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は
じ
め
に

本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
『
政
治
哲
学
者
は
何
を
考
え
て
い
る
の
か
？
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
と
し
て
は
、
か
な
り
正
直

に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
政
治
哲
学
者
と
呼
ば
れ
る
人
の
思
考
法
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
よ
く
理
解
し
て
い

る
の
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
も
な
い
。
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら
ば
、

一
度
、
き
ち
ん
と
本
物
の
政
治
哲
学
者
た
ち
か
ら
話
を
聞
い
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
本

書
の
企
画
は
出
発
し
た
。

私
自
身
の
こ
と
を
い
う
と
、
本
来
の
専
門
は
政
治
思
想
史
に
な
る
。
丸
山
眞
男
な
ど
の
傑
出
し
た
政
治
思
想
史
研
究

者
の
存
在
に
よ
っ
て
、
戦
後
日
本
の
政
治
学
に
お
い
て
は
政
治
思
想
史
研
究
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
自
分
自

身
、
そ
の
よ
う
な
学
問
的
伝
統
の
中
で
研
究
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
築
い
て
き
た
と
い
う
自
覚
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
思
想
を
あ
く
ま
で
歴
史
的
な
流
れ
の
中
に
お
い
て
捉
え
る
思
想
史
で
は
な
く
、
む

し
ろ
政
治
を
め
ぐ
る
重
要
な
概
念
を
そ
れ
自
体
と
し
て
、
哲
学
的
に
再
検
討
し
た
い
と
い
う
思
い
を
い
つ
し
か
抱
く
よ

う
に
な
っ
た
。『
政
治
哲
学
へ
─
現
代
フ
ラ
ン
ス
と
の
対
話
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
そ
の
よ
う
な

思
い
の
産
物
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
私
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
哲
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学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
哲
学
の
場
合
、
そ
れ
で
も
伝
統
的
に
社
会
学
や
歴
史
学
と
の
結
び
つ
き
が
強

い
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
後
の
日
本
に
お
い
て
主
流
に
な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
英
米
的
な
、
よ
り
純
粋
に
概
念
分
析
を

武
器
と
す
る
政
治
哲
学
で
あ
っ
た
。
自
分
の
中
で
も
、
こ
の
よ
う
な
政
治
哲
学
と
い
う
概
念
自
体
を
め
ぐ
る
ズ
レ
の
よ

う
な
感
覚
に
戸
惑
い
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

い
っ
た
い
自
分
は
政
治
哲
学
者
（
あ
る
い
は
政
治
哲
学
研
究
者
）
の
端
く
れ
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
い
の
か
。

政
治
を
め
ぐ
る
重
要
概
念
を
哲
学
的
に
再
検
討
し
た
い
と
い
う
思
い
は
強
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
概
念
を
め
ぐ
る
経
験

的
要
素
は
す
べ
て
排
除
し
て
、
純
粋
に
概
念
を
そ
れ
自
体
、
論
理
的
に
分
析
す
る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
こ
そ
が
政
治
哲

学
な
の
か
。
思
い
は
千
々
に
乱
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
葛
藤
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
や
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
な
ど
を
読
み
続
け
、
さ
ら

に
熟
議
民
主
主
義
や
認
識
的
民
主
主
義
な
ど
を
め
ぐ
る
最
新
の
知
見
を
得
る
に
つ
れ
て
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
現
代
政
治
哲
学
の
展
開
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
自
分
の
方
法
論
的
前
提
を
見
直
す
し

か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
思
い
を
、
同
僚
で
あ
り
、
厚
生
経
済
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
哲
学
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
て

い
る
加
藤
晋
さ
ん
と
温
め
、
実
現
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
現
代
が
社
会
科
学
の
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
（
方

法
論
）
を
め
ぐ
る
大
変
革
期
で
あ
る
こ
と
を
つ
ね
に
意
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

最
初
の
対
話
の
相
手
は
井
上
彰
さ
ん
と
犬
塚
元
さ
ん
で
あ
っ
た
。
井
上
さ
ん
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
日
本
を

代
表
す
る
政
治
哲
学
の
理
論
家
で
あ
り
、
犬
塚
さ
ん
は
私
が
も
っ
と
も
信
頼
し
、
尊
敬
す
る
同
世
代
の
政
治
思
想
史
研

究
者
で
あ
る
。
お
二
人
の
真
摯
、
か
つ
真
正
面
か
ら
の
方
法
論
的
対
決
こ
そ
、
本
書
の
基
調
を
か
た
ち
作
っ
て
い
る
。

お
よ
そ
思
想
を
研
究
す
る
こ
と
の
本
質
的
な
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
か
ら
本
書
は
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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次
に
私
た
ち
は
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
検
討
し
た
い
と
考
え
、
第
一
人
者
で
あ
る
森
村
進
さ
ん
と
広
瀬
巌
さ
ん
の
胸

を
借
り
る
こ
と
に
な
っ
た
。
思
想
と
し
て
非
常
に
魅
力
的
で
あ
り
な
が
ら
、
な
か
な
か
日
本
で
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
の
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
を
含
め
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
可
能
性
を
再
考
す
る
の
に
格
好
の
議
論
を
提
供
で
き
た
と
信
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
や
や
視
点
を
移
し
、「
道
徳
理
論
と
し
て
の
利
己
主
義
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
、
お
招
き
し
た
の
が

重
田
園
江
さ
ん
と
押
谷
健
さ
ん
で
あ
る
。
政
治
思
想
史
・
社
会
思
想
史
研
究
者
で
あ
る
重
田
さ
ん
は
、
近
年
、『
社
会

契
約
論
』
や
『
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
』
な
ど
の
話
題
作
を
次
々
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
押
谷
さ
ん
は
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン

の
契
約
主
義
を
研
究
す
る
政
治
哲
学
研
究
の
俊
英
で
あ
る
。
経
済
学
者
と
し
て
の
加
藤
さ
ん
の
問
題
意
識
が
お
二
方
の

議
論
と
交
錯
し
、
実
に
興
味
深
い
対
話
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
。

自
分
自
身
、
も
っ
と
も
深
く
反
省
を
迫
ら
れ
た
の
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
で
あ
っ
た
。
安
易
に
歴
史
を
超
え
た
「
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
」
の
概
念
の
存
在
を
前
提
と
し
、
議
論
し
が
ち
な
研
究
潮
流
に
対
し
、
敢
然
と
異
を
唱
え
ら
れ
る
の
が
、
思

想
史
研
究
の
最
前
線
に
立
つ
馬
路
智
仁
さ
ん
で
あ
る
。
日
本
政
治
思
想
史
を
研
究
さ
れ
る
趙
星
銀
さ
ん
か
ら
の
問
題
提

起
と
合
わ
せ
、
そ
も
そ
も
思
想
史
研
究
は
い
か
に
し
て
可
能
か
を
再
考
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

現
代
の
政
治
哲
学
者
の
思
考
法
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
冒
頭
で
書
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
と
っ
て
の
足
元
で

あ
る
思
想
史
研
究
に
お
い
て
も
大
き
な
波
が
押
し
寄
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
研
究
す
る
前

出
の
馬
路
さ
ん
も
そ
う
だ
が
、
古
田
拓
也
さ
ん
、
柳
愛
林
さ
ん
、
関
口
佐
紀
さ
ん
、
上
村
剛
さ
ん
と
い
う
四
人
の
優
れ

た
若
手
研
究
者
に
、
受
容
史
を
テ
ー
マ
に
存
分
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
の
も
、
本
書
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
二
〇
年
を
通
じ
て
、
も
っ
と
も
発
展
し
た
政
治
哲
学
・
政
治
理
論
の
テ
ー
マ
の
一
つ
が
熟
議
民
主
主
義
で
あ
ろ
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う
。
そ
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
日
本
で
の
議
論
を
リ
ー
ド
さ
れ
て
き
た
田
村
哲
樹
さ
ん
と
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
研
究
か
ら

出
発
し
て
現
代
民
主
主
義
論
を
展
開
す
る
田
畑
真
一
さ
ん
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
本
書
を
終
え
ら
れ
た
こ
と
を
う
れ

し
く
思
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
お
け
る
熟
議
民
主
主
義
論
の
達
成
と
、
逆
に
そ
れ
ゆ
え
に
見
え
に
く
く
な
っ
た
問
題
点

を
存
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
た
ち
が
日
頃
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
う
「
民
主
主
義
」
や
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」、「
利
益
」
や
「
社
会
的
」
と
い

っ
た
概
念
の
自
明
性
が
、
今
こ
そ
真
剣
に
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
見
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
言

葉
が
恣
意
的
に
、
そ
し
て
政
治
的
に
濫
用
さ
れ
る
こ
と
に
う
ん
ざ
り
す
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
動
き
に
少

し
で
も
反
撃
す
る
た
め
に
も
、
政
治
を
め
ぐ
る
諸
概
念
を
鍛
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
を
ま
と
め
る
過
程
で

あ
ら
た
め
て
そ
の
思
い
を
新
た
に
し
た
。

本
書
は
現
在
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
政
治
哲
学
に
つ
い
て
専
門
に
研
究
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
は
も
ち
ろ
ん
、
お

よ
そ
政
治
哲
学
や
政
治
思
想
史
に
関
心
を
持
ち
、
現
代
の
研
究
状
況
を
知
り
た
い
方
に
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

第
一
線
の
研
究
者
に
よ
る
発
表
と
、
二
人
の
編
者
が
加
わ
っ
て
の
、
と
き
に
「
知
的
乱
闘
」
を
交
え
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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