
珈　

安
倍
政
治
を
厳
し
く
論
評
し
て
き
た
山
口
二
郎
氏

と
一
定
の
評
価
を
し
て
き
た
佐
藤
優
氏
の
組
み
合
わ
せ

の
割
に
波
長
の
合
っ
た
対
話
が
展
開
す
る
の
が
佐
藤

優
・
山
口
二
郎
『
長
期
政
権
の
あ
と
』（
祥
伝
社
新
書
、

９
６
８
円
）
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
で
一
致
す
る

点
が
相
性
の
理
由
ら
し
い
。「
か
つ
て
の
自
民
党
政
権

は
レ
ン
ガ
を
積
み
上
げ
る
よ
う
に
し
て
政
策
を
実
現
さ

せ
た
が
、
安
倍
政
権
は
積
み
木
の
散
ら
か
っ
た
子
ど
も

部
屋
み
た
い
な
も
の
」（
山
口
氏
）
と
い
う
の
は
言
い

え
て
妙
だ
し
、
佐
藤
氏
の
「（
株
高
＋
円
安
）×
対
米
追

随
」
が
安
倍
長
期
政
権
の
方
程
式
だ
、
と
い
う
の
も
正

し
い
（
正
確
に
は
《
円
安
＋
↓
株
高
》
だ
ろ
う
）。

　

安
倍
政
権
が
長
期
化
し
た
の
は
国
民
が
変
化
を
欲
し

な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
指
摘
は
正
鵠
を
得
て

い
る
し
、「
安
倍
政
権
後
に
訪
れ
る
国
難
」
で
は
経
済

の
破
綻
、
教
育
の
劣
化
、
家
族
モ
デ
ル
の
崩
壊
な
ど
、

長
期
政
権
の
無
策
が
説
得
力
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
。
ポ

ス
ト
安
倍
論
で
菅
と
い
う
名
は
出
て
こ
な
い
が
、
そ
れ

は
と
も
か
く
、
そ
し
て
個
々
の
政
治
家
の
評
価
に
は
異

論
が
あ
る
に
し
て
も
、
見
逃
せ
な
い
政
治
論
で
あ
る
。

玳　

意
外
に
真
っ
当
で
謙
虚
な
と
こ
ろ
の
あ
る
政
治
家

だ
と
感
心
し
た
。
頏
元
清
美
『
国
対
委
員
長
』（
集
英
社

新
書
、
９
９
０
円
）
は
、
国
対
委
員
長
を
２
年
間
務
め

た
著
者
の
、
与
党
と
の
丁
々
発
止
（
相
手
は
森
山
裕

氏
）
の
話
が
波
乱
の
連
続
で
、
知
ら
れ
ざ
る
国
対
の
世

界
に
連
れ
こ
ま
れ
る
。
虚
々
実
々
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
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こ
で
妥
協
す
る
か
、
互
い
を
信
用
す
る
か
し
な
い
か
と

い
う
ま
こ
と
に
人
間
臭
い
や
り
と
り
が
続
く
ら
し
い
。

　

メ
デ
ィ
ア
は
予
算
委
員
会
ば
か
り
報
道
す
る
が
、
そ

の
裏
に
は
国
対
で
の
ぎ
り
ぎ
り
の
交
渉
が
あ
る
。
議
員

の
数
だ
け
で
は
な
い
国
会
の
取
り
引
き
は
と
て
も
重
要

だ
と
改
め
て
感
じ
た
し
、
野
党
の
審
議
拒
否
の
重
み
も

よ
く
わ
か
っ
た
。
憲
法
を
め
ぐ
る
著
者
の
考
え
方
は
国

対
の
話
の
後
だ
け
に
説
得
力
が
あ
る
。
野
党
に
期
待
す

る
人
は
も
と
よ
り
、
し
な
い
人
に
も
良
い
本
と
思
う
。

珎　

映
画
や
舞
台
の
名
優
た
ち
が
戦
中
戦
後
を
ど
う
生

き
抜
い
た
か
を
書
き
下
ろ
し
た
濱
田
研
吾
『
俳
優
と
戦

争
と
活
字
と
』（
ち
く
ま
文
庫
、
１
２
１
０
円
）
は
読

み
応
え
十
分
で
あ
る
。
伊
藤
雄
之
助
、
徳
川
無
声
、
芦

田
伸
介
、
信
欣
三
、
木
村
功
、
山
田
五
十
鈴
、
三
橋
達

也
は
じ
め
６
９
８
人
も
登
場
す
る
。
原
爆
で
家
族
や
俳

優
仲
間
を
亡
く
し
た
り
、
満
州
か
ら
命
か
ら
が
ら
引
き

揚
げ
る
話
な
ど
、
無
数
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ほ
ろ
っ
と
す

る
こ
と
た
び
た
び
だ
。
ち
ょ
っ
と
い
い
話
も
多
々
あ
る
。

戦
争
だ
け
は
二
度
と
ご
め
ん
だ
と�
他��
人��
事�
と
は
思
え
ず

ひ 

と 
ご
と

読
ん
だ
。
た
い
へ
ん
な
労
作
で
あ
り
秀
作
で
あ
る
。

玻　

書
店
の
棚
は
新
型
ウ
イ
ル
ス
本
で
あ
ふ
れ
て
い
る

が
、
感
染
防
止
と
感
染
し
た
と
き
の
対
応
と
い
う
点
で

本
間
真
二
郎
『
感
染
を
恐
れ
な
い
暮
ら
し
方
』（
講
談
社
、

１
６
５
０
円
）
は
と
て
も
役
に
立
つ
と
思
う
。
ウ
イ
ル

ス
や
ワ
ク
チ
ン
の
専
門
家
だ
け
に
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
ま

る
で
な
い
し
、
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
的
確
な
助
言
が

満
載
で
あ
る
。
免
疫
力
と
自
然
治
癒
力
を
生
活
の
中
で

高
め
る
こ
と
が
大
事
と
い
う
姿
勢
が
い
い
し
、
食
や
薬
、

運
動
と
呼
吸
に
つ
い
て
評
者
の
永
年
の
考
え
と
ほ
ぼ
一

致
し
て
い
る
の
も
う
れ
し
い
。��
�
�
��（
浅
野　
純
次
）
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