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テ
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ミ
ー
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著

『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
て

政
治
理
論
の
復
活
』

　
政
治
学
は
幸
福
な
状
態
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
．
不
幸
な
状
態
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
．
お
よ
そ
幸
不
幸
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
主
観
的
な
、
し
た
が
つ
て
文

字
通
り
個
人
的
な
水
準
で
判
断
さ
れ
推
量
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
か
ら
、
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
に
お
い
て
右
の
よ
う
な
間
い
は
有
意
味
で
は
な
い
．
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
ニ
　
　
　
（
一
二
三
八
）

が
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
実
際
に
は
、
「
没
落
」
と
か
「
復
活
」
「
超
克
」
と
い

つ
た
言
葉
で
語
ら
れ
、
読
者
の
嘆
声
を
洩
ら
し
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
．

ジ
ェ
ル
ミ
ー
ノ
の
本
書
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
し
か
も
彼
の
場
合
、
政
治
学

－
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
政
治
理
論
あ
る
い
は
思
想
と
言
つ
て
も
よ
い

ー
が
不
幸
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
世
俗
的
な
堕
落
と
い
う
意

味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
超
越
的
・
宗
教
的
信
仰
に
よ
る
甦
り
を
予
定
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
、
一
層
深
刻
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
．

　
第
一
部
「
政
治
理
論
の
性
質
」
に
お
い
て
、
著
者
は
政
治
理
論
の
没
落
と
い

う
現
状
認
識
を
検
討
し
、
政
治
理
論
の
伝
統
（
あ
る
い
は
正
統
と
言
う
べ
き
か
）

を
復
元
し
て
み
せ
る
．
プ
ラ
ト
ソ
か
ら
へ
ー
ゲ
ル
ま
で
の
偉
大
な
る
思
想
家

た
ち
が
探
究
し
た
も
の
は
、
§
婁
q
§
噺
穏
§
き
噺
で
あ
つ
た
．
政
治
理
論
の

誉
。
嵐
9
と
は
、
空
虚
な
観
照
や
情
動
的
嗜
好
で
は
な
く
、
ま
さ
に
真
理
を
見
究

め
る
精
神
活
動
で
あ
る
。
党
派
性
と
か
直
接
的
な
実
践
に
か
か
わ
り
な
く
、
ま

た
《
事
実
V
と
《
価
値
V
の
二
分
化
に
よ
る
擬
似
客
観
性
に
陥
る
こ
と
な
く
、

永
遠
の
ア
ポ
ー
リ
ア
に
挑
も
う
と
す
る
も
の
だ
。
そ
れ
こ
そ
世
界
に
お
け
る
人

間
存
在
で
あ
る
．
ジ
ェ
ル
ミ
：
ノ
は
、
ジ
ァ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
の
「
神
中
心
的

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
「
人
間
中
心
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
二
つ
の
伝

統
の
区
別
を
採
用
し
な
が
ら
、
後
者
の
狭
隊
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
批
判
す

る
．
内
在
的
超
越
は
メ
シ
ア
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
連
な
り
．
所
詮
、
§
画
魯

§
§
蓉
ミ
軌
が
顕
在
化
し
た
現
代
の
全
体
主
義
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
病
い
に
罹
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
だ
、
と
．
勿
論
、
著
者
は
人
間
の
悪
を
否
認
せ
ず
、
人
間
存

在
の
全
的
意
味
を
把
え
よ
う
と
す
る
「
政
治
理
論
は
、
古
代
・
現
代
の
い
ず
れ

を
問
わ
ず
、
世
界
は
あ
る
が
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
何
も
の
か
で
は
な
い



こ
と
を
気
づ
い
て
い
る
．
政
治
理
論
の
課
題
は
。
§
鼠
§
ぎ
§
9
§
を
叙
述

す
る
こ
と
で
、
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
も
の
に
そ
れ
を
形
態
転
化
し
よ
う
と

す
る
誤
つ
た
試
み
に
携
わ
り
は
し
な
い
．
そ
れ
ゆ
え
政
治
理
論
家
は
、
メ
シ
ア

的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
諸
党
派
と
対
照
的
に
、
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
つ
て
、
あ
る

が
ま
ま
の
政
治
的
人
間
を
、
そ
の
偉
大
さ
と
頽
廃
．
栄
光
と
卑
劣
、
善
と
悪
と

に
お
い
て
描
写
す
る
た
め
の
適
切
な
諸
概
念
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
の
で

あ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
。

　
9
§
説
§
誉
な
政
治
理
論
に
価
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
探
究
に

基
づ
い
て
模
範
た
る
べ
き
社
会
の
モ
デ
ル
構
築
を
試
み
て
き
た
。
ジ
ェ
ル
．
・
・
ー

ノ
に
よ
れ
ば
、
過
去
の
西
欧
に
お
け
る
思
想
的
伝
統
、
理
論
的
省
察
に
は
つ
ぎ

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
指
摘
さ
れ
得
る
、

　
（
1
）
　
開
か
れ
た
態
度
．
人
間
の
経
験
と
可
能
性
に
は
さ
ま
ざ
ま
異
つ
た
水

準
が
あ
る
が
、
「
政
治
活
動
の
同
時
代
の
世
界
か
ら
の
批
判
的
距
離
」
、
「
理
論

家
と
そ
の
環
境
と
の
あ
い
だ
の
あ
る
緊
張
」
を
保
つ
能
力
が
《
開
か
れ
た
態
度
V

で
あ
る
。
政
治
理
論
家
は
批
判
者
と
し
て
、
偶
像
破
壊
的
で
も
な
け
れ
ば
現
実

に
満
足
L
て
も
い
な
い
．
あ
る
特
定
の
体
制
の
市
民
参
加
者
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
の
証
人
で
あ
り
審
判
者
で
あ
る
．

　
（
2
）
　
理
論
的
志
向
．
政
治
理
論
家
は
現
実
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
の
で

あ
つ
て
、
操
作
・
支
配
へ
の
ざ
ぴ
蕊
。
・
に
け
つ
し
て
屈
服
し
な
い
．
純
粋
な

§
駐
豊
噺
醤
§
帖
諭
を
希
求
す
る
こ
と
以
外
に
目
的
は
な
い
の
だ
か
ら
。

　
（
3
）
　
永
遠
普
遍
な
問
題
へ
の
焦
点
．
「
人
間
と
は
何
か
」
、
「
ど
の
よ
う
な

社
会
が
人
間
性
の
完
全
な
発
展
の
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
か
」
、
「
個
人
と
社

会
に
と
つ
て
正
し
い
秩
序
の
原
理
と
は
何
で
あ
る
か
」
．
理
論
家
が
つ
ね
に
直

　
　
　
紹
介
と
批
評

面
す
る
の
は
こ
う
し
た
永
遠
の
問
題
で
あ
り
、
焦
眉
の
論
争
で
は
な
い
．
致
治

評
論
家
と
の
相
違
は
こ
の
点
に
あ
る
．
」
・
ボ
ー
ダ
ン
、
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
、

E
・
バ
ー
ク
な
ど
そ
の
例
だ
が
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ル
ソ
ー
は
い

わ
ゆ
る
§
鳶
恥
魯
“
等
8
蕾
言
§
鴨
を
書
い
た
の
で
は
な
い
。

　
（
4
）
　
リ
ア
リ
ズ
ム
。
政
治
理
論
家
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
工
学
者
で
は
な

い
．
彼
は
自
己
の
理
論
を
現
実
に
強
制
す
る
の
を
避
け
、
批
判
的
分
析
に
と
つ

て
の
模
範
を
提
示
す
る
に
止
ま
る
．
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
は
経
験
的
か
つ

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。

　
（
5
）
謙
虚
さ
“
知
識
の
限
界
の
認
識
．
政
治
理
論
と
は
自
己
完
結
し
た
．

閉
ざ
さ
れ
た
体
系
で
は
な
い
。
鳩
蕊
禽
§
ぴ
費
鳩
ミ
§
§
傍
は
そ
れ
自
体
未
完
の

課
題
な
の
だ
．
人
間
存
在
に
関
す
る
い
か
な
る
深
遠
な
知
識
で
も
、
超
越
的
存

在
の
実
在
性
を
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
否
定
せ
ず
、
さ
ら
に
み
ず
か
ら
を
批
判
に

さ
ら
す
．
無
謬
な
る
ミ
駐
。
。
に
到
達
し
た
と
僑
称
す
る
者
は
、
メ
シ
ア
的
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
他
な
ら
な
い
。

　
（
6
）
知
的
廉
直
と
誠
実
。
理
論
家
は
現
実
の
欺
隔
、
無
知
を
あ
ば
き
出
す
．

そ
し
て
、
到
底
実
現
不
可
能
な
予
言
と
か
約
束
を
行
わ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
彼

を
誤
解
さ
せ
、
整
豊
を
か
う
こ
と
も
あ
ろ
う
．
彼
が
過
ち
を
犯
さ
な
い
と
は

言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
奇
を
街
つ
て
自
己
を
輻
晦
す
る
誘
惑
を
拒
も
う
と
す
る

意
識
的
な
努
力
、
そ
れ
こ
そ
彼
の
知
的
・
道
徳
的
誠
実
さ
の
証
し
で
あ
る
．

　
以
上
の
如
き
真
正
な
政
治
理
論
が
蝕
ま
れ
だ
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
か

ら
第
二
次
大
戦
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
昂
揚
で
あ

つ
た
．
第
二
部
「
政
治
理
論
に
対
す
る
攻
撃
」
は
、
ト
ラ
シ
ー
、
コ
ン
ト
、
マ

ル
ク
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
還
元
主
義
と
、
論
理
実
証
主
義
お
よ
び
言
語
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三
　
　
　
（
一
二
三
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

を
取
り
あ
げ
、
〈
没
落
》
の
思
想
史
を
披
歴
す
る
。
ジ
ェ
ル
ミ
ー
ノ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
｝
批
判
は
恰
か
も
反
抗
者
に
加
え
る
懲
罰
、
そ
し
て
異
端
糾
問
の
ご
と

く
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
は
神
と
な
つ
た
人
間
自
身
の
新
し
い
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス

だ
、
と
言
う
．
ト
ラ
シ
ー
の
《
思
想
の
科
学
V
は
。
。
鳴
ミ
ざ
ミ
S
。
。
ま
§
に
置
換

え
ら
れ
た
抽
象
的
思
考
に
す
ぎ
ず
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軽
蔑
は
も
つ
と
も
な
こ

と
で
あ
る
。
コ
ソ
ト
の
科
学
主
義
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
さ
ら

に
加
え
て
、
実
証
主
義
を
旗
印
と
し
、
《
社
会
学
V
を
も
つ
て
人
類
の
司
祭
の

新
し
い
学
問
に
見
立
て
る
．
一
切
の
倫
理
、
形
而
上
学
、
神
学
の
議
論
を
無
価

値
と
断
定
し
、
。
。
ミ
。
魯
隠
ミ
§
駄
8
キ
と
い
う
ス
・
ー
ガ
ソ
を
掲
げ
て
、
科

学
の
実
践
へ
の
奉
仕
を
唱
導
す
る
立
場
は
、
マ
ル
ク
ス
に
い
た
つ
て
極
点

に
達
す
る
．
「
哲
学
者
た
ち
は
世
界
を
い
ろ
い
ろ
に
解
釈
し
て
き
た
だ
け
だ
。

肝
心
な
こ
と
は
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ヅ
ハ
．
テ
ー
ゼ

十
一
）
．
マ
ル
ク
ス
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
還
元
主
義
は
、
こ
の
よ
う
に
ラ
デ
ィ
カ

ル
に
表
明
さ
れ
る
。
若
き
マ
ル
ク
ス
の
作
品
が
ど
う
で
あ
れ
、
彼
に
と
つ
て
人

間
の
本
質
は
博
Q
嚢
爵
ぎ
§
§
。
。
。
ミ
帖
簿
－
。
。
き
邑
普
ぎ
鵠
§
ぎ
緯
以
上
の
も
の

で
は
な
い
．
ジ
ェ
ル
ミ
ー
ノ
の
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
『
共
産
党
宣
言
』
の
綱

領
が
『
ポ
リ
テ
ィ
ア
』
に
と
つ
て
代
り
、
共
産
主
義
革
命
へ
の
権
力
闘
争
と
い

う
博
§
詠
が
ぎ
コ
隷
ミ
§
ぎ
。
・
の
死
を
も
た
ら
し
た
不
幸
で
あ
る
。

　
コ
ソ
ト
が
「
社
会
科
学
の
実
証
化
」
に
あ
た
え
た
影
響
は
彪
大
で
あ
る
。
と

く
に
今
世
紀
二
〇
年
代
以
降
、
ウ
ィ
ー
ン
学
団
を
中
心
と
す
る
論
理
実
証
主
義

の
運
動
は
、
科
学
的
方
法
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
．
だ
が
他
方
で
、
そ
れ
が

あ
ら
ゆ
る
命
題
を
検
証
可
能
性
と
感
覚
的
経
験
に
限
定
し
、
形
而
上
学
を
一
切

排
除
す
る
「
反
形
而
上
学
的
形
而
上
学
」
と
な
る
傾
向
を
免
れ
な
か
つ
た
。
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四
　
　
　
（
輔
二
四
〇
）

ン
ト
流
の
還
元
主
義
に
も
ま
さ
る
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、
研
究
の
内
容
よ
9
方
法

を
問
題
視
す
る
§
導
＆
9
＆
這
と
い
つ
た
非
難
も
受
け
て
い
る
。
論
理
実
証

主
義
と
と
も
に
言
語
哲
学
も
、
哲
学
の
課
題
を
言
語
の
混
乱
を
明
晰
化
す
る
こ

と
に
限
定
し
、
い
わ
ば
《
イ
デ
オ
・
ギ
ー
曝
露
V
の
役
割
を
演
じ
て
き
た
．
政

治
思
想
の
言
語
分
析
－
例
え
ば
T
・
D
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
の
『
政
治
の
論
理
』

ー
は
、
確
か
に
十
九
世
紀
の
傲
岸
な
体
系
を
徹
底
的
に
破
壊
し
た
が
、
現
実

の
政
治
的
、
そ
れ
ゆ
え
恣
意
的
な
活
動
か
ら
遠
ざ
か
る
保
守
主
義
と
な
つ
た
。

こ
う
い
う
実
証
主
義
と
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
知
的
雰
囲
気
の
な
か
で
、
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
…
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ブ
レ
ヒ
ト
も
そ
う
だ
が
ー
は
鋭
い
感

受
性
を
は
た
ら
か
せ
、
事
実
と
価
値
の
デ
ィ
レ
ソ
マ
に
最
も
深
く
悩
ま
さ
れ
た
．

社
会
科
学
は
実
証
主
義
的
で
あ
り
、
ま
さ
に
ミ
ミ
救
壕
乳
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
そ

れ
は
ま
た
き
壕
き
袋
8
§
ぎ
謁
で
あ
る
の
だ
．
《
社
会
的
認
識
の
客
観
性
V
に

苦
心
し
た
彼
は
、
9
。
。
き
§
ε
裟
ミ
計
と
ズ
ミ
§
§
ミ
婁
ε
。
。
衷
ミ
趣
と
を
峻
別

し
、
非
合
理
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
思
想
と
行
動
を
厳
し
く
拒
絶
し
た
．
政
治

理
論
の
復
活
に
と
つ
て
、
著
者
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
知
性
の
高
み
を
賞
讃
し
て
い

る
。

　
政
治
理
論
に
と
つ
て
は
ま
こ
と
に
荒
涼
撫
然
た
る
、
こ
の
不
幸
な
時
期
に
あ

つ
て
、
な
お
正
統
な
系
譜
を
引
き
継
い
で
い
た
思
想
家
た
ち
が
幾
人
か
い
た
。

第
三
部
「
難
を
免
れ
た
残
存
者
ー
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
実
証
主
義
の
時
代
に
お

け
る
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
生
存
」
で
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
、
ベ
ル
グ
ソ

ン
．
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
バ
ソ
ダ
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
さ
ら
に
ニ
コ
ラ
イ
・

ハ
ル
ト
マ
ン
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ヅ
ド
な
ど
の
貢
献
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
．
政
治
理
論
プ
ロ
パ
ー
の
領
域
に
お
い
て
は
、
モ
ス
カ
、
パ
レ
ー
ト
、



ミ
ヘ
ル
ズ
の
エ
リ
ー
ト
理
論
が
そ
う
で
あ
る
．
右
三
人
に
加
え
て
、
グ
ィ
ド
．

ド
ル
ソ
（
3
§
U
。
馨
V
は
、
イ
タ
リ
ア
以
外
に
未
知
で
あ
る
と
は
い
え
、
最

も
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
ト
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
理
論
を
定
型
化
し
、
そ
れ
を
包
括

的
な
哲
学
的
人
間
学
の
な
か
で
考
察
し
た
、
と
ジ
ェ
ル
ミ
ー
ノ
は
そ
の
《
批
判

精
神
V
を
高
く
評
価
し
て
い
る
．
彼
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
二
の
正
反
対
で
あ
り
、
同

時
代
の
共
産
主
義
的
知
識
人
ア
ソ
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
と
も
異
つ
て
い
た
。
彼

は
い
か
な
る
理
論
モ
デ
ル
も
《
発
展
的
構
図
V
も
描
か
な
か
つ
た
が
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
的
言
辞
を
弄
せ
ず
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
体
制
に
お
い
て
す
ら
、
政
治
階
級

ー
全
人
民
で
な
く
ー
が
支
配
す
る
こ
と
を
確
証
す
る
。
そ
の
代
表
作
は

『
政
治
階
級
と
支
配
階
級
』
（
9
毯
①
旦
三
8
①
ざ
蓼
・
①
爵
督
旨
Φ
）
で
あ
る
。
ド

ル
ソ
は
、
階
級
闘
争
と
い
う
概
念
を
拒
否
し
て
、
政
党
の
政
治
闘
争
（
§
＆

豊
璋
§
へ
の
洞
察
に
よ
つ
て
、
人
間
の
実
存
的
現
実
性
に
迫
つ
た
の
で
あ
る
。

　
第
五
部
「
政
治
理
論
の
復
活
」
は
、
「
現
代
に
お
け
る
政
治
理
論
の
復
活
ー

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
・
ア
レ
ン
ト
・
ジ
ュ
ヴ
ネ
ル
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
」
お
よ
び
「
エ

リ
ッ
ク
・
フ
ェ
ー
ゲ
リ
ソ
の
現
代
理
論
に
対
す
る
貢
献
」
の
二
章
よ
り
成
つ
て

い
る
．
第
二
次
大
戦
の
終
結
こ
の
か
た
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
活
躍
中
の
政
治

理
論
家
た
ち
で
あ
る
（
彼
ら
の
学
問
的
業
績
は
つ
い
最
近
ま
で
我
が
国
に
お
い
て
は
未

知
で
あ
り
、
学
界
の
一
部
で
注
目
さ
れ
て
い
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
も
、
政
治
思
想
の
「
伝

統
」
．
と
い
う
よ
り
そ
の
研
究
の
特
殊
性
を
反
映
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
、
奇
異
の
感
に
う

た
れ
る
）
．
彼
ら
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
全
体
主
義
の
時
代
苦
を
つ
ぶ
さ
に
体
験
し

て
き
た
。
彼
ら
は
こ
ぞ
つ
て
政
治
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
を
拒
否
す
る
、
だ
が
人
間
存

在
の
複
雑
な
問
題
に
鮮
明
な
解
答
を
あ
た
え
ず
に
．
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
経

験
の
多
面
的
次
元
を
認
め
、
詩
と
歴
史
に
繊
細
な
想
い
を
馳
せ
る
懐
疑
主
義
者

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

で
あ
る
．
人
生
体
験
の
ア
ポ
ー
リ
ア
を
、
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
求
め
て
、

現
代
と
い
う
危
機
に
情
熱
的
に
立
ち
向
お
う
と
し
て
い
る
の
が
ア
レ
ソ
ト
だ
．

権
威
、
道
徳
、
教
育
と
い
う
伝
統
的
な
問
題
に
対
し
て
、
政
治
理
論
家
と
し
て

ジ
ュ
ヴ
ネ
ル
は
犀
利
な
筆
を
ふ
る
つ
て
い
る
。
政
治
理
論
復
活
の
き
ざ
し
に
、

他
の
誰
よ
り
も
影
響
力
を
あ
た
え
て
い
る
の
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
で
あ
ろ
う
．
《
シ

ュ
ト
ラ
ウ
ス
学
派
V
と
い
つ
た
も
の
が
一
定
の
教
義
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
典
へ
の
ロ
マ
ソ
的
自
己
耽
溺
に
終
る
こ
と
な

く
、
現
代
の
実
証
主
義
的
傾
向
1
そ
れ
は
価
値
中
立
的
で
あ
る
こ
と
を
宣
言

し
つ
つ
も
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
無
神
論
や
放
恣
な
平
等
主
義
と
歩
調
を
合
わ

せ
て
い
る
ー
に
対
し
て
、
政
治
哲
学
の
偉
大
な
る
伝
統
の
原
義
的
解
釈
へ
と

回
帰
す
る
必
要
性
を
、
数
多
く
の
彼
の
労
作
は
証
拠
立
て
て
い
る
．
さ
ら
に
、

近
代
西
欧
を
グ
ノ
ー
シ
ス
的
象
徴
形
式
の
あ
ら
わ
れ
と
し
、
フ
ロ
ー
ラ
の
ヨ
ア

キ
ム
か
ら
マ
ル
ク
ス
ま
で
の
誤
謬
を
鋭
く
扶
る
の
は
フ
ェ
ー
ゲ
リ
ソ
で
あ
る
。

彼
は
鴬
ミ
富
。
喜
。
霧
隠
蔑
豊
8
と
8
喚
蔦
織
息
魯
帖
に
導
か
れ
て
、
神
中
心
的

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
極
点
に
仔
む
。

「
神
と
魂
」
を
犠
牲
に
し
た
近
代
の
危
機
は
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
誘
惑
に
み
ず

か
ら
を
犠
牲
に
し
た
の
だ
が
、
非
全
体
主
義
世
界
の
内
部
に
も
、
さ
ら
に
徹
底

し
た
「
政
治
に
お
け
る
行
動
主
義
的
説
得
」
が
効
を
奏
し
つ
つ
あ
る
．
ウ
ル
ト

ラ
・
モ
ダ
ソ
な
行
動
主
義
政
治
学
と
い
わ
れ
る
学
派
ー
サ
イ
モ
ソ
、
ラ
ス
ウ

ェ
ル
等
ー
は
、
《
ソ
フ
ト
・
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
〉
と
い
う
形
態
を
と
つ
て
閉
ざ
さ

れ
た
社
会
を
め
ざ
し
て
い
る
、
と
ジ
ェ
ル
ミ
ー
ノ
の
批
判
は
殊
更
厳
し
い
。
第

五
部
「
政
治
理
論
と
閉
ざ
さ
れ
た
社
会
」
は
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
新
し
い
自
由

主
義
ー
神
中
心
的
自
由
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
ー
を
提
唱
す
る
。
先
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
五
　
　
　
（
一
二
四
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

し
た
政
治
理
論
の
諸
特
性
を
生
活
、
仕
事
、
思
想
の
う
ち
に
顕
現
す
る
未
来
の

課
題
は
、
ア
メ
リ
カ
の
学
者
（
出
ヨ
ー
・
ッ
パ
の
人
び
と
を
含
め
て
）
に
よ
つ
て
遂

行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
デ
オ
・
ギ
ー
を
超
え
て
．
超
越
的
基
礎
に
向
う
開

い
た
態
度
で
、
実
存
す
る
人
間
個
人
の
現
実
性
に
焦
点
を
あ
わ
せ
な
が
ら
．
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ソ
な
世
界
の
彼
方
に
は
、
開
か
れ
た
社
会
が
あ
る
だ
ろ
う
．

　
古
典
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
§
衷
§
。
鴛
、
そ

の
な
か
で
考
え
あ
ぐ
ん
で
い
る
ジ
ェ
ル
ミ
ー
ノ
か
ら
、
エ
レ
ミ
ア
の
嘆
き
が
聞

え
て
く
る
よ
う
な
気
配
で
あ
る
．
政
治
理
論
の
惨
め
な
、
不
幸
な
現
状
へ
の
糾

弾
に
は
、
彼
の
崇
高
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
一
点
の
欺
購
も
な
い
誠
実
さ
が
透
視
で

き
よ
う
。
彼
の
流
麗
な
表
現
を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
．
た
だ
、

彼
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
理
解
は
で

き
て
も
素
直
に
受
け
容
れ
難
い
と
思
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
逆
に
反
感
を
誘
う
か

も
知
れ
な
い
、
と
い
う
危
惧
も
残
る
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
、
著
老
自
身
の
価

値
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ト
が
西
欧
中
心
的
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ

ソ
な
時
代
は
、
現
代
人
の
諸
問
題
に
対
し
て
偉
大
な
思
想
的
・
精
神
的
巨
匠
た

ち
！
東
と
西
の
双
方
の
ー
の
発
見
を
ふ
た
た
び
適
応
す
る
可
能
性
と
新
鮮

な
企
て
に
溢
れ
た
時
期
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
実
際
に

は
、
普
遍
的
文
明
の
た
め
の
政
治
理
論
の
復
活
と
い
う
に
は
偏
頗
に
す
ぎ
る
正

統
性
の
主
張
で
あ
る
か
ら
だ
．
た
と
え
そ
う
で
は
な
く
と
も
、
彼
の
判
断
自
体

は
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
あ
ま
り
に
も
主
観
的
な
自
己
発
見
に
す
ぎ
な
い
、
と

受
け
と
ら
れ
が
ち
で
あ
る
．
フ
ェ
ー
ゲ
リ
ン
を
く
フ
ァ
シ
ス
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
V
と
批
判
す
る
誤
解
を
弁
ず
る
彼
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
思
想
の
水
準

に
お
い
て
、
フ
ァ
シ
ス
ト
的
と
い
う
形
容
は
不
当
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
彼
は
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六
　
　
　
（
一
二
四
二
）

ル
シ
シ
ス
ト
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
映
じ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
．
「
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
を
超
え
て
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
つ
た
煩
鎖
な
表
現
は
好
ま
し
く
な

い
が
、
ジ
ェ
ル
ミ
ー
ノ
に
は
鏡
の
な
か
の
自
分
を
合
わ
せ
鏡
で
眺
め
て
い
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
覗
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
　
和
重
）


