
　

政
治
家
に
つ
い
て
「
平
時
の
誰
々
」

「
乱
世
の
誰
々
」
な
ど
と
い
う
評
し
方

が
あ
る
が
、政
治
研
究
者
に
も
「
平
時
」

す
な
わ
ち
政
治
体
制
や
構
造
が
長
期
に

安
定
し
て
い
る
時
期
に
、
実
証
デ
ー
タ

や
厳
密
な
概
念
構
築
を
着
実
に
進
め
る

タ
イ
プ
と
、「
乱
世
」
す
な
わ
ち
新
し

い
政
治
社
会
現
象
が
生
じ
体
制
が
変
動

す
る
時
期
に
、
変
化
を
い
ち
早
く
察
知

し
解
明
し
て
い
く
タ
イ
プ
が
い
て
い

い
。

　

ア
ラ
ブ
世
界
は
今
、激
変
期
に
あ
る
。

過
去
に
は
各
国
で
あ
ま
り
に
長
期
間
の

安
定
政
権
が
続
い
て
い
た
だ
け
に
、
そ

れ
に
適
し
た
タ
イ
プ
の
研
究
、
す
な
わ

ち
「
こ
れ
ま
で
こ
う
だ
っ
た
か
ら
今
後

も
こ
う
だ
」
と
い
う
議
論
が
主
流
だ
っ

た
。
し
か
し
二
〇
一
一
年
に
突
如
と
し

て
水
面
下
の
圧
力
が
噴
出
し
、
諸
国
で

軒
並
み
体
制
が
動
揺
、
崩
壊
し
た
。
根

底
の
規
範
や
枠
組
み
に
お
い
て
変
化
が

急
速
に
進
む
現
在
、「
乱
世
」
に
強
い

研
究
者
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

● 

平
時
の
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
と
乱

世
の
「
ア
ー
ト
」

　

し
か
し
「
乱
世
」
に
強
い
政
治
学
者

と
い
う
の
は
そ
う
多
く
は
い
な
い
。
こ

れ
は
政
治
学
の
永
遠
の
課
題
に
も
関

わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
政
治
学
は

「
ア
ー
ト
（
芸
術
・
技
工
）」
か
、
あ
る

い
は
「
サ
イ
エ
ン
ス
（
科
学
）」
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
サ
イ
エ
ン
ス
た

ら
ん
と
す
れ
ば
、
万
人
が
一
定
の
手
続

き
を
踏
め
ば
理
解
し
、
参
加
で
き
る
も

の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
件
を

限
定
し
、
特
定
の
因
果
関
係
を
仮
定
し

論
証
し
、
反
証
し
て
深
め
て
い
く
。
こ

れ
は
確
か
に
手
堅
い
し
、
多
く
の
人
間

が
参
加
す
る
こ
と
で
、
集
合
知
と
し
て

の
強
み
が
出
る
。

　

と
こ
ろ
が
政
治
と
い
う
現
実
社
会
の

現
象
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
サ
イ

エ
ン
ス
の
対
象
と
な
り
得
る
の
か
、
と

い
う
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
。
政
治
と

い
う
複
雑
で
、
あ
ま
り
に
多
数
の
要
因

が
絡
ん
だ
現
象
は
、
サ
イ
エ
ン
ス
で
限

定
し
て
分
析
し
て
し
ま
っ
て
い
い
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
に
「
ア
ー
ト
と
し
て
の

政
治
学
」
の
余
地
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は

少
数
の
勘
の
良
い
研
究
者
の
、
幅
広
い

学
問
領
域
を
横
断
し
た
感
性
と
表
現
力

に
多
く
を
依
存
す
る
。
そ
れ
は
必
ず
し

も
集
合
知
と
は
な
ら
な
い
。
多
く
の
場

合
は
学
説
を
検
証
し
よ
う
が
な
く
、「
分

か
る
人
に
は
分
か
る
」
と
い
う
時
期
が

長
く
続
く
。
現
実
に
事
態
が
展
開
し
て

誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
あ
る
説
が
認
め
ら
れ
る
。

　

私
は
、「
ア
ー
ト
と
し
て
の
政
治
学
」

は
「
乱
世
」
の
時
代
に
こ
そ
有
益
で
あ

る
と
思
う
。
ア
ー
ト
は
サ
イ
エ
ン
ス
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
乱
世
」

も
あ
る
程
度
続
く
と
、「
事
例
」
が
積

み
重
な
っ
て
、
サ
イ
エ
ン
ス
の
対
象
と

な
る
。
そ
の
こ
ろ
に
は
「
乱
世
」
も
収

ま
っ
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
の
間
は
、

「
ア
ー
ト
と
し
て
の
政
治
学
」
に
強
い

人
間
が
、
現
場
を
駆
け
回
り
、
書
斎
に

引
き
こ
も
り
、
適
切
な
補
助
線
を
ひ
ら

め
き
で
引
い
て
示
す
し
か
な
い
。

　

世
界
を
見
回
す
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は

圧
倒
的
に
サ
イ
エ
ン
ス
と
し
て
の
政
治

学
が
優
勢
だ
。
ア
ラ
ブ
世
界
に
つ
い
て

の
政
治
学
で
も
こ
の
こ
と
が
言
え
る
。

中
東
現
地
か
ら
の
移
民
や
留
学
生
を
多

く
引
き
寄
せ
、
英
語
を
共
通
言
語
に
し

て
、
共
通
の
述
語
を
駆
使
し
た
学
会
と

学
術
出
版
の
手
続
き
と
競
争
に
基
づ
い

て
、
集
団
で
活
発
に
成
果
を
挙
げ
て
い

く
。
し
か
し
激
変
期
に
は
、
こ
の
よ
う

な
手
続
き
に
よ
る
集
団
知
の
形
成
プ
ロ

セ
ス
で
は
即
応
で
き
な
い
。

　
「
乱
世
」
に
強
い
学
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
大
陸
の
方
が
多
い
と
私
は
感
じ
て
い

る
。
英
語
圏
・
英
米
圏
の
研
究
体
制
は
、

盤
石
過
ぎ
る
が
ゆ
え
に
自
由
な
発
想
の

研
究
者
が
現
れ
に
く
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
西
欧
社
会
で
の
知
識
人
の

エ
リ
ー
ト
的
な
あ
り
方
も
こ
こ
に
は
関

係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

●
乱
世
の
時
代
の
ア
ラ
ブ
論

　
「
乱
世
」
の
政
治
学
の
好
例
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
パ
リ
政
治
学
院
教
授
の
ジ

ル
・
ケ
ペ
ル
で
あ
る
。
ケ
ペ
ル
は
一
九

アジ研流
読書案内

―研究者が薦める3冊

「
乱
世
」
に
強
い
政
治
学

│
ア
ラ
ブ
諸
国
の
激
変
を
読
む

│
池
内　

恵
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八
一
年
、
博
士
課
程
の
学
生
と
し
て
エ

ジ
プ
ト
で
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
諸
組
織
の

研
究
を
し
て
い
る
時
に
、
ジ
ハ
ー
ド
団

に
よ
る
サ
ー
ダ
ー
ト
大
統
領
暗
殺
の
事

件
に
遭
遇
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
処

女
作
『
預
言
者
と
フ
ァ
ラ
オ
│
│
エ
ジ

プ
ト
の
ム
ス
リ
ム
過
激
派
』
は
、「
ア
ー

ト
」
と
し
て
の
ひ
ら
め
き
に
満
ち
て
い

る
。
こ
の
本
は
ケ
ペ
ル
の
世
界
的
な
名

声
を
確
立
し
た
が
、
万
人
に
と
っ
て
使

い
や
す
い
分
析
概
念
を
示
し
て
は
く
れ

な
い
。
目
の
前
に
生
起
し
て
い
て
、
誰

も
ま
だ
名
前
を
与
え
て
い
な
い
も
の

を
、
直
観
的
ひ
ら
め
き
で
記
述
し
て
い

く
か
ら
で
あ
る
（
原
著
は
一
九
八
四
年

に
フ
ラ
ン
ス
語
で
出
た
が
、
英
語
版
が

版
を
重
ね
、
世
界
の
研
究
者
の
手
に
広

く
渡
っ
て
い
る
。
参
考
文
献
②
）。

　

ケ
ペ
ル
の
政
治
学
の
ア
ー
ト
と
し
て

の
卓
越
性
を
支
え
る
感
性
、
す
な
わ
ち

ケ
ペ
ル
が
中
東
を
見
る
「
視
線
」
の
向

か
い
方
や
、物
事
を
と
ら
え
る
「
感
覚
」

と
い
う
、
数
値
化
し
た
り
万
人
が
共
有

し
た
り
し
よ
う
が
な
い
も
の
を
追
体
験

さ
せ
て
く
れ
る
著
作
と
し
て
、『
中
東

戦
記
』
を
お
薦
め
し
た
い
（
参
考
文
献

①
）。
二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
事
件

の
余よ

燼じ
ん

冷
め
や
ら
ぬ
時
期
に
各
国
を
ま

わ
り
記
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
だ

が
、単
な
る
「
時
局
も
の
」
で
は
な
い
。

そ
の
後
の
一
〇
年
の
中
東
の
社
会
変
動

を
、
そ
し
て
二
〇
一
一
年
に
ア
ラ
ブ
諸

国
で
噴
出
し
た
政
治
変
動
の
予
兆
ま
で

を
も
鋭
敏
に
感
じ
取
り
、
的
確
に
記
し

て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ケ
ペ
ル
は
九
・
一
一
の
当
時
、
ビ
ン
・

ラ
ー
デ
ィ
ン
に
熱
狂
す
る
浮
足
立
っ
た

世
論
の
存
在
を
ア
ラ
ブ
諸
国
で
目
撃
し

つ
つ
も
、
そ
れ
が
移
ろ
い
や
す
く
、
容

易
に
別
の
方
向
に
転
じ
か
ね
な
い
こ
と

を
予
見
し
て
い
た
。
ア
ラ
ブ
世
界
が
尽

き
せ
ぬ
イ
ス
ラ
ー
ム
化
の
流
れ
の
中
に

あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
し
か
し
グ

ロ
ー
バ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
と
消
費
文
化
に

急
速
に
侵
食
さ
れ
、
西
洋
と
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
を
横
断
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な

空
間
が
各
所
に
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

記
す
。
こ
れ
は
二
〇
一
一
年
の
政
治
変

動
の
根
源
だ
ろ
う
。

　

各
地
の
固
有
の
文
化
の
描
写
も
、
漫

然
と
花
鳥
風
月
を
描
い
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。例
え
ば「（
前
略
）ア
ラ
ウ
ィ
ー

派
の
政
権
有
力
者
の
二
人
と
会
う
。
ア

ラ
ウ
ィ
ー
派
の
容
貌
が
あ
ま
り
に
も
似

通
っ
て
い
る
こ
と
に
愕
然
と
さ
せ
ら
れ

る
。
体
格
は
ず
ん
ぐ
り
、頭
蓋
は
長
く
、

後
頭
部
は
絶
壁
、と
い
う
、ま
さ
に
ハ
ー

フ
ィ
ズ
・
ア
サ
ド
の
肖
像
そ
の
も
の
だ
。

ア
ジ
ア
大
陸
の
奥
深
く
で
同
族
結
婚
を

繰
り
返
し
て
き
た
か
の
よ
う
だ
」（
参

考
文
献
①
、
七
六
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
た

ち
ょ
っ
と
し
た
描
写
か
ら
も
、
同
族
や

同
郷
、
同
宗
派
や
姻
戚
で
政
権
を
固
め

る
ア
サ
ド
政
権
の「
血
の
濃
さ
」が
生
々

し
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
蜂
起
し
た
多
数

の
国
民
に
武
力
で
対
峙
し
続
け
る
一
〇

年
後
の
ア
サ
ド
政
権
の
姿
を
暗
示
し
て

い
る
か
の
よ
う
だ
。ケ
ペ
ル
の
感
性
は
、

背
後
で
確
固
と
し
た
論
理
に
支
え
ら
れ

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
記
述
対
象
の
取
捨

選
択
も
、切
り
取
り
方
も
的
確
に
な
る
。

　

中
東
の
現
代
政
治
を
、根
底
の
歴
史
・

文
化
的
あ
る
い
は
社
会
的
変
化
を
踏
ま

え
て
論
じ
て
来
た
の
が
マ
ッ
ク
ス
・

ロ
ー
デ
ン
ベ
ッ
ク
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ

人
だ
が
エ
ジ
プ
ト
の
上
流
・
知
的
社
会

に
根
を
張
っ
た
家
族
の
一
員
で
、
一
〇

代
か
ら
現
地
社
会
に
溶
け
込
ん
で
い

る
。
エ
ジ
プ
ト
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た

人
な
ら
手
に
し
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
の

旧
市
街
の
歴
史
地
図
は
、
彼
が
雑
踏
や

廃
墟
を
踏
破
し
、
朽
ち
果
て
た
モ
ス
ク

や
マ
ド
ラ
サ
（
学
院
）
や
墓
廟
を
一
つ

一
つ
記
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

主
著
『
カ
イ
ロ
』（
参
考
文
献
③
）
は
、

考
古
学
や
イ
ス
ラ
ー
ム
中
世
史
か
ら
論

じ
起
こ
し
つ
つ
、
現
代
の
カ
イ
ロ
の
社

会
・
文
化
的
「
地
層
」
の
読
み
取
り
方

を
明
か
し
た
。
多
様
で
複
雑
な
階
層
分

化
、
最
下
層
か
ら
上
流
階
級
ま
で
が
入

り
組
ん
だ
街
区
の
構
成
、
リ
ベ
ラ
ル
派

と
イ
ス
ラ
ー
ム
復
古
主
義
派
の
強
烈
な

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、
宗
派
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

間
の
緊
張
と
摩
擦
な
ど
、
ム
バ
ー
ラ
ク

政
権
の
崩
壊
で
箍た

が

が
外
れ
て
噴
出
す
る

エ
ジ
プ
ト
社
会
の
矛
盾
や
問
題
の
多
く

は
、本
書
で
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

英
語
圏
の
エ
ジ
プ
ト
報
道
を
読
ん
で
い

る
と
、
今
で
も
な
お
、
ロ
ー
デ
ン
ベ
ッ

ク
が
こ
の
本
で
示
し
た
ト
ピ
ッ
ク
や
論

点
を
後
追
い
取
材
し
た
も
の
が
多
い
。

世
界
の
エ
ジ
プ
ト
認
識
・
報
道
の
あ
り

方
を
規
定
し
て
い
る
本
で
あ
る
。
ロ
ー

デ
ン
ベ
ッ
ク
は
そ
の
後
『
エ
コ
ノ
ミ
ス

ト
』
の
記
者
に
採
用
さ
れ
、
中
東
報
道

を
統
括
し
て
い
る
。
記
者
の
匿
名
を
原

則
と
す
る
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
が
、ロ
ー

デ
ン
ベ
ッ
ク
に
関
す
る
限
り
、
時
に
署

名
入
り
原
稿
を
載
せ
る
。
玄
人
的
読
者

を
引
寄
せ
る
目
玉
の
筆
者
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。

（
い
け
う
ち　

さ
と
し
／
東
京
大
学
准
教
授

﹇
イ
ス
ラ
ム
思
想
・
中
東
現
代
政
治
﹈）
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