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紹
介
と
批
評

中
村
菊
男
著

　
　
『
現
代
政
治
の
實
態
』

　
　
　
　
　
　
ー
そ
の
理
論
”
的
背
景
と
現
實
ー

　
政
治
學
は
科
學
で
あ
る
か
？
　
通
常
、
政
治
學
者
は
、
屈
厚
的
に
、
否
と
答

え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
曖
昧
な
問
い
方
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
は
、
《
政
治
學
V
と
か
《
科
學
V
と
い
う
も
の

に
よ
つ
て
、
な
に
を
意
味
す
る
か
が
あ
き
ら
か
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
、

屈
厚
的
に
と
い
つ
た
の
は
、
《
科
學
V
と
い
う
言
葉
に
封
し
て
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
が
、
自
然
科
學
に
お
け
る
よ
う
に
、
普
遍
愛
當
的
法

則
に
關
蓮
す
る
嚴
密
な
理
論
膿
系
と
い
う
も
の
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
政
治
學
に
お
け
る
法
則
的
一
般
化
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
科
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紹
介
と
批
評

學
と
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
を
得
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ

と
は
、
吐
會
科
學
一
般
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
政
治
學
が
科
學
で

じ
　
　
ヤ

な
い
と
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
封
し
て
、
《
科
學
V
と
い
う
言
葉
を
、
方
法
論
的
な
意
味
に
お
い
て
、

ヤ
　
　
セ
　
　
も
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち

科
學
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
と
、
右
の
問
い
が
、
こ
と
さ
ら
政
治
學

に
向
け
ら
れ
た
理
由
が
、
よ
ほ
ど
明
確
に
な
ろ
う
。
こ
の
駄
を
、
現
代
政
治
學

1
と
い
つ
て
も
、
は
つ
き
り
し
た
輪
郭
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
ー
の
研

究
方
法
に
つ
い
て
み
る
と
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
十
九

世
紀
末
ま
で
の
政
治
學
i
か
り
に
、
古
典
政
治
學
と
呼
ぶ
ー
に
封
し
て

　
　
じ
　
　
う
　
　
め

は
、
否
定
的
立
場
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
典
政
治
學
は
、
一
般
的
に
、
そ
れ
も

原
理
的
に
い
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
國
家
と
い
う
形
而
上
學
的
實
髄
概
念
を

中
心
と
L
、
そ
の
目
的
、
正
義
、
あ
る
い
は
最
善
の
統
治
形
態
等
を
論
究
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち

き
た
。
こ
う
い
つ
た
意
味
で
は
、
政
治
學
は
科
學
で
は
な
く
、
哲
學
で
あ
つ

た
、
と
い
つ
て
よ
い
。

　
今
世
紀
に
お
け
る
政
治
學
は
、
み
ず
か
ら
の
科
學
的
性
格
に
意
識
し
は
じ
め
、

思
辮
的
方
法
を
や
め
て
、
政
治
的
現
實
へ
の
経
験
的
ス
コ
ー
プ
を
い
ち
じ
る
し

く
蹟
大
し
て
き
た
。
そ
の
基
本
的
特
徴
は
、
脛
験
主
義
的
で
あ
り
實
謹
主
義
的

で
あ
る
と
い
え
る
。
政
治
學
者
は
事
實
的
デ
ー
タ
を
観
察
し
、
分
析
し
、
《
作

業
假
設
V
を
謹
猿
に
よ
つ
て
テ
ス
ト
す
る
と
い
う
科
學
的
方
法
を
探
用
し
、
そ

の
理
論
構
成
に
も
、
し
だ
い
に
嚴
密
さ
を
ま
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
政
治
の
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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陵
方
法
に
お
い
て
も
、
彼
は
、
人
間
赴
會
に
受
け
い
れ
ら
る
べ
き
債
値
目
標
を

前
提
と
し
、
科
學
的
方
法
に
よ
つ
て
得
た
科
學
的
認
識
の
基
礎
の
う
え
に
た
つ

て
、
そ
れ
ら
を
一
歩
一
歩
伸
張
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
態
度
を
と
つ
て
い
る
。
そ

れ
故
、
彼
の
態
度
は
、
研
究
過
程
に
お
い
て
事
實
と
贋
値
の
混
同
を
さ
け
て
は

い
る
も
の
の
、
倫
理
や
道
徳
理
念
を
無
覗
し
て
し
ま
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
政
治
學
の
方
法
論
は
、
理
論
的
に
も
實
陵
的
に
も
、
科
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
む
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
ヤ

性
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
、
科
學
と
し
て
の
政
治
學
の
確
立
に
向
つ
て
い
る
。

し
た
が
つ
て
、
先
の
問
い
は
、
現
代
政
治
學
に
關
す
る
限
り
、
あ
ま
り
意
味
が

な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
問
う
て
み
た
ら
ど
う
で
あ

ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
は
、
政
治
學
プ
ロ
パ
ー
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、

歴
史
理
論
と
い
つ
た
方
が
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
歴
史
は
科
學
で

あ
る
か
？
　
と
い
う
厄
介
な
問
題
に
出
會
わ
さ
れ
、
ま
ず
こ
の
問
題
を
解
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
科

學
的
方
法
と
し
て
の
歴
史
研
究
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
み
る
と
、
各
々
の
歴
史

學
者
は
、
す
ぐ
れ
た
史
料
の
観
察
者
で
あ
り
、
分
析
者
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
疑

い
な
い
。
認
識
主
髄
と
し
て
の
主
観
性
と
い
う
問
題
が
、
と
り
わ
け
歴
史
學
の

状
態
を
不
滞
な
も
の
に
し
て
い
る
と
は
い
え
（
そ
の
こ
と
は
政
治
學
に
つ
い
て

も
同
檬
で
あ
る
）
、
歴
史
の
知
識
は
科
學
的
知
識
で
あ
る
と
L
て
よ
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
こ
の
馳
で
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
學
の
科



レ
　
　
じ

學
性
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
謄
に
も
、
自
然
科
學

と
同
等
な
ス
テ
ー
タ
ス
を
要
求
さ
え
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス

主
義
は
歴
史
法
則
を
科
學
的
に
認
識
し
、
歴
史
の
傾
向
に
封
し
て
科
學
的
豫
測

を
與
え
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
か
く
て
そ
れ
は
、
み
ず
か
ら
科
學
で

あ
る
と
肯
定
す
る
。
歴
史
學
者
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
理
論
を
、
亘
覗
的
一

般
化
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
自
然
法
則
の
名
に
贋
す
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

は
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
歴
史
哲
學
と
し
て
の
み
可
能
な
も
の
で
あ
る
か

ら
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
老
ー
マ
ル
ク
ス
で
は
な
い
ー
は
、
そ
れ

を
ど
う
受
け
と
つ
て
い
る
か
。
そ
れ
は
、
も
は
や
新
し
い
事
實
に
よ
つ
て
検
謹

さ
れ
、
反
謹
さ
る
べ
き
《
作
業
假
設
V
と
し
て
で
は
な
く
、
絶
封
的
眞
理
と
み

な
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
科
學
的
認
識
の
認
識
態
度
そ
の
も
の
を
否
定
し
、
科

學
的
方
法
を
放
棄
し
て
し
ま
つ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
、
行
動
主
鐙
と
し
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
政
治
的
實
践
の
科
學
的
方
法
と
は
、
科
學
的
認
識
、
あ
る
い
は
理
論
に
依

擦
し
た
假
設
的
プ
ラ
ン
を
た
て
、
痙
験
の
範
園
内
に
お
い
て
、
漸
進
的
に
實
践

し
て
ゆ
く
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
試
行
錯
誤
に
よ
つ
て
、
得
ら
れ
た

結
果
に
も
と
づ
き
プ
ラ
ン
を
修
正
し
、
理
論
を
テ
ス
ト
す
る
機
會
を
與
え
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
一
た
び
定
立
化
さ
れ
た
歴
史
法
則
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
ヤ
　
　
む

紳
聖
覗
し
、
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
全
艦
的
饗
革
を
試
み
よ
う

と
す
る
。
理
論
の
テ
ス
ト
と
か
行
動
の
リ
ス
ク
な
ど
間
題
に
な
ら
な
い
。
彼
は

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
サ
　
も
　
む
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
ト
　
や

理
論
的
認
識
を
ド
グ
マ
化
し
、
實
陵
に
お
い
て
狂
信
的
態
度
を
と
つ
て
い
る
、

　
あ
ら
た
め
て
問
う
て
み
よ
う
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
科
學
で
あ
る
か
、
と
。
科

學
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
科
學
的
方
法
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
科
學
的
認
識
を

さ
ら
に
事
實
に
よ
つ
て
瞼
謹
し
修
正
し
つ
つ
、
よ
り
高
次
の
科
學
性
へ
と
高
め

て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
は
、
そ
の
よ
う
な
努
力
が
敏
け

て
い
る
。
さ
ら
に
實
陵
の
場
に
お
い
て
は
、
彼
は
い
か
に
倫
理
的
情
熱
に
よ
つ

て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
よ
う
と
、
倫
理
や
人
間
性
を
踏
み
に
じ
る
反
科
學
的
方

法
、
非
合
理
的
態
度
を
探
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
故
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的

思
想
や
行
動
が
、
政
治
學
の
科
學
性
と
そ
の
獲
展
を
害
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

政
治
學
は
科
學
で
あ
る
か
、
と
い
う
最
初
の
間
に
封
し
て
、
反
省
す
べ
き
も
の

は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
マ
ル
ク
ス
主
義
者
だ
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
な
が
な
が
し
く
述
べ
て
き
た
の
は
、
中
村
菊
男
教
授
の
新
著

『
現
代
政
治
の
實
態
』
に
お
け
る
問
題
意
識
に
、
接
近
し
て
ゆ
く
た
め
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
本
書
は
三
篇
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
が
（
第
一
篇
「
現
代
政
治
の

肚
會
的
・
思
想
的
背
景
」
、
第
二
篇
「
各
國
政
治
の
諸
形
態
」
、
第
三
篇
「
政
窯

政
治
の
實
態
」
）
、
著
者
の
序
に
し
た
が
え
ば
、
第
一
篇
の
テ
ー
マ
は
、
「
年
來

研
究
し
て
い
る
民
主
批
會
主
義
（
留
目
o
o
影
試
0
8
9
毘
謎
唐
）
の
考
え
方
が
ど

の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
生
ま
れ
た
か
を
自
己
の
政
治
學
の
髄
系
の
な
か
で
と
ら

え
て
み
る
」
こ
と
に
あ
り
、
か
つ
、
第
三
篇
に
お
け
る
事
實
的
・
實
謹
的
研
究

は
、
著
者
自
身
が
「
も
つ
と
も
力
を
注
い
だ
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
部
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紹
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と
批
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分
は
、
先
に
述
べ
た
科
學
的
方
法
と
い
う
も
の
か
ら
み
て
、
著
者
の
一
貫
し
た

方
法
論
を
ユ
ニ
ー
ク
な
か
た
ち
で
展
開
し
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
。
す
な
わ

ち
、
著
者
は
、
政
治
學
の
科
學
性
と
い
う
問
題
を
、
具
髄
的
．
経
験
的
研
究
に

よ
つ
て
深
め
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
、
政
治
の
實
陵
科
學
と
し
て
の
民
主
祉
會

主
義
の
理
論
と
と
り
く
み
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
反
科
學
性
と
封
決
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

　
本
書
の
内
容
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
は
さ
し
控
え
る
。
以
下
に
は
、
右
の

貼
に
つ
い
て
、
中
村
教
授
の
基
本
的
な
思
考
方
法
を
、
本
書
と
關
蓮
さ
せ
て
と

ら
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
本
書
は
新
書
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も

は
、
同
教
授
の
『
政
治
學
』
に
基
礎
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
『
政
治
學
』
は

初
版
以
來
六
同
も
改
訂
さ
れ
、
そ
の
都
度
、
著
者
に
よ
つ
て
新
し
い
研
究
が
つ

け
加
え
ら
れ
て
來
た
。
本
書
の
成
る
に
あ
た
つ
て
、
『
政
治
學
』
は
絶
版
に
さ

れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
十
年
飴
り
の
年
月
は
、
著
者
の
政
治
學
研
究

の
護
展
過
程
を
み
ご
と
に
示
し
て
い
る
。
著
者
は
た
え
ず
、
政
治
的
現
實
へ
の

脛
験
的
ス
コ
ー
プ
を
櫨
げ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
本
書
に
お
い
て
、
現

實
に
封
す
る
鏡
い
問
題
關
心
が
は
つ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
自
身
の
政

治
學
研
究
の
歴
史
の
歩
み
は
、
古
典
『
政
治
學
』
よ
り
、
い
わ
ば
『
現
代
政

治
』
學
へ
の
移
り
ゆ
ぎ
を
、
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
本
書
に
お

い
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
「
國
家
の
本
質
」
（
『
政
治
學
』
第
二

篇
）
を
政
治
學
の
中
心
課
題
と
は
せ
ず
、
政
窯
政
治
を
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
ト
の
關
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
（
一
〇
三
四
）

枠
と
し
、
制
度
的
ア
プ
ロ
：
チ
ぽ
か
り
で
な
く
、
現
代
政
治
學
の
い
わ
ゆ
る
行

動
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
つ
て
、
そ
れ
を
分
析
し
て
い
る
黙
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

が
、
第
三
篇
の
内
容
を
き
わ
め
て
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
篇
に
お
け
る
現
代
政
治
の
吐
會
的
・
思
想
的
背
景
の
問
題
は
、
著
者
の

こ
れ
ま
で
に
お
こ
な
つ
た
研
究
成
果
（
『
民
主
壮
會
主
義
の
理
論
』
、
『
民
主
肚

會
主
義
の
思
想
』
、
『
民
主
吐
會
主
義
の
基
礎
理
論
』
）
を
基
礎
と
し
、
そ
の
掻

充
を
は
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
民
主
吐
會
主
義
の
主
張
は
、
そ
の
贋
値
理
念
に

お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

理
論
と
實
陵
に
お
い
て
、
そ
れ
と
相
容
れ
な
い
立
場
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
…
…
杜
會
革
命
の
到
來
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
を
マ
ル
ク
ス
主
義
で
い
う
『
前

進
的
』
方
向
に
も
つ
て
い
こ
う
と
す
る
行
爲
、
つ
ま
り
歴
史
的
必
然
の
線
に
そ

う
行
爲
が
す
ぺ
て
正
當
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
役
立
つ
も
の
が
進
歩

で
あ
り
、
そ
れ
に
役
立
た
な
い
も
の
、
歴
史
的
必
然
の
現
象
に
逆
ら
う
よ
う
な

行
爲
は
反
動
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
い
か
ほ
ど
個
人
の
良
心
の
反
映
で
あ
り
、
自

己
の
理
性
の
判
断
の
結
果
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
こ
の
歴
史
的
必
然
を
認
識
し

な
い
考
え
方
な
り
行
動
な
り
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
（
一
一

三
頁
）
。

　
そ
れ
に
封
し
て
、
民
主
吐
會
主
義
は
、
「
民
主
主
義
を
奪
重
す
る
か
ら
政
治

は
あ
く
ま
で
議
會
を
通
じ
て
行
う
べ
ぎ
で
あ
る
と
い
う
原
則
」
（
一
四
一
頁
）
に

た
ち
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ
う
な
歴
史
的
認
識
に
で
は
な
く
て
、
政
治
的
認
識



に
徹
底
す
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
實
陵
的
行
動
に
お
い
て
も
、
科
學
的
方

法
と
い
う
も
の
が
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
こ
と
は
、

民
主
主
義
の
制
度
的
保
讃
に
よ
つ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
現
在
の

わ
れ
わ
れ
の
知
識
か
ら
す
れ
ば
、
民
主
主
義
の
方
法
が
、
も
つ
と
も
科
學
的
で

あ
り
道
徳
的
で
あ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
著
者
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義

を
批
判
し
つ
つ
、
「
杜
會
主
義
と
民
主
主
義
と
を
一
匿
の
も
の
と
し
て
結
び
つ

け
る
思
想
」
（
一
四
二
頁
）
と
し
て
、
民
主
赴
會
主
義
を
主
張
す
る
と
こ
ろ

は
、
き
わ
め
て
読
得
力
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
贋
値
の
プ
リ
フ
ァ
レ
ン

ス
で
は
な
く
、
漸
進
的
に
プ
ラ
ン
を
實
陵
し
て
ゆ
く
と
い
う
科
學
的
方
法
に
よ

つ
て
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
書
を
は
な
は
だ
勝
手
な
覗
角
か
ら
と
り
あ
げ
て
し
ま
い
、
し
か
も

不
充
分
な
紹
介
に
お
わ
つ
て
し
ま
つ
た
。
も
し
わ
た
く
し
が
、
中
村
教
授
の
基

本
的
な
考
え
方
を
、
誤
つ
て
理
解
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
お
詑
び
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
な
お
、
第
二
篇
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
鰯
れ
な
か

つ
た
が
、
米
國
留
學
中
の
教
授
か
ら
い
た
だ
い
た
手
紙
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
政
治
に
つ
い
て
、
豊
富
な
研
究
を
重
ね
ら
れ
た
と
の
こ
と
、
蹄
國
後

は
、
こ
の
比
較
政
治
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
も
飛
躍
的
獲
展
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
教
授
の
今
後
の
研
究
に
↓
暦
の
期
待
を
よ
せ
つ
つ
、
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に

し
た
い
。
（
昭
和
三
三
年
　
有
信
詮
刊
　
六
〇
〇
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
楽
良
和
重
）

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

八
五
　
　
（
一
〇
三
五
）


