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を

る
力
"

側
句

b

政
治
不
信
の
元
凶
は
、
公
約
を
争
う
こ
と
の
な
い
選
挙
に
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
民
主
主
義
を
正
し
く
運
用
す
る
カ
ギ
も
、
選
挙
に
あ
る
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μ
偉
大
が
る
立
法
行
掲
μ
が

買
主
主
義
の
出
発
点

三
権
分
立
な
ど
、
民
主
主
義
は
い
ろ
い
ろ
な
理
念

を
柑
げ
て
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
民
主
主
義
の
根
本
は
何
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
法
律
を
自
分
た
ち
で
制
定
す
る
、
こ
の
こ
と

に
尽
き
る
の
で
す
。
法
律
の
体
系
を
自
分
た
ち
で
作

る
u
偉
大
な
る
立
法
行
為
u

こ
そ
が
、
民
主
主
義
、
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ア
リ
バ
イ
と
レ
て
の

六
日
本
帝
国
憲
法

と
こ
ろ
で
日
本
の
場
合
、
仏
教
の
戒
律
を
は
じ
め
、

中
国
の
律
令
制
度
、
そ
し
て
近
代
法
と
、
す
べ
て
法

律
の
ひ
な
形
は
外
国
に
あ
り
ま
し
た
。
「
外
国
に
あ
る

も
の
が
日
本
に
な
い
の
は
ち
ょ
っ
と
具
合
が
悪
い
」
「
格

好
が
悪
い
」
、
こ
う
い
う
理
由
で
も
っ
て
、
外
国
に
あ

る
法
を
翻
訳
し
自
国
の
法
律
に
し
て
き
た
。
こ
れ
は

よ
昨
大
な
る
す
一
法
行
為
H

と
似
て
い
ま
す
が
、
単
な

る
真
似
事
に
過
ぎ
な
い
。
精
神
が
な
い
。
こ
こ
に
大

き
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
す
。
大
日
本
帝
国
憲
法
も

そ
の
一
つ
で
す
。
も
し
大
日
本
帝
国
恕
法
が
、

H

偉
大

な
る
立
法
行
為
H

を
経
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た

ら
、
民
主
主
義
は
も
勺
と
定
着
し
た
は
ず
で
す
。

む
し
ろ
歴
史
上
、

H

偉
大
な
る
立
法
行
為
H

に
近
か

っ
た
の
は
、
明
治
維
新
で
し
ょ
う
。
明
治
維
新
の
際

ご

か

し

主

う

ご

ぜ

い

し

人

に
生
ま
れ
た
五
箇
条
の
御
誓
文
な
ど
は
、
日
本
人
が
、

そ
れ
ま
で
の
法
秩
序
と
は
無
関
係
に
法
律
を
停
ろ
う

と
し
た
試
み
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
い
ざ
今
ま

で
の
社
会
を
段
し
て
革
命
を
敢
行
し
よ
う
と
し
た
と

き
に
、
残
念
な
が
ら
自
分
た
ち
で
法
律
を
作
ろ
う
と

い
う
ま
で
の
忠
恕
的
な
準
備
、
成
熟
は
な
か
っ
た
わ

け
で
す
。
そ
こ
で
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
過
去
に

こ
の
よ
う
な
先
例
が
あ
っ
た
と
、
仕
方
な
く
砂
天
皇
H

を
持
ち
だ
し
て
き
た
。
か
天
皇
u

に
代
表
さ
れ
る
伝
統

的
な
椛
成
を
引
っ
張
り
出
し
て
き
て
、
江
戸
幕
府
の

権
威
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
も
う

がんばれ民主主義/

そ
し
て
市
民
社
会
の
出
発
点
な
の
で
す
。

ず
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
が

か革
命
H

と
称
せ
ら
れ

る
の
は
、
こ
の
時
に
自
分
た
ち
の
手
で
恕
法
を
作
っ

た
か
ら
で
す
。
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
と
こ
ろ
に
で

も
契
約
に
よ
っ
て
、
今
後
従
う
べ
き
最
高
の
法
律
を

作
り
あ
げ
る
。
実
は
そ
こ
に
革
ム
叩
の
本
質
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
。
思
想
を
実
現
す
る
た
め
に
、
法
律
を
制

，
定
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、
そ
れ
ま
で

あ

や

R

の
悪
習
に
染
ま
っ
た
社
会
か
ら
、
過
去
の
過
ち
か
ら
、

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
策
謀
以
外
の
な
に
も
の
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
の
は
ざ
ま
の
わ
ず
か
な
時
間
の

あ
い
だ
に
、
国
民
を
新
し
い
価
値
観
の
も
と
に
ま
と

め
る
に
は
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
や
む
を
え
な
い
選

択
で
あ
っ
た
。
当
時
の
政
治
家
た
ち
は
、
そ
う
し
た

舞
台
袋
を
、
少
な
か
ら
ず
わ
か
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
緊
急
避
雌
の
は
ず
だ
っ
た
、
け
れ
ど
も
何
年

た
っ
て
も
改
ま
ら
な
い
。

こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
と
人
び
と
が
立
ち
上
が

っ
た
。
そ
れ
が
自
由
民
権
運
動
で
す
。
天
皇
の
権
威

を
持
っ
て
き
た
の
で
す
か
ら
、
日
本
の
政
治
は
、
天

皇
が
直
接
統
治
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
は

専
制
国
家
で
す
。
専
制
国
家
で
あ
れ
ば
、
天
皇
に
す

べ
て
の
権
力
が
集
中
し
、
一
般
の
人
民
に
は
権
力
が

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
い
つ
ま
で
も
満
足
で

き
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
人
民
の
戸
が
、

自
由
民
権
運
動
と
な
っ
て
、
明
治
十
年
ご
ろ
か
ら
広

が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

と
同
時
に
外
国
か
ら
も
、
日
本
は
遅
れ
た
専
制
国

家
だ
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
都
合

が
生
じ
て
い
た
。
諸
外
国
と
の
条
約
改
正
も
は
か
ど

ら
な
い
。
日
本
が
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の

ま
ま
の
国
内
体
制
で
は
、
あ
ま
り
に
も
不
備
な
点
が

多
す
ぎ
る
。

そ
こ
で
ま
た
ま
た
大
急
ぎ
で
、
プ

ロ
イ
セ
ン
の
恕

法
を
待
っ
て
来
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま

た
、
専
制
国
家
を
法
治
国
家
に
即
席
で
改
造
す
る
た

め
の
選
択
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
民
主
主
義
は
、
い
ま
極
度
の
政
治
不

信
と
い
う

M

病
H

に
冒
さ
れ
て
い
る
。
健
全

な
民
主
主
義
へ
の

H

処
方
築
H

を
考
え
る
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絶
縁
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
草
人
叩

も
し
か
り
。
以
後
、
す
べ
て
の
革
ム
叩
は
、
法
律
の
制

定
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
い

で
し
ょ
、
7
。

イ
ス
ラ
ム
世
界
が
今
も
な
お
、
中
世
か
ら
近
代
に

離
陸
で
き
な
い
理
由
も
、
こ
こ
に
関
係
が
あ
り
ま
す
。

立
法
行
為
を
人
聞
が
行
な
う
と
い
う
考
え
方
が
な
い
、

そ
の
た
め
に
憲
法
と
い
う
考
え
方
が
な
じ
ま
な
い
の

で
す
。こ

の
よ
う
に
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
制
定
は
、

ゐ
《
め
い
か
人

つ
に
は
、
外
国
に
対
す
る
鹿
嶋
館
効
果
を
ね
ら
っ
た

と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
の
で
す
。
日
本
も
れ
っ
き
と

し
た
芯
法
を
そ
な
え
た
法
治
国
家
だ
ぞ
|

1
l憲
法
は

そ
う
と
り
つ
く
ろ
う
た
め
の
ア
リ
バ
イ
と
し
て
作
用

し
た
の
で
し
た
。

民
主
的
で
が
い
憲
法
は

危
隣
が
方
向
に
J

人
歩
さ
レ
た

認
法
制
定
の
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
自
由
民
権
運

動
対
策
で
し
た
。
い
ろ
い
ろ
政
治
に
不
満
の
あ
る
人

間
は
、
議
会
に
代
表
を
送
っ
て
文
句
を
言
え
、
あ
る

程
度
は
解
決
し
て
や
る
。
そ
う
や
っ
て
ガ
ス
抜
き
を

ひ

た

n

っ

し
、
国
内
に
広
が
る
騒
乱
の
火
種
を
摘
み
取
ろ
う
と

、
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し
た
の
で
し
た
。

し
か
し
、
民
衆
の
戸
が
天
皇
に
町
い
た
か
と
い
う

と
、
そ
ん
な
よ
と
は
な
く
、
現
状
の
体
制
を
く
つ
が

え
さ
な
い
よ
う
に
二
重
、
三
重
の
ガ
ー
ド
が
用
意
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
軍
隊
は
天
皇
が
直
接
管

帖
す
る
。
人
民
は
政
府
を
相
手
に
裁
判
を
お
こ
す
こ

と
が
で
き
ず
、
政
府
は
天
皇
に
さ
か
ら
え
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
前
に
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
神

的
中
な
天
主
で
あ
る
は
ず
が
、
仮
に
誰
か
が
実
質
的
に

天
皇
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
ど
う
な

る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
実
は
、
落
と
し
穴
が
あ
っ
た

の
で
す
。
後
に
軍
部
が
そ
の
よ
う
な
カ
を
持
つ
よ
う

に
な
る
の
で
す
が
、
国
家
の
中
枢
部
で
天
皇
に
代
わ

っ
て
誰
か
が
影
響
力
を
持
っ
た
場
合
、
回
全
体
が
へ

ん
な
方
向
に
行
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
憲
法
は
は
ら

ん
で
い
た
。
国
民
の
カ
で
は
、
そ
れ
を
ど
う
し
ょ
う

も
な
い
。
民
主
主
義
の
論
理
が
働
か
な
い
。
結
局
、

天
皇
が
神
聖
で
あ
る
と
い
う
考
、
ぇ
方
は
、
戦
前
の
草

あ
や
ま

部
の
暴
走
を
許
し
、
大
き
な
過
ち
を
引
き
起
こ
し
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
民
主
的
で
は
な
い
、
旧
憲
法

の
桃
造
的
な
欠
陥
が
恕
法
制
定
か
ら
半
世
紀
後
に
厳

然
と
表
れ
た
の
で
し
た
。

し
か
し
、

ア
ッ
プ
し
て
い
こ
う

o
wば
広
の
欠
陥
を
直
す
の
は
そ

れ
か
ら
の
こ
と
だ
」
と
、
述
川
に

nい
を
も
っ
て
い

26 

た
の
で
す
。

彼
ら
は
こ
の
部
法
を
、
国
民
を
納
併
さ
せ
る
(
も

っ
と
突
っ
込
ん
で
い
え
ば
、
国
民
を
、
そ
し
て
外
国

を
だ
ま
す
)
た
め
に
作
っ
た
。
そ
し
て
、
万
作
広
の
表

と
哀
を
知
り
尽
く
し
た
う
え
で
、
そ
の
述
用
で
や
り

く
り
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
た
。
し
か
し
彼
ら
も
一

人
、
二
人
と
次
々
に
亡
く
な
り
、
議
を
知
る
人
が
み

ん
な
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
次
の
世
代
の
人
た

ち
、
つ
ま
り
、
旧
態
法
の
制
度
の
下
で
育
っ
て
き
た

人
た
ち
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
裂
を
知
り
ま
せ

ん
か
ら
、
。
天
皇
は
本
当
に
神
だ
H

と
思
う
よ
う
な
感

覚
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
国
民
を
だ
ま
す
た

め
に
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
が
、
国
民
の
常
識
と
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
常
識
で
育
っ
て
き
た
人
が
、
日
本

の
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
時
に
、
こ
の
憲
法
は
と
ん
で

も
な
い
方
向
に
一
人
歩
き
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

民
主
的
で
な
い
憲
法
や
法
は
、
こ
う
い
う
恐
ろ
し
き

を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

現
行
憲
法
の
問
題
点

戦
後
の
憲
法
に
つ
い
て
評
価
を
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
条
文
は
大
変
に
立
派
な
も
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
か

ら
来
た
新
進
の
法
律
家
た
ち
が
、
限
ら
れ
た
時
間
の

な
か
で
は
あ
る
が
、
自
分
た
ち
の
理
想
を
実
現
し
よ

う
と
し
た
。
ア
メ
リ
カ
吸
注
に
引
け
を
と
ら
な
い
理

想
的
な
条
項
を
組
み
こ
ん
だ
わ
け
で
、
そ
れ
は
立
派

な
も
の
が
で
き
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
重
要
な
問
題
が
残
さ

も
し
も
こ
れ
が
民
主
的
な
悲
法
で
あ
っ
た
の
な
ら
、

表
も
裂
も
あ
り
ま
せ
ん
。
五

O
年
、
一

O
O年
た
っ

て
も
、
暴
走
す
る
心
配
は
な
い
。

戦
前
の
憲
法
の
構
造
的
欠
陥
は
い
ま
述
べ
た
通
り

・で
す
が
、
戦
後
の
憲
法
は
、
果
た
し
て
民
主
主
義
と

い
う
性
能
を
待
ち
得
て
い
た
の
か
。
そ
れ
が
、
こ
れ

か
ら
検
証
さ
れ
る
時
を
迎
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

旧
怒
法
を
作
っ
た
人
々
は
、
こ
の
憲
法

に
こ
う
い
う
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
た
の

で
す
。
し
か
し
「
当
面
は
こ
れ
で
行
く
し
か
な
い
。

俺
の
自
の
黒
い
う
ち
は
こ
の
体
制
で
や
っ
て
い
け
る
。

天
皇
に
も
、
国
民
に
も
迷
惑
は
か
け
な
い
。
今
は
こ

の
諒
法
を
土
台
に
、
日
本
を
次
の
段
階
に
ス
テ
ッ
プ

れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
い
く
ら
立
派
な
憲
法
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
は
占
領
軍
の
立
法
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で

す
。
国
民
が
自
発
的
に
憲
法
を
作
っ
た
の
か
と
い
う

占…で、

続
問
を
残
し
て
し
ま
っ
た
。
外
か
ら
や
っ
て

政
治
家
が
信
用
で
き
な
い
、

さ
て
、

政
治
不
信
だ

は
、
政
治
家
が
約
束
を
守
ら
な
い
こ
と
で
す
。
公
約

を
実
行
し
な
い
。

こ
れ
は
、
民
主
主
義
の
制
度
を
根

底
か
ら
破
壊
す
る
行
為
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

選
挙
民
と
代
議
士
と
の
関
係
を
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
選
挙
民
は
、
「
当
選
し
た
ら
私
は
こ
れ
を
実
行
し

ま
す
」
と
公
約
を
掲
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
代
議
士
を
選

ぶ
わ
け
で
す
。

A
代
議
士
よ
り
も
B
代
議
士
の
約
束

の
ほ
う
が
い
い
と
判
断
す
れ
ば
、

B
代
議
士
に
一
票

を
投
じ
る
。
選
挙
民
に
と
っ
て
、
投
票
行
為
と
い
う

の
は
、
約
束
で
あ
り
、
契
約
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
な
か
な
か
守
ら
れ
な
い
。
一

回
二
固
な
ら
い
ざ
知
ム
A
9、
必
ず
公
約
が
守
ら
れ
な

い
と
し
た
ら
、
投
票
す
る
意
味
な
ど
あ
る
で
し
ょ
う

か
。
投
票
な
ん
て
馬
鹿
ら
し
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
が

究
極
の
政
治
不
信
で
す
。
こ
れ
は
汚
職
よ
り
ず
っ
と

恨
の
深
い
問
題
で
す
。

き
た
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
。
偉
大
な
る
立
法
行

と
言
っ
て
も
、

そ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
が
あ

為
。
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、

そ
の
経

そ
の
一
つ
が
腐
敗
の
問
題
で
す
。

り
ま
す
。

特
こ
そ
が
非
常
に
重
要
な
の
で
す
が
:
:
:
。
こ
れ
が

政
治
家
が
陰
で
こ
っ
そ
り
お
金
を
も
ら
っ
て
い
る
。

第
一
点
目
の
問
題
で
す
。

そ
う
い
う
政
治
家
が
な
ぜ
信
用
で
き
な
い
か
と
き
す
ん

ば
、
お
金
を
出
す
側
に
は
、
何
か
し
て
ほ
し
い
と
い

う
個
別
の
利
益
が
あ
る
の
で
す
。

欠
に
、

そ
う
や
っ
て
お
き
み
や
げ
の
よ
う
に
置
い

て
い
か
れ
た
部
法
を
、

正
し
く
操
縦
す
る
知
識
、

そ
れ
を
み
ん
な
に

ノ

ウ
ハ
ウ
が
日
本
人
の
な
か
に
あ
っ
た
の
か
が
第
二
の

知
ら
せ
な
い
で
、

そ
の
人
だ
け
の
利
益
に
な
る
よ
う

問
題
で
す
。

例
え
ば
、

ツ
カ
ー
が
あ
っ
て
も
、

非
常
に
性
能
の
よ
い
ス
ポ

l

に
行
動
を
す
る
。

こ
れ
で
は
、

み
ん
な
の
た
め
の
政

嘘
つ
き
で
す
。
信

かんはれ民王王義/

そ
れ
を
操
縦
す
る
技
術
が
な

治
を
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
、

け
れ
ば
困
る
わ
け
で
す
。

た
だ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
カ
|

用
な
ん
て
で
き
ま
せ
ん
。

の
ほ
う
が
車
庫
入
れ
な
ど
は
簡
単
で
し
ょ
う
。

十
分

し
か
し
こ
の
レ
ベ
ル
は
、

そ
う
大
き
な
問
題
で
は

な
技
術
が
な
け
れ
ば
、

域
す
だ
け
。

ス
ポ
ー
ツ
カ
l
は
ぶ
つ
け
て

政
治
家
で
あ
る
以
上
、

c
、。
f
一し

権
力
を
持
て
ば
腐
敗

民主主義の基本である選挙

政治不信の根源は「選

挙のロジックJ が働かなか

ったことにある

そ
ん
な
感
じ
で
、

恕
法
の

H

出
来
。
は

の
チ
ャ
ン
ス
は
誰
に
で
も
あ
る
わ
け
で
、

で
、
民
主
主
義
の
制
度
が
機
能
し
な
い
と
い
う
こ
と

そ
の
せ
い

そ
れ
を
運
用
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
ほ
う
は
、

よ
く
て
も

ま
こ
と
に
情
け
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
腐
敗
が
あ
っ
た
か
ら
、
汚
職
を

そ
れ
が
戦
後
五

O
年
に
わ
た
る
政
治
不

え
ま
せ
ん
。

犯
し
た
議
員
を
個
別
に
や
っ
つ
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ

信
を
作
り
出
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し

ま
だ
ま
だ
罪
は
軽
い
の
で
す
。

って、政
治
家
が
信
用
で
き
な
い
も
っ
と
重
大
な
ケ
1
ス

ト
4
F

よ
J

。

、

長
嶋
監
督
推
薦
/
・
ー
ー
こ
こ
ま
で
本
当
の
こ
と
を
告
か
れ
で
も
、

最
も
信
頼
す
る
深
私
ら
し
ょ
う
が
な
い
。

私
の
が
び
ら
悲
し
み
も
苦
し
み
も
、
通
し
だ
し
、
こ
こ
に
訴
か
れ
て
い
る
こ
と
は

す
べ
て
真
実
だ
。

カ通

一一九九弓ノ一ツ実像/一深
津
弘
著
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政
治
不
信
の
根
本
以

「
選
挙
の
ロ
ジ
ッ
ク
レ
‘
か

働
か
が
か
っ
た
乙
と

そ
も
そ
も
選
挙
と
い
う
の
は
、
公
約
を
掲
げ
て
政

策
で
争
う
。
こ
れ
が
民
主
主
義
の
一
つ
の
方
程
式
で

も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
公
約
の

争
い
、
政
策
の
争
い
が
な
か
っ
た
。

八
ム
約
を
掲
げ
た
選
挙
で
当
選
し
た
議
員
は
、
公
約

を
実
現
す
る
か
、
破
る
か
し
か
な
い
。
破
っ
た
政
治

家
は
次
の
選
挙
で
落
選
し
、
別
の
公
約
を
掲
げ
た
人

が
代
わ
っ
て
当
選
を
す
る
。
そ
れ
が
選
挙
の
ロ
ジ
ッ

ク
で
す
が
、
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
一
回
も
働
か
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
公
約
な
ん
か
誰
も
し
な
い
で
、
適
当

な
こ
と
を
言
い
、
当
選
回
数
を
重
ね
て
実
力
を
つ
け

て
い
く
。
こ
う
い
う
選
挙
を
戦
後
五

O
年
や
っ
て
き

た
の
で
す
か
ら
、
大
部
分
の
人
が
政
治
に
魅
力
を
覚

え
な
く
な
っ
て
い
く
の
は
当
然
な
の
で
す
。
戦
後
五

O
年
の
政
治
不
信
の
根
本
は
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

実
際
に
社
会
党
を
は
じ
め
と
し
た
、
自
民
党
単
独

政
権
時
代
の
野

A
A諮
問
貝
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
政
党

は
政
権
を
取
ら
な
け
れ
ば
、
公
約
を
実
現
す
る
チ
ャ

ン
ス
な
ん
て
な
い
わ
け
で
す
。
過
半
数
に
な
ら
な
い

社
会
党
が
、
ど
ん
な
公
約
を
し
て
も
無
意
味
で
す
。

ゆ
い
い
っ

唯
一
約
束
で
き
る
こ
と
と
い
、
え
ば
、
国
会
の
三
分

一
以
上
の
勢
力
を
保
ち
、
憲
法
改
正
を
匝
止
す
る
ぐ

わ

い

ろ

ら
い
。
で
す
か
ら
社
会
党
が
仮
に
な
ん
の
賄
賂
を
取

ら
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
同
党
へ
の
不
信
は
起
こ
る

す
が
、
町
並
広
の
下
に
あ
る
一
つ
一
つ
の
法
律
や
制
度

を
、
国
民
に
と
っ
て
よ
り
良
い
も
の
へ
と
作
り
か
、
ぇ

て
い
く
。
小
手
先
だ
け
の
対
症
療
法
で
は
な
く
、
担

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、

i~ お
改変
正平
lこに
も迫
匹ミつ
敵7て

るく
n 
為
だ
と
図

ま
す

大t例
なえ
赤 ば
字過
を去
棋に
み欽
重道
ねの

E E 
の化
おカぎ

務z
にれ
なま
つし
てた

い
た
国
鉄
。

国
は
そ
の
管
理
・
経
営
か
ら
手
を
引
き
、

がんばれ民主主義/

国
民
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
機
関
と
す
る
た
め
に
分
割

民
営
化
を
敢
行
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、

直
接
悲

法
と
は
閃
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、

国
の
性
格
が
少
し
変

m中わ
法央つ

官た
貿庁出
易の来

あ事
規りで
出II方あ
緩:、つ
相]h教た
な育わ
どのけ

あで
法りす

法烹同
シ福じ
ス祉よ
テゃう
ム固に

を
自
分
た
ち
の
手
で
、
'
よ
り
良
い
方
向
へ
と
少
し
ず

つ
で
も
変
え
て
い
く
。

こ
う
し
た
作
業
が
国
会
を
正

市
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
通
じ
て
い
く
。

市
忠
広
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

改
正
な
ど
を
め
ぐ
り

い
ろ
い
ろ
な
論
議
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

国
会
を

べ
く
し
て
起
こ
っ
た
の
で
す
。

で
は
自
民
党
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
彼
ら
も
過
半

数
を
と
っ
て
来
た
も
の
の
、
そ
れ
は
派
閥
を
連
合
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
選
挙
民
に
八
ム
約
を
掲
げ
実
行
を

し
て
き
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
ま
た
難
し
い
。
選

挙
で
当
選
を
し
て
も
、
大
臣
の
椅
子
は
派
閥
に
よ
る

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
ど
こ
の
派
閥
が
政
権
に
つ

く
か
も
、
フ
タ
を
開
け
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。

こ
う
い
う
状
況
で
す
か
ら
、
代
議
士
個
人
が
選
挙
民

に
向
か
っ
て
、
約
束
で
さ
る
こ
と
な
ん
て
、
ほ
と
ん

ど
な
い
わ
け
で
す
。
当
選
回
数
が
楠
え
実
力
が
つ
く

な
ら
ば
、
地
元
に
橋
を
作
り
た
い
と
い
え
ば
橋
も
で

き
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
七
回
か
ら
八
回
、

一
O
回
と
、
当
選
を
重
ね
な
い
限
り
は
、
実
現
で
き

な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
自
民
党
内
の
年
功
序
列
と

い
う
文
化
が
生
み
出
し
た
副
産
物
で
あ
っ
て
、
近
代

政
治
の
原
則
と
は
、
な
ん
ら
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。

仕
事
を
地
元
に
も
っ
て
く
る
の
を
公
約
を
果
た
す
と

言
う
の
に
は
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
新
幹
線
だ
ろ
う

が
空
港
だ
ろ
う
が
作
っ
て
し
ま
え
る
地
元
利
益
誘
導

型
の
政
治
家
は
、
自
民
党
の
中
で
も
ほ
ん
の
一
握
り

で
あ
っ
て
、
あ
と
は
そ
こ
ま
で
の
実
力
は
な
い
。
ま

し
て
や
一
つ
の
選
挙
区
か
ら
、
自
民
党
が
二
人
、
三

人
と
出
馬
し
て
争
う
。
そ
こ
に
は
政
策
論
争
な
ど
あ

っ
た
た
め
じ
が
な
い
。
結
局
、
自
民
党
も
ま
た
、
政

策
を
立
案
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
大
部
分
は

官
僚
の
作
文
に
の
つ
か
っ
て
き
た
だ
け
で
す
。
で
、

後
は
誰
が
旨
い
汁
を
吸
う
か
、
と
い
う
争
い
の
世
界

正
常
に
機
能
さ
せ
て
い
く
、
そ
の
積
み
重
ね
が
、
窓

法
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
て
い
く
活
動
の
ま
ず
第
一

歩
で
す
。

さ
ら
に
国
会
を
正
し
く
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
ど

う
し
た
ら
い
い
か
と
言
え
ば
、
公
約
を
掲
げ
た
選
挙

が
行
わ
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
キ
チ
ン
と
政
策
を

掲
げ
た
政
治
家
と
、
い
い
加
減
な
政
策
を
掲
げ
た
政

治
家
や
政
党
を
、
国
民
が
自
ら
判
断
し
、
よ
り
良
い

方
向
を
選
択
し
て
、
投
票
を
す
る
。

あ
と
は
政
治
家
が
国
民
に
代
わ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

，
な
制
度
の
変
革
に
若
手
を
す
る
わ
け
で
す
。

政
治
家
に
問
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
実
行
力
で
す
が
、

そ
れ
も
要
は
国
民
の
信
頼
に
尽
き
ま
す
。
法
体
の
制

定
を
は
じ
め
、
新
し
い
国
家
機
関
の
設
立
も
廃
止
も
、

国
民
の
信
頼
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
政
治
家
は
そ
の
カ
を

発
揮
で
き
る
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
国
を
よ
n
L良
い

方
向
へ
と
導
い
て
い
く
。
し
か
し
、
何
年
か
立
て
ば
、

少
な
く
と
も
四
年
に
一
回
は
、
選
挙
る
』
行
な
い
、
進

む
べ
き
方
向
が
正
し
い
の
か
国
民
の
審
査
を
受
け
る
。

鎌
倉
仏
教
を
論
理
や
体
系
で
な
く

H

生
き
た
宗
教
H

と
し
て
捉
え
た
気
鋭
の
一
書

倉
F

ム
教
議
場

現代人にlli"Iる知性の'ieJ.l[

石器砂
宗
教
と
は
何
か
。
そ
れ
は
信
念
を
い
か
に
生
き
る
か
、
と
い
う
問
題
と
切

り
離
し
て
は
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
テ

l
マ
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
仏

教
者
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
じ
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

思
想
家
で
あ
る
前
に
実
践
者
で
あ
っ
た
。
(
『
は
じ
め
に
」
よ
り
)

二
つ
二
。

十
J

d

十
J

そ
う
い
う
わ
け
で
、
日
本
で
は
不
幸
に
も
、
選
挙

が
本
来
あ
る
べ
き
体
裁
を
な
し
て
こ
な
か
っ
た
。
だ

か
ら
多
少
の
変
動
は
あ
っ
て
も
、
結
果
は
だ
い
た
い

同
じ
。
社
会
党
が
だ
ら
し
な
い
、
国
会
を
も
っ
と
良

く
し
た
い
と
民
社
党
や
公
明
党
と
い
っ
た
政
党
な
ど

も
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
自
民
党
を
減
ら
す
の
で
は
な

く
て
、
社
会
党
が
減
っ
た
だ
け
。
野
党
の
合
計
は
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

こ
う
い
う
わ
け
で
ず
っ
と
五
十
五
年
体
制
の
枠
内

に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

〈
ず

こ
の
五
十
五
年
体
制
が
崩
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
が
自
民
党
の
分
裂
で
す
。
が
、
こ
れ
も
そ
の
き

っ
か
け
を
考
え
て
み
る
と
、
国
際
情
勢
の
変
化
と
い

う
。
外
圧
か
が
引
き
金
に
な
っ
た
わ
け
で
、
こ
こ
で

も
ま
た
、
自
発
的
に
改
革
の
カ
を
作
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
歴
史
が
繰
り
返
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

自
分
た
ぢ
の
手
で
・

よ
り
両
院
く
作
り
直
す
こ
と

と
こ
ろ
で
、
国
民
の
信
用
を
失
っ
た
民
主
主
義
と

い
う
制
度
を
、
も
う
一
度
正
し
く
作
り
直
す
に
は
、

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
そ
れ
に
は
自
分
た
ち
の
生
活

を
よ
り
良
く
し
て
い
く
た
め
に
、
自
分
た
ち
が
制
度

を
、
法
律
を
作
れ
る
ん
だ
、
憲
法
だ
っ
て
作
り
直
せ

る
ん
だ
。
こ
う
い
う
自
覚
を
き
ち
ん
と
も
っ
て
、
そ

の
作
業
に
着
手
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

一
O
三
条
に
わ
た
る
憲
法
も
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で

こ
れ
が
民
主
制
度
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

近
代
国
家
を
打
ち
立
て
た
欧
米
社
会
で
は
、
神
の

も
と
に
す
べ
て
の
人
間
は
平
等
で
あ
る
、
そ
う
し
た

キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
厳
し
く
っ
き
つ
め
て
い
く
な

か
で
、
長
い
も
の
に
は
ま
か
れ
ろ
と
い
っ
た
封
建
社

会
か
ら
の
絶
縁
を
果
た
し
、
人
聞
が
平
等
で
あ
る
民

主
的
な
社
会
を
作
り
あ
げ
て
き
ま
し
た
。
自
分
た
ち

の
手
で
議
会
を
作
り
、
人
聞
が
平
等
で
あ
る
社
会
を

実
現
す
る
た
め
に
、
試
行
錯
誤
の
な
か
、
グ
偉
大
な
る

立
法
行
為
。
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
歴
史
は
、
最

高
法
規
の
憲
法
す
ら
も
外
国
を
慌
倣
し
、
。
偉
大
な
る

立
法
行
為
H

を
避
け
て
き
ま
し
た
。
外
圧
に
よ
っ
て

し
か
改
革
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
過
去
を
、
わ
れ
わ
れ
は
乗
り
越
え
る
こ
と
が

で
き
る
か
。
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
民
主
憲
法
の
意
義
を
国
民
が
考
え
、
見
直
す
時

が
め
ぐ
っ
て
来
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か

。

(

構

成

/

小

此

木

律

子

)

天
台
法
華
宗
を
開
立
し
、
多
大
な
業
績
を
湿
し
た
最
澄
の
生
涯
と
思
懇
を
描
く
。

天
台
哲
学
入
門
間
話

伝
教
大
師
の
木
内
央

生
涯
と
思
想
.
定
価

6

語
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投票することが民主主義の信用回
復のカギに

はしづめ・だいさ、;:ろう 1948年、神奈川県生まれ。東

京大学大学院社会学研究科博士課t!搾了。現在、東京工

業大学工学部助教授(社会学)。主な著書に 「仏教の言説

戦賂Jfはじめての構造主義ゾ冒険としての社会科学f民

主主義は最高の庇鵠I1度て'あるf社会がわかるお鴨爪

大三郎コレクション I一日IJr歪健一一一，数動中国のースーパ

ースター』などがある。

第三文明社
〒160東京都新宿区三栄町8-3

念日3(5268)7141叩/FAX03(5268) 7146 

29 民主主義を蘇らせるカギId:何か


