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ち
の
共
同
体
派
で
、
彼
に
よ
る
と
、
ロ
ー

ル
ズ
や
ノ
l
ジ
ッ
ク
の
議
論
は
自
由
な
近

代
的
個
人
が
社
会
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る

と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
前
提
に
な
っ
て

い
る
、
と
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
実
は

共
同
体
に
内
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
視
点
が
全
く
抜
け
落
ち
て
い

る
、
と
言
う
。

も
う
一
つ
は
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
。

こ
れ
は
従
属
理
論
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と

言
え
ま
す
。
こ
の
考
え
方
の
基
本
は
、
マ

ル
ク
ス
主
義
が
、
資
本
家
と
労
働
者
の
対

立
が
調
停
不
能
で
あ
る
と
考
え
た
の
を
世

界
大
に
移
し
た
乙
と
で
す
。
資
本
主
義
制

度
の
中
に
あ
っ
て
は
、
先
進
国
と
後
進
国

と
の
格
差
は
縮
ま
ら
な
い
、
資
本
主
義
は

矛
盾
を
抱
え
た
ま
ま
進
ん
で
い
く
と
主
張

す
る
。
ウ
ォ

l
ラ
l
ス
テ
イ
ン
が
主
唱
者

だ
が
、
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
資
本
主
義
の

矛
盾
は
解
決
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
で

は
先
が
見
え
な
い
。
現
在
、
社
会
理
論
と

し
て
主
だ
っ
た
も
の
を
挙
げ
ま
し
た
が
、

新
た
な
展
望
を
切
り
開
く
理
論
が
な
い
の

が
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。

橋

爪

展

望
が
あ
る
理
論
が
な
い
と
い

う
と
と
に
同
感
で
す
。
竹
田
さ
ん
が
整
理

さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
は
、
社
会
科
学
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の
プ
ロ
な

5
誰
で
も
知
っ
て
い
る
も
の
で

す
が
、
こ
の
ど
れ
か
を
勉
強
す
れ
ば
た
ち

ま
ち
展
望
が
開
け
、
社
会
科
学
が
社
会
の

問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ

た
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、

こ
れ
ら
の
理
論
の
ど
れ
か
に
ぞ
っ
こ
ん
入

れ
込
ん
で
い
る
人
を
、
私
は
信
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
ん
で
す
(
笑
)
。
乙
う
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ま
だ
残
っ
て

い
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
れ
が
社

会
科
学
の
課
題
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

い
ま
述
べ
ら
れ
た
諸
理
論
の
ベ

l
ス
に

あ
る
の
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
〈
近
代
主
義
)

で
す
。
こ
れ
は
評
判
が
悪
い
が
、
現
代
社

会
を
動
か
し
て
い
る
支
配
原
理
で
す
。
新

民
主
主
義
、
新
自
由
主
義
、
共
同
体
派

l
ど
れ
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
コ
ッ
プ
の

中
の
嵐
で
、
い
わ
ば
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
尾
ヒ

レ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
存
在
は
大
き
い
の
で
す
。
そ
れ
は
社
会

の
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
を
踏
ま
え
て
お
り
、

ま
だ
ま
だ
そ
の
中
に
多
く
の
知
恵
が
残
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
反
対
し
て
い
る
最
大
の

勢
力
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
し
た
が
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
す
人
た
ち
が

n 

た
げ
だ
せ
い
じ
明
治
学
院
大
学
教
授
一
九

四
七
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
卒

業
。
自
分
を
深
く
知
る
た
め
、
〈
他
者
v

と
か
か
わ

る
た
め
に
哲
学
す
る
思
想
家
。
著
書
に
『
現
代
思
想

の
目
目
険
』
な
ど
。

は
し
づ
め
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
東
京
工
業
大
学
教

授

一

九

四

八
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
博
士

課
程
(
社
会
学
)
修
了
。
〈
一言
語
派
〉
社
会
"
』
干
の
確

立
を
め
ざ
す
社
会
学
者
。
著
書
に
『
言
語
ゲ
ー
ム
と

社
会
理
論
|

|
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ハ
ー
ト

・
ル
l
マ
ン
』
な
ど
。

出
て
き
た
。
こ
れ
が
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ

ム
で
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
主
張
は
し
て
い

る
が
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
は
も
う
古
い
」

と
い
う
の
が
彼
ら
の
本
当
に
言
い
た
い
こ

と
で
す
。
そ
し
て
、
彼
ら
に
は
大
き
な
ト

ラ
ウ
マ
(
心
的
外
傷
)
が
あ
る
。
モ
ダ
ニ

ス
ト
に
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
も
な
り

き
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
・
・
・
・
。
そ
の
マ

ル
ク
ス
主
義
が
凋
落
し
た
い
ま
、
ポ
ス
ト

・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
も
力
を
失
っ
て
い
く
の
だ

ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
国
家

橋
爪
も
う
ひ
と
つ
、
マ
ル
ク
ス
主
義

が
効
力
を
失
っ
た
後
、
そ
の
リ
パ
イ
パ
ル

・
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
出
て
き
た
の
が
従

属
理
論
。
と
れ
は
、
中
心
・
周
縁
理
論
か

ら
き
て
い
る
が
、
端
的
に
言
え
ば
階
級
闘

争
の
理
論
を
国
際
関
係
に
あ
て
は
め
た
だ

け
と
言
え
る
。
先
進
資
本
主
義
は
資
本

家
、
第
三
世
界
は
搾
取
さ
れ
て
い
る
労
働

者
、
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
。
と
こ
ろ
が
マ

ル
ク
ス
の
『
資
本
詳
細
』
に
は
、
ぞ
う
書
い

て
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ち
、
先
進
資
本
主

義
国
が
第
三
世
界
を
搾
取
し
て
い
る
と
い

う
経
済
学
的
証
拠
は
な
い
。
ぞ
れ
な
の
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最
近
、
社
会
学
を
は
じ
め
と
す

る
社
会
科
学
へ
の
信
頼
が
揺
ら
い
で
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
う
考
え
れ
ば
社
会

の
問
題
を
原
理
的
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う

説
得
的
な
理
論
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
事

情
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

橋
爪
さ
ん
に
現
在
の
社
会
科
学
の
基
本
的

な
考
え
方
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
理

論
と
現
実
と
の
関
係
は
ど
う
か
な
ど
に
つ

い
て
伺
い
な
が
ら
議
論
を
進
め
た
い
。

ぞ
の
前
に
、
私
な
り
に
現
代
の
代
表
的

竹
田

な
社
会
理
論
に
つ
い
て
大
ま
か
な
ス
ケ
ッ

チ
を
試
み
て
み
ま
す
。

ま
ず
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
考
え

方
、が
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
社
会
の

制
度
を
解
体
し
て
い
こ
う
と
す
る
理
論
で

す
が
、
反
社
会
的
な
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が

核
に
あ
っ
て
、
具
体
的
な
社
会
の
改
変
の

プ
ラ
ン
は
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
。
ぞ
れ
か

ら
、
ロ

l
ル
ズ
の
「
正
義
論
」
の
よ
う

に
、
民
主
主
義
を
基
本
前
提
に
し
な
が

ら
、
弱
者
救
済
や
格
差
是
正
を
主
眼
に
置

く
考
え
方
も
あ
る
。
一
方
、
ノ
l
ジ
ッ
ク

な
ど
は
、
国
家
不
要
論
を
軸
に
「
新
自
由

主
義
」
(
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
)
を
標
樗
し

て
い
る
。
乙
の
両
者
の
考
え
方
に
異
議
を

唱
え
る
理
論
も
あ
る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア

に
、
ぞ
う
断
定
す
る
。
乙
れ
が
従
属
理
論

の
中
身
、
だ
と
思
い
ま
す
。
ア
イ
デ
ア
と
し

て
は
面
白
い
。
し
か
し
、
そ
う
か
も
し
れ

な
い
し
、
ぞ
う
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
暖
昧
さ
が
残
る
。

い
ま
、
挙
が
ら
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
可

能
性
と
し
て
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ポ
ス
ト

・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
両
股
を
か
け
た
「
社
会

シ
ス
テ
ム
論
」
が
あ
る
。
主
唱
者
は
ル
l

マ
ン
ら
で
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
論
に
の

っ

と
り
、
社
会
科
学
を
や
ろ
う
と
す
る
一
派

で
す
。
日
本
で
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
大
き

な
力
を
持
っ
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
張

を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
解
釈
は
し
て

も
、
現
実
的
な
提
案
は
で
き
て
い
な
い
と

い
う
意
味
で
、
竹
田
さ
ん
の
挙
げ
ら
れ
た

グ
ル
ー
プ
と
大
差
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
試

み
は
な
さ
れ
て
は
い
る
の
で
す
。
た
だ
社

会
の
現
実
を
切
り
開
き
、
ぞ
れ
を
先
に
進

め
て
い
く
と
い
う
決
定
版
は
な
い
の
で
す

ね
。
と
は
言
え
、
こ
れ
は
社
会
科
学
が
足

踏
み
し
て
い
る
と
か
力
を
失

っ
て
い
る
と

見
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
い
ろ

い
ろ
の
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
は
評
価

す
る
に
足
る
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
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竹
田
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
さ
ま
ざ
ま
な
理

論
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
と
言
う
場
合
の
、

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
一
言
説
明
し

て
く
だ
さ
い
。

橋
爪
い
ろ
い
ろ
に
言
え
ま
す
が
、
簡

単
に
言
え
ば
、
市
民
社
会
で
あ
る
こ
と
を

前
提
に
、
経
済
的
に
は
資
本
主
義
的
市
場

経
済
の
徹
底
、
政
治
的
に
は
民
主
主
義
の

貫
徹
。

僕
の
見
方
で
は
、
近
代
に
な
っ

て
現
れ
た
ロ

ッ
ク
や
ル
ソ

l
、
カ
ン
ト
や

へ
l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
新

し
い
社
会
理
念
で
す
ね
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
近
代
市
民
社
会
の
原
理

だ
と
大
づ
か
み
に
言
う
と
、
二

O
世
紀
に

至
っ
て
そ
れ
は
破
産
し
た
。
な
ぜ
か
と
言

う
と
、
市
民
社
会
の
原
理
は
国
民
国
家
の

原
理
に
の
み
込
ま
れ
て
、
国
民
国
家
同
士

が
戦
争
し
、
か
つ
先
進
の
国
民
国
家
が
弱

い
国
家
を
植
民
地
化
し
、
ひ
ど
い
矛
盾
を

引
き
起
こ
し
た
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
市

民
社
会
原
理
と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
破
産

で
あ
る
と
言
え
る
。
近
代
市
民
原
理
の
前

提
に
は
、
人
間
の
欲
望
の
解
放
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
行
き
着
い

た
先
は
、
国
家
同
士
の
戦
争
だ
っ
た
。

竹
田

そ
こ
で
出
て
き
た
の
が
自
由
競
争
と
私

本
的
性
格
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
よ
い

社
会
を
つ
く
り
だ
せ
ば
、
人
聞
は
幸
せ
に

な
れ
る
の
だ
と
い
う
確
信
で
す
ね
。
キ
リ

ス
ト
教
が
そ
の
始
ま
り
で
、
マ
ル
ク
ス
主

義
は
、
そ
の
最
終
形
態
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が、

そ
う
し
た
考
え
方
に
対

し
、
マ
ル
ク
ス
以
前
に
二
人
の
批
判
者
が

い
た
。
ニ

l
チ
ェ
と
へ

l
ゲ
ル
で
す
。
ニ

l
チ
ェ
に
よ
る
と
、
そ
う
い
う
考
え
方
は

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
。
社
会
に
矛
盾

が
あ
る
と
き
、
そ
の
現
実
条
件
を
直
視
し

な
い
で
、
絶
対
理
想
状
態
を
想
定
し
て
、

そ
こ
か
ら
す
べ
て
を
考
え
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
だ
と
思
想
と
し
て
弱
く
な
る
。
な
ぜ

そ
う
い
う
考
え
方
に
な
る
か
と
い
う
と
、

ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
言

い
方
を
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
プ
ラ
ト

ニ
ズ
ム
批
判
は
、
社
会
科
学
の
理
論
に
と

っ
て
大
き
な
試
金
石
に
な
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

一
方
、
へ

l
ゲ
ル
も
近
代
的
な
理
想
主

義
を
厳
密
に
批
判
し
て
い
る
。
近
代
の
倫

理
の
考
え
方
で
は
、
人
間
の
「
個
別
性
」

は
、
「
社
会
性
」
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。

「
み
ん
な
の
た
め
に
」
と
い
う
モ
ラ
ル
が

「
私
の
た
め
に
」
を
乗
り
越
え
、
み
ん
な

，
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有
財
産
の
否
定
を
柱
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主

義
で
す
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
国

家
拡
張
の
原
理
は
、
自
由
競
争
の
否
定
に

よ
っ
て
し
か
解
決
で
き
な
い
と
考
え
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
試
み
は
簡
単
に
成

功
し
な
い
。
人
間
の
欲
望
は
い
っ
た
ん
解

放
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
抑
え
る

必
要
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
た
め
に

は
異
様
に
強
力
な
権
力
が
要
請
さ
れ
る
。

だ
か
ら
社
会
主
義
国
家
は
、
ど
う
し
て
も

一
つ
の
絶
対
的
に
正
し
い
考
え
方
に
よ
っ

て
強
大
な
権
力
を
正
当
化
す
る
以
外
に
方

法
が
な
い
。
だ
か
ら
、
ど
ん
な
社
会
主
義

国
で
も
、
社
会
は
こ
う
な
る
の
が
最
も
正

し
い
あ
り
方
で
あ
る
、
従
っ
て
、
そ
れ
に

反
す
る
人
間
は
誤
っ
た
人
間
で
罰
せ
ら
れ

な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る。

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
批
判

つ
ま
り
、
正
し
い
考
え
方
が
一

つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会

主
義
権
力
の
正
当
性
が
守
ら
れ
る
と
い
う

原
則
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
強
行
し
よ
う
と

し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
ど
ん
詰
ま
り
ま
で

い
っ
て
し
ま
っ
た
。
ぞ
と
で
私
と
し
て

竹
田

が
他
者
や
全
体
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
、
と
。
こ
れ
に
対
し
へ

l
ゲ
ル

は
、
人
聞
が
「
個
別
性
」
を
保
ち
な
が

ら
、
し
か
も
「
社
会
性
」
を
生
か
し
う

る
、
そ
う
い
う
社
会
の
あ
り
方
を
原
理
的

に
探
究
す
る
と
と
が
決
定
的
な
問
題
だ
と

言
っ
て
い
る
。

乙
の
二
人
の
考
え
方
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
思

想
の
中
で
傑
出
し
た
も
の
で
、
こ
の
考
え

方
を
マ
ル
ク
ス
主
義
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在

の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
理
論
も
う
ま
く
取
り

込
ん
で
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

肝
要
な
の
は
、
社
会
の
問
題
の
課
題
は

一
人
一
人
の
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
の
社

会
的
・
経
済
的
条
件
を
整
え
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
個
々
人
を
幸
せ
に
す
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
一

人
一
人
が
頑
張
れ
ば
幸
せ
に
な
り
う
る
条

件
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
社
会
の

問
題
で
す
。
社
会
が
人
間
を
直
接
幸
せ
に

す
る
、
そ
う
い
う
社
会
を
構
想
す
る
と
、

非
常
に
厄
介
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

国
家
を
な
く
す
た
め
に
は

橋
爪

モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
い
ま
ま
で
出

は
、
も
う
一
度
、

一モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
考
え
方

の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
る
と
、

大
き
な
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
橋
爪
さ
ん
は
モ
ダ
ニ
ズ

ム
を
現
代
を
動
か
し
て
い
る
支
配
原
理
と

言
わ
れ
た
が
、
そ
の
意
味
で
同
感
で
す
。

橋
爪
マ
ル
ク
ス
主
義
は
社
会
科
学
を

名
乗
っ
て
い
た
が
、
社
会
科
学
の
考
え
方

と
大
変
違
っ
て
い
た
と
私
は
考
え
て
い
ま

す
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
前
提
に
よ
る
と
、

社
会
を
貫
く
客
観
的
法
則
が
あ
っ
て
、
そ

れ
を
認
識
し
た
も
の
が
真
理
を
つ
か
む
と

い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
社
会

科
学
は
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
の
法
則
が
社

会
を
貫
い
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
む
し

ろ
、
社
会
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
を

み
な
が
提
案
し
て
い
る
状
態
が
正
常
だ
と

考
え
る
。
社
会
は
人
の
考
え
通
り
に
動
く

わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の

客
観
性
、
法
則
性
が
あ
る
。
社
会
の
す
べ

て
が
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に

し
て
も
、
十
分、

科
学
的
説
明
が
つ
き
、

予
測
で
き
る
場
合
が
あ
る
の
で
す
。

で
は
、
文
学
や
芸
術
と
い
っ
た
人
文
科

学
と
社
会
科
学
は
ど
う
違
う
の
か
。
人
文

科
学
は
、
人
聞
が
生
み
出
し
た
も
の
(
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
〉
を
別
の
人
聞
が
受
け
止

て
き
た
社
会
科
学
の
理
論
の
中
で
い
ち
ば

ん
シ
ン
プ
ル
で
強
力
だ
と
い
う
点
は
い
い

の
で
す
が
、
根
本
的
な
問
題
も
い
ろ
い
ろ

抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
さ
っ
き
国
家
間

戦
争
の
と
こ
ろ
で
も
出
て
き
た
国
家
の
問

題
な
ん
で
す
。
市
場
経
済
、
資
本
主
義
と

い
っ
た
も
の
は
、
本
来
、
国
家
の
存
在
を

必
要
と
し
な
い
。
国
家
な
ど
な
い
の
が
完

成
し
た
形
態
で
す
。

と
こ
ろ
が
近
代
社
会
は
、
人
聞
が
同
じ

条
件
で
同
じ
人
間
と
し
て
認
め
合
う
と
と

を
め
ざ
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
過
程
で
、

自
国
民
と
他
国
民
と
か
、
先
進
国
と
第
三

世
界
と
か
と
い
っ
た
ま
と
ま
り
を
つ
く
っ

て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
国
民
国

家
が
歴
史
的
必
然
と
し
て
出
て
き
て
し
ま

っ
た
の
で
す
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
こ

と
を
正
当
化
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。

な
ぜ
国
民
国
家
が
形
成
さ
れ
た
か
。
一

つ
の
可
能
性
は
、
近
代
社
会
の
考
え
方
が

キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
的
伝
統
の
中
か
ら
出

て
き
て
い
る
こ
と
に
関
係
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
も
と
も
と
教

会
は
「
一
つ
」
、
つ
ま
り
理
想
的
人
類
は

世
界
で
二
つ
」
と
し
な
が
ら
も
、
実
際

に
は
国
家
は
い
く
つ
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
徒
は
別
々
な
国
家
で
別
々
な
法
律
の
も
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め
、
そ
れ
を
真
剣
に
考
え
る
学
問
で
、
人

間
対
人
間
の
キ
ャ

ッ
チ
ボ
ー
ル
と
言
え
る

ん
で
す
ね
。

社
会
科
学
は
、
こ
れ
と
レ
ベ
ル
が
ち
ょ

っ
と
異
な
る
。
大
勢
の
人
聞
が
集
団
を
成

し
た
と
き
に
生
ま
れ
る
客
観
性
を
問
題
に

す
る
。
人
間
一
人
一
人
の
「
個
性
」
は
消

占
え
る
が
、
個
人
を
扱
っ
て
い
た
と
き
に
は

見
え
な
か
っ
た
法
則
性
が
現
れ
て
く
る
。

ぞ
れ
を
手
掛
か
り
に
考
え
て
い
く
の
が
社

会
科
学
で
す
。
そ
れ
が
結
局
は
一
人
一
人

の
人
生
を
豊
か
に
す
る
、
幸
福
を
追
求
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
確
信
に
支
え

ら
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
社
会
科
学
が
本
当
に
社
会
の
真

実
を
解
き
明
か
し
た
と
し
て
、
一
人
一
人

の
幸
福
に
必
ず
結
び
つ
く
か
と
い
う
と
、

そ
う
じ
ゃ
な
い
。
そ
と
に
は
、
さ
ち
に

人
々
が
知
恵
を
い
か
に
出
し
合
う
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
す
。
一
人
一
人
が

賢
明
に
行
動
す
る
か
ど
う
か
、
社
会
科
学

は
こ
れ
を
取
り
扱
わ
な
い
の
で
す
ね
。
社

会
科
学
と
人
文
科
学
の
共
同
作
業
が
必
要

に
な
る
の
は
、
こ
の
あ
た
り
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

竹
田
こ
れ
ま
で
の
社
会
科
学
の
理
論

に
は
、
理
想
社
会
を
追
求
す
る
と
い
う
基

と
で
生
活
し
て
い
い
の
で
す
。
ゲ
ル
マ
ン

人
も
ノ
ル
マ
ン
人
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改

宗
す
る
過
程
で
昔
の
伝
統
を
引
き
ず
り
、

政
治
的
な
ま
と
ま
り
か
ら
脱
し
き
れ
な
か

っ
た
の
で
す
。

で
は
、
国
家
を
解
消
す
る
に
は
ど
う
し

た
ら
い
い
か
。
そ
れ
に
は
国
家
が
成
立
し

た
条
件
、
文
化
的
差
異
、
経
済
の
発
展
段

階
の
違
い
な
ど
を
消
去
し
て
い
く
し
か
な

い
。
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
世
界
で
通

用
す
る
言
語
を
た
と
え
ば
英
語
に
す
る
。

み
ん
な
ジ
ー
パ
ン
を
は
き
、
コ
カ
・
コ
1

ラ
を
飲
み
、
所
得
が
み
な
ニ
疋
レ
ベ
ル
以

上
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
起
と
ら
な

い
限
り
、
国
家
は
な
く
な
っ
て
い
か
な
い

と
い
う
宿
命
を
い
ま
の
シ
ス
テ
ム
は
持
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

な
ぜ
国
家
が
な
く
な
ら
な
い
の

竹
田

か。
あ
る
権
力
の
も
と
に
二
疋
の
ル
ー
ル
が

通
用
し
て
い
る
の
が
国
家
の
範
囲
で
す

ね
。
そ
こ
で
国
家
に
は
あ
る
意
味
で
の
均

質
性
が
必
要
な
の
だ
が
、
そ
こ
へ
異
な
る

宗
教
が
入
つ
で
き
た
り
す
る
と
困
難
が
生

じ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
も
と
も
と
あ

っ
た
「
共
同
性
L

と
新
た
に
形
成
さ
れ
た

「
共
同
性
」
の
聞
に
対
立
や
差
別
が
生
じ
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る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
大
き
な
ま
と
ま
り

が
揺
ら
い
で
く
る
と
、
す
ぐ
に
小
国
家
が

群
立
し
て
ま
た
抗
争
す
る
。
人
聞
は
共
同

体
単
位
で
生
き
、
共
同
意
志
や
、
さ
ら
に

は
共
同
幻
想
の
も
と
に
生
き
せ
め
ぎ
合
っ

て
い
ま
す
が
、
乙
の
共
同
幻
想
は
、
そ
う

た
や
す
く
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
だ

か
ら
、
国
家
が
そ
の
領
域
を
超
え
て
広
が

っ
て
い
く
上
で
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
は
、

宗
教
的
、
文
化
的
、
そ
し
て
言
語
的
な
共

同
性
が
取
り
払
わ
れ
る
か
相
対
化
さ
れ
る

と
と
で
す
。
国
家
同
士
が
そ
れ
ぞ
れ
市
民

性
を
高
め
て
い
く
と
か
、
国
家
聞
の
上
下

関
係
を
解
消
し
て
い
く
と
か
し
な
い
と
、

破
れ
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
要
す
る

に
、
社
会
に
お
け
る
共
同
性
ハ
共
同
幻

想
〉
完
全
に
な
く
す
の
は
難
し
い
が

ー
ー
を
相
対
化
す
る
道
筋
が
見
え
な
い

と
、
国
家
の
枠
組
み
を
取
り
払
う
原
理
が

見
え
て
こ
な
い
。

幸
せ
の
物
質
的
側
面

橋
爪
社
会
科
学
が
取
り
残
し
て
い
る

問
題
|
|
人
間
の
生
き
方
と
社
会
科
学
の

結
論
と
の
聞
の
ギ
ャ
ッ
プ
ー
ー
は
、

二
つ

く
ら
い
あ
る
と
思
う
。

ろ
言
語
学
が

一
つ
の
科
学
に
な
り
、
人
文

科
学
の
中
核
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か

ら
、
記
号
論
も
構
造
主
義
も
ポ
ス
ト

・
モ

ダ
ン
も
出
て
き
た
。
私
は
こ
う
い
う
系
譜

で
勉
強
し
な
が
ら
非
常
に
不
満
足
な
の

は
、
社
会
は
意
味
で
で
き
て
い
る
け
れ
ど

も
、
「
恋
意
性
の
原
理
」
が
成
り
立
た
な

い
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

た
と
え
ば
、
肉
や
コ
メ
を
も
ら
っ
た
と

し
ま
す
。
そ
れ
は
意
味
の
側
面
か
ら
は
う

れ
し
い
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
食
べ
れ
ば

栄
養
に
な
り
、
自
分
の
体
を
つ
く
る
と
い

う
物
質
的
現
実
も
あ
る
。
そ
の
物
質

(
性
)
に
つ
い
て
社
会
科
学
は
扱
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
だ
か
ち
人
間
の

幸
せ
に
つ
い
て
も
、
意
味
と
物
質
の
両
面

か
ら
考
え
る
こ
と
が
大
事
で
し
ょ
う
。

.， 

一
つ
は
、
人
間
が
幸
せ
に
な
る
と
い
っ

て
も
、

人
間
も
物
質
的
存
在
で
す
か
ら
、

物
質
的
条
件
の
中
で
生
き
、
そ
れ
で
幸
せ

に
な
る
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
物
質
的
制

約
が
あ
る
け
れ
ど
、
自
分
の
幸
せ
が
何
で

あ
る
か
、
そ
れ
を
決
め
る
の
は
要
す
る
に

考
え
方
な
の
で
す
ね
。

た
と
え
ば
、
あ
る
社
会
に
、
物
質
的
豊

か
さ
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
幸
せ
の
定

義
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
以
外
の
尺
度

で
人
間
の
幸
、
不
幸
を
決
め
て
い
る
に
違

い
な
い
。
だ
か
ら
、
何
が
幸
せ
か
と
い
う

定
義
が
幸
せ
に
な
る
た
め
の
方
法
論
と
し

て
不
可
欠
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
社
会
科
学
の
中
で

決
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
外
側
で
決
ま

る
問
題
だ
と
思
う
。

人
文
科
学
に
と
っ
て
永
遠
の
問
題
と
思

わ
れ
る
と
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
人
が
物

質
的
条
件
の
中
で
幸
せ
に
な
る
と
決
め
た

と
し
ま
す
。
ぞ
う
す
る
と
、
そ
の
人
は
自

分
が
幸
せ
に
な
る
た
め
に
で
き
る
だ
け
モ

ノ
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、

他

人
が
不
幸
に
な
る
の
は
か
ま
わ
な
い
と
考

え
る
に
至
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
人
文
科

学
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
す

'わ

「
い
い
」
と
い
う
公
準

そ
れ
は
全
く
そ
の
通
り
で
、
私

も
世
界
が
意
味
か
ら
だ
け
で
き
て
い
る
と

は
思
わ
な
い
。
肉
や
コ
メ
を
誰
か
が
取
っ

た
ら
誰
か
が
食
い
っ
ぱ
ぐ
れ
て
死
ん
で
し

ま
う
と
か
、
あ
る
い
は
上
手
に
分
け
合
う

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
殺
し
合
い
が
始
ま

る
、
ぞ
れ
が
人
聞
の
社
会
の
歴
史
の
基
本

事
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ど
う
処
理
す
る

か
に
、
社
会
科
学
の
基
本
の
課
題
が
あ
っ

た
竹
田

た
だ
、
そ
う
し
て
社
会
に
出
て
く
る
ト

ラ
ブ
ル
や
矛
盾
を
ど
う
解
決
し
て
い
く
か

と
い
う
こ
と
は
、
人
間
関
係
の
中
で
、
相

互
の
納
得
を
取
り
出
し
て
い
く
仕
方
以
外

「経
営
は
人
な

3
1
1昭
和
初
年
、

三
鬼
陽
之
助
の
創
刊
以
来

経
営
資
源
の
「ヒ
ト
」を
中
心
に

誌
而
-
つ
く
り
。
変
革
則
の

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
掲
載
f

竹
田

ぞ
れ
は
哲
学
の
分
野
に
考
え
方

の
長
い
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
た
い
て
い

は
、
欲
望
を
滅
却
す
る
と
い
う
の
が
主
流

で
す
ね
。

自
分
の
こ
と
だ
け
考
え
て
い
る

よ
う
で
は
、
欲
望
の
レ
ベ
ル
が
低
い
と
い

う
考
え
方
で
す
ね
。
哲
学
者
に
言
わ
せ
れ

ば
、
物
欲
が
満
た
さ
れ
る
だ
け
で
は
幸
せ

に
な
れ
な
い
と
・

・・・。

橋
爪

そ
れ
だ
け
じ
ゃ
、
相
対
的
な
幸

せ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
物
質

へ
の
欲
望
と
い
う
の
は
相
対
的
な
も
の
だ

か
ら
、
そ
の
欲
望
に
捉
わ
れ
て
い
る
限

り
、
つ
ね
に
不
満
や
苦
し
み
が
あ
る
、

と
。
た
だ
私
は
欲
望
を
滅
却
す
る
の
で
は

な
く
、
バ
ラ
ン
ス
を
見
い
だ
す
と
と
が
大

事
だ
と
思
う
。

橋
爪
さ
ん
も
言
わ
れ
る
通
り
、
人
間
一

人

一
人
の
幸
福
の
形
は
異
な
る
。
そ
の
こ

と
を
前
提
に
し
て
、
矛
盾
や
不
満
が
生
じ

た
と
き
、
ぞ
れ
が
い
つ
で
も
表
現
さ
れ
解

決
さ
れ
う
る
可
能
性
が
あ
る
、
そ
う
い
う

社
会
の
条
件
を
ま
ず
取
り
出
す
必
要
が
あ

る。
竹
田

た
だ
人
間
の
欲
望
と
い
っ
て
も
、
っ
き

詰
め
て
い
く
と
、
ぞ
れ
は
自
分
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
や
自
我
を
通
じ
、
自
分
自

に
道
が
な
い
。
絶
対
的
に
正
し
い
考
え
と

い
う
も
の
は
原
理
的
に
存
在
し
な
い
わ
け

で
す
。
す
る
と
、
た
と
え
ば
社
会
主
義
の

よ
う
に
、
絶
対
的
な
正
し
い
考
え
方
と
い

う
の
で
は
な
く
て
、
人
間
同
士
で
、
こ
れ

は
よ
い
と
か
、
こ
れ
は
本
当
だ
と
か
、
そ

の
了
解
が
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
の
可
能
性

の
原
理
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
け
れ
ば
、

社
会
学
や
社
会
科
学
は
、
う
ま
く
公
準
を

つ
く
り
出
せ
な
い
で
、
つ
ま
り
ど
ん
ど
ん

相
対
主
義
や
懐
疑
主
義
が
広
が
っ
て
い
く

と
思
う
の
で
す
。
社
会
学
や
社
会
科
学

と
、
哲
学
や
人
間
の
晶
子
と
で
は
、
対
象
領

域
に
相
当
の
違
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
中
心
部
分
に
は
切
り
離
し
得
な
い
も
の

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
よ
い
」
と
か
「
悪

い
」
と
か
の
価
値
の
問
題
で
す
ね
。

身
を
肯
定
し
た
り
生
き
る
こ
と
に
元
気
が

出
る
方
法
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
営
み
と

関
係
し
て
い
る
。
だ
か
ら
モ
ノ
や
富
の
配

分
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
他
者
と
の
幻
想

的
な
関
係
性
の
問
題
が
、
哲
学
で
は
と
く

に
重
要
に
な
る
。

そ
う
い
う
哲
学
の
努
力
は
尊
重

し
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
で

き
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
世
の
中
が

「
意
味
L

か
ら
だ
け
で
き
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
が
充
実
す
る
よ
う
に
考
え
て

い
け
ば
い
い
。
つ
ま
り
、
竹
田
さ
ん
が
言

わ
れ
た
と
と
で
十
分
だ
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
人
聞
は
意
味
に
よ
っ
て
生
き
る
と
同

時
に
、
物
質
に
よ
っ
て
も
生
き
て
い
る
。

私
は
も
と
も
と
言
語
派
社
会
学
と
い
う
立

場
か
ら
、
言
語
と
社
会
の
関
係
を
考
え
て

い
る
の
で
す
が
、
言
語
は
意
味
だ
け
で
で

き
て
い
る
。
し
か
し
社
会
は
意
味
と
物
質

で
で
き
て
い
る
。
そ
の
両
面
か
ら
社
会
を

橋
爪

捉
え
た
い
と
い
う
の
が
課
題
と
し
て
あ

る。
言
語
学
者
の
ソ
シ
ュ

l
ル
は
「
意
味
L

に
つ
い
て
徹
底
し
て
考
え
、
そ
れ
は
物
質

か
ら
切
断
で
き
る
と
主
張
し
ま
し
た
。
こ

れ
を
「
悲
意
性
の
原
理
」
と
呼
び
ま
す
。

彼
が
そ
う
い
う
ア
イ
デ
ア
を
発
明
し
た
か

橋
爪
「
よ
い
」

「
悪
い
L

は
、
た
ぶ

ん
人
類
に
共
通
の
公
準
と
思
い
ま
す
が
、

具
体
的
な
社
会
を
つ
く
る
と
な
る
と
、

「
よ
い
」
と
は
何
か
、
「
悪
い
」
と
は
何
か

を
具
体
的
に
問
い
、
ぞ
乙
か
ら
個
別
の
制

度
、
が
つ
く
ら
れ
、
社
会
が
動
き
始
め
る
の

だ
と
思
う
。

現
在
、
社
会
科
学
は
、
ど
ん
な
公
準
が

あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
列
挙
で
き
る
け
れ

ど
、
あ
る
公
準
が
あ
る
公
準
に
比
べ
て
優

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
状
態

だ
と
言
え
ま
す
。
悪
く
言
え
ば
混
乱
状
態

に
あ
る
が
、
社
会
科
学
に
そ
の
公
準
を
整

理
す
る
力
は
な
い
。
ぞ
れ
は
、
人
々
が
実

際
に
こ
の
公
準
が
「
い
い
」
と
言
い
出
し

た
時
に
選
ば
れ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。
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