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政
治
は
人
の
肉
体
を
制
す
る
も
の
に
し
て
、
教
育
は
そ
の
心
を
養
う
も
の
な
り
。
ゆ
え
に
政
治
の
働
は

急
劇
に
し
て
、
教
育
の
効
は
緩
慢
な
り
。
例
え
ば
一
国
に
農
業
を
興
さ
ん
と
し
商
売
を
盛
な
ら
し
め
ん
と

し
、
あ
る
い
は
海
国
に
し
て
航
海
の
術
を
勉
め
し
め
ん
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
政
府
に
お
い
て
自
か
ら
奨

励
の
法
あ
り
。
け
だ
し
農
な
り
商
な
り
、
ま
た
航
海
な
り
、
人
生
の
肉
体
に
属
す
る
こ
と
に
し
て
近
く
実

利
に
接
す
る
も
の
な
れ
ば
、
政
府
は
そ
の
実
際
の
利
害
に
つ
き
、
あ
る
い
は
課
税
を
軽
重
し
保
護
を
左
右

す
る
等
の
術
を
施
し
て
、
た
ち
ま
ち
こ
れ
を
盛
な
ら
し
め
、
ま
た
た
ち
ま
ち
こ
れ
を
衰
え
し
む
る
こ
と
、

は
な
は
だ
や
す
し
。

　
す
な
わ
ち
政
治
固
有
の
性
質
に
し
て
、
そ
の
働
の
急
劇
な
る
は
事
実
の
要
用
に
お
い
て
ま
ぬ
か
る
べ
か

ら
ざ
る
も
の
な
り
。
そ
の
細
目
に
い
た
り
て
は
、
一
年
農
作
の
飢
饉
に
あ
え
ば
、
こ
れ
を
救
う
の
術
を
施

し
、
一
時
、
商
況
の
不
景
気
を
見
れ
ば
、
そ
の
回
復
の
法
を
は
か
り
、
敵
国
外
患
の
警
を
聞
け
ば
た
だ
ち

に
兵
を
足
し
、
事
、
平
和
に
帰
す
れ
ば
、
ま
た
財
政
を
脩
む
る
等
、
左
顧
右
視
、
臨
機
応
変
、
一
日
片
時

も
怠
慢
に
附
す
べ
か
ら
ず
、
一
小
事
件
も
容
易
に
看
過
す
べ
か
ら
ず
。
政
治
の
働
、
活
溌
な
り
と
い
う
べ

し
。

　
ま
た
政
治
の
働
は
右
の
如
く
活
溌
な
る
が
ゆ
え
に
、
利
害
と
も
に
そ
の
痕
跡
を
遺
す
こ
と
深
か
ら
ず
。
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た
と
え
ば
政
府
の
議
定
を
も
っ
て
、
一
時
租
税
を
苛
重
に
し
て
国
民
の
苦
し
む
あ
る
も
、
そ
の
法
を
除
く

と
き
は
た
ち
ま
ち
跡
を
見
ず
。
今
日
は
鼓
腹
撃
壌
と
て
安
堵
あ
ん
ど
す
る
も
、
た
ち
ま
ち
国
難
に
逢
う
て
財
政
に

窘くる
しめ
ら
る
る
と
き
は
、
ま
た
た
ち
ま
ち
艱
難
の
民
た
る
べ
し
。
い
わ
ん
や
、
か
の
戦
争
の
如
き
、
そ
の
最

中
に
は
実
に
修
羅
し
ゅ
ら
の
苦
界
く
が
い
な
れ
ど
も
、
事
、
平
和
に
帰
す
れ
ば
禍
を
ま
ぬ
か
る
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
い

は
禍
を
転
じ
て
福
と
な
し
た
る
の
例
も
少
な
か
ら
ず
。

　
古
来
、
暴
君
汚
吏
の
悪
政
に
窘
め
ら
れ
て
人
民
手
足
を
措お
く
と
こ
ろ
な
し
な
ど
と
、
そ
の
時
に
あ
た
り

て
は
物
論
は
な
は
だ
喧
し
と
い
え
ど
も
、
暴
君
去
り
汚
吏
除
く
と
き
は
、
そ
の
余
殃
よ
お
う
を
長
く
社
会
に
と
ど

め
る
こ
と
な
し
。
け
だ
し
暴
君
汚
吏
の
余
殃
か
く
の
如
く
な
れ
ば
、
仁
君
名
臣
の
余
徳
も
ま
た
、
か
く
の

如
し
。  

桀    

紂  

け
っ
ち
ゅ
う

を
滅
し
て
湯
武
の
時
に
人
民
安
し
と
い
え
ど
も
、
湯
武
の
後
一
、
二
世
を
経
過
す
れ
ば
、

人
民
は
国
祖
の
余
徳
を
蒙
ら
ず
。
和
漢
の
歴
史
に
徴
し
て
も
比ひ
ひ々

見
る
べ
し
。
政
治
の
働
は
、
た
だ
そ
の

当
時
に
在
り
て
効
を
呈
す
る
も
の
と
知
る
べ
き
の
み
。

　
こ
れ
に
反
し
て
教
育
は
人
の
心
を
養
う
も
の
に
し
て
、
心
の
運
動
変
化
は
、
は
な
は
だ
遅ち
ち々

た
る
を
常

と
す
。
こ
と
に
智
育
有
形
の
実
学
を
離
れ
て
、
道
徳
無
形
の
精
神
に
い
た
り
て
は
、
ひ
と
た
び
そ
の
体
を

成
し
て
終
身
変
化
す
る
能あた
わ
ざ
る
も
の
多
し
。
け
だ
し
人
生
の
教
育
は
生
れ
て
家
風
に
教
え
ら
れ
、
少
し

く
長
じ
て
学
校
に
教
え
ら
れ
、
始
め
て
心
の
体
を
成
す
は
二
十
歳
前
後
に
あ
る
も
の
の
如
し
。
こ
の
二
十
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年
の
間
に
教
育
の
名
を
専
に
す
る
も
の
は
、
た
だ
学
校
の
み
に
し
て
、 

凡  

俗 

ぼ
ん
ぞ
く

ま
た
、
た
だ
学
校
の
教
育

を
信
じ
て
疑
わ
ざ
る
者
多
し
と
い
え
ど
も
、
そ
の
実
際
は
家
に
あ
る
と
き
家
風
の
教
を
第
一
と
し
て
、
長

じ
て
交
わ
る
所
の
朋
友
を
第
二
と
し
、
な
お
こ
れ
よ
り
も
広
く
し
て
有
力
な
る
は
社
会
全
般
の
気
風
に
し

て
、
天
下
武
を
尚
と
う
とぶ
と
き
は
家
風
武
を
尚
び
、
朋
友
武
人
と
な
り
学
校
ま
た
武
な
ら
ざ
る
を
え
ず
。
文
を

重
ん
ず
る
も
ま
た
然しか
り
、
芸
を
好
む
も
ま
た
然
り
。

　
ゆ
え
に
社
会
の
気
風
は
家
人
を
教
え
朋
友
を
教
え
、
ま
た
学
校
を
教
う
る
も
の
に
し
て
、
こ
の
点
よ
り

見
れ
ば
天
下
は
一
場
の
大
学
校
に
し
て
、
諸
学
校
の
学
校
と
い
う
も
可
な
り
。
こ
の
大
学
校
中
に
生
々
す

る
人
の
心
の
変
化
進
歩
す
る
の
様
を
見
る
に
、
決
し
て
急
劇
な
る
も
の
に
非
ず
。
た
と
え
ば
我
が
日
本
に

て
古
来
、
足
利
の
末
葉
、
戦
国
の
世
に
い
た
る
ま
で
、
文
字
の
教
育
は
ま
っ
た
く
仏
者
の
司
ど
る
と
こ
ろ

な
り
し
が
、
徳
川
政
府
の
初
に
あ
た
り
て
主
と
し
て  

林    

道    

春  

は
や
し
ど
う
し
ゅ
ん

を
採
用
し
て
始
め
て
儒
を
重
ん
ず
る

の
例
を
示
し
、
こ
れ
よ
り
儒
者
の
道
も
次
第
に
盛
に
し
て
、
碩
学
大
儒
続
々
輩
出
し
た
り
と
い
え
ど
も
、

全
国
の
士
人
が
ま
っ
た
く
仏
臭
を
脱
し
て
儒
教
の
独
立
を
得
る
ま
で
は
、
お
よ
そ
百
年
を
費
し
、
元
禄
の

こ
ろ
よ
り
享
保
以
下
に
い
た
り
て
、
は
じ
め
て
世
相
を
変
じ
た
る
も
の
の
如
し
。
（
徳
川
を
は
じ
め
と
し

て
諸
藩
に
て
も
新
に
寺
院
を
開
基
し
、
ま
た
は
寺
僧
を
聘へい
し
て
政
事
の
顧
問
に
用
う
る
が
如
き
習
慣
は
、

儒
教
の
よ
う
や
く
盛
な
る
と
と
も
に
廃
止
し
て
享
保
以
下
に
こ
れ
を
見
る
こ
と
少
な
し
。
）
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ま
た
近
時
の
日
本
に
て
、
開
国
以
来
大
に
教
育
の
風
を
改
め
て
人
心
の
変
化
し
た
る
は
外
国
交
際
の
刺し

   
衝 
し
ょ
う
に
原
因
し
て
、
そ
の
迅
速
な
る
こ
と
古
今
世
界
に
無
比
と
称
す
る
も
の
な
れ
ど
も
、
な
お
か
つ
三
十

の
星
霜
を
費
し
、
然し
か
も
識
者
の
眼
に
は
今
日
の
有
様
を
も
っ
て
変
化
の
十
分
な
る
も
の
と
せ
ず
。
如
何

と
な
れ
ば
世
間
往
々
旧
時
の
教
育
法
に
恋
々
す
る
者
あ
る
を
も
っ
て
、
新
教
育
の
未
だ
洽あま
ね
か
ら
ざ
る
を

知
る
べ
け
れ
ば
な
り
。
教
育
の
効
の
緩
慢
に
し
て
、
ひ
と
た
び
こ
れ
に
浸
潤
す
る
と
き
は
、
そ
の
効
力
の

久
し
き
に
持
続
す
る
こ
と
明
に
見
る
べ
し
。

　
政
事
の
性
質
は
活
溌
に
し
て
教
育
の
性
質
は
緩
慢
な
り
と
の
事
実
は
、
前
論
を
も
っ
て
す
で
に
分
明
な

ら
ん
。
然
ら
ば
す
な
わ
ち
、
こ
の
活
溌
な
る
も
の
と
緩
慢
な
る
も
の
と
相
混
一
せ
ん
と
す
る
と
き
は
、
お

の
ず
か
ら
そ
の
弊
害
を
見
る
べ
き
も
ま
た
、
ま
ぬ
か
る
べ
か
ら
ざ
る
の
数
な
り
。
た
と
え
ば
薬
品
に
て

「
モ
ル
ヒ
ネ
」
は
劇
剤
に
し
て
、
肝
油
・
鉄
剤
は
尋
常
の
強
壮
滋
潤
薬
な
り
。
劇
痛
の
患
者
を
救
わ
ん
と

す
る
に
は
「
モ
ル
ヒ
ネ
」
の
皮
下
注
射
方
も
っ
と
も
適
当
に
し
て
、
医
師
も
常
に
こ
の
方
に
依
頼
し
て
一

時
の
急
に
応
ず
と
い
え
ど
も
、
そ
の
劇
痛
の
よ
っ
て
来
る
所
の
原
因
を
求
め
た
ら
ば
、
あ
る
い
は
全
身
の

貧
血
、
神
経
の
過
敏
を
い
た
し
、
時
候
寒
暑
等
の
近
因
に
誘
わ
れ
て
、
と
み
に
神
経
痛
を
発
し
た
る
も
の

も
あ
ら
ん
。
全
身
の
貧
血
虚
脱
と
あ
れ
ば
、
肝
油
・
鉄
剤
の
類
こ
れ
に
適
当
す
べ
き
な
れ
ど
も
、
目
下
ま
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さ
に
劇
痛
を
発
し
た
る
場
合
に
の
ぞ
み
て
は
そ
の
遠
因
を
求
め
て
こ
れ
を
問
う
に
い
と
ま
あ
ら
ず
、
す
な

わ
ち
「
モ
ル
ヒ
ネ
」
の
要
用
な
る
ゆ
え
ん
な
り
。

　
然
る
に
そ
の
医
師
が
劇
痛
に
投
ず
る
に
「
モ
ル
ヒ
ネ
」
を
も
っ
て
す
る
の
み
な
ら
ず
、
患
者
の
平
生
に

持
張
し
て
徐
々
に
用
う
べ
き
肝
油
・
鉄
剤
を
も
、
そ
の
処
方
を
改
め
て
鎮
痛
即
効
の
物
に
か
え
ん
と
す
る

と
き
は
、
強
壮
滋
潤
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
、
か
え
っ
て
鎮
痛
療
法
の
過
激
な
る
に
失
し
、

全
体
の
生
力
を
損
ず
る
こ
と
あ
る
べ
し
。

　
ゆ
え
に
今
、
一
国
の
政
治
上
よ
り
し
て
天
下
の
形
成
を
観
察
し
た
ら
ば
、
所
望
に
応
ぜ
ざ
る
も
の
も
、

は
な
は
だ
多
か
ら
ん
。
農
を
勧
め
ん
と
し
て
農
業
興
ら
ず
、
工
商
を
導
か
ん
と
し
て
景
気
ふ
る
わ
ず
、
あ

る
い
は
人
心
頑 

冥 

固 

陋 

が
ん
め
い
こ
ろ
う

に
偏
し
、
ま
た
、
あ
る
い
は
活
溌
軽
躁
に
流
る
る
等
に
て
、
こ
れ
を
見
て
堪
え

難
き
は
、
医
師
が
患
者
の
劇
痛
を
見
て
こ
れ
を
救
わ
ん
と
す
る
の
情
に
異
な
ら
ざ
る
べ
し
と
い
え
ど
も
、

こ
れ
を
救
う
の
術
は
、
た
だ
政
治
上
の
方
略
に
止
ま
る
べ
き
の
み
に
し
て
、
教
育
の
範
囲
に
立
入
る
べ
か

ら
ず
。
す
な
わ
ち
農
工
商
等
の
事
を
奨
励
せ
ん
と
な
ら
ば
、
有
形
の
利
害
を
示
し
て
こ
れ
を
左
右
す
べ
し
。

そ
の
効
験
の
著
し
き
は
「
モ
ル
ヒ
ネ
」
の
劇
痛
に
お
け
る
が
如
き
も
の
あ
ら
ん
と
い
え
ど
も
、
今
年
今
月

の
農
工
商
を
ふ
る
わ
し
め
ん
と
て
、
に
わ
か
に
そ
の
教
育
の
組
織
を
左
右
す
れ
ば
と
て
、
何
の
効
を
奏
す

べ
き
や
。
ま
た
あ
る
い
は
天
下
の
人
心
が
頑
冥
固
陋
な
り
活
溌
軽
躁
な
り
と
て
、
そ
の
頑
冥
軽
躁
の
今
日
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に
お
い
て
、
今
の
政
治
上
に
妨
あ
る
も
の
を
改
良
し
、
正
に
今
日
の
所
望
に
応
ぜ
し
め
ん
が
た
め
に
と
て
、

こ
れ
を
政
治
の
方
略
に
訴
る
は
可
な
り
。

　
た
と
え
ば
日
本
士
族
の
帯
刀
は
お
の
ず
か
ら
そ
の
士
人
の
心
を
殺
伐
に
導
き
、
か
つ
ま
た
、
そ
の
外
面

も
文
明
の
体
裁
に
不
似
合
な
れ
ば
と
て
、
廃
刀
の
命
を
下
し
た
る
が
如
く
、
政
治
上
に
断
行
し
て
一
時
に

人
心
を
左
右
す
る
は
劇
薬
を
用
い
て
救
急
の
療
法
を
施
す
も
の
に
等
し
く
、
は
な
は
だ
至
当
な
り
と
い
え

ど
も
、
こ
の
救
急
の
政
略
を
施
す
に
、
か
ね
て
ま
た
、
こ
れ
を
教
育
の
組
織
に
求
め
ん
と
す
る
は
、
肝
油

・
鉄
剤
に
求
む
る
に
鎮
痛
の
即
効
を
も
っ
て
す
る
に
異
な
ら
ず
。
こ
の
薬
剤
に
し
て
、
よ
く
こ
の
効
を
奏

す
べ
き
か
、
も
し
も
然
ら
し
め
ん
と
す
る
に
は
、
ま
ず
こ
の
薬
に
配
合
す
る
に
他
の
薬
物
を
も
っ
て
し
、

そ
の
性
質
を
変
化
せ
し
む
る
こ
と
な
れ
ば
、
徐
々
た
る
滋
潤
強
壮
の
効
力
は
失
い
尽
さ
ざ
る
を
え
ず
。

　
す
な
わ
ち
教
育
緩
慢
の
働
を
変
じ
て
急
劇
と
な
し
、
十
年
二
十
年
に
収
む
べ
き
結
果
を
目
下
に
見
ん
と

す
る
も
の
な
れ
ば
、
教
育
本
色
の
効
力
は
き
わ
め
て
薄
弱
た
ら
ざ
る
を
え
ざ
る
な
り
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
政
治
上
に
お
い
て
目
下
の
所
望
は
、
あ
る
い
は
十
年
を
出
で
ず
し
て
、
大
に
望
む
に
足
ら
ざ
る
の
日

に
会
す
る
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
た
と
え
ば
今
日
こ
そ
農
業
々
々
と
い
え
ど
も
、
三
、
五
年
の
中
に
は
農
よ

り
も
商
の
欠
点
の
見
出
す
こ
と
の
あ
る
べ
き
が
如
し
。
実
に
政
治
は
臨
機
応
変
の
活
動
に
し
て
、
到
底
、

教
育
の
如
き
緩
慢
な
る
も
の
と
歩
を
と
も
に
す
べ
き
限
り
に
非
ず
。
も
し
も
強
い
て
こ
れ
を
一
途
に
出
で
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し
め
、
今
年
今
月
の
政
治
の
方
向
と
今
年
今
月
の
教
育
の
組
織
と
を
併
行
せ
し
め
て
、
教
育
の
即
効
を
今

年
今
月
に
見
ん
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
教
育
は
如
何
様
に
し
て
何
の
書
を
読
ま
し
め
何
の
学
芸
を
授
く
る

も
、
純
然
た
る
政
治
教
育
と
な
り
て
、
社
会
物
論
の
媒
介
た
る
べ
き
の
み
。

　 

昔  

者 

せ
き
し
ゃ

、
旧
水
戸
藩
に
お
い
て
学
校
の
教
育
と
一
藩
の
政
事
と
を
混
一
し
て
い
わ
ゆ
る
政
治
教
育
の
風

を
な
し
、
士
民
中
は
な
は
だ
穏
か
な
ら
ざ
り
し
こ
と
あ
り
。
政
教
混
一
の
弊
害
、
明
ら
か
に
証
す
べ
し
。

た
だ
我
が
輩
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
学
問
の
進
歩
と
社
会
の
安
寧
と
よ
り
ほ
か
な
ら
ず
。
こ
の
目
的
を

達
せ
ん
と
す
る
に
は
、
ま
ず
こ
の
政
教
の
二
者
を
分
離
し
て
各
独
立
の
地
位
を
保
た
し
め
、
た
が
い
に
相

近
づ
か
ず
し
て
、
は
る
か
に
相
助
け
、
も
っ
て
一
国
全
体
の
力
を
永
遠
に
養
う
に
あ
る
の
み
。
諸
外
国
に

て
も
亜
米
利
加
の
政
治
、
共
和
な
れ
ど
も
、
そ
の
教
育
は
必
ず
し
も
共
和
な
ら
ず
。 

日 

耳 

曼 

ジ
ェ
ル
マ
ン

の
政
治
、

武
断
な
れ
ど
も
、
そ
の
学
校
は
武
断
の
主
義
を
教
う
る
に
非
ず
。
仏
蘭
西
の
政
体
は
毎
度
変
革
す
れ
ど
も
、

教
育
上
に
は
い
さ
さ
か
も
変
化
を
見
ず
。
そ
の
他
英
な
り 

荷  

蘭 

オ
ラ
ン
ダ

な
り
、
ま
た
瑞
西
ス
イ
ス
な
り
、
政
事
は
政
事

に
し
て
教
育
は
教
育
な
り
。
そ
の
政
事
の
然
る
を
見
て
、
教
育
法
も
ま
た
然
ら
ん
と
思
い
、
は
な
は
だ
し

き
は
数
十
百
年
を
目
的
に
す
る
教
育
を
も
っ
て
目
下
の
政
事
に
適
合
せ
し
め
ん
と
す
る
が
如
き
は
、
我
が

輩
は
学
問
の
た
め
に
も
、
ま
た
世
安
の
た
め
に
も
こ
れ
を
取
ら
ざ
る
な
り
。
（
以
下
な
お
余
論
あ
り
。
）
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ま
し
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力
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