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床
屋
で
政
治
談
義
を
す
る
程
度
で
、
政
治
の
専
門
家

で
も
な
い
者
に
と
っ
て
、
恰
好
な
証
言
と
い
え
る
エ
ッ

セ
イ
に
、先
日
お
目
に
か
か
っ
た
の
で
ご
紹
介
し
た
い
。

専
門
家
の
目
か
ら
見
れ
ば
陳
腐
な
話
か
も
知
れ
な
い
が
、

素
人
に
は
こ
う
い
う
分
か
り
や
す
い
、
は
っ
き
り
し
た

話
が
欲
し
か
っ
た
。

　
日
本
の
今
の
憲
法
が
、
占
領
時
代
に
ア
メ
リ
カ
か
ら

押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
で
も
聞
き

知
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
で
は
そ
れ
を
証
明
す
る

文
献
を
示
せ
、
と
言
わ
れ
る
と
、
お
い
そ
れ
と
は
出
て

こ
な
い
。

　
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
人
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

当
の
本
人
た
ち
の
証
言
で
な
け
れ
ば
、
日
本
人
が
ど
う

梶
　
村
　
　
　
昇

押
し
つ
け
憲
法
と
戦
後
六
十
年

言
お
う
と
役
に
立
た
な
い
。
も
ち
ろ
ん
専
門
家
は
多
く

の
材
料
を
お
持
ち
で
あ
ろ
う
が
、
英
文
の
特
殊
な
も
の

は
一
般
に
は
通
用
し
難
い
。

　
そ
こ
で
「
巷
間
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
」
な
ど
と
言

っ
て
、
お
茶
を
濁
し
て
い
る
が
、
本
当
は
は
っ
き
り
し

た
証
文
が
欲
し
い
。
こ
の
一
文
は
そ
れ
を
補
っ
て
十
分

な
も
の
が
あ
る
と
思
う
。

　
そ
れ
は
平
成
十
七
年
九
月
号
の
『
文
藝
春
秋
』
の
冒

頭
の
随
筆
欄
に
、
ミ
ル
ト
ン
・
エ
ス
マ
ン
と
い
う
ア
メ

リ
カ
の
コ
ー
ネ
ル
大
学
名
誉
教
授
が
書
い
た
「
『
押
し

つ
け
憲
法
』
と
民
主
主
義
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
あ

る
。
『
文
藝
春
秋
』
な
の
で
、
大
方
の
目
に
止
ま
っ
て

い
る
と
は
思
う
が
、
見
逃
し
た
人
も
お
ら
れ
よ
う
か
と

思
っ
て
紹
介
す
る
ま
で
で
あ
る
。

　
　
　
は
じ
め
に

　
　
新
憲
法
成
立
の
経
緯

　
エ
ス
マ
ン
教
授
は
、
そ
の
昔
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の

付
属
機
関
、
軍
政
研
修
学
校
で
、
日
本
の
政
治
の
仕
組

み
を
研
究
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
勤
務
を

命
じ
ら
れ
、
一
九
四
五
年
十
月
に
日
本
に
赴
任
し
た
と

い
う
。
当
時
二
十
七
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
今
年

八
十
七
歳
の
高
齢
で
、
そ
の
意
味
か
ら
も
貴
重
な
証
言

で
あ
る
。
文
章
は
簡
潔
で
要
を
得
て
い
て
分
か
り
や
す

い
。
ま
ず
こ
う
記
し
て
い
る
。

　
　
民
政
局
の
責
任
者
は
、
マ
ツ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
腹

　
心
、
コ
ー
ト
ニ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
で
、
私
の

　
直
属
の
上
司
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐
だ

　
っ
た
。
民
政
局
は
私
の
よ
う
な
軍
政
官
と
少
数
の
民

　
間
人
か
ら
な
る
小
グ
ル
ー
プ
で
、
占
領
行
政
の
運
営
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と
、
日
本
の
政
治
制
度
の
改
革
お
よ
び
再
構
築
に
必

　
要
な
政
策
を
提
言
す
る
役
割
を
担
っ
た
。

と
。
こ
れ
は
大
事
な
指
摘
で
、
マ
ツ
カ
ー
サ
ー
元
帥
、

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐
と
い
う
縦
の

系
列
が
、
民
政
局
の
責
任
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　（
こ
の
）
民
政
局
が
日
本
に
残
し
た
最
も
大
き
な
足

　
跡
は
、
や
は
り
四
六
年
の
新
憲
法
の
起
草
で
あ
る

　（
私
は
行
政
権
を
担
当
す
る
小
委
員
会
に
加
わ
っ
た
）。

　
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
指
令
の
下
で
、
わ
ず
か
九
日

　
間
で
極
秘
裏
に
起
草
さ
れ
、
保
守
的
な
幣
原
内
閣
の

　
承
認
を
な
ん
と
か
取
り
つ
け
て
、
微
少
な
専
門
的
修

　
正
を
施
し
た
だ
け
で
、
後
に
国
会
で
制
定
さ
れ
た
。

　
　
わ
が
上
司
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐
こ
そ
、
こ
の
リ
ベ

　
ラ
ル
な
憲
法
起
草
作
業
の
中
心
的
人
物
だ
っ
た
。
大

　
佐
は
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル

　
政
策
の
主
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
憲
法
は
、
民
政
局
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の

指
令
の
下
で
、
わ
ず
か
九
日
間
で
、
極
秘
裏
に
起
草
さ

れ
、
微
少
な
修
正
を
経
て
、後
に
国
会
で
制
定
さ
れ
た
。

起
草
の
中
心
的
人
物
は
ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐
で
あ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
例
の
憲
法
九
条
に
つ
い
て
は
、

　
　
た
だ
し
、
戦
争
を
放
棄
し
た
憲
法
九
条
は
、
マ
ッ

　
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
み
ず
か
ら
口
述
し
た
も
の
だ
。
元

　
帥
は
、
日
本
国
民
の
大
半
は
軍
部
指
導
者
に
裏
切
ら

　
れ
た
と
感
じ
て
お
り
、
す
で
に
過
去
の
軍
国
主
義
と

　
決
別
す
る
心
構
え
が
で
き
て
い
る
、
と
認
識
し
た
の

　
だ
っ
た
。

と
あ
る
。

　
以
上
が
日
本
の
新
憲
法
成
立
の
経
緯
で
あ
る
。
お
互

い
、
何
度
も
聞
い
て
い
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
又
聞
き

の
、
又
聞
き
で
確
証
が
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
実
際
に

憲
法
の
作
成
に
携
わ
つ
た
人
の
証
言
で
あ
る
か
ら
万
鈎

の
重
み
が
あ
る
。

　
憲
法
擁
護
論
者
は
、
憲
法
の
成
立
に
は
、
日
本
の
要

路
の
意
見
が
、
相
当
採
り
入
れ
ら
れ
た
よ
う
な
こ
と
を

言
う
が
、
こ
れ
を
見
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
余
地
は
全

く
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
と
こ
ろ
が
エ
ス
マ
ン
教
授
は
、
続
け
て
こ
う
言
っ
て

い
る
。

　
　
し
か
し
憲
法
の
草
案
が
極
秘
裏
に
、
し
か
も
日
本

　
人
が
一
人
も
参
加
す
る
こ
と
な
く
準
備
さ
れ
た
こ
と

　
は
釈
然
と
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
、
新
憲
法
は

　
お
そ
ら
く
占
領
が
終
わ
る
ま
で
持
た
な
い
だ
ろ
う
と

　
予
測
し
て
い
た
。

　
　
新
憲
法
が
外
国
の
軍
事
政
権
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
、

　
日
本
国
民
に
押
し
付
け
ら
れ
た
公
文
書
で
あ
る
こ
と

　
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
。
こ
れ
を
読
ん
で
私
は
顔
の
赤
ら
む
思
い
が
し
た
。

作
っ
た
方
は
「
占
領
が
終
わ
る
ま
で
持
た
な
い
だ
ろ
う

と
予
測
し
て
い
た
」
と
い
う
の
に
、
押
し
つ
け
ら
れ
た

方
は
、
そ
れ
か
ら
六
十
年
も
経
っ
て
い
る
の
に
、
ま
だ

変
え
る
の
、
変
え
な
い
の
と
、
国
を
挙
げ
て
騒
い
で
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
〈
日
本
人
は
な
ん
と
お
人
好
し
な

の
だ
ろ
う
〉
と
思
っ
て
し
ま
う
。

　
お
そ
ら
く
エ
ス
マ
ン
教
授
も
〈
日
本
人
の
頭
脳
構
造

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
〉
と
思
っ
て
い
る

に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
こ
の
後
に
こ
う
述
べ
て
い

る
。

　
　
私
の
予
測
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
は
、
時
が
証
明

　
し
て
い
る
。
日
本
人
の
大
半
は
、
外
国
人
に
よ
っ
て

　
起
草
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
自
分
た
ち

　
の
新
憲
法
と
し
て
受
容
し
た
（
中
略
）
。

　
　
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
日
本
人
が
等
し
く

　
示
し
た
民
主
主
義
へ
の
極
め
て
高
い
関
心
で
あ
る
。

と
。
最
後
の
二
行
は
、
そ
う
と
で
も
言
わ
な
く
て
は
、

予
測
の
間
違
っ
た
説
明
が
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
に
し
て
も
氏
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
（
良
く
も

悪
く
も
）
、
日
本
人
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
最
後
に
こ
う
述
べ
て
い
る
の
も
そ
の
現

れ
で
あ
ろ
う
。

　
　
以
来
私
は
、
十
数
回
に
わ
た
っ
て
訪
日
し
て
い
る

　
が
、
そ
の
都
度
、
日
本
の
人
々
が
戦
後
達
成
し
た
ダ

　
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
富
、
そ
し
て
高
い
生
活
水
準
に
驚
嘆

　
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
今
私
は
、
こ
う
自
問
し
て
い

　
る
─
降
伏
と
ア
メ
リ
カ
の
日
本
占
領
は
、
現
代
日
本

　
の
国
家
的
性
格
の
形
成
に
、
い
っ
た
い
ど
の
程
度
貢

　
献
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

　
こ
れ
で
エ
ッ
セ
イ
は
終
わ
り
で
あ
る
が
、
実
際
、
日

本
の
新
憲
法
制
定
に
携
わ
っ
た
一
人
の
証
言
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
か
ら
憲
法
改
正
の
論
議
を
し
よ
う
と
し
て
い

る
日
本
に
と
っ
て
、
有
り
難
い
情
報
公
開
で
あ
っ
た
と

思
う
。
こ
れ
で
成
立
の
経
緯
が
は
っ
き
り
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
憲
法
論
議
を
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
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戦 

後 

六 

十 

年

　
以
上
で
紹
介
し
た
い
こ
と
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

私
は
エ
ス
マ
ン
教
授
よ
り
七
歳
年
下
で
、
ほ
ぼ
同
時
代

を
生
き
て
き
た
の
で
、
氏
の
最
後
の
「
自
問
」
の
参
考

に
な
れ
ば
と
思
い
、
日
本
人
の
目
か
ら
見
た
戦
後
の
六

十
年
を
回
顧
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
日
本
に
与
え
ら
れ
た
絶
対
的
条
件
は
、「
降

伏
」
に
よ
っ
て
、
狭
い
領
土
と
少
な
い
資
源
と
に
限
定

さ
れ
、
そ
の
中
で
世
界
に
伍
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
意
見

が
分
か
れ
よ
う
が
、
私
は
「
科
学
と
根
性
」
だ
と
思
っ

て
い
る
。
根
性
を
振
り
し
ぼ
っ
て
、
他
国
の
追
随
を
許

さ
な
い
ほ
ど
科
学
を
振
興
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
日
本
の

生
き
て
い
く
道
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　
氏
が
驚
嘆
し
た
「
日
本
の
人
々
が
戦
後
達
成
し
た
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
富
」
と
い
う
の
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
科

学
と
根
性
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
・
ラ
ジ

オ
に
始
ま
っ
て
、
半
導
体
、
自
動
車
等
々
、
他
が
追
い

つ
け
ば
、
そ
の
先
を
行
く
努
力
で
世
界
の
経
済
大
国
に

な
っ
て
い
っ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
」

が
、
そ
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
続
け
て
い

く
ほ
か
な
い
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
が
少
し
経
済
的
に
潤
っ
て
く
る
と
「
ゆ
と
り

の
教
育
」
な
ど
と
言
い
出
し
た
が
、
途
端
に
世
間
の
反

論
を
浴
び
て
撤
退
を
始
め
た
。
何
も
持
た
な
い
日
本

が
、
「
ゆ
と
り
」
な
ど
と
言
っ
て
い
れ
ば
、
す
ぐ
置
い

て
き
ぼ
り
を
食
う
こ
と
を
世
間
は
体
で
感
じ
取
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
観
念
に
踊
ら
さ
れ
た
行
政
な
ど
庶
民
は
受
け
容
れ
な

い
。
塾
の
方
が
楽
し
い
と
小
学
生
が
言
っ
て
い
る
の
を

聞
い
た
こ
と
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
真
剣
さ
が
心
の
張

り
を
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
戦
後
六
十
年
、
日
本
が

一
番
失
敗
し
た
の
は
教
育
で
あ
っ
た
。
今
日
の
世
相
の

歪
み
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
は
、
エ
ス
マ
ン
教
授
に
は
悪
い

が
、
「
ア
メ
リ
カ
の
日
本
占
領
」
の
置
き
み
や
げ
で
あ

る
。
そ
の
原
因
は
、
思
考
法
が
違
う
の
に
押
し
つ
け
て

き
た
こ
と
に
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
は
人
工
の
国
で
あ
る
か
ら
、
多
種
多
様
の

人
間
を
結
び
つ
け
る
の
は
規
則
し
か
な
い
。
規
則
は
頭

で
考
え
出
す
も
の
、
す
な
わ
ち
観
念
の
所
産
で
あ
る
か

ら
、
観
念
が
幅
を
き
か
す
。

　
と
こ
ろ
が
日
本
は
千
数
百
年
間
に
、
お
の
ず
か
ら
出

来
上
が
っ
て
き
た
国
で
あ
る
か
ら
、
国
民
を
結
び
つ
け

て
い
る
の
も
、
生
活
の
中
か
ら
自
然
に
生
ま
れ
て
き
た

「
し
き
た
り
」
で
あ
っ
て
、
規
則
で
は
な
い
。

　
い
ず
れ
も
一
長
一
短
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
全
面
的
に

良
い
と
も
悪
い
と
も
い
え
な
い
が
、
こ
の
相
違
を
無
視

し
て
押
し
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
そ
こ
に
齟
齬
を

き
た
す
。

　
以
前
、
私
は
こ
の
紙
上
で
「
変
え
る
こ
と
の
で
き
る

も
の
と
、
で
き
な
い
も
の
」
（
一
一
五
号
）
と
い
う
小

論
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
の
三
つ
子
の
魂
が
変

え
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
民
族
に
も
、
民
族
の
三
つ
子
の

魂
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
変
え
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
改
め
て
日
本
民
族
の
三
つ
子
の
魂
を
み
れ
ば
、
そ
こ

に
は
変
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
家
の
存
在
と
祖
先

崇
拝
信
仰
と
が
あ
る
。

　
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
は
変
え
よ
う
と
し

た
。
そ
れ
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
エ
ス
マ

ン
教
授
の
上
司
ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐
で
あ
っ
た
と
思
う
。

彼
は
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
主
導
者
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
リ
ベ
ラ
ル
と
い
う
よ
り
、

社
会
主
義
的
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
乗
じ
た
の
が
日
本
の
進
歩
的
文
化
人
た
ち

で
、
教
育
界
に
も
多
く
の
講
師
を
派
遣
し
て
、
日
本
の

伝
統
を
抹
殺
し
に
か
か
っ
た
。
象
徴
的
に
い
え
ば
、
教

科
書
を
墨
で
塗
り
、
小
学
校
の
校
庭
か
ら
二
宮
金
次
郎

の
像
を
取
り
払
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　
柴
刈
り
縄
な
い
草
鞋
を
作
り
、
親
の
手
を
す
け
、

　
弟
を
世
話
し
、
兄
弟
仲
良
く
孝
行
尽
く
す
。
手
本

　
は
二
宮
金
次
郎
。

の
歌
の
ど
こ
が
悪
い
と
い
う
の
か
。
そ
し
て
今
頃
に

な
っ
て
、
親
殺
し
や
子
殺
し
を
嘆
い
て
い
る
。

　
ど
こ
の
国
に
も
民
族
の
三
つ
子
の
魂
が
あ
る
。
そ
れ

を
一
律
に
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は

無
理
で
あ
る
。
戦
後
の
日
本
が
う
ま
く
い
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
イ
ラ
ク
も
同
じ
よ
う
に
な
る
と
思
っ
た
ら
大

間
違
い
で
あ
る
。

　
個
人
も
民
族
も
国
家
も
、
三
角
の
魂
は
三
角
の
ま

ま
、
丸
く
な
る
ほ
か
な
い
。
全
部
が
同
じ
形
に
な
る
こ

と
も
な
い
し
、
そ
う
し
よ
う
と
考
え
た
り
し
て
は
な
ら

な
い
。

　
　
　
　
（
か
じ
む
ら
の
ぼ
る
・
本
学
名
誉
教
授
）
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