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治
の
擁
護
の
た
め
に
』

一
8
紳

　
こ
れ
ら
の
二
著
書
は
い
ず
れ
も
、
政
治
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
固
有
の
見

解
と
い
う
よ
り
、
典
型
的
な
見
解
を
、
し
か
も
互
い
に
似
か
よ
つ
た
基
礎
的
原

理
に
立
つ
た
見
解
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
．
政
治
と
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
二
二
〇
）

対
す
る
著
者
た
ち
の
規
定
を
み
よ
う
。
　
ミ
ラ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
政
治

行
動
（
零
一
三
邑
器
二
≦
蔓
）
は
：
－
不
一
致
か
ら
生
ず
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
変

化
の
方
向
あ
る
い
は
変
化
の
阻
止
に
向
つ
て
葛
藤
を
解
決
す
べ
く
、
政
府
を
使

用
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
．
　
・
政
治
を
明
確
に
認
識
し
得
る
行

動
と
し
て
特
徴
づ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、
政
党
あ
る
い
は
人
間
の
あ
い
だ
に
、
あ

ら
か
じ
め
な
ん
ら
か
の
不
一
致
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
不
一
致
を
あ
る
方

向
へ
と
解
決
し
て
ゆ
く
手
段
と
し
て
政
府
が
存
在
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
．
」

ク
リ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
政
治
は
、
共
通
の
ル
ー
ル
の
も
と
で
の
一
定
の
領
土

的
単
位
内
に
お
け
る
、
異
つ
た
集
団
、
し
た
が
つ
て
異
つ
た
利
益
と
異
つ
た
伝

統
と
の
同
時
的
存
在
の
事
実
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
．
」
「
そ
れ
ゆ
え
、

政
治
と
は
、
相
異
な
る
利
益
に
対
し
て
、
全
体
社
会
の
福
祉
と
存
続
の
た
め
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
重
要
性
に
応
じ
て
権
力
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
一
定
の

ル
ー
ル
の
単
位
内
で
そ
れ
ら
の
利
益
を
宥
和
さ
せ
る
行
動
（
蓉
馨
ξ
）
と
し
て
、

端
的
に
規
定
さ
れ
得
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、
ミ
ラ
ー
お
よ
び
ク
リ
ッ
ク
は
、
政

治
の
プ
ル
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
明
示
し
、
政
治
の
も
つ
と
も
政
治
的
な
思
考
方

法
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
政
治
の
本
質
』
が
い
わ
ば
《
政
治
を
い
か

に
考
え
る
か
》
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
政
治
を
擁
護
す
る
た

め
に
』
は
、
逆
に
い
つ
て
《
政
治
を
い
か
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
か
》
を
主
張

し
て
い
る
と
い
つ
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
政
治
状
況
と
い
う
も
の
が
社
会
構
成
の
多
様
性
を
前
提
と
し
、
か
つ
そ
の
自

然
的
反
映
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
多
様
性
あ
る
い
は
不
一
致
の
具
体
的
形
態

で
あ
る
《
利
益
》
が
、
政
治
体
制
内
部
で
ア
ク
テ
ィ
ー
ヴ
に
作
用
す
る
イ
ン
タ

レ
ス
ト
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
政
治
の
理
解
に
と
つ
て
も



つ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
発
展
し
た
社
会
で
あ
れ
ば

あ
る
程
、
利
益
の
分
化
が
複
雑
と
な
り
、
特
殊
化
す
る
傾
向
に
あ
る
、
そ
し
て

そ
こ
で
は
、
政
治
的
な
意
味
で
の
利
益
は
、
当
然
、
組
織
化
さ
れ
た
利
益
集
団

と
い
う
か
た
ち
を
と
る
．
近
代
的
国
家
に
お
け
る
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
諸
集
団

間
の
対
立
を
規
則
的
手
段
を
媒
介
と
し
て
調
整
す
る
機
能
を
制
度
化
し
た
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
特
殊
的
利
益
の
適
切
な
配
分
に
対
す
る
一
般
的
配
慮

に
、
そ
の
正
当
な
根
拠
を
も
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
、
も
し
く
は
政
府

は
、
議
会
主
義
的
制
度
を
そ
な
え
た
諸
国
家
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
つ

て
．
そ
う
で
は
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
一
党
制
と
か
専
制
の
政
治
は
、
本
質
的

に
は
非
政
治
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
後
程
ク
リ
ッ
ク
の
論
議
を
参
照
す

る
こ
と
に
し
た
い
が
、
と
も
か
く
、
政
治
過
程
の
ノ
ー
マ
シ
ー
を
対
立
関
係
に

あ
る
利
益
の
調
整
と
し
て
把
え
、
一
般
的
利
益
の
自
律
的
表
示
化
と
し
て
考
え

な
い
か
ぎ
り
、
ミ
ラ
ー
に
か
ぎ
ら
ず
、
「
政
治
の
擁
護
」
者
に
共
通
し
た
判
断

で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
般
的
利
益
と
は
な
ん
で
あ
る
か
。
神
と
か
自
然
の
意
志
、
プ

ラ
ト
ソ
的
有
機
体
の
比
喩
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
、
人
種
理
論
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
解
釈
、
こ
れ
ら
の
立
場
か
ら
す
る
一
般
的
利
益

と
は
き
わ
め
て
特
殊
的
で
、
じ
つ
は
特
殊
的
集
団
の
特
殊
的
利
益
の
一
般
化
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
は
、
本

来
そ
れ
が
特
殊
的
利
益
の
特
殊
化
を
有
効
に
発
展
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
立
場
か
ら
一
般
的
利
益
を
措
定
し
得
な
い
．
む
ろ
ん
そ

こ
に
は
、
共
同
生
活
の
必
要
性
か
ら
、
危
機
に
対
す
る
防
衛
、
法
と
秩
序
の
維

持
、
安
定
し
た
通
貨
、
あ
る
い
は
教
育
制
度
と
い
つ
た
共
通
の
利
益
は
存
在
す

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
多
数
に
よ
る
利
益
（
§
＆
ミ
昼
す

§
婁
）
で
あ
つ
て
、
同
意
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
政
策
形
成

に
関
連
し
て
、
一
般
的
利
益
の
名
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
政
府
の
決
定
は
、

つ
ね
に
あ
る
特
殊
的
利
益
で
あ
つ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
一
般
的
利
益
と
し
て
す

べ
て
に
同
意
さ
れ
る
た
め
に
は
．
ま
ず
政
治
体
制
の
基
礎
的
枠
組
に
コ
ン
フ
リ

ク
ト
が
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
《
コ
ン
セ
ン
サ
ス
》
が
あ
つ
て
は
じ
め
て
可
能
と

な
る
。
こ
の
政
治
的
コ
γ
セ
ン
サ
ス
が
な
け
れ
ば
、
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ポ
リ
テ

ィ
ッ
ク
ス
は
、
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
し
て
破
産
せ
ざ
る
を
得

な
い
．
だ
が
、
議
会
制
の
も
と
で
の
政
治
は
、
ま
さ
に
イ
ン
タ
レ
ス
ト
”
ポ
リ

テ
ィ
ッ
ク
ス
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
他
の
い
か
な
る
政
治
に
も
ま
し
て
政
治
的
で

も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
ミ
ラ
ー
の
基
本
的
考
え
方
は
け
つ
し
て
独
創
性
に
富
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。

か
れ
は
、
利
益
を
操
作
す
る
個
人
、
利
益
が
そ
の
な
か
で
作
用
す
る
制
度
、
利

益
の
表
現
と
し
て
の
、
ま
た
は
そ
の
合
理
化
と
し
て
の
政
治
思
想
を
論
じ
、
つ

い
で
、
反
覆
的
に
あ
ら
わ
れ
る
政
治
状
況
と
し
て
専
制
的
、
寡
頭
制
的
、
一
党

制
的
、
議
会
制
的
体
制
と
、
そ
の
各
々
に
お
け
る
政
治
的
緊
張
関
係
の
諸
側
面

を
考
察
し
、
さ
ら
に
現
在
の
政
治
体
制
を
制
度
的
基
準
で
は
な
く
、
現
実
的
作

用
を
基
準
と
し
て
分
類
化
（
確
立
さ
れ
た
議
会
制
実
験
的
議
会
制
、
軍
事
的
・

恣
意
的
専
制
準
教
権
制
、
植
民
地
制
、
共
産
制
）
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
、

労
働
組
合
、
教
会
、
企
業
、
会
社
重
役
会
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
胃
写
暮
Φ
亘
三
畠

に
つ
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
主
権
的
国
家
の
政
治
と
の
差

異
は
、
後
者
の
ト
！
タ
ル
な
影
響
力
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ

る
．
概
し
て
．
ミ
ラ
ー
の
記
述
は
平
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
さ
さ
か
冗
長
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
二
二
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

あ
つ
て
読
み
疲
れ
る
。
最
後
に
、
政
治
研
究
の
問
題
に
関
し
て
の
か
れ
の
考
え

の
大
筋
が
し
る
さ
れ
て
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
さ
し
て
目
新
し
い
知
識
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
、
つ
ぎ
の
一
節
を
引
用
し
て
、
よ
り
挑

戦
的
な
「
政
治
の
擁
護
」
論
へ
の
橋
渡
し
と
し
た
い
．

　
「
わ
た
く
し
は
、
政
治
研
究
に
は
非
常
な
困
難
が
あ
る
こ
と
．
し
か
し
研
究

者
が
秘
蹟
を
期
待
せ
ず
、
ま
た
秘
蹟
を
お
こ
な
い
得
る
な
ど
と
主
張
す
る
よ
う

な
罠
に
か
か
ら
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
困
難
に
ぶ
つ
か
つ
て
ゆ
く
成
功
の
希

望
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
努
め
て
き
た
。
政
治
は
生
活
の
全
体
を
な
す
の
で

は
な
く
、
ま
た
多
数
の
人
び
と
が
政
治
思
想
な
ど
な
く
と
も
永
年
く
ら
し
て
ゆ

け
る
こ
と
も
真
実
で
あ
る
。
だ
が
、
政
治
が
爆
裂
す
る
と
、
そ
う
な
る
こ
と
が

し
ば
し
ぽ
な
の
だ
が
、
政
治
は
共
同
体
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
に
影
響
を
お
よ
ぽ
す

こ
と
と
な
ろ
う
。
た
と
え
爆
裂
し
な
く
と
も
、
政
治
が
平
常
の
作
用
で
進
行
し

つ
つ
あ
る
場
合
で
も
、
政
治
は
多
様
な
方
法
で
社
会
生
活
に
影
響
を
お
よ
ぽ
す

も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
と
い
う
も
の
の
重
要
性
を
正
当
に

主
張
で
ぎ
る
の
で
あ
る
．
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
人
問
生
活
の
魅
惑
が
政
治
に

繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
と
主
張
で
き
る
。
人
間
を
し
て
政
治
行
動
に
駆
り
立
て
る

動
機
、
か
れ
ら
の
行
動
が
と
る
形
態
と
か
は
、
人
間
の
基
本
的
情
念
と
密
接
に

結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
人
間
は
そ
れ
ら
情
念
と
と
も
に
、
人
間
的
苦
し
み
の

す
べ
て
の
悲
喜
劇
を
も
ち
運
ぶ
の
で
あ
る
．
」

　
政
治
と
は
あ
ま
り
に
人
問
的
な
行
動
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
が

な
に
か
非
人
問
的
な
、
人
問
自
身
の
自
己
喪
失
と
し
て
物
悲
し
げ
に
呪
わ
れ
て

い
る
こ
と
こ
そ
、
現
代
の
厭
し
い
負
い
目
で
あ
る
．
ク
リ
ッ
ク
の
書
は
、
政
治

の
敵
た
ち
に
対
し
て
、
偉
大
な
、
そ
し
て
文
明
化
（
。
三
一
三
夷
）
を
め
ざ
す
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
二
二
二
）

的
行
動
と
し
て
の
政
治
の
ち
か
ら
に
、
自
信
を
恢
復
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
人
問
の
条
件
に
よ
つ
て
生
活
す
る
、
政
治
を
通
じ
て

絶
対
的
な
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
ク
リ
ッ
ク
の
一

貫
し
た
信
念
で
あ
る
．
零
一
三
8
冒
箆
三
8
と
は
、
も
ち
ろ
ん
言
葉
の
単
な

る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
は
な
く
、
政
治
を
必
要
悪
と
し
て
で
は
な
く
．
ま
た
政
治

を
超
え
出
た
な
に
も
の
か
と
し
て
で
も
な
く
、
ま
さ
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

善
と
し
て
思
考
す
る
態
度
を
意
味
す
る
．
こ
の
よ
う
な
政
治
的
思
考
に
対
立
し

て
、
さ
し
ず
め
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
政
治
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
思
考
で
あ

る
。
今
世
紀
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
イ
デ
オ
・
ギ
i
的
思

考
と
、
そ
れ
に
依
存
し
た
全
体
主
義
的
支
配
を
代
表
的
に
示
す
も
の
は
ナ
チ
ズ

ム
と
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
運
動
が
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
を

《
政
治
化
》
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
政
治
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
反
政
治
的

な
も
の
で
あ
る
。
全
体
主
義
的
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
い
う
も
の
は
．
社
会
の
多
元

的
構
造
と
個
人
の
精
神
的
独
立
性
を
破
壊
し
、
大
衆
的
支
持
を
土
台
と
し
な
が

ら
、
ひ
と
つ
の
理
想
に
不
断
に
志
向
し
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
．
他
方
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
つ
い
て
も
、
そ
の
誰
か
ま
わ
ず
に
情
婦
と
な
る
婬
逸
さ
に
、
た
と
え
か

の
女
の
独
り
占
め
の
貞
節
を
要
求
で
き
な
く
と
も
、
せ
め
て
そ
の
暖
昧
さ
の
嫌

疑
を
晴
ら
す
だ
け
の
弁
護
を
必
要
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
て

も
所
詮
は
政
治
の
一
形
式
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
状
況
で
の
そ
の
程
度

の
差
を
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
あ
つ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
国
家
の
発
展
段
階
に

も
望
ま
し
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
．

　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
あ
る
い

は
《
人
民
主
権
》
の
主
張
に
、
帝
国
主
義
あ
る
い
は
外
国
支
配
に
対
す
る
反
対



に
、
そ
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
す
で
に
確
立
さ
れ
た
国
家
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
、
危
機
の
時
代
に
は
作
り
つ
け
の
（
薯
〒
ε
弁
明
が
あ
た

え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
は
、
冷
静
な
懐
疑
主
義
を
も

つ
て
薄
め
ら
れ
、
全
体
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
沸
騰
点
か
ら
政
治
的
寛
容
の

体
温
に
ま
で
さ
げ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
．
実
際
．
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
も

の
に
客
観
的
基
準
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
民
族
性
と
は
民
族
を
形
成
し
よ
う
と

す
る
決
断
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
人
種
理
論
の
よ
う
な
神
話
に
穂
さ
れ
た
り
・
あ
る
い
は
新
興
国
の
場
合
の

よ
う
に
か
え
つ
て
そ
の
民
族
的
統
一
が
多
様
性
を
弾
圧
す
る
に
い
た
つ
て
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
政
治
と
は
言
え
ず
、
そ
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
性
を
む
ぎ
出
し

に
し
て
し
ま
う
。

　
政
治
に
お
い
て
確
実
性
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
欲
求
は
、
先
に
述
べ
た
イ
デ

オ
・
ギ
ー
的
思
考
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
と
密
接
に
関
連
し
た
部
分
を

も
つ
思
考
様
式
、
し
か
も
顕
著
に
現
代
的
な
傾
向
で
あ
る
テ
ク
ノ
・
ジ
i
的
思

考
に
も
み
ら
れ
る
。
政
治
を
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
あ
る
い
は
科
学
、
行
政
技
術
に
の

み
還
元
可
能
だ
と
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
科
学
的
・
専
門
的
知
識
の
社
会
的
適

用
と
人
間
社
会
の
再
構
成
と
い
う
観
点
か
ら
、
安
易
に
政
治
無
用
論
を
生
み
だ

す
が
．
そ
れ
は
け
つ
し
て
稔
り
多
い
も
の
で
は
な
い
。
今
日
の
全
体
主
義
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
科
学
－
科
学
的
方
法
も
し
く
は
法
則
1
－
を
も
つ
て
唯
一

の
行
動
原
理
と
し
、
エ
セ
科
学
の
熱
狂
的
パ
ラ
ノ
イ
ア
に
陥
つ
て
い
る
。
だ
が

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
由
社
会
に
お
け
る
政
治
の
学
問
的
研
究
に
も
《
科

学
主
義
》
の
危
険
は
ま
す
ま
す
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
挑
発
的
傾
向

は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
者
の
偏
見
の
う
ち
に
も
つ
と
も
強
く
あ
ら
わ
れ
て

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

い
る
が
、
そ
の
科
学
的
研
究
も
閉
ざ
さ
れ
た
文
化
的
状
況
に
内
在
す
る
政
治
的

要
素
の
知
的
操
作
に
ほ
か
な
ら
ず
、
科
学
で
は
な
く
イ
デ
オ
・
ギ
ー
な
の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
を
意
識
し
得
ず
に
い
る
知
的
傲
慢
さ
を
捨
て
去
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
政
治
は
ま
た
、
政
治
の
友
た
ち
に
対
し
て
も
擁
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
か

　
　
　
ノ
ノ
し
ポ
リ
テ
イ
カ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ァ
ド
ま
リ
テ
イ
カ
ル

れ
ら
は
非
政
治
的
な
保
守
主
義
者
で
あ
り
、
無
政
治
的
な
自
由
主
義
者
で
あ

　
　
ア
ノ
テ
イ
　
ポ
リ
テ
イ
ナ
ル

り
、
反
政
治
的
な
社
会
主
義
者
で
あ
る
。
保
守
主
義
者
は
政
治
を
職
業
と
心

得
、
反
教
条
主
義
的
で
経
験
的
・
実
践
的
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
伝
統
主
義
者
で

あ
る
。
た
し
か
に
、
政
治
は
い
わ
ば
《
過
去
と
の
対
話
》
で
あ
り
、
あ
る
意
味

で
伝
統
と
い
う
も
の
を
必
要
条
件
と
し
て
い
る
．
し
か
し
、
伝
統
も
プ
ル
ラ
ル

で
あ
り
、
し
か
も
な
お
反
伝
統
の
伝
統
す
ら
あ
り
、
保
守
主
義
者
が
特
定
の
伝

統
を
伝
統
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
み
か
、
そ
れ
が
支
配
階
級
の
伝
統
を

弁
明
す
る
と
あ
つ
て
は
言
語
道
断
で
あ
る
。
E
・
バ
ー
ク
の
い
う
「
保
守
す
る

た
め
に
改
革
す
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
保
守
す
る
た
め
に
創
造
す
る
」
こ
と

こ
そ
、
保
守
主
義
の
在
り
方
で
あ
ろ
う
．
自
由
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
者
は
、
政

治
に
あ
ま
り
に
多
く
を
期
待
し
つ
つ
、
事
実
は
政
治
に
深
い
ア
ン
テ
ィ
パ
シ
ー

を
抱
い
て
い
る
．
か
れ
ら
の
強
調
す
る
個
人
主
義
、
自
然
権
．
平
等
主
義
あ
る

い
は
社
会
（
開
経
済
的
自
由
主
義
）
は
、
し
ぽ
し
ば
政
治
か
ら
は
み
出
し
た
も
の

で
、
自
由
主
義
者
は
国
家
に
対
し
て
も
不
信
の
念
を
も
つ
て
い
る
．
こ
う
し
た

自
由
主
義
の
伝
統
的
工
ー
ト
ス
は
、
い
ま
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
譲
り
渡
さ
れ

て
い
る
。
保
守
主
義
老
と
は
反
対
に
、
だ
が
非
政
治
的
保
守
主
義
老
と
い
さ
さ

か
相
似
て
、
社
会
主
義
者
は
未
来
と
歴
史
の
希
望
に
耽
る
傾
向
に
あ
る
．
か
れ

ら
は
、
現
実
に
お
い
て
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
責
任
の
倫
理
が
無
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
二
二
三
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

ま
に
．
究
極
目
的
の
倫
理
を
追
求
す
る
。
社
会
主
義
者
の
理
論
的
思
考
は
ー

皮
肉
に
も
ぎ
且
①
暮
を
一
三
8
．
と
い
わ
れ
る
ー
、
す
べ
て
を
原
理
の
問
題
と

し
て
取
扱
い
、
反
政
治
的
な
行
動
を
導
き
が
ち
で
あ
る
．

　
結
び
に
．
「
政
治
の
讃
美
の
た
め
に
」
か
ら
二
・
三
の
箇
所
を
引
こ
う
．
「
政

治
的
妥
協
は
、
自
由
の
た
め
に
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
犠
牲
で
あ
る
．
わ
れ

わ
れ
は
犠
牲
を
払
つ
て
い
る
と
い
つ
て
み
ず
か
ら
を
欺
か
ず
、
そ
れ
は
正
常
に

支
払
う
価
値
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
よ
う
理
性
を
呼
び
お
こ
そ
う
．
」
「
政
治
権

力
と
は
仮
定
法
の
権
力
で
あ
る
。
政
策
は
科
学
に
お
け
る
仮
設
の
よ
う
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
策
の
擁
護
者
は
そ
の
真
理
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
で
あ

ろ
う
が
、
か
れ
ら
は
そ
の
可
能
的
反
証
を
思
い
つ
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
い
れ

る
よ
う
な
態
度
に
お
い
て
の
み
コ
ミ
ッ
ト
す
る
．
政
治
は
、
科
学
と
同
様
に
、
創

意
的
か
つ
懐
疑
的
で
あ
る
開
い
た
態
度
の
た
め
に
讃
美
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

「
政
治
的
行
動
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
自
体
で
な
す
価
値
が
あ
る
絶
対
的

な
理
想
と
か
事
物
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
の
日
常
的
判
断
の
う
ち
に
、

こ
れ
ら
の
多
く
の
事
物
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
的
道
徳
性
は
、
理
想
的
行

為
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
信
仰
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。
・
－
政
治
に
お
い

て
道
徳
的
に
行
動
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
行
動
の
諸
結
果
を
配
慮
す
る
こ
と
で

あ
る
．
」
「
政
治
を
ほ
め
そ
や
す
に
は
涯
し
が
無
い
。
経
済
に
お
い
て
で
は
な

く
、
ま
さ
に
政
治
に
お
い
て
対
立
の
創
造
的
弁
証
法
が
見
出
さ
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
政
治
こ
そ
自
由
な
る
文
明
が
依
拠
し
て
い
る
果
断
な
深
慮
、
多
様
な
統

一
、
武
装
し
た
和
解
、
自
然
的
作
意
、
創
造
的
妥
協
で
あ
り
、
真
剣
な
遊
戯
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
．
そ
れ
は
改
革
す
る
保
守
主
義
者
、
懐
疑
的
信
仰
者
、
多
元

論
的
道
徳
家
で
あ
る
。
政
治
は
激
し
い
冷
静
さ
、
複
雑
な
単
純
さ
、
狭
ら
な
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
二
二
四
）

潔
さ
、
粗
野
な
市
民
性
、
そ
し
て
永
遠
な
る
瞬
間
を
そ
な
え
て
い
る
．
政
治
は

討
論
に
見
合
つ
た
争
闘
で
あ
り
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
に
、
人
間
的
尺
度
で
あ
ま

り
に
人
間
的
な
課
題
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。
」

　
も
と
よ
り
、
こ
の
著
者
は
政
治
に
対
す
る
熱
烈
な
讃
辞
だ
け
を
述
べ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
．
政
治
は
そ
の
栄
光
と
と
も
に
、
「
そ
れ
が
直
面
す
る
危
険
に

も
涯
し
が
無
い
。
だ
か
ら
こ
そ
自
由
の
責
任
と
不
確
実
と
を
拒
否
し
よ
う
と
す

る
尤
も
ら
し
い
理
由
も
沢
山
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
な
そ
う
と
試
み

た
こ
と
と
い
え
ば
、
な
ぜ
政
治
行
動
が
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
ト
の
一
形
態
と
し
て
の
単

な
る
権
力
関
係
と
政
治
的
支
配
の
形
式
と
し
て
み
な
す
の
が
も
つ
と
も
妥
当
で

あ
る
か
を
示
す
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
ト
の
問
題
に
対

す
る
政
治
的
解
決
と
い
う
も
の
は
、
通
常
、
他
の
も
の
に
対
す
る
選
択
な
の
だ

と
い
う
理
由
を
示
す
た
め
に
議
論
を
す
す
め
た
の
で
あ
る
．
政
治
の
擁
護
と
讃

美
の
た
め
の
こ
の
よ
う
な
不
完
全
な
エ
ッ
セ
イ
に
し
め
く
く
り
を
つ
け
る
に

は
、
こ
れ
ま
で
叙
述
し
て
き
た
こ
と
が
な
ん
で
あ
る
か
を
き
つ
ぽ
り
繰
り
返
す

ほ
か
な
い
。
」
こ
う
し
て
、
　
ク
リ
ッ
ク
は
、
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
借
り

て
、
本
書
を
お
え
て
い
る
。
「
－
：
こ
こ
に
目
的
と
言
う
の
は
、
彼
（
ソ
ク
ラ
テ

ス
ー
筆
者
）
が
最
高
善
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
〈
国
全
体
が
出
来
る
限
り

一
つ
で
あ
る
こ
と
〉
と
い
う
の
を
指
す
。
・
：
－
け
れ
ど
も
国
が
一
つ
に
な
る
こ

と
が
或
る
程
度
以
上
に
進
ん
で
い
け
ば
、
も
は
や
国
で
さ
え
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
．
何
故
な
ら
国
は
そ
の
本
性
上
一
種
の
多
数
で
あ

つ
て
、
よ
り
以
上
に
一
づ
に
な
れ
ば
、
国
は
国
た
る
こ
と
を
止
め
て
家
に
な
る

だ
ろ
う
し
、
家
は
人
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
。
－
　
・
従
つ
て
人
は
た
と
い
こ
の
こ

と
を
為
す
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
も
、
為
す
べ
き
で
臆
な
い
。
そ
れ
は
国
を
破



壊
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」

訳
、
岩
波
文
庫
版
、
六
八
ー
六
九
頁
）

法
制
史
学
会
編

（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
山
本
光
雄

『
法
制
史
文
献
目
録
』

（
奈
良
和
重
）

　
去
る
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
、
「
法
制
史
に
関
す
る
研
究
及
び
そ
の
研
究
者

相
互
の
協
力
を
促
進
し
併
せ
て
外
国
の
学
会
と
の
連
絡
を
計
る
こ
と
を
目
的
」

（
「
法
制
史
学
会
規
約
」
第
三
条
）
と
し
て
法
制
史
学
会
が
設
立
さ
れ
て
よ
り
、
数

え
て
す
で
に
十
余
年
の
歳
月
を
閲
し
た
．

　
か
え
り
み
れ
ば
、
創
立
総
会
に
参
集
し
た
わ
ず
か
三
十
名
に
す
ぎ
な
か
つ
た

会
員
は
、
年
を
追
つ
て
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
い
ま
や
二
〇
〇
名
を
こ
え
よ

う
と
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
ま
た
．
毎
年
も
た
れ
て
い
る
春
期
の
総
会
、
秋

期
の
研
究
大
会
な
ら
び
に
東
京
・
近
畿
な
ど
に
お
け
る
部
会
は
盛
会
裡
に
開
催

さ
れ
、
学
会
機
関
誌
「
法
制
史
研
究
」
の
刊
行
も
順
調
に
す
す
め
ら
れ
て
、
す

で
に
十
二
号
を
世
に
お
く
つ
た
。
斯
学
の
進
展
の
た
め
、
ま
こ
と
に
慶
賀
の
い

た
り
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
数
年
前
、
法
制
史
学
会
に
お
い
て
億
学
会
創
設
十
周
年
を
記
念

　
　
　
招
介
と
批
評

し
て
、
二
つ
の
事
業
が
企
図
さ
れ
た
。
一
つ
は
、
昭
和
三
十
三
年
十
月
、
京
都

大
学
で
ひ
ら
か
れ
た
研
究
大
会
の
共
通
テ
ー
マ
「
刑
罰
と
国
家
権
力
」
の
研
究

報
告
を
一
巻
の
論
文
集
に
ま
と
め
て
上
梓
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、

学
会
発
足
以
降
、
十
年
問
に
わ
た
る
法
制
史
関
係
研
究
文
献
総
目
録
の
編
修
．

印
行
で
あ
つ
た
．
前
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
昭
和
三
十
五
年
四
月
、
法
制
史

学
会
編
「
刑
罰
と
国
家
権
力
」
と
題
さ
れ
た
浩
欝
な
専
著
が
発
刊
さ
れ
、
そ
の

充
実
し
た
内
容
を
も
つ
て
学
界
を
稗
益
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

ろ
う
。
後
者
が
、
す
な
わ
ち
ご
こ
に
拙
文
を
弄
し
て
紹
介
し
よ
う
と
す
る
「
法

制
史
文
献
目
録
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
法
制
史
学
会
で
は
、
過
去
十

数
年
来
、
各
年
度
の
法
制
史
文
献
目
録
を
編
集
す
る
作
業
を
つ
づ
け
、
現
時
ま

で
に
十
三
輯
を
作
成
し
て
ぎ
た
。
そ
れ
は
謄
写
印
刷
あ
る
い
は
タ
イ
プ
印
刷
に

よ
る
目
録
で
あ
つ
て
、
春
期
の
総
会
に
お
い
て
委
嘱
し
た
文
献
目
録
委
員
の
手

に
成
る
．
こ
の
年
刊
の
文
献
目
録
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
と
し
て
便
益
の
多

い
、
価
値
た
か
き
も
の
で
あ
る
が
、
数
年
分
を
ま
と
め
単
行
本
と
し
て
公
刊
で

き
た
な
ら
ぽ
、
と
い
う
要
望
は
、
会
員
諸
彦
の
い
つ
わ
ら
ざ
る
声
で
あ
つ
た
。

た
ま
た
ま
、
時
あ
た
か
も
学
会
設
立
十
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
記
念
事
業

の
一
環
と
し
て
、
こ
の
切
な
る
希
求
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
各
年
度
の

目
録
を
基
礎
と
し
つ
つ
こ
れ
に
十
全
の
修
訂
・
増
補
を
加
え
、
一
本
に
編
ん
で

活
字
に
移
さ
れ
る
は
こ
び
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
田
中
周
友
教
授

を
編
集
代
表
と
し
て
、
　
こ
の
至
難
の
作
業
は
出
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

後
、
さ
か
の
ぽ
つ
て
終
戦
時
ま
で
の
研
究
文
献
を
も
収
め
る
こ
と
に
改
め
ら
れ

た
。
本
書
は
．
右
の
ご
と
き
意
義
と
経
過
を
も
つ
て
．
編
修
が
推
進
さ
淑
た
の

で
あ
る
．
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