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紹
介
と
批
評

秋
元
律
郎
著

『
政
治
社
会
学
－
現
代
社
会
に
お
け
る
権
力
と
参
加
』

　
政
治
社
会
学
は
む
ず
か
し
い
学
問
で
あ
る
。
む
ず
か
し
い
と
い
う
の
は
、
そ

れ
が
政
治
学
と
社
会
学
の
交
錯
し
た
部
分
を
対
象
と
す
る
学
問
と
し
て
独
立
し

て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
社
会
学
の
方
法
を
も
つ
て
政
治
の
領
域
に
切
り
こ
ん

で
く
る
も
の
な
の
か
、
が
分
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
．
こ
の
点
で
は
、
政
治
社
会

学
者
を
も
つ
て
任
じ
て
い
る
人
た
ち
も
か
な
り
苦
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
．

た
と
え
ば
綿
貫
譲
治
さ
ん
は
「
社
会
学
講
座
」
第
七
巻
『
政
治
社
会
学
』
　
（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）
の
第
一
章
「
政
治
社
会
学
の
位
置
」
の
中
で
、

か
な
り
詳
細
に
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

　
綿
貫
さ
ん
は
、
結
局
は
、
政
治
社
会
学
の
一
つ
の
あ
り
う
べ
き
も
の
と
し
て

そ
の
論
文
集
を
編
集
さ
れ
て
い
る
。
私
は
そ
れ
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
私
が

「
政
治
社
会
学
」
と
い
う
言
葉
を
き
き
文
字
を
見
る
と
き
、
ふ
と
思
い
だ
す
の

は
．
私
が
政
治
学
科
に
学
士
入
学
を
し
た
一
年
目
に
藤
田
省
三
さ
ん
に
会
つ
た

と
き
の
彼
の
一
言
「
政
治
学
は
社
会
学
で
す
よ
」
で
あ
る
。
何
か
禅
問
答
に
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
　
　
（
＝
四
六
）

て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
言
葉
と
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
社
会
学
と
は
、
社
会

的
行
為
を
解
明
し
つ
つ
理
解
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
そ
の
経
過
と
そ
の
結
果
と
を

因
果
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
科
学
の
こ
と
を
い
う
べ
き
で
あ
る
」

（
『
社
会
学
の
基
礎
概
念
』
、
傍
点
”
内
山
）
と
を
重
ね
あ
わ
せ
つ
つ
思
い
考
え
て
ゆ

く
こ
と
か
ら
、
ど
う
や
ら
こ
の
袋
小
路
を
ぬ
け
る
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
か
。

　
こ
う
し
た
私
の
一
種
の
悪
あ
が
き
に
た
い
し
て
、
こ
こ
で
紹
介
し
よ
う
と
す

る
秋
元
さ
ん
の
新
著
は
、
　
「
政
治
学
の
社
会
学
化
、
社
会
学
の
政
治
学
化
」
と

い
う
、
あ
る
意
味
で
は
大
そ
れ
た
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
野
心
的
な
意
図
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
点
で
面
白
い
。
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
べ
き
で
あ
る
」
と

い
つ
た
意
味
で
は
秋
元
さ
ん
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
物
の
構
成
に

は
、
私
自
身
、
ち
よ
つ
と
首
を
か
し
げ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
が
、
現
在
、
あ

ら
ゆ
る
社
会
科
学
が
研
究
者
個
々
人
の
手
許
で
の
そ
れ
こ
そ
彼
の
全
人
格
的
格

闘
を
要
求
し
、
そ
の
格
闘
の
す
え
に
も
う
一
度
提
出
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
し
て

い
る
、
と
い
う
事
態
を
思
い
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
秋
元
さ
ん
の
こ
の
知
的
格
闘

に
こ
そ
敬
意
を
表
す
べ
き
で
あ
る
。

　
い
い
か
え
れ
ば
、
秋
元
さ
ん
が
「
『
権
力
構
造
』
と
『
政
治
参
加
』
を
軸
と
し

て
、
そ
こ
に
問
題
領
域
を
設
定
し
て
い
つ
た
」
　
（
二
五
三
頁
）
こ
と
、
そ
し
て

「
わ
れ
わ
れ
の
前
に
た
ち
は
だ
か
る
権
力
構
造
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
問
題
と
し
て

い
く
過
程
で
、
わ
た
く
し
は
主
体
の
側
1
い
い
か
え
る
な
ら
現
代
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
体
制
の
変
動
と
維
持
に
か
か
わ
る
参
加
の
主
体
に
つ
い
て
の
分
析

を
、
ど
う
し
て
も
必
要
と
し
て
き
た
」
　
（
二
五
四
頁
、
傍
点
“
内
山
）
と
告
白
さ

れ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
本
書
に
秋
元
さ
ん
の
人
間
た
ら
ん
と
す
る
苦

闘
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
．



　
そ
れ
に
よ
つ
て
、
私
た
ち
は
、
　
「
秋
元
序
説
」
を
読
み
と
り
、
彼
を
追
体
験

す
る
こ
と
で
、
次
な
る
眺
望
を
私
た
ち
の
内
に
ひ
ら
く
糧
を
う
る
。
も
ち
ろ

ん
、
書
か
れ
た
も
の
は
、
書
い
た
者
の
ご
く
一
部
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
一
斑

を
も
つ
て
全
豹
を
占
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
銘
記
し
つ
つ
も
、
な
お
秋
元

さ
ん
を
見
透
し
た
い
と
希
う
は
非
礼
で
あ
る
。
そ
の
非
礼
を
あ
え
て
お
か
す
愚

を
許
し
た
ま
え
。

※

　
第
一
章
「
政
治
社
会
学
の
位
置
づ
け
と
課
題
」
は
ま
さ
に
「
序
章
に
か
え
て
」

に
ち
が
い
な
い
．
す
な
わ
ち
、
　
「
方
法
序
説
」
で
あ
る
．
こ
こ
で
の
秋
元
さ
ん

の
論
述
は
か
な
り
辛
そ
う
で
あ
る
．
そ
れ
は
当
り
ま
え
で
あ
つ
て
、
自
分
を
露

呈
し
な
が
ら
露
呈
し
ま
い
と
す
る
、
い
わ
ば
学
者
の
正
念
場
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
正
念
場
は
、
だ
か
ら
、
私
ひ
と
り
の
分
り
方
が
正
当
に
で
き
る
の
で
あ
り
、

読
む
老
が
そ
れ
ぞ
れ
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
．

　
こ
の
評
価
は
、
人
間
の
内
な
る
神
々
の
争
い
を
意
味
す
る
の
で
あ
つ
て
．
賛

成
と
か
否
定
と
い
う
意
味
で
の
評
価
が
許
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
な
る

ほ
ど
と
も
思
わ
ず
、
ち
が
う
と
も
い
つ
て
は
な
ら
な
い
だ
け
の
内
実
を
も
つ
て

い
る
。
だ
か
ら
「
伝
統
的
政
治
学
か
ら
の
脱
却
の
途
は
．
こ
こ
で
も
単
線
的
に

政
治
社
会
学
に
流
れ
込
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
　
（
九
頁
）
を
一
応
だ
し
て

お
ぎ
た
い
。
も
う
一
つ
は
、
政
治
社
会
学
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
ひ
つ
か
け
ら
れ

て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
〈
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
社
会
学
〉
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
の
二
点
を
留
保
し
て
お
い
て
、
第
二
部
「
権
力
構
造
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

　
　
　
紹
介
と
批
評

プ
」
、
第
三
部
「
政
治
行
動
と
参
加
」
、
第
四
部
「
政
治
文
化
と
政
治
変
動
」
に

含
ま
れ
た
第
二
章
か
ら
第
九
章
ま
で
を
、
問
題
指
摘
的
に
と
り
あ
げ
て
見
る
こ

と
に
し
よ
う
。※

※

　
権
力
と
い
う
余
り
に
も
厄
介
な
問
題
を
抜
い
て
は
、
現
代
社
会
を
語
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ
の
権
力
は
、
正
当
性
を
付
与
さ
れ
た
政
治
機
構
の
中

に
ピ
ル
ト
・
イ
ン
さ
れ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
正
当
と
す
る
に
ち
が
い
な
い
現
代

の
人
間
の
省
察
の
手
や
眼
を
す
り
抜
け
て
し
ま
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
国
家

権
力
と
い
う
考
え
方
を
し
て
見
る
と
、
そ
れ
は
ま
た
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
に
も
似

て
、
私
た
ち
の
思
惟
の
構
造
を
は
み
だ
し
、
善
悪
の
問
題
の
海
に
没
し
て
し
ま

う
お
そ
れ
も
あ
る
．
そ
れ
だ
け
に
、
権
力
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
ら
ん
と
す
る

歴
史
的
苦
闘
の
中
か
ら
、
人
間
の
た
め
に
成
立
し
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
い
ま
思
い
識
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
の
べ
た
こ
と
は
、
権
力
を
自
分
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
あ
る
も

の
と
考
え
る
た
め
の
認
識
的
操
作
を
何
よ
り
も
必
要
と
す
る
。
秋
元
さ
ん
が

「
権
力
構
造
」
と
見
据
え
る
の
は
、
権
力
を
彼
岸
に
去
ら
せ
な
い
た
め
の
た
た

ず
ま
い
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
多
元
主
義
と
権
力
エ
リ
ー
ト
論

を
対
立
的
認
識
視
座
と
と
ら
ま
え
て
離
さ
な
い
。
代
表
的
に
は
C
・
W
・
ミ
ル

ズ
と
D
・
リ
ー
ス
マ
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
を
語
る
。

　
こ
れ
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
権
力
の
た
た
ず
ま
い
を
問
題
と
す
る
の
は
、
　
「
権
力

の
分
布
と
行
使
に
か
か
わ
る
問
題
が
、
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
た
い
す
る
現
状

認
識
の
う
ち
に
も
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
　
（
三
八
－
九
頁
）
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
　
　
（
二
四
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

あ
る
．
秋
元
さ
ん
の
構
図
の
中
に
は
、
　
「
ミ
ル
ズ
に
お
い
て
は
、
権
力
集
中
社

会
へ
の
移
行
と
い
う
認
識
の
う
ち
に
、
少
数
エ
リ
ー
ト
ヘ
の
権
力
の
集
中
と
こ

れ
と
分
断
さ
れ
た
大
衆
が
問
題
と
な
つ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
リ
ー
ス
マ
ソ
に

お
い
て
は
、
中
間
水
準
で
の
拒
否
権
行
使
集
団
へ
の
権
力
拡
散
の
か
も
し
だ
す

状
況
が
焦
点
と
な
つ
て
い
る
」
　
（
四
一
頁
）
認
識
が
画
定
さ
れ
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
の
両
者
に
対
す
る
批
判
（
第
二
章
「
現
代
社
会
の
権
力
構
造
」
第
三
節

「
権
力
エ
リ
ー
ト
論
批
判
」
お
よ
び
第
四
節
「
権
力
構
造
分
析
の
間
題
」
）
点
を
読
め
ば
、

権
力
エ
リ
ー
ト
実
体
論
が
そ
の
ま
ま
で
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
と
は
い
う
も
の

の
、
権
力
エ
リ
ー
ト
を
成
立
さ
せ
る
機
構
的
基
盤
も
存
在
す
る
、
そ
う
し
た
認

識
的
現
実
が
浮
び
あ
が
つ
て
く
る
。
し
た
が
つ
て
、
右
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
拠
は

仮
説
と
し
て
の
意
味
を
重
大
に
も
つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
経
験
的

検
証
に
委
ね
ら
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
仮
説
は
実
は
「
権
力
」
に
関
す
る
が
ゆ
え
に
経
験
的
検
証
を

拒
否
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
　
「
現
代
」
を
省
察
す

る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
　
「
政
治
」
を
措
定
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
、
と
い
う
意
味
あ
い
で
、
権
力
観
・
権
力
構
造
観
が
「
現
代
」
観
を
定
礎
す
る

に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
「
権
力
構
造
の
分
析
に
む
か
う
と
き

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
そ
れ
が
け
つ
し
て
自
己
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
か

た
ち
で
の
認
識
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
政
治
参
加
と
い
う
主
体
的
契
機

と
の
関
連
の
う
ち
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
五
六
頁
）
と
す
れ

ば
、
私
の
指
摘
は
〈
政
治
学
〉
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
い
ら
に
、
政

治
学
と
政
治
社
会
学
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

〈
認
識
〉
と
〈
仮
説
〉
と
に
は
決
定
的
な
差
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
（
二
四
八
）

　
私
の
い
う
認
識
は
、
し
か
し
、
印
象
論
的
思
い
つ
き
を
い
う
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
分
析
的
事
実
に
支
え
ら
れ
、
し
か
も
分
析
を
饗
導
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
場
合
の
分
析
は
、
ア
メ
リ
カ
政
治
社
会
学
が
得
意
と
す
る
意
味
で
の

「
経
験
的
」
分
析
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
種
の
経
験
的

実
証
を
永
遠
に
不
完
全
な
も
の
と
思
い
な
す
だ
け
の
知
的
理
性
を
こ
そ
、
現
代

の
政
治
学
は
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
意
味

か
ら
す
る
と
、
近
年
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
「
学
際
」
研
究
な
る
も
の
に
没
学

問
的
主
体
性
を
想
う
。

　
話
を
元
に
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
権
力
構
造
の
視
座
を
一
般
論
と
し
て
の
認

識
に
求
め
た
後
に
、
秋
元
さ
ん
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
手
許
に
ひ
き
つ
け
る
た
め

に
関
心
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
集
約
す
る
．
　
〈
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
実
V
が
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
顕
在
化
す
る
の
は
当
然
と
い
え
る
。
多
人
種
を
社
会
構
成
の
キ
イ

ポ
イ
ソ
ト
と
す
る
ア
メ
リ
カ
に
あ
つ
て
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
何
よ
り
も
デ

モ
ク
ラ
テ
ィ
ク
で
あ
る
。
秋
元
さ
ん
は
こ
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
政
治
的
現
実
が
検
討
の
場
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
か
つ
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
、
こ
ん
に
ち
の
大
衆
社
会
に
お
い
て
、
あ
ら

　
た
な
政
治
的
変
動
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
直
面
す
る
も
つ
と
も
緊
張
し
た
部
分

　
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
底
的
な
単
位

　
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
レ
ベ
ル
に
お
け
る
権
力
構
造
の
再
編
と
い
う
問

　
題
を
避
け
て
と
お
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
つ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

　
る
．
　
（
六
〇
頁
）

　
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
力
構
造
が
、
　
「
と
り
わ
け
都
市
化
・
産
業
化
の
過

程
に
あ
る
都
市
に
お
い
て
す
る
ど
く
間
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
変



化
の
過
程
に
あ
つ
て
、
ま
つ
さ
き
に
検
討
を
も
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

つ
た
の
が
、
都
市
社
会
に
お
け
る
政
治
変
動
に
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
（
六
一

頁
）　

こ
の
問
題
領
域
の
整
理
と
理
論
状
況
の
解
明
は
見
事
に
語
り
つ
く
さ
れ
て
い

る
．
そ
れ
は
工
業
化
と
い
う
生
産
様
式
の
拡
充
が
、
都
市
化
と
い
う
生
活
様
式

と
表
裏
を
な
し
て
発
達
し
て
い
つ
た
ア
メ
リ
カ
的
状
況
の
中
で
熾
烈
に
問
題
の

所
在
を
突
き
と
め
て
い
つ
た
ケ
メ
リ
カ
の
研
究
者
た
ち
の
意
識
が
、
ま
さ
し
く

「
歴
史
と
し
て
の
現
代
」
の
致
命
的
な
側
面
を
捌
挟
す
る
に
十
分
だ
つ
た
し
、

そ
れ
を
う
け
た
秋
元
さ
ん
の
知
性
と
情
熱
が
全
投
入
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
か

ら
で
も
あ
る
。
多
元
主
義
、
権
力
エ
リ
！
ト
論
が
、
R
・
A
・
ダ
ー
ル
、
N
・

W
・
ポ
ル
ス
ビ
ー
、
R
・
E
・
ウ
ォ
ル
フ
ィ
ソ
ガ
！
、
そ
し
て
F
・
ハ
ソ
タ
ー
、

C
・
W
・
ミ
ル
ズ
と
多
彩
に
語
ら
れ
、
秋
元
さ
ん
の
手
に
か
か
つ
て
整
序
さ
れ

る
。　

地
位
、
声
価
、
決
定
の
三
つ
の
ア
プ
・
ー
チ
が
批
判
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、

さ
ら
に
権
力
エ
リ
！
ト
論
と
多
元
主
義
に
よ
る
分
析
が
詰
め
ら
れ
れ
ぱ
詰
め
ら

れ
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
方
法
の
基
底
を
な
す
思
想
と
の
問
題
、
す
な
わ
ち
〈
方

法
論
〉
の
問
題
が
色
あ
せ
、
実
証
上
の
調
査
方
法
の
妥
当
性
を
め
ぐ
る
論
争
に

堕
し
て
ゆ
く
過
程
が
し
か
と
見
さ
だ
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
さ
す
が
で
あ

る
。
「
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
操
作
主
義
的
な
分
析
技
術
が
精
緻

さ
を
き
わ
め
れ
ぽ
き
わ
め
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
、
よ
り
ト
ー
タ
ル
な
権
力
構
造
の
理

解
か
ら
遠
の
き
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
の
政
治
過
程
へ
の
展
望
を
欠
い
て
ぎ

た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
そ
し
て
同
時
に
当
初
い
だ
か
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
実
に
た
い
す
る
危
機
感
が
う
す
れ
、
技
術
的
な
分
析
操
作

　
　
　
紹
介
と
批
評

の
側
面
が
つ
よ
く
お
し
だ
さ
れ
て
ぎ
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
．
」
ー
（
八
四
頁
）

　
こ
う
し
た
問
題
点
を
重
大
に
留
保
し
つ
つ
、
秋
元
さ
ん
の
危
機
感
は
、
権
力

構
造
分
析
の
軌
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
人
間
の
生
活
の
場
と
し
て
の
コ
、
・
・
ユ
ニ

テ
ィ
を
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
崩
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
動

か
す
人
び
と
の
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
秋
元
さ
ん
は
．
い
つ

の
間
に
か
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
成
員
を
政
治
主
体
者
と
し
て
の
市
民
と
見
つ
け
て

　
　
　
　
　
　
　
グ
ヲ
ス
じ
ル
し
ト

い
る
。
だ
か
ら
「
草
の
根
」
が
い
か
に
ル
ー
ト
で
な
い
か
、
が
始
終
気
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

て
い
る
の
が
分
る
。
し
た
が
つ
て
、
あ
ら
た
な
住
民
の
政
治
参
加
と
い
う
言
葉

が
飛
び
だ
し
て
く
る
の
が
全
然
お
か
し
く
な
い
．

　
秋
元
さ
ん
が
第
三
部
「
政
治
行
動
と
参
加
」
を
次
に
だ
し
、
そ
こ
に
第
五
章

「
政
治
参
加
と
政
治
的
無
関
心
」
、
第
六
章
「
投
票
行
動
と
参
加
」
、
第
七
章
「
社

会
運
動
に
お
け
る
参
加
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
組
織
過
程
」
を
含
め
て
い
る
の
は
、

い
わ
ば
ナ
チ
ュ
ラ
ル
で
あ
る
し
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
無
関
心
と
疎
外
、
こ
の
識
別
し
に
く
い
概
念
を
賄
分
け
で
き
る
の
は
社
会
学

の
も
の
に
属
す
る
。
M
・
シ
ー
マ
ソ
の
疎
外
概
念
の
整
理
な
ど
は
、
私
た
ち
政

治
学
者
な
ど
は
目
を
輝
か
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
マ
ソ
ハ
イ
ム
の
機

能
合
理
性
と
実
質
合
理
性
と
の
背
反
性
が
加
え
ら
れ
、
自
己
疎
隔
を
現
実
の
も

の
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
と
、
人
間
像
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
分
明
に
な
る
。
R
・

ブ
ラ
ウ
ナ
ー
の
導
入
も
説
得
力
を
ま
し
て
い
る
。
「
も
し
人
間
の
自
由
が
最
高

の
価
値
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
最
終
的
に
わ
れ
わ
れ
の
目
標
は
、
無
関
心
と
参
加

を
対
立
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
あ
い
だ
で
の
自
由

に
選
択
す
る
同
等
の
機
会
に
あ
る
」
と
い
う
G
・
D
・
パ
ル
マ
の
宣
言
が
肯
定

的
に
ひ
き
だ
さ
れ
て
く
る
と
．
疎
外
が
無
関
心
と
、
さ
ら
に
は
参
加
と
連
関
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
（
一
叫
四
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

れ
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
政
治
的
主
体
性
の
対
象
に
お
き
な
お
さ
れ
る
と
こ
ろ

は
、
秋
元
さ
ん
の
懸
命
さ
か
。

　
第
六
章
の
投
票
に
つ
い
て
は
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
よ
う
．
し
か
し
、
第
七

章
に
な
る
と
目
配
り
が
必
要
に
な
つ
て
く
る
。
秋
元
さ
ん
に
語
つ
て
も
ら
お

う
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
社
会
変
動
と
構
造
的
に
深
く
か
か
わ
り
を
も
つ

　
運
動
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
体
系
の
変
動
と
維
持
に
た
い
し
て
も
つ
政
治
的

　
含
意
を
、
そ
の
発
生
を
促
す
現
代
社
会
の
諸
特
性
の
う
ち
に
み
き
わ
め
、
そ

　
こ
で
の
運
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
　
（
一

　
八
二
頁
）

　
そ
こ
で
社
会
運
動
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
運
動
参
加

の
動
機
の
論
点
を
語
り
．
そ
れ
を
別
の
面
か
ら
見
る
こ
と
に
な
る
参
加
意
思
決

定
の
側
面
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
個
人
的
契
機
に
拠
る
運
動
形
成
か

ら
運
動
組
織
化
さ
ら
に
は
制
度
の
プ
ロ
セ
ス
の
論
脈
は
味
読
に
値
す
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
こ
で
運
動
の
生
成
か
ら
消
滅
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
語
り
つ
く
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
の
む
し
ろ
評
価
的
な
運
動
の
力
学
は
政
治
学
に
属
す
る
こ
と

を
秋
元
さ
ん
は
知
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
．

　
こ
こ
ま
で
の
文
中
に
も
行
間
に
も
、
人
間
の
存
在
を
求
め
る
息
づ
か
い
が
充

満
し
て
い
る
。
だ
が
第
四
部
「
政
治
文
化
と
政
治
変
動
」
に
含
ま
れ
る
第
八
章

「
政
治
的
近
代
化
と
比
較
政
治
体
系
分
析
」
と
第
九
章
「
変
動
と
政
治
発
展
」
に

な
る
と
、
「
政
治
文
化
と
政
治
構
造
の
関
連
に
目
を
す
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

こ
ん
に
ち
わ
れ
わ
れ
が
あ
た
ら
し
い
世
界
の
う
ご
き
の
な
か
で
直
面
し
て
い
る

政
治
変
動
と
安
定
の
間
題
に
追
る
糸
口
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
試
み
に
、
つ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　
（
一
一
五
〇
）

く
か
か
わ
つ
て
く
る
」
　
（
二
八
頁
）
と
前
提
さ
れ
る
こ
と
で
、
逆
に
人
間
は
そ

の
存
在
を
潜
め
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
、
今
ま
で
の
秋
元
さ
ん
か

ら
政
治
社
会
学
者
秋
元
律
郎
と
な
つ
て
、
人
間
世
界
の
た
た
ず
ま
い
と
あ
り
よ

う
を
綺
麗
に
ー
し
か
し
秋
元
さ
ん
の
存
在
証
明
を
提
出
し
つ
つ
ー
示
し
て

く
れ
る
よ
う
な
、
一
種
の
異
和
感
を
思
つ
た
の
は
、
私
が
「
秋
元
序
説
」
に
オ

ー
バ
ー
コ
ミ
ッ
ト
し
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

※
※
※

　
〈
権
力
〉
と
〈
参
加
〉
。
思
え
ば
人
間
の
営
為
は
、
こ
の
両
者
の
絡
み
あ
い

と
し
て
、
は
た
ま
た
一
方
の
他
方
へ
の
優
位
と
し
て
歴
史
を
貫
通
し
て
き
た
。

そ
の
意
味
で
、
政
治
の
騎
分
け
は
、
こ
の
両
者
の
ス
ト
ラ
グ
ル
と
見
て
よ
い
部

分
が
大
き
い
。

　
し
か
も
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
間
が
人
間
を
統
御
し
、
そ
し

て
こ
の
関
係
を
固
着
し
な
い
だ
け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
動
が
必
要
で
あ
る
。
だ

が
．
こ
の
「
発
動
」
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
る
変
動
を
も
制
度
の
中
に
お
さ
め

て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
つ
の
間
に
か
、
権
力
と
参
加
を
制
度
上
の
機
構

と
化
す
こ
と
に
も
な
る
。
代
議
制
民
主
主
義
が
自
由
民
主
主
義
と
社
会
主
義
的

民
主
主
義
を
包
摂
す
る
観
念
と
し
て
定
着
し
凝
固
し
た
と
き
に
、
こ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
私
的
滞
留
の
一
途
を
た
ど
り
、
人
間
変
革
へ
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
〈
参
加
〉
と
い
う
観
念
の
も
つ
歴
史
性
が
、
こ
の
枯
渇
状
態
か
ら
人
間
を
脱

出
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
の
論
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
た
ち
に

で
き
る
の
は
、
参
加
へ
の
意
思
と
参
加
へ
の
志
向
を
理
知
的
に
認
識
す
る
こ
と



を
一
つ
と
し
、
そ
う
し
た
人
間
の
い
と
な
み
を
確
実
に
理
解
す
る
こ
と
を
も
ケ

一
つ
と
す
る
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
ま
さ
し
く
、
　
「
歴
史
を
生
き
る
こ
と
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
人
間
た
ら
ん
と
す
る
流
れ
へ
の
参
加
は
厳
し
い
自
己
確
認

を
要
請
す
る
。
秋
元
さ
ん
の
本
書
は
、
自
分
を
見
失
い
た
く
な
い
人
び
と
に
捧

げ
る
人
間
へ
の
賛
歌
で
あ
る
に
相
違
な
い
。

　
　
　
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
刊
、
昭
和
四
九
年
、
A
5
判
、
二
五
五
頁
、
千
八
百
円
）
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紹
介
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批
評
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五
　
　
（
一
一
五
一
）


