だ
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
一
応
目
を
通
し
て
お
い
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
と
感
じ
て
、
図

書
館
の
書
庫
で
立
ち
読
み
を
し
て
み
た
。
『
明
治
の
政
治
家
た
ち
』
の
方
は
、
ざ
っ
と
見
た
と

こ
ろ
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
政
治
史
（
政
治
家
列
伝
）
の
書
で
あ
り
、
明
治
政
治
史
に
と
り
た
て

て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
私
と
し
て
は
、
今
す
ぐ
ど
う
し
て
も
読
ま
ね
ば
な
ら

な
い
本
だ
と
は
感
じ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
政
治
家
の
文
章
』
は
パ
ラ
パ
ラ
と
頁
を

め
く
っ
て
い
る
う
ち
に
引
き
込
ま
れ
る
も
の
を
感
じ
た
の
で
、
す
ぐ
借
り
出
し
て
、
一
気
に
読

み
上
げ
た
。

読
み
終
え
た
印
象
を
一
言
で
言
え
ば
、
武
田
泰
淳
の
感
性
は
む
し
ろ
私
に
近
く
、
和
田
と
は

異
質
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
充
満
し
て
い
る
の
は
、
政
治
家
と
い
う
存
在

に
対
す
る
生
理
的
と
も
い
い
た
い
ほ
ど
の
違
和
感
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
政
治
お
よ
び
政
治

家
か
ら
目
を
背
け
て
は
な
ら
な
い
、
む
し
ろ
政
治
お
よ
び
政
治
家
を
正
面
か
ら
見
据
え
ね
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
義
務
感
の
よ
う
な
も
の
が
著
者
を
突
き
動
か
し
て
い
る
。
推
測
す
る
に
、
戦

前
の
文
学
者
の
多
く
が
政
治
に
関
わ
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
、
政
治
か
ら
目
を
背
け
て
い
た
結

果
と
し
て
、
政
治
家
や
軍
人
た
ち
の
暴
走
を
許
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
痛
恨
の
思
い
が
武
田
の

中
に
あ
り
、
文
学
者
も
市
井
の
人
々
も
も
っ
と
政
治
と
政
治
家
に
深
い
関
心
を
持
た
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
決
意
の
よ
う
な
も
の
が
、
本
書
の
背
後
に
は
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
（
刊
行
が
ま

さ
し
く
一
九
六
〇
年
安
保
闘
争
の
時
期
で
あ
る
―
―
元
原
稿
の
雑
誌
連
載
は
そ
の
前
だ
が
、
時

代
状
況
と
し
て
は
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
―
―
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
よ

う
に
思
う
）
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
自
己
と
は
お
よ
そ
異
質
な
も
の
に
対
す
る
関

心
で
あ
り
、
自
分
自
身
は
よ
か
れ
悪
し
か
れ
こ
の
観
察
対
象
と
は
ま
る
で
異
質
だ
と
い
う
感
覚

が
全
編
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
武
田
の
感
覚
に
深
く
共
鳴
す
る
。

『
政
治
家
の
文
章
』
を
読
む
と
、
至
る
所
に
政
治
家
に
対
す
る
違
和
感
や
、
反
感
を
む
き
出

し
に
し
た
表
現
が
出
て
く
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
武
田
は
、
登
場
人
物
を
簡
単
に
や
っ

つ
け
て
溜
飲
を
下
げ
る
と
い
う
や
り
方
を
と
っ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
自
分
と
は
異
質
の
存

在
に
対
し
て
好
奇
の
視
線
を
向
け
て
、
「
こ
い
つ
を
何
と
か
し
て
理
解
し
て
や
ろ
う
」
と
い
う

意
欲
を
発
散
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
政
治
家
と
い
う
存
在
を
十
把
一
か
ら
げ
に
す
る
の
で
は

な
く
、
登
場
人
物
（
宇
垣
一
成
、
浜
口
雄
幸
、
芦
田
均
、
荒
木
貞
夫
、
近
衛
文
麿
、
重
光
葵
、

徳
田
球
一
）
一
人
一
人
の
個
性
を
丁
寧
に
描
き
分
け
、
彼
ら
の
内
在
的
な
理
解
を
試
み
て
い
る
。

そ
う
し
た
作
業
の
背
後
に
あ
る
の
が
何
で
あ
る
の
か
、
十
分
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

お
そ
ら
く
、
い
く
ら
政
治
家
た
ち
が
傲
慢
だ
っ
た
り
、
汚
濁
に
ま
み
れ
た
存
在
だ
と
し
て
も
、
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そ
の
よ
う
な
政
治
家
た
ち
を
生
み
出
し
た
の
は
結
局
は
国
民
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
国
民
の
一

人
と
し
て
、
そ
う
し
た
現
実
に
無
関
心
で
は
お
ら
れ
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
武
田
は
対
象
と
す
る
政
治
家
の
お
ぞ
ま
し
い
側
面
を
克
明
に
暴
き
な
が
ら
、

「
こ
の
お
ぞ
ま
し
さ
は
、
実
は
俺
自
身
の
も
の
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
自
問
自
答
し
な

が
ら
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
印
象
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
和
田
春
樹
の
政
治
家
に
対
す
る
姿
勢
は
、
む
し
ろ
自
分
自
身
が
彼
ら
と
同

じ
地
平
に
立
っ
て
、
あ
た
か
も
同
僚
と
対
話
し
た
り
、
論
争
し
た
り
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。

『
テ
ロ
ル
と
改
革
』
は
、
日
記
や
私
信
な
ど
、
貴
重
な
原
資
料
を
大
量
に
駆
使
し
て
書
か
れ
て

い
る
が
、
そ
う
し
た
資
料
と
い
え
ど
も
、
あ
る
人
の
「
内
面
の
本
心
」
な
る
も
の
を
直
接
に
表

現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
解
釈
に
よ
る
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
和
田
の
解
釈
は
し

ば
し
ば
非
常
に
大
胆
で
あ
る
。
「
こ
の
文
章
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
こ
れ
こ
れ
の
考
え
だ
」
と

い
っ
た
類
の
表
現
が
、
断
定
口
調
で
頻
出
す
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
根
拠
な
し
に
想
像
力
を
働

か
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
原
資
料
お
よ
び
各
種
状
況
証
拠
の
総
合
と
し
て
あ
る
種
の
結
論
を

出
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
私
な
ど
は
、
「
こ
こ
は
自
分
な
ら
も
っ
と
抑
制
気
味
に
書
く

の
だ
が
」
と
い
う
感
じ
を
も
つ
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
私
の
場
合
、

政
治
家
と
い
う
存
在
へ
の
強
い
違
和
感
が
あ
る
た
め
、
「
政
治
家
が
内
心
で
考
え
て
い
る
こ
と

な
ど
、
分
か
っ
て
た
ま
る
も
の
か
」
と
い
う
感
覚
を
ど
う
し
て
も
拭
え
な
い
の
に
対
し
、
和
田

は
政
治
家
の
心
理
・
心
情
・
策
謀
等
々
を
わ
が
こ
と
の
よ
う
に
想
像
し
、
再
現
す
る
と
い
う
タ

イ
プ
の
歴
史
家
だ
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
本
書
に
は
、
「
誰
そ
れ
の
政
治
判
断
は
甘
い
」
と
か
、
「
誰
そ
れ

は
鋭
い
観
察
眼
を
持
っ
て
い
た
」
と
い
っ
た
風
な
評
価
を
含
む
文
章
が
頻
出
す
る
。
「
現
実
政

治
家
た
り
え
な
い
官
僚
的
政
治
批
評
の
弁
」
（
二
〇
七
頁
）
、
「
恐
る
べ
き
記
憶
力
と
貧
弱
な
思

考
力
が
こ
の
官
僚
の
頭
に
は
共
存
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
（
二
六
〇
頁
）
、
「
政
治
的
感
覚
の

甘
い
男
の
言
葉
を
同
じ
よ
う
に
甘
い
男
が
伝
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
相
乗
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
ま
た
超
楽
観
主
義
で
あ
る
」
（
二
七
二
頁
）
等
々
の
文
章
を
読
む
と
、
ひ
ょ
っ
と
し

た
ら
、
こ
れ
は
純
然
た
る
歴
史
論
で
は
な
く
、
今
日
た
だ
い
ま
生
き
て
い
る
あ
れ
こ
れ
の
政
治

家
―
―
な
い
し
政
治
に
関
与
す
る
知
識
人
―
―
を
念
頭
に
お
い
た
批
判
の
言
葉
で
は
な
か
ろ
う

か
と
い
う
気
さ
え
し
て
く
る
。
あ
る
人
の
政
治
判
断
を
「
鋭
敏
だ
」
と
か
「
甘
い
」
と
断
定
的

に
評
価
す
る
よ
う
な
文
章
は
、
自
分
自
身
が
政
治
的
決
断
の
場
面
に
立
ち
、
適
切
な
判
断
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
強
い
自
信
を
持
っ
て
い
る
タ
イ
プ
の
人
で
な
け
れ
ば
、
書
け
る
も
の
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で
は
な
い
。
武
田
泰
淳
は
そ
う
し
た
文
章
を
決
し
て
書
か
な
か
っ
た
し
、
私
に
も
書
け
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
善
し
悪
し
の
問
題
で
は
な
く
、
個
人
の
資
質
の
違
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
政
治
家
個
人
の
内
面
に
分
け
入
っ
た
解
釈
と
評
価
を
下
し
て
い
る
お
か
げ
で
、

本
書
は
ま
る
で
歴
史
小
説
の
よ
う
に
面
白
く
読
め
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
禁
欲
的
な
学
者
の

作
品
が
（
私
自
身
の
も
の
も
含
め
）
、
こ
う
も
解
釈
で
き
る
し
あ
あ
も
解
釈
で
き
る
と
い
っ
た
、

や
や
分
か
り
づ
ら
い
議
論
を
連
ね
が
ち
に
な
る
の
に
対
し
、
本
書
は
、
こ
の
と
き
誰
そ
れ
は
こ

う
考
え
た
、
そ
し
て
そ
れ
は
間
違
っ
て
お
り
、
そ
の
間
違
い
が
重
大
な
結
果
を
招
い
た
、
と
い

っ
た
感
じ
の
叙
述
を
多
数
含
み
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
緊
迫
感
を
読
者
に

与
え
る
。
も
っ
と
も
、
単
純
に
歴
史
小
説
の
よ
う
だ
と
言
い
き
っ
て
し
ま
う
と
、
誤
解
を
招
く

か
も
し
れ
な
い
。
本
書
の
面
白
さ
は
、
主
と
し
て
想
像
力
に
訴
え
る
小
説
家
的
才
能
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
大
量
の
資
料
読
解
の
積
み
重
ね
を
通
し
て
当
時
の
状
況
を
リ
ア
ル
に
再
現
す
る
歴

史
家
的
才
能
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
念
の
た
め
強
調
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
（
こ
の
点
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
類
似
性
の
あ
る
山
内
昌
之
『
納
得
し
な
か
っ
た

男
』
が
、
歴
史
研
究
と
し
て
の
厳
密
さ
を
犠
牲
に
し
て
ひ
た
す
ら
歴
史
小
説
と
し
て
の
面
白
さ

に
走
っ
て
い
る
の
と
は
、
明
ら
か
に
一
線
を
画
し
て
い
る
）
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
で

あ
れ
ば
、
本
書
は
優
れ
た
歴
史
書
で
あ
る
と
同
時
に
一
種
の
歴
史
小
説
の
よ
う
に
も
読
め
る
と

い
う
感
想
は
、
あ
な
が
ち
本
書
を
お
と
し
め
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

最
後
に
一
つ
の
疑
問
を
出
し
て
お
く
。
本
書
に
描
か
れ
て
い
る
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
像
は
、

表
向
き
は
そ
れ
ほ
ど
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
な
い
改
革
案
に
実
は
大
胆
な
狙
い
を
秘
め
、
皇
帝
お
よ
び

皇
太
子
を
味
方
に
つ
け
た
り
、
政
府
内
の
権
謀
術
数
を
十
分
考
慮
に
お
く
慎
重
さ
を
も
ち
な
が

ら
、
究
極
目
標
に
着
実
に
迫
っ
て
い
く
現
実
政
治
家
＝
改
革
者
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
評
価
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
「
曖
昧
と
み
え
る
も
の
、
不
明
確
と

み
え
る
も
の
、
場
当
た
り
的
と
み
え
る
も
の
―
―
そ
こ
に
は
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
の
戦
術
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
一
一
五
頁
）
。
同
じ
こ
と
だ
が
、
「
偽
装
し
た
改
革
」
（
二
〇
五

頁
）
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
努
力
を
一
挙
に
吹
き
飛
ば
し
た
の
が
革
命

党
に
よ
る
皇
帝
暗
殺
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
に
つ
い
て
こ
の
よ

う
な
評
価
を
下
す
著
者
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
後
期
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
に
つ
い
て
は
、
彼
の
態

度
が
「
曖
昧
」
で
「
不
明
確
」
で
「
場
当
た
り
的
」
で
あ
る
こ
と
に
苛
立
ち
の
感
情
を
あ
ら
わ

に
し
、
む
し
ろ
革
命
派
と
し
て
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
期
待
を
託
し
て
い
た
。
一
九
世
紀
に
つ
い
て

革
命
家
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
よ
り
も
上
層
の
政
治
家
の
体
制
内
改
革
―
―
そ
れ
も
「
偽
装
し
た
改
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革
」
―
―
の
わ
ず
か
な
可
能
性
に
高
い
評
価
を
与
え
た
同
じ
和
田
が
、
ど
う
し
て
一
九
九
〇
‐

九
一
年
に
は
、
改
革
路
線
よ
り
も
革
命
路
線
に
期
待
を
か
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（1

）
和
田
春
樹
「
ロ
リ
ス
＝
メ
リ
コ
フ
の
改
革
と
ツ
ァ
ー
リ
ズ
ム
」
『
ス
ラ
ヴ
研
究
』
第
六
号
、
一
九

六
二
年
。
公
刊
は
一
九
六
二
年
だ
が
、
起
源
か
ら
い
え
ば
、
一
九
六
〇
‐
六
一
年
（
著
者
二
二
‐
二
三

歳
の
頃
）
に
準
備
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

（2

）
こ
の
言
葉
は
今
回
の
新
著
で
も
随
所
に
出
て
く
る
が
、
「
人
と
の
正
し
い
関
係
を
示
唆
す
る
限
度

の
感
覚
」
（
一
一
四
頁
）
の
意
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（3

）В
.
К
обрин.

В
се

или
ничего.

Н
еобходим

о
пом

нить:
политика

--
искусство

возм
ож

ного

//М
осковские

новости,1989,
№

39
(24

сентября),с.12-13.

（4

）
一
九
九
八
年
春
の
最
終
演
習
（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
大
会
議
室
）
で
の
和
田
の
発
言
。

＊
武
田
泰
淳
『
政
治
家
の
文
章
』
岩
波
新
書
、
一
九
六
〇
年
／
和
田
春
樹
『
テ
ロ
ル
と
改
革
―
―
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ル
二
世
暗
殺
前
後
』
山
川
出
版
、
二
〇
〇
五
年

（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）


