
人
類
の
歴
史
で
統
治
（
政

治
）
の
本
質
は
悪
で
あ
る
。

人
類
の
歴
史
と
は
、
ま
ず

「
自
分
た
ち
を
食
べ
さ
せ

て
く
れ
」
と
集
ま
っ
て
く

る
人
々
の
群
れ
が
い
る
こ

と
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
人
々

を
何
と
か
食
べ
さ
せ
る
こ

と
の
出
来
る
、
そ
の
時
代

ご
と
の
権
力
者
や
企
業
経
営
者

の
よ
う
な
存
在
に
行
き
当
た
る
。

人
類
の
歴
史
は
き
れ
い
ご
と
で

は
な
い
。
巨
大
な
悪
が
人
間
の

群
れ
を
支
配
し
て
い
る
。
マ
キ
ャ

ベ
リ
が
「
政
治
の
本
質
は
悪
」

と
見
抜
い
た
と
お
り
だ
。

だ
か
ら
戦
国
大
名
と
い
う
人
た

ち
は
、
い
ま
で
言
え
ば
広
域
暴

力
団
の
大
親
分
の
よ
う
な
人
た

ち
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

戦
国
武
将
た
ち
は
、
な
ぜ
あ
の

よ
う
な
お
城
を
造
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
す
ぐ
そ
ば
の
街
道
で
通

行
税
を
取
る
た
め
だ
。
そ
し
て

密
貿
易
を
や
っ
た
だ
ろ
う
。
税

金
と
貿
易
（
商
業
・
大
企
業
）

か
ら
し
か
大
き
な
利
益
は
生
ま

れ
な
い
。
百
姓
（
零
細
中
小
企

業
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
）
を
い
く

ら
い
じ
め
て
も
年
貢
は
そ
ん
な

に
取
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
大

き
な
利
益
が
な
け
れ
ば
人
間
の

群
れ
は
い
き
て
ゆ
け
な
い
。

鎌
倉
・
室
町
時
代
に
中
国
に
留

学
し
た
秀
才
（
お
坊
様
）
は
体

制
保
守
の
儒
学
（
朱
子
学
）
を

賢
明
に
学
ん
だ
。
禅
宗
の
高
僧

達
は
、
大
名
た
ち
に
召
し
抱
え

ら
れ
て
、
裏
で
密
貿
易
の
立
派

な
文
章

を
作
成

し
た
の

で
あ
る
。

幕
末
の

倒
幕
軍

（
薩
長
土
肥
）
は
い
ず
れ
も
巨

額
の
利
益
を
出
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
島

津
の
分
家
で
あ
る
篤
姫
が
京
都

の
近
衛
家
の
養
女
に
な
り
、
将

軍
家
定
の
正
室
に
な
れ
る
は
ず

が
な
い
。
こ
の
時
ど
れ
ほ
ど
の

お
金
が
動
い
た
か
想
像
し
て
み

れ
ば
い
い
。

加
賀
藩
の
銭
屋
五
兵
衛
も
同
じ

運
命
。
す
べ
て
は
金
な
の
で
す
。

お
金
が
な
け
れ
ば
、
た
く
さ
ん

の
人
を
養
う
こ
と
が
出
来
な
い
。

軍
備
を
整
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
金
と
政
治
（
軍
事
）
話
抜

き
は
き
れ
い
事
で
す
。
ウ
ソ
の

歴
史
観
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
「
政

治
と
金
」
問
題
で
野
党
の
、
民

主
・
小
沢
氏
追
及
は
大
衆
を
欺

く
枝
葉
末
節
に
見
え
て
く
る
の

で
す
。
そ
も
そ
自
分
た
ち
は
同

じ
か
、
そ
れ
以
上
で
な
か
っ
た

の
か
。

「
戦
争
」
と
い
う
「
政
治
」
の

勝
敗
は
「
資
金
力
」
と
「
軍
事

力
」
で
決
ま
る
。
ど
れ
だ
け
強

い
闘
う
意
志
が
あ
っ
て
も
、
金

と
軍
備
が
な
け
れ
ば
、
戦
争
は

起
こ
ら
な
い
し
、
起
こ
せ
な
い
。

「
属
国
の
優
等
生
」
と
し
て
今

日
に
至
る
我
が
国
は
、
外
国
と

戦
争
を
す
る
事
で
、
国
内
の
経

済
を
活
性
化
し
、
戦
争
を
し
な

い
と
恐
慌
に
い
た
り
景
気
を
維

持
で
き
な
い
肉
食
系
ア
メ
リ
カ

帝
国
に
、
戦
争
が
「
公
共
事
業
」

の
「
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル

ド
」
の
経
済
思
想
の
国
に
従
属
。

い
い
が
か
り

を
付
け
た
国

を
支
援
し
、

も
っ
と
も
ら

し
く
他
国
に

軍
隊
を
送
っ

た
日
本
で
す
。
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大
阪
の
言
葉
で
「
お
お
き
に
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
お
お
き
に
」
と
は
「
大
い
に

恩
義
を
着
る
」
と
い
う
意
味
で

あ
っ
て
、
短
く
省
略
し

た
表
現
で
し
ょ
う
。

「
す
み
（
い
）
ま
せ
ん
」

も
そ
う
で
す
。
大
変
な

恩
義
を
受
け
て
、
こ
の

ま
ま
で
は
「
済
ま
す
こ

と
が
で
き
な
い
」
「
ど
う
や
っ

て
お
返
し
し
た
ら
い
い
か
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
中
国

人
で
す
。
欧
米
人
は
英
語
の
先

生
を
し
て
い
ま
す
か
ら
友
人
に

な
る
機
会
が
少
な
い
が
、
中
国

人
の
若
者
達
は
歯
を
食
い
し
ば
っ

て
肉
体
労
働
を
し
留
学
し
て
い

る
人
が
多
い
。
友
だ
ち
に
な
っ

て
あ
げ
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
「
義
」
と
は
何
か
を

一
生
懸
命
聞
い
て
み
て
下
さ
い
。

恩
義
を
感
じ
る
、
受
け
た
恩
義

を
返
す
た
め
だ
っ
た
ら
自
分
は

死
ん
で
も
い
い
と
い

う
思
想
の
よ
う
で
す
。

私
た
ち
も
共
感
で
き
、

中
国
人
も
わ
か
る
の

で
す
。

し
か
し
、
政
治
の
中

心
は
「
義
」
で
も
な
く
正
義
で

も
な
く
、
善
し
悪
し
は
別
に
し
、

巨
大
な
「
悪
」
で
す
。


