
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
近
代
の
人
間
モ
デ
ル
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

ヘ
ー
ゲ
ル
と
近
代
的
個
人

Ｉ
　
反
動
思
想
家
ヘ
ー
ゲ
ル

フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
冒
頭
に
ヘ
ー

ゲ
ル
の
『法
哲
学
』を
持
ち
出
す
こ
と
が
す
で
に
辱
愛
で
は

あ
ろ
う
。
ヘ
ー
グ
ル
は
講
義
の
中
で
、普
遍
性
が
要
求
さ
れ

る
高
度
な
学
問
ニ
バ術
は
女
性
に
は
向
か
な
い
と
か
、女
性

の
教
養
は
気
分
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
か
、女
性
が
政
治

の
先
頭
に
立
っ
た
ら
国
家
は
危
機
に
瀕
し
よ
う
等
々
（ゆま
い

Ｎ暉∽”Ｓ
）と
公
言
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
男
性
を
家
族
実

体
の
代
表
者
と
す
る
こ
と
で
、男
性
の
支
配
的
地
位
を
認
め

て
い
る
で
は
な
い
か
ぶ
ヽ
こ
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
国
家

を
実
体
と
し
、
こ
の
国
家
の
前
で
は
個
人
は
消
滅
す
る
、と

説
く
国
家
主
義
者
で
は
な
い
か
。
云
々
。

確
か
に
ヘ
ー
グ
ル
は
反
動
で
は
あ
る
。
だ
が
、
問
題
は
、

彼
が
反
動
で
あ
る
と
い
う
事
実
よ
り
も
、な
ぜ
彼
が
反
動
た

ら
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
、
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
の
探

石
川
伊
織

求
は
必
然
的
に
、
近
代
的
主
体
と
い
う
概
念
の
限
界
へ
と

我
々
を
導
く
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ
　
国
家
と
家
族
―
―
人
格
性
批
判

反
動
思
想
家
で
あ
る
こ
と
は
で
た
ら
め
な
思
想
家
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
。
ヘ
ー
グ
ル
の
構
想
に
も
そ
れ
な

り
の
筋
道
は
あ
る
。
ま
ず
は
こ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ヘー
ゲ
ル
は
人
格
性
を
高
く
評
価
し
は
し
な
い
。個
別
は

あ
く
ま
で
個
別
で
あ
り
、個
別
を
い
く
ら
集
め
て
も
個
別
の

集
積
に
し
か
な
ら
な
い
。個
別
が
存
立
す
る
の
は
む
し
ろ
普

遍
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、当
然
の
こ
と
な
が
ら

社
会
契
約
説
は
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
い
。
社
会
契
約
説
は

「様
々
な
意
志
の
唯
一
の
統
一を
表
面
的
に
考
え
る
と
こ
ろ

か
ら
由
来
す
る
に
過
ぎ
な
い
」
（貿
望
習
∽営
じ
。
そ
も
そ
も

「契
約
は
人
格
の
恣
意
か
ら
出
発
す
る
も
の
」→ｇ
ａ
Ｆ）で
ぁ
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る
。
し
か
し
、
国
家
の
場
合
は
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
。
「人
間
は
そ
の
自
然
的
側
面
か
ら
し
て
既
に
国
家
の
市

民
共
ＯＦ
ａ
こ
で
ぁ
っ
て
、
「人
間
の
理
性
的
使
命
は
国
家
の

内
に
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、た
と
え
未
だ
国
家
が
存
在
し
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、国
家
は
建
設
さ
る
べ
し
と
い
う
理
性

の
要
請
は
現
存
す
る
」
→ｇ
●８
）。
国
家
は
国
民
に
先
立
っ

て
存
在
す
る
理
念
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
「国

家
は
恣
意
を
前
提
と
し
た
契
約
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
。国

家
の
基
礎
付
け
は
万
人
の
恣
意
の
う
ち
に
あ
り
と
主
張
す
る

な
ら
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
各
人
が
国
家
の

う
ち
に
あ
る
こ
と
こ
そ
、各
人
に
と
っ
て
の
絶
対
的
必
然
な

の
で
あ
る
」
→ｇ
巳
じ
。

問
題
の
焦
点
は
人
格
が
恣
意
的
で
あ
り
、契
約
は
人
格
の

恣
意
に
基
づ
く
と
い
う
点
で
あ
る
。国
家
が
恣
意
的
な
も
の

で
あ
る
な
ら
、君
主
の
恣
意
に
よ
る
専
横
か
国
民
の
恣
意
に

よ
る
無
政
府
状
態
か
の
ど
ち
ら
か
が
帰
結
す
る
。
す
な
わ

ち
、社
会
契
約
説
に
基
づ
く
国
家
は
普
遍
た
り
得
な
い
。
し

か
し
国
家
は
普
遍
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。国
家
が
国
民
に

先
立
っ
て
存
在
す
る
理
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「実
体
」と
さ

れ
る
の
は
、
こ
の
帰
結
を
回
避
す
る
論
理
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
国
家
観
を
前
近
代
的
と
批
判
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。こ
の
引
用
に
続
く
箇
所
で
へ
―
グ
ル
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
「近
代
に
お
け
る
国
家
の
大
い
な
る
進
歩

は
、
国
家
そ
の
も
の
が
即
か
つ
対
自
的
な
目
的
で
あ
り
続

け
、各
人
は
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、中
世
に
お
け
る

よ
う
に
各
人
の
個
人
的
協
約
に
従
っ
て
振
る
舞
う
こ
と
を
許

さ
れ
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
」
→ｇ
目針
）。
近
代
主
義
者

が
、個
人
の
恣
意
の
全
面
的
解
放
を
も
っ
て
近
代
と
見
な
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、個
人
の
恣
意
に
代
わ
っ

て
理
性
的
な
国
家
が
統
治
を
司
る
こ
と
を
も
っ
て
近
代
と
見

な
し
て
い
る
。自
由
主
義
者
が
、国
家
権
力
を
最
小
限
に
抑

止
す
る
こ
と
を
も
っ
て
自
由
と
見
な
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、自
由
を
具
体
的
に
保
証
す
る
も
の
と
し
て
の

国
家
に
自
由
の
実
現
を
見
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
構
想
し
て
い
る
国
家
は
、ル
ソ
ー
の
一般
意

志
の
延
長
上
に
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
ヨ息志
を
国
家
の
原
理
と

し
て
立
て
る
と
い
う
貢
献
を
な
し
た
員
マ
路
と
目
し。
こ
の

国
家
意
志
が
一般
意
志
で
あ
る
。
し
か
し
ル
ソ
ー
は
、
三

般
意
志
を
意
志
の
即
か
つ
対
自
的
に
理
性
的
な
も
の
と
は
考

え
ず
、意
識
す
る
こ
の
個
別
意
志
か
ら
生
じ
て
き
た
共
通
な

も
の
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
」
（８
８
８
）。　
一般
意
志
と
は

言
い
な
が
ら
、テ」れ
で
は
複
数
の
個
別
意
志
に
と
っ
て
の
単

な
る
共
通
意
志
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「国
家
に
お
け

る
諸
個
人
の
統
一は
契
約
に
、と
い
う
こ
と
は
恣
意
と
臆
見
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と
任
意
の
表
明
さ
れ
た
同
意
と
基
づ
く
」
→ｒ
ａ
こ
こ
と
に

な
る
。
ヘ
ー
グ
ル
流
に
言
え
ば
、
一般
意
志
は
普
遍
性
を
獲

得
し
て
は
い
な
い
。
普
遍
意
志
た
り
得
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
国
家
を
実
体
と
す
る
ヘ
ー
グ
ル
の
構
想
は
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
の
恐
怖
政
治
と
い
う
現
実
の
中
に
ル
ソ
ー
の
一般
意
志

論
の
欠
陥
を
見
、
こ
れ
を
克
服
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。軽
視

さ
れ
て
い
る
の
は
人
権
で
は
な
く
、恣
意
に
基
づ
か
ざ
る
を

得
な
い
人
格
性
な
の
で
あ
る
。

同
様
の
事
態
は
家
族
に
つ
い
て
も
成
り
立
つ
。自
立
性
を

維
持
し
た
ま
ま
の
男
女
と
い
う
二
つ
の
人
格
の
結
合
で
あ
つ

た
な
ら
、
家
族
も
個
別
の
集
積
で
し
か
な
い
。
「家
族
は
精

神
の
直
接
的
実
体
性
で
あ
る
か
ら
、精
神
の
自
己
感
情
的
統

一
で
あ
り
、愛
を
そ
の
使
命
と
し
、し
た
が
っ
て
家
族
の
心

術
は
、
精
神
の
個
体
性
の
自
己
意
識
（自
覚
）
を
、
即
か
つ

対
自
的
に
存
在
す
る
本
質
態
で
あ
る
こ
の
統
一
の
内
に
持
つ

こ
と
で
あ
り
、か
く
し
て
こ
の
統
一
の
内
で
は
自
立
的
な
人

格
と
し
て
で
は
な
く
、
成
員
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ

る
」
（留
路
）。
人
格
は
家
族
に
お
い
て
は
解
体
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
人
格
は
ま
た
所
有
の
主
体
で
あ
る
か
ら
、家

族
の
中
に
人
格
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
は
、家
族
は
ば
ら

ば
ら
な
私
有
財
産
の
集
積
で
あ
る
こ
と
に
も
な
る
。，」れ
で

は
家
族
は
実
体
た
り
得
な
い
。む
し
ろ
家
族
が
一人
格
な
の

で
あ
つ
て
、
し
た
が
つ
て
家
族
は
財
産
を
所
有
す
る

の
】い０３
。
こ
れ
を
掌
握
す
る
の
が
男
性
で
あ
る
の
は

（留
〓
）、男
性
が
普
遍
的
で
あ
り
女
性
が
個
別
的
・自
然
的
・

感
性
的
ら
ま
０
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

ヘ
ー
グ
ル
に
と
つ
て
、家
族
は
実
体
で
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。人
間
は
両
親
と
い
う
名
の
一対
の
男
女
か
ら
し
か

産
み
出
さ
れ
な
い
。，」の
男
女
の
関
係
が
単
に
恣
意
的
で
性

的
で
あ
る
だ
け
で
は
、産
み
落
と
さ
れ
た
個
人
は
、社
会
と

い
う
普
遍
的
な
も
の
を
担
う
自
立
的
で
理
性
的
な
人
間
に
は

け
し
て
成
長
し
得
な
い
だ
ろ
う
。
性
欲
の
充
足
の
た
め
に

は
、必
ず
し
も
家
族
と
い
う
共
同
体
は
必
要
な
い
か
ら
で
あ

る
。
「婚
姻
は
性
器
の
永
続
的
使
用
契
約
で
あ
る
」
と
い
う

カ
ン
ト
の
結
婚
観
を
ヘ
ー
グ
ル
が
く
り
返
し
批
判
す
る
理
由

は
ｅ
ｄ
＞”日
・Ｌ
ま
Ｆ
留
貧
＞
ヨ
こ
こ
こ
に
あ
る
。
し
た

が
っ
て
ヘ
ー
グ
ル
が
強
調
す
る
の
は
、婚
姻
が
一対
の
男
女

を
夫
婦
に
し
た
だ
け
で
は
家
族
は
未
だ
不
完
全
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
「婚
姻
と
い
う
統
一は
、
実
体
的
な
も
の
と

し
て
は
内
面
性
と
心
術
と
に
あ
る
が
、現
実
存
在
す
る
も
の

と
し
て
は
両
人
の
主
観
に
分
か
た
れ
て
い
る
。，）の
よ
う
な

統
一は
、
子
供
に
お
い
て
、
統
一そ
の
も
の
と
し
て
、
対
自

的
に
存
在
す
る
現
実
存
在
と
な
り
、両
人
の
愛
と
し
て
ま
た

両
人
の
実
体
的
な
定
在
と
し
て
両
人
が
愛
す
る
対
象
と
な
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る
」
ａ
一お
）。
家
族
の
使
命
は
、
子
供
の
中
に
人
倫
態
を
叩

き
込
む
こ
と
で
あ
り
、子
供
を
自
立
ｏ自
律
さ
せ
る
こ
と
で

あ
る
の
ヽ
３
。
こ
れ
を
な
し
得
な
い
家
族
は
家
族
で
は
な

い
。家
族
に
割
り
振
ら
れ
た
こ
の
役
割
は
、国
民
な
い
し
市

民
の
養
成
と
い
う
国
家
・市
民
社
会
の
基
礎
を
形
成
す
る
こ

と
で
あ
り
な
が
ら
、国
家
に
も
市
民
社
会
に
も
遂
行
し
得
な

い
機
能
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、ン」う
し
た
筋
道
が
問
題
を
手
ん
で
い
な
い
と

は
言
え
な
い
。国
家
理
性
の
強
調
は
国
家
主
義
と
呼
ば
れ
て

も
仕
方
の
な
い
も
の
で
あ
る
し
、家
族
の
実
体
性
が
過
度
に

女
性
の
自
然
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、性
別
役
割

分
担
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
グ
ル
が

反
動
呼
ば
わ
り
さ
れ
る
の
は
、，」う
し
た
筋
道
が
近
代
主
義

か
ら
す
れ
ば
ま
さ
に
反
動
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、

ヘ
ー
グ
ル
の
批
判
は
、近
代
主
義
者
が
前
提
と
す
る
近
代
的

個
人
と
い
う
原
理
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。ン）の
こ

と
に
注
意
す
る
と
き
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
反
動
で
あ
る
か
否
か

は
、も
は
や
ど
ち
ら
で
も
よ
い
瑣
末
な
問
題
で
し
か
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。我
々
に
と
つ
て
問
題
な
の
は
む
し

ろ
、ン」の
よ
う
な
筋
道
か
ら
の
帰
結
を
見
定
め
る
こ
と
に
あ

ＺＯ。

Ⅲ
　
近
代
社
会
の
二
要
件

近
代
社
会
は
二
つ
の
要
件
を
充
た
し
て
い
な
い
と
機
能
し

得
な
い
。
第
一に
、
社
会
は
個
人
の
自
立
・自
律
と
共
同
性

を
と
も
に
満
た
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
二
に
、

社
会
は
人
間
の
自
然
性
と
社
会
性
と
を
両
立
さ
せ
る
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
グ
ル
は
、恣
意
の
主
体
で
あ
る

近
代
的
個
人
の
い
わ
ゆ
る
「自
由
」に
基
づ
く
契
約
に
よ
る

の
で
は
な
い
方
法
で
、ゝ
」の
二
つ
の
要
件
を
充
足
さ
せ
よ
う

と
す
る
。

ａ　
自
立
性
・自
律
性
と
共
同
性
の
両
立

前
近
代
の
社
会
は
個
人
を
共
同
体
の
中
に
埋
没
さ
せ
て
い

た
。
近
代
的
個
人
は
、共
同
体
か
ら
の
個
人
の
自
立
を
も
つ

て
成
立
す
る
。啓
蒙
主
義
に
よ
つ
て
示
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
に
よ
つ
て
実
現
さ
れ
、カ
ン
ト
の
定
言
命
法
に
よ
つ
て
理

論
化
さ
れ
た
の
は
、そ
れ
自
身
が
普
遍
性
で
も
あ
る
よ
う
な

個
人
で
あ
る
。
だ
が
、
個
人
は
あ
く
ま
で
も
個
別
な
の
で

あ
っ
て
、個
別
の
ま
ま
で
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。ゆ
え
に
カ
ン
ト
流
の
個
人
は
普
遍
性
に
向
か
つ
て
常

に
接
近
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
、並日遍
性
を
実
現
す
る
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こ
と
は
で
き
な
い
。だ
が
、普
遍
性
は
現
実
の
彼
岸
に
で
は

な
く
、
今
こ
こ
に
成
り
立
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

個
人
が
普
遍
性
を
獲
得
す
る
運
動
を
、
ヘ
ー
グ
ル
は
教
養

形
成
と
呼
ぶ
。
近
代
は
生
産
と
消
費
が
分
離
す
る
こ
と
で
、

労
働
が
能
力
の
特
殊
化
、し
た
が
っ
て
教
養
形
成
と
し
て
発

現
す
る
世
界
で
あ
る
。
家
族
は
も
は
や
生
産
の
場
で
は
な

い
。個
人
は
も
は
や
普
遍
と
不
可
分
一体
で
は
な
く
、そ
れ

ゆ
え
に
、己
が
個
別
で
し
か
な
い
こ
と
は
否
応
な
く
自
覚
せ

ぎ
る
を
得
ず
、ま
た
こ
の
分
裂
は
己
の
努
力
に
よ
っ
て
克
服

す
る
し
か
な
い
。教
養
形
成
と
は
、家
族
の
外
へ出
て
国
家

と
い
う
普
遍
の
た
め
に
、し
か
し
直
接
に
は
己
の
生
存
の
維

持
の
た
め
に
、市
民
社
会
と
い
う
分
裂
態
に
お
い
て
経
済
活

動
を
営
む
個
人
に
課
さ
れ
る
不
可
避
的
な
行
為
で
あ
る
。普

遍
と
の
一体
性
を
産
出
す
る
に
は
、自
己
放
棄
と
い
う
媒
介

が
必
要
と
な
る
。産
出
さ
れ
た
一体
性
は
し
か
し
商
品
経
済

を
通
し
て
拡
散
し
て
い
く
。普
遍
は
お
ろ
か
己
の
存
立
で
さ

えヽ
、自
覚
と
努
力
無
し
に
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
こ
れ
が
人
格

の
自
由
の
内
実
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、人
格
に
は
教
養
形
成

が
不
可
欠
で
あ
り
、
教
養
形
成
を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

人
格
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

教
養
形
成
の
た
め
に
は
、個
人
は
己
の
個
別
性
を
自
ら
捨

て
去
り
、対
象
の
普
遍
性
の
中
に
己
の
本
分
を
知
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
古
い
共
同
体
は
消
滅
し
去
っ
た
。
個
人
に

と
っ
て
の
普
遍
は
今
や
国
家
と
家
族
と
い
う
二
つ
の
実
体
で

あ
る
。））の
二
つ
の
実
体
に
お
い
て
己
の
自
由
を
ど
う
や
っ

て
実
現
す
る
の
か
が
、な
い
し
は
己
の
自
由
が
ど
の
よ
う
に

実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
、肝
要
と
な
る
。自

立
。自
律
と
共
同
性
と
の
両
立
は
社
会
全
体
の
教
養
の
高
ま

り
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。

近
代
の
共
同
性
は
現
実
に
は
分
業
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。

分
裂
態
で
あ
る
市
民
社
会
の
正
体
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か

し
、分
業
は
分
業
に
参
加
す
る
者
の
顔
が
見
え
な
い
抽
象
的

な
共
同
性
で
し
か
な
い
。個
人
は
分
業
に
参
加
す
る
こ
と
で

普
遍
性
を
支
え
な
が
ら
、し
か
し
ど
こ
に
も
普
遍
的
な
る
も

の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。私
は
自
分
の
必
要
を
充

た
す
た
め
の
収
入
を
得
る
べ
く
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

普
遍
な
ん
て
関
係
な
い
。
私
は
あ
く
ま
で
個
人
な
の
だ
。
お

そ
ら
く
こ
れ
が
通
常
の
意
識
の
有
り
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

労
働
は
個
人
の
特
殊
性
（＝
才
能
。技
能
）
の
発
揮
で
あ
る
。

自
分
の
特
殊
性
が
社
会
的
に
承
認
さ
れ
な
く
て
は
、個
人
は

職
に
就
く
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。た
と
え
職
に
あ
り
つ
い
て

も
、
特
殊
性
の
熟
練
を
怠
れ
ば
失
職
の
危
険
に
晒
さ
れ
る
。

己
の
個
と
し
て
の
生
存
を
維
持
す
る
た
め
に
、個
人
は
己
の

個
を
捨
て
て
普
遍
的
な
承
認
の
獲
得
を
目
指
し
て
修
練
に
励
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ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
教
養
形
成
で
あ
る
。

ヘ
ー
グ
ル
は
、並曰遍
性
に
向
け
て
の
個
人
の
努
力
を
救
済

す
る
装
置
と
し
て
、国
家
と
家
族
と
い
う
普
遍
的
実
体
を
設

定
し
、
こ
の
両
者
を
媒
介
す
る
市
民
社
会
に
は
、
一見
前
近

代
的
と
も
見
え
る
職
業
団
体
や
福
祉
行
政
を
配
す
る
。し
か

し
こ
れ
が
前
近
代
へ
の
逆
行
で
は
な
い
の
は
、己
を
捨
て
て

も
教
養
形
成
す
る
こ
と
が
個
人
に
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。ユ剛
近
代
で
あ
る
な
ら
、そ
も
そ
も
個

人
が
個
別
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
む
し
ろ
、普
遍
は
個
別
に
担
わ
れ
て
初
め
て
現
実
存
在

す
る
。国
民
に
支
持
さ
れ
な
い
国
家
な
ど
存
続
で
き
よ
う
道

理
が
無
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、普
遍
的
な
も
の
に
参
加
し

て
教
養
形
成
す
る
こ
と
な
し
に
は
、個
人
は
個
人
た
り
得
な

い
。国
家
が
理
念
上
国
民
に
先
行
す
る
普
遍
で
あ
る
か
ら
国

民
は
こ
れ
を
担
う
の
だ
が
、，）う
し
て
国
民
に
担
わ
れ
な
く

て
は
国
家
の
現
実
存
在
は
成
り
立
た
な
い
。
い
わ
ば
、卵
が

先
か
鶏
が
先
か
、と
い
う
問
題
だ
。ど
ち
ら
が
先
だ
と
断
言

し
て
も
不
正
解
で
あ
る
。並日遍
と
個
別
と
は
こ
の
よ
う
な
相

互
関
係
し
か
持
ち
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。自
立
。自
律
と

共
同
性
の
両
立
を
、
ヘ
ー
グ
ル
は
普
遍
と
個
別
と
の
相
互
依

存
関
係
と
し
て
定
式
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。近
代
主
義
は
専

ら
個
別
の
側
か
ら
国
家
を
構
想
す
る
が
ゆ
え
に
、両
立
の
問

題
を
解
き
得
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
個
別
の
専
横
で
あ
り
、

恣
意
の
跛
属
の
み
で
あ
る
。

ｂ
　
社
会
性
と
自
然
性
の
両
立

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、実
体
性
が
強
調
さ
れ
た
ヘ
ー
グ
ル

的
家
族
は
性
別
役
割
分
担
を
固
定
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
人
間
の
自
然
性
を
女
性
の
側
に

し
か
見
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、女
性
の
み
な
ら
ず
性
別
そ
の
も
の
が
そ
も
そ

も
自
然
的
規
定
（２
ｏロ
ヨ
「Ｆ
Ｆ
”ｏ■
目
Ｂ一Ｆ詈
）で
は
ぁ
る

（留
３
）。
し
か
し
、
自
然
的
で
あ
る
以
上
変
更
の
余
地
は
な

い
。
規
定
は
た
や
す
く
使
命
Ｃ
いｏｕｏ■
目
“目
じ
へ
と
変
質

す
る
。
こ
の
時
、
男
性
は
「独
立
自
存
す
る
人
格
的
自
立
性

と
自
由
な
普
遍
性
を
知
り
か
つ
意
志
す
る
こ
と
へと
自
己
分

裂
す
る
者
」
で
あ
り
、
女
性
は
「統
一
の
う
ち
に
自
己
を
維

持
す
る
者
‥
‥
‥
実
体
的
な
も
の
を
具
体
的
な
個
別
性
と
感

情
と
い
う
形
式
の
内
で
知
り
か
つ
意
志
す
る
者
員
？
ま
）と

な
る
。
男
性
の
自
己
分
裂
と
は
、自
立
す
る
個
で
あ
り
な
が

ら
普
遍
的
な
も
の
を
担
う
こ
と
を
さ
す
。す
な
わ
ち
、社
会

に
出
て
ひ
と
か
ど
の
者
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。，）

れ
に
対
し
て
女
性
は
自
己
分
裂
し
な
い
。分
裂
し
な
い
と
い

う
こ
と
は
、個
と
し
て
独
立
も
で
き
な
け
れ
ば
普
遍
へ
の
参
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与
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。自
然
に
基
づ

く
人
倫
的
な
規
定
と
し
て
、男
性
に
は
社
会
的
。経
済
的
活

動
が
、
女
性
に
は
家
庭
的
恭
順
が
割
り
振
ら
れ
る
。
出
産
・

育
児
と
い
う
人
間
の
自
然
に
関
る
の
は
女
性
だ
け
で
あ
る
。

一人
の
人
間
の
社
会
性
と
自
然
性
と
は
、
一人
の
人
間
の
中

で
共
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
専
ら
社
会
性
を
担
わ
さ

れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
教
養
形
成
に
励
ま
ね
ば
な
ら
な
い
男
性

と
、専
ら
自
然
性
を
担
わ
さ
れ
、そ
れ
ゆ
え
に
教
養
形
成
か

ら
排
除
さ
れ
る
女
性
。し
か
も
こ
れ
が
自
然
的
規
定
で
あ
る

性
別
に
基
づ
い
て
割
り
振
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
近
代
の
社
会
で
は
、生
産
と
消
費
は
と
も
に
家
族
の
中

で
行
わ
れ
た
。
人
間
生
活
の
全
体
が
家
族
の
中
に
あ
る
。家

族
と
い
う
普
遍
と
べ
っ
た
り
一体
と
な
っ
て
い
る
前
近
代
の

人
間
は
、自
分
の
能
力
を
特
殊
化
し
て
労
働
す
る
必
要
が
な

い
。個
が
独
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、普
遍
も
ま
た

個
か
ら
独
立
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。労
働
は

普
遍
と
の
直
接
の
一体
性
を
産
出
す
る
こ
と
で
あ
る
し
、消

費
も
こ
の
直
接
の
一体
性
を
享
受
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。ど
の
よ
う
に
し
て
も
直
接
に
普
遍
と
一体
で
あ
る
の
な

ら
、そ
も
そ
も
こ
こ
に
は
自
立
し
た
個
別
も
自
立
し
た
普
遍

も
な
い
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。あ
る
の
は
た
だ
、家
族
共

同
体
か
ら
未
分
化
の
個
人
と
個
人
か
ら
未
分
化
の
家
族
と
い

う
普
遍
で
あ
る
。私
が
普
遍
と
関
る
の
に
特
別
の
振
る
舞
い

は
要
請
さ
れ
な
い
。あ
る
が
ま
ま
に
働
き
あ
る
が
ま
ま
に
消

費
す
れ
ば
、何
の
自
覚
も
努
力
も
無
し
に
家
族
共
同
体
と
い

う
普
遍
は
維
持
さ
れ
る
。
そ
れ
も
、世
代
を
超
え
て
維
持
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
個
の
自
立
が
問
題
に
な
ら
な
い
の
だ
か

ら
、
人
間
の
関
心
事
は
唯
一
つ
、家
族
共
同
体
の
世
代
を
超

え
た
維
持
で
あ
る
。

家
族
共
同
体
の
維
持
は
種
の
再
生
産
を
通
し
て
行
わ
れ

る
。
生
産
と
消
費
と
が
一体
化
し
て
い
る
前
近
代
で
は
、種

の
再
生
産
、
す
な
わ
ち
生
殖
も
こ
れ
ら
と
一体
化
し
て
い

る
。
生
産
と
消
費
と
が
一体
化
し
て
い
る
と
は
、物
資
の
生

産
と
自
分
自
身
の
再
生
産
と
種
の
再
生
産
と
が
、「生
き
る
」

と
い
う
同
じ
一
つ
の
行
為
の
異
な
っ
た
側
面
で
あ
る
、と
い

う
こ
と
で
あ
る
。，）れ
を
生
産
だ
消
費
だ
と
区
別
す
る
こ
と

が
そ
も
そ
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い
、生
産
と
消

費
と
が
分
離
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、生
産
さ
れ
た
物

資
は
商
品
で
す
ら
な
い
。近
代
社
会
は
こ
れ
を
分
離
す
る
こ

と
で
、家
族
を
単
な
る
消
費
の
場
へ
と
変
え
た
。
ま
た
生
産

と
消
費
の
分
裂
は
、財
の
生
産
と
種
の
再
生
産
と
の
分
裂
を

も
も
た
ら
し
た
。
前
者
は
経
済
内
的
で
生
産
的
で
善
で
あ

り
、後
者
は
経
済
外
的
で
悦
楽
的
で
悪
な
い
し
は
何
か
後
ろ

め
た
い
行
為
と
い
う
わ
け
だ
。
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た
と
え
ば
ヘ
ー
グ
ル
は
婚
姻
と
内
縁
関
係
と
を
次
の
よ
う

に
区
別
す
る
。
「内
縁
関
係
に
お
い
て
は
主
と
し
て
自
然
的

衝
動
の
充
足
が
目
的
で
あ
る
が
、婚
姻
に
お
い
て
は
自
然
的

衝
動
は
抑
制
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、婚
姻
関
係
に
な
い
場
合

に
は
差
恥
の
念
を
生
じ
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
自
然

的
な
出
来
事
も
、婚
姻
関
係
に
あ
つ
て
は
顔
を
赤
ら
め
る
こ

と
も
な
く
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
ε
”３
ＮｓＳ
腐
）。
彼
に

と
っ
て
は
、性
的
な
事
柄
と
は
差
恥
の
念
無
し
に
は
語
れ
な

い
事
柄
な
の
で
あ
っ
た
。差
恥
の
念
を
追
い
払
う
に
は
、性

行
為
が
家
族
共
同
体
の
世
代
を
超
え
た
維
持
と
い
う
神
聖
な

目
的
の
た
め
の
も
の
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
も
し
も
生
産
と
消
費
と
が
未
分
化
で
あ
っ
た
の
な
ら
、

財
の
生
産
と
種
の
再
生
産
と
の
区
別
も
生
じ
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
し
、そ
も
そ
も
生
殖
の
た
め
の
性
行
為
と
快
楽
の
た
め

の
性
行
為
と
い
っ
た
区
別
も
生
じ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ヘ
ー
グ
ル
が
性
的
な
事
柄
に
顔
を
赤
ら
め
る
の
は
、も
ち
ろ

ん
や
ま
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
は
あ
る
が
、近
代
に
お

け
る
生
産
と
消
費
の
分
離
が
根
底
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
も
あ

ｚＯ。そ
も
そ
も
種
の
再
生
産
は
生
産
な
の
か
消
費
な
の
か
。近

代
を
代
表
す
る
学
問
で
あ
る
は
ず
の
経
済
学
が
、種
の
再
生

産
を
経
済
シ
ス
テ
ム
の
一部
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
失
敗

し
て
い
る
の
は
、ま
さ
し
く
経
済
学
が
生
産
と
消
費
の
分
離

を
前
提
と
し
た
議
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
経
済
学
に
と
っ
て

は
、
家
族
は
消
費
の
場
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
る
い

は
、生
産
と
は
商
品
の
生
産
を
言
う
の
だ
か
ら
、家
族
の
内

部
で
行
わ
れ
る
種
の
再
生
産
行
為
は
む
し
ろ
消
費
で
あ
る
、

と
し
か
説
明
の
し
よ
う
が
な
い
。
生
産
と
消
費
と
の
分
離

と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
不
完
全
な
「学
問
的
」
説

明
が
、種
の
再
生
産
、す
な
わ
ち
生
殖
と
子
の
養
育
を
家
族

の
内
部
に
隔
離
し
、
シ
ャ
ド
ウ
ワ
ー
ク
化
さ
せ
た
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、近
代
社
会
は
、合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
自
然
要
因
を
家
族
に
押
し
付
け
、経
済
シ
ス
テ
ム
の

合
理
性
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、産
む
性
で
あ

る
女
性
が
生
殖
と
育
児
と
を
一方
的
に
分
担
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

近
代
家
族
に
実
体
的
な
役
割
を
与
え
る
こ
と
は
、性
別
役

割
分
担
の
固
定
化
に
つ
な
が
っ
た
が
、
し
か
し
他
方
、近
代

的
な
学
問
に
よ
つ
て
故
意
に
無
視
さ
れ
て
い
る
家
族
を
社
会

構
成
の
中
に
正
当
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た

と
も
言
え
る
。家
族
を
消
費
の
場
と
し
て
社
会
構
成
か
ら
締

め
出
す
の
で
は
な
く
、人
間
の
社
会
性
と
自
然
性
と
の
統
合

の
場
と
し
て
理
論
に
取
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。し
か

し
こ
こ
で
は
、異
な
っ
た
役
割
が
両
性
に
割
り
振
ら
れ
て
し
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ま
つ
た
。
教
養
形
成
に
お
い
て
は
、
己
の
努
力
に
よ
っ
て
、

己
の
個
別
性
と
普
遍
性
と
の
媒
介
が
図
ら
れ
た
。し
か
し
家

族
に
お
い
て
は
、両
性
は
別
個
の
役
割
に
安
住
す
る
し
か
な

い
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
性
別
役
割
分
担
の
固
定
を
強
化
す

る
。
ヘ
ー
グ
ル
の
意
図
に
反
し
て
、社
会
性
と
自
然
性
の
統

一
は
、女
性
の
社
会
か
ら
の
疎
外
の
み
な
ら
ず
、男
性
の
自

然
か
ら
の
疎
外
を
も
結
果
す
る
の
で
あ
る
。

ｃ　
家
内
奴
隷
性
の
否
定

国
家
に
関
し
て
は
、教
養
形
成
に
よ
っ
て
普
遍
と
個
別
と

の
相
互
関
係
が
示
さ
れ
た
。家
族
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。ヘ

ー
ゲ
ル
が
そ
の
実
体
性
を
強
調
す
る
の
は
、大
家
族
で

は
な
く
核
家
族
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
大
家
族
で
あ
る
な

ら
、社
会
性
と
自
然
性
と
を
家
族
に
お
い
て
統
一す
る
と
い

う
構
想
は
、
近
代
の
全
面
的
な
否
定
と
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は

大
家
族
制
度
へ
の
逆
行
を
く
り
返
し
拒
否
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、大
家
族
制
と
は
、家
長
が
数
世
代
に
わ
た
る
家
族
成
員

全
員
に
対
し
て
、彼
ら
が
成
人
で
あ
る
か
否
か
に
関
ら
ず
権

力
を
行
使
す
る
家
父
長
制
で
あ
り
、家
内
奴
隷
制
だ
か
ら
で

あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
家
族
は
解
体
す
る
も
の
で
あ
る
。

家
族
の
使
命
は
子
供
の
養
育
で
あ
り
、成
長
し
た
子
供
が
独

立
す
る
と
き
、
家
族
は
解
体
す
る
。
「家
族
の
人
倫
的
解
体

は
、
子
供
た
ち
が
自
由
な
人
格
性
へ
と
教
育
さ
れ
、法
的
な

人
格
と
し
て
、
一
面
で
は
自
分
の
自
由
な
所
有
を
持
つ
と
同

時
に
、他
面
で
は
自
分
の
家
族
を
創
設
す
る
に
充
分
な
成
人

に
達
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
存
す
る
」
ａ
【ミ
）。

し
た
が
つ
て
家
族
は
一代
限
り
で
あ
る
。世
代
を
超
え
て
子

供
の
行
動
を
規
制
す
る
よ
う
な
家
族
実
体
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
前
近
代
的
な
家
系
で
あ
り
、批
判
の
対
象
で
あ

る
。
「彼
ら
（＝
成
人
に
達
し
結
婚
し
た
子
供
た
ち
）
は
今

や
新
し
い
家
族
に
自
ら
の
実
体
的
使
命
を
有
し
て
お
り
、））

れ
に
対
し
て
最
初
の
家
族
は
単
に
最
初
の
根
拠
な
い
し
は
出

発
点
と
し
て
背
景
に
退
く
の
で
あ
る
。
い
や
、そ
れ
ど
こ
ろ

か
、家
系
と
い
っ
た
抽
象
物
は
も
は
や
何
の
権
利
も
有
し
な

ぃ
」
→
ｇ
ａ
５
。

子
供
は
潜
在
的
に
自
由
な
人
間
で
あ
る
。親
が
子
に
対
し

て
権
限
を
行
使
で
き
る
の
は
、子
供
の
訓
育
の
た
め
で
し
か

な
い
。
こ
の
限
界
を
超
え
、さ
ら
に
成
人
し
て
か
ら
も
子
供

た
ち
に
権
限
を
行
使
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、ロ
ー
マ
法
で

は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
「ロ
ー
マ
法
に
よ
れ
ば
、
父
親
は
息

子
を
売
り
飛
ば
す
こ
と
が
で
き
た
員
ゆぁ
ｏ
≧
目
し。ぁ
る
い

は
ま
た
、
「ロ
ー
マ
人
の
間
で
は
古
く
は
父
は
子
を
廃
嫡
す
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る
こ
と
が
で
き
た
し
、
殺
す
こ
と
さ
え
で
き
た
」
（一ぁ
ｏ

雪
Ｉ
Ｓ
）。
他
人
に
殺
生
与
奪
の
権
を
握
ら
れ
て
い
る
以
上
、

子
供
は
奴
隷
で
あ
る
。近
代
は
子
供
を
奴
隷
と
し
て
で
は
な

く
、
潜
在
的
な
人
間
と
し
て
扱
う
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
グ
ル
の
説
く
家
族
は
、し
た
が
っ
て
極
め
て
近
代
的

な
家
族
で
あ
る
。家
族
の
実
体
性
の
強
調
を
前
近
代
性
と
取

り
違
え
て
は
な
ら
な
い
。家
父
長
の
絶
対
的
権
限
は
非
理
性

的
な
も
の
（留
≧
目
・）で
ぁ
り
、批
判
の
対
象
な
の
で
あ
る
。

近
代
主
義
は
、家
父
長
制
を
攻
撃
す
る
た
め
に
家
族
そ
の
も

の
を
解
体
す
る
。
個
人
の
自
立
。自
律
を
救
う
た
め
に
、
こ

れ
を
抑
圧
す
る
も
の
を
撤
廃
す
る
、
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。

し
か
し
、こ
れ
で
は
個
人
の
自
然
性
と
社
会
性
の
両
立
は
覚

束
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
戦
略
は
、家
族
の
実
体
性
を
確
保
し

な
が
ら
、同
時
に
こ
れ
を
世
代
毎
に
生
成
と
解
体
を
繰
り
返

す
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。い
わ
ば
苦
肉
の

策
な
の
で
あ
る
。

Ⅳ
　
問
題
の
焦
点

ヘ
ー
グ
ル
は
、人
格
性
を
批
判
し
つ
つ
も
こ
れ
を
否
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。人
格
性
の
本
質
は
、
「私
は
、
））

の
者
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
完
全
に
規
定
さ
れ
、有
限

で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
ま
っ
た
く
の
自
己
関
係
で
あ
り
、

有
限
性
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、私
自
身
が
こ
の
よ
う
に
無

限
な
も
の
、普
遍
的
な
も
の
、自
由
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
員
８
３
と
い
ぅ
点
に
あ
る
。
人
格
性
と
は
、自

由
な
自
己
意
識
な
の
で
あ
る
。
））う
し
た
人
格
性
は
「一般

に
権
利
能
力
を
含
み
、抽
象
的
な
、と
い
う
こ
と
は
形
式
的

な
法
な
い
し
は
権
利
の
概
念
を
な
し
、ま
た
こ
う
し
た
法
の

そ
れ
自
体
抽
象
的
な
根
拠
を
な
す
員
ｇ
ｅ
。
す
な
わ
ち
、自

由
な
自
己
意
識
。人
格
性
は
権
利
主
体
で
あ
る
。
し
か
も
相

互
に
自
由
な
権
利
主
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，、
「法
の
命

ず
る
と
こ
ろ
は
、
コ
つ
の
人
格
た
れ
。
そ
し
て
他
人
を
人

格
と
し
て
尊
重
す
べ
し
』
で
あ
る
」
（３
８
８
）。
人
格
の
尊

重
と
は
、万
人
が
権
利
主
体
で
あ
る
こ
と
の
相
互
承
認
で
あ

２
０
。こ

の
主
体
の
権
利
は
何
に
対
す
る
権
利
か
。人
格
の
自
由

は
外
側
に
何
等
か
の
形
を
と
っ
て
現
れ
出
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
も
、
こ
の
現
れ
出
た
も
の
は
「そ
れ
と
は
端
的
に

異
な
っ
た
も
の
、そ
れ
と
は
分
離
で
き
る
も
の
員
ＯＦ
目Ｓ
）、

す
な
わ
ち
物
件
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
物
で
あ
る
。
人
格
の
自

由
が
現
実
存
在
す
る
に
は
、人
格
は
人
格
そ
の
も
の
か
ら
は

区
別
し
う
る
「物
件
」
を
所
有
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人

格
が
権
利
主
体
で
あ
る
と
は
、所
有
権
の
主
体
で
あ
る
と
い
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う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

結
局
、人
格
す
な
わ
ち
近
代
的
個
人
と
は
、所
有
の
主
体

に
す
ぎ
な
い
の
だ
。人
権
も
所
有
の
主
体
と
し
て
の
権
利
で

あ
り
、そ
れ
以
上
で
は
な
い
。所
有
の
主
体
の
行
為
は
自
ら

の
利
益
を
目
指
す
利
己
的
な
行
為
で
し
か
な
い
。し
た
が
つ

て
、た
と
え
神
の
見
え
ぎ
る
手
が
働
い
て
市
民
社
会
が
円
滑

に
運
動
し
よ
う
と
も
、そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
が
顔
の
見
え
な
い

分
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
過
ぎ
ず
、共
同
性
＝
自
立
的
個
人

の
連
帯
と
は
呼
び
得
な
い
。共
同
性
を
確
立
す
る
に
は
、人

格
の
ア
ト
ミ
ズ
ム
を
超
え
た
原
理
が
必
要
と
な
る
。
し
か

し
、人
格
の
ア
ト
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
近
代
に
お
け
る
個
人
の
自

立
。自
律
を
支
え
て
き
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
人
格
か

ら
出
発
し
な
け
れ
ば
前
近
代
へ
の
退
行
は
免
れ
な
い
。か
と

い
っ
て
、人
格
か
ら
出
発
し
た
の
で
は
連
帯
を
形
成
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
人
格
か
ら
出
発
し
な
が

ら
、人
格
が
自
ら
す
す
ん
で
連
帯
の
た
め
に
自
己
犠
牲
を
も

厭
わ
ず
努
力
す
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
な
る
。か
く

し
て
、我
々
は
ヘ
ー
グ
ル
が
直
面
し
た
の
と
同
じ
問
題
に
再

び
た
ど
り
着
く
。公
共
の
福
祉
を
名
目
に
自
己
犠
牲
が
強
要

さ
れ
た
な
ら
、

，」れ
は
圧
政
で
あ
る
。圧
政
の
可
能
性
を
根

絶
し
得
な
い
と
い
う
意
味
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
反
動
と
呼
ば
れ

る
。
同
じ
問
題
に
た
ど
り
着
い
た
我
々
も
又
、反
動
た
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

同
様
の
問
題
は
自
由
を
め
ぐ
つ
て
も
生
じ
る
。自
由
が
人

格
の
自
由
で
あ
る
な
ら
、））れ
は
個
別
の
人
間
の
恣
意
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
、自
由
は
主
観
の
恣
意
の
自
由
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。第
一
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
人
格
性
の

問
題
も
、
要
は
、
人
格
は
個
別
に
過
ぎ
ず
、
恣
意
を
脱
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
っ

た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
必
然
性
の
自
覚
こ
そ
自
由
で
あ
る
と
す
る

が
（そ
し
て
こ
れ
が
た
い
へ
ん
に
悪
名
高
い
の
だ
が
）、
こ

れ
は
恣
意
の
自
由
を
超
え
る
立
場
を
要
請
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、主
観
の
自
発
的
な
自
己
陶
冶
の
結
果
と
し
て

成
り
立
つ
の
で
な
い
よ
う
な
必
然
性
の
自
覚
は
、洗
脳
に
他

な
ら
な
い
。洗
脳
は
自
発
的
な
自
己
犠
牲
を
強
要
す
る
こ
と

も
で
き
る
。我
々
の
自
発
性
は
本
当
に
自
発
的
な
の
だ
ろ
う

か
。ヘ

ー
ゲ
ル
は
、，）れ
に
対
す
る
答
え
を
教
養
形
成
に
求
め

た
。
教
養
形
成
と
は
、
広
義
に
は
、
普
遍
的
な
も
の
の
内
に

己
の
本
分
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、そ
の
具
体
的
な
運
動
と
し

て
は
、
己
の
特
殊
性
の
発
揮
で
あ
り
、
ンヽ
の
特
殊
性
を
普
遍

的
に
承
認
し
て
も
ら
う
た
め
に
己
の
個
別
性
を
犠
牲
に
し
て

修
練
に
励
む
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
ヘ
ー
グ
ル
が
決
し
て
人
格

性
を
否
定
し
尽
く
さ
な
い
の
は
、市
民
社
会
と
い
う
分
裂
の
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場
に
お
い
て
諸
個
人
が
こ
の
狭
義
の
教
養
形
成
に
励
む
こ
と

に
よ
つ
て
、広
義
の
教
養
形
成
が
達
成
さ
れ
る
、と
い
う
論

理
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。個
人
が
そ
の
ま
ま
普
遍
的
な

存
在
と
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
も
、社
会
の
全
体
が
教
養
形

成
と
い
う
運
動
と
し
て
普
遍
性
を
確
立
す
る
こ
と
な
ら
可
能

で
あ
ろ
う
。ま
た
こ
の
運
動
が
単
に
個
人
か
ら
遊
離
し
た
普

遍
と
し
て
個
人
に
優
越
す
る
の
で
は
な
く
て
、万
人
の
営
為

努
力
に
よ
つ
て
普
遍
が
支
え
ら
れ
、ゝ
）れ
に
参
与
す
る
こ
と

で
個
人
も
己
の
個
別
性
を
克
服
で
き
る
の
だ
、と
い
う
こ
と

を
、教
養
形
成
に
励
む
諸
個
人
に
教
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、あ
く
ま
で
も
人
格
の
個
別
性
に
こ
だ
わ
る
の
な

ら
、
教
養
形
成
の
結
果
も
ま
た
、
『精
神
現
象
学
』
で
示
さ

れ
た
ラ
モ
ー
の
甥
の
分
裂
の
言
葉
に
終
わ
る
。あ
る
い
は
ま

た
、
道
徳
性
に
お
け
る
良
心
と
い
う
名
の
独
善
に
終
わ
る
。

し
か
も
、市
民
社
会
と
い
う
分
裂
態
に
お
い
て
は
、
一一重
の

二
者
択
一が
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
。第
一は
、国
家
や
家

族
の
普
遍
性
の
側
に
擦
り
寄
る
か
、あ
く
ま
で
個
別
性
に
依

拠
す
る
か
の
二
者
択
一
で
あ
り
、第
二
は
、自
然
性
を
放
棄

し
て
教
養
形
成
に
励
み
、
社
会
性
を
獲
得
す
る
代
わ
り
に

ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク
と
化
し
て
家
族
実
体
を
解
体
し
て
し
ま
う

の
か
、あ
る
い
は
、教
養
形
成
の
放
棄
な
い
し
は
そ
れ
か
ら

の
排
除
に
よ
つ
て
社
会
性
か
ら
疎
外
さ
れ
、自
然
性
を
維
持

し
は
す
る
け
れ
ど
も
自
立
・自
律
を
喪
失
す
る
か
の
二
者
択

一
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ら
ご
」う
し
た
二
者
択
一が
生
ず

る
の
は
、個
別
性
に
囚
わ
れ
て
己
の
本
質
が
実
体
の
側
に
あ

る
こ
と
を
見
な
い
近
代
人
特
有
の
現
象
だ
、と
非
難
す
る
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
普
遍
性
が
万
人
の
自
覚

す
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
目
論
見
に
反
し
て

極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

Ｖ
　
結
論

い
わ
ゆ
る
女
性
解
放
運
動
は
、近
代
的
個
人
の
主
観
の
恣

意
の
自
由
を
女
性
に
も
広
げ
よ
と
要
求
す
る
運
動
で
あ
っ
た

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
上
述
の
二
重
の
二
者
択
一
に
お
い

て
、男
性
は
、望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
関
ら
ず
個
別
性
と
自

立
性
の
側
面
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、女
性
も
自
ら

望
ん
で
こ
の
選
択
を
行
お
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、，」う
し
た
選
択
は
女
性
の
男
性
化
を
も
た
ら
す
に
留
ま

る
。
社
会
性
の
獲
得
は
、
自
ら
の
能
力
の
特
殊
化
・教
養
形

成
を
通
し
て
自
立
。自
律
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
ン」の
た
め

に
は
自
ら
の
自
然
性
は
邪
魔
で
あ
る
。自
然
性
を
抑
圧
さ
れ

る
こ
と
で
ワ
ー
カ
ホ
リ
ツ
ク
と
化
す
男
性
と
同
様
な
こ
と
が
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起
き
よ
う
。す
べ
て
の
人
間
が
自
然
性
を
捨
て
て
し
ま
っ
た

な
ら
、種
の
再
生
産
さ
え
も
が
商
品
化
、し
た
が
っ
て
顔
の

見
え
な
い
分
業
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
の
は
必
然
だ
ろ
う
。

臓
器
移
植
や
代
理
母
と
い
っ
た
生
命
倫
理
学
の
扱
う
諸
問
題

は
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
し
た
人
格
性
の
本
質
か
ら
必
然
的
に

派
生
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

反
動
思
想
家
ヘ
ー
グ
ル
の
『法
哲
学
』
の
中
に
は
、
以
上

に
論
じ
た
諸
問
題
の
主
要
な
論
点
が
す
べ
て
出
揃
っ
て
い

る
。
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
性
別
役
割
分
担
を
排
し
て
、

男
女
両
性
が
と
も
に
自
然
性
と
社
会
性
を
自
ら
の
活
動
の
中

に
統
一す
る
こ
と
、あ
る
い
は
、自
然
性
と
社
会
性
の
分
離

が
発
生
し
得
な
い
よ
う
な
社
会
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、

自
由
と
共
同
性
と
が
両
立
す
る
よ
う
な
社
会
を
構
想
す
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
的
個
人
を
前
提
と
し
て
は
、
こ

の
課
題
の
実
現
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
グ
ル
は
、反
動

と
化
し
な
が
ら
も
問
題
の
所
在
を
示
し
た
。
し
か
し
我
々

は
、示
さ
れ
た
問
題
の
所
在
を
確
認
す
る
以
上
の
こ
と
を
何

一
つ
な
し
得
て
い
な
い
。
近
代
主
義
の
批
判
は
簡
単
で
あ

る
。
そ
の
反
対
に
、近
代
主
義
に
立
っ
て
反
動
を
論
駁
す
る

こ
と
も
簡
単
で
あ
る
。だ
が
、所
詮
両
者
は
一
つ
穴
の
格
に

過
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、我
々
は
近
代
と
い
う
呪
縛
か
ら

未
だ
自
由
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（い
し
か
わ
　
い
お
り
　
法
政
大
学
）
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