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『
デ
モ
ク
、
7
シ
ー
と
マ
ル
ク
ス
主
義
』

　
「
今
日
、
人
類
は
新
し
い
ミ
ノ
ス
を
必
要
と
し
て
い
る
。
人
類
は
新
し
い
ミ

ノ
タ
ウ
ロ
ス
に
蟻
牲
に
供
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
未
だ
テ
セ
ウ
ス
は
到
着
し
て

い
な
い
。
現
代
の
怪
獣
へ
の
貢
物
は
相
次
ぐ
職
雫
に
お
い
て
彿
わ
れ
て
き
た

し
、
今
や
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
否
鷹
な
く
遭
遇
し
て
い
る
こ
と
は
、
世
界
秩
序

内
の
共
存
か
、
そ
れ
と
も
全
面
的
共
滅
か
の
二
者
撰
一
で
あ
る
。
…
…
テ
セ
ウ

ス
が
同
胞
の
絶
望
感
に
騙
り
た
て
ら
れ
て
怪
獣
を
殺
し
た
と
同
じ
よ
う
に
、
脅

威
の
恐
ろ
し
さ
が
そ
れ
を
治
癒
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
も
知
れ
ぬ
。
間
題
の
核

心
は
職
雫
を
止
め
る
こ
と
な
の
だ
。
職
雫
は
、
も
は
や
今
日
で
は
、
合
理
的
人

間
に
と
つ
て
の
政
策
で
は
な
い
。
ヒ
ッ
ト
ラ
！
の
職
雫
が
も
し
不
必
要
で
あ
つ

た
と
し
た
ら
、
冷
い
職
争
と
い
う
も
の
が
正
當
化
さ
れ
な
い
の
は
な
お
更
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
非
人
間
的
な
必
然
性
、
つ
ま
り
地
理
的
・
経
濟
的
あ
る
い

は
歴
史
的
な
張
制
力
に
基
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た

言
い
分
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
主
と
し
て
職
雫
は
、
観
念
の
葛
藤
に
基

因
し
て
い
る
。
現
代
の
テ
セ
ウ
ス
は
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
迷
宮
の
中
で
行
動
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
ぎ
耳
切
○
薯
一
9
ピ
日
8
8
蜜
ぎ
o
蜜
葭
㌘

紹
介
と
批
評

！、

（
三
七
　
）



紹
介
と
批
詐

白
富
9
皆
目
目
即
9
頃
o
一
註
8
一
国
9
お
♪
b
o
民
o
p
呂
誘
題
の
け
ー
艮
）

　
ギ
リ
シ
ア
の
神
話
傳
読
の
比
喩
を
か
り
て
、
現
代
世
界
が
遭
遇
す
る
デ
ィ
レ

ン
マ
を
描
い
た
右
の
ジ
3
ン
・
ボ
ゥ
ル
の
言
葉
は
、
極
め
て
妙
を
得
て
い
る
。

一
九
一
七
年
十
一
月
七
日
と
い
う
日
付
は
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
歴
史
的
事
件

の
勃
獲
し
た
日
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
忘
れ
難
い
。
F
．
シ
ュ
ー
マ
ン

が
そ
の
名
著
『
ソ
ヴ
ェ
ト
の
政
治
』
の
ま
え
が
き
に
い
つ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

が
、
も
う
一
っ
、
歴
史
的
事
件
と
す
る
に
は
飴
り
に
間
近
の
こ
と
で
、
わ
れ
わ

れ
の
記
憶
す
べ
き
事
項
の
中
に
入
つ
て
こ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
九
四
二

年
十
二
月
二
日
、
そ
れ
は
、
米
國
の
科
學
者
が
核
分
裂
の
一
蓮
の
實
験
に
成
功

し
た
日
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
さ
に
、
「
黙
示
録
の
第
四
の
天
使
が
太
陽
の

上
に
注
ぎ
か
け
た
瀞
の
燃
叢
が
鉢
を
直
ち
に
想
い
起
さ
せ
る
に
た
る
だ
け
の
も

の
を
も
つ
て
い
る
」
で
あ
ろ
う
。
つ
づ
く
四
五
年
の
七
月
十
六
日
、
ニ
ュ
ー
メ

キ
シ
コ
の
沙
漠
で
、
世
界
最
初
の
原
爆
實
験
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
原

子
核
融
合
反
鷹
の
法
則
が
稜
見
さ
れ
る
や
、
水
素
爆
揮
に
ま
で
進
歩
す
る
に
至

つ
た
。
け
れ
ど
も
、
現
在
米
ソ
問
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
核
兵
器
競
雫
、
そ
れ

が
齎
す
か
も
知
れ
ぬ
人
類
滅
亡
の
悲
劇
に
封
し
て
、
科
學
者
は
、
本
來
、
無
答

責
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
如
何
な
る
場
合
も
、
兇
器
は
、
殺
人
者
の
手
に
落
ち
は

じ
め
て
、
殺
人
を
犯
す
も
の
で
あ
る
か
ら
。
現
代
の
終
末
を
豫
示
す
る
危
機
的

病
症
こ
そ
、
核
兵
器
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
頑
な
に
失
し
た
破
壌
的
神

話
ー
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
、
そ
の
深
い
病
集
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は
、

誰
し
も
疑
が
わ
な
い
。

　
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
マ
ル
ク
ス
主
義
』
の
著
者
、
H
・
B
・
メ
イ
ヨ
は
次
の

よ
う
に
卒
直
に
述
べ
て
い
る
。
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
職
雫
が
一
た
び
生
ず
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
箪
な
る
敗
退
の
職
雫
で
は
な
く
、
皆
殺
し
の
職
雫
と
な
ろ
う
。

六
二

（
三
七
二
）

と
い
う
の
は
、
異
端
を
潰
滅
さ
せ
る
唯
一
つ
の
徹
底
的
方
途
と
は
、
…
…
異
端

者
を
殺
し
つ
く
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
ず
つ
と

昔
、
こ
の
野
螢
な
方
法
を
試
み
た
も
の
だ
が
、
今
日
で
は
、
か
つ
て
よ
り
も
つ

と
異
端
者
が
い
る
。
異
端
者
は
死
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
更
に
、
非
姜
協

的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
態
度
は
、
地
球
上
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
永
遠
に
わ
れ
わ

れ
を
職
い
つ
づ
け
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
…
…
イ
デ
オ
ロ
ギ
ユ
戦
雫
へ

の
全
面
的
準
備
さ
え
、
そ
し
て
そ
こ
に
創
り
だ
さ
れ
る
同
調
性
の
雰
園
氣
は
、

－
…
西
厭
を
し
て
、
軍
事
的
タ
イ
ラ
ニ
ー
と
識
別
し
難
き
軍
國
主
義
國
へ
と
軸

向
せ
し
め
る
傾
向
を
も
生
じ
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
が
忘
れ
が
ち
な

こ
と
は
、
職
わ
ず
し
て
共
存
し
て
い
く
た
め
に
は
、
先
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
形
而

上
學
に
一
致
を
み
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
三
三
〇
頁
）
と
。

そ
し
て
ソ
ヴ
ェ
ト
に
封
し
て
は
、
「
ロ
シ
ア
は
、
傳
統
的
に
、
僅
か
の
中
産
階

級
し
か
も
た
ず
、
大
衆
間
の
隷
驕
と
無
知
と
い
う
背
景
に
あ
つ
て
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
禮
瞼
な
ど
皆
無
で
あ
つ
た
。
・
シ
ア
の
政
治
的
傳
統
は
絶
劉
主
義
、
秘

密
政
治
警
察
、
そ
し
て
可
成
り
の
程
度
に
テ
冒
リ
ズ
ム
と
暴
力
と
い
5
も
の
で

あ
る
。
…
…
陰
謀
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
自
身
の
第
二
の
本
性
で
あ
り
、
彼
ら

は
生
來
、
ど
こ
で
も
自
分
に
封
す
る
陰
謀
に
疑
惑
を
も
つ
よ
う
な
脅
性
に
、
陥

つ
て
い
る
。
恐
ら
く
現
代
世
界
の
最
大
の
悲
劇
は
、
《
肚
會
主
義
V
が
政
治
的

後
進
國
へ
、
マ
ル
ク
ス
の
名
に
お
い
て
、
し
か
も
狂
信
的
革
命
家
た
ち
に
よ
つ

て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
一
一
二
一
五
頁
）
。

　
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
は
西
漱
世
界
を
も
凌
駕
す
る
程
の

目
毘
ま
し
い
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
示
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
を
賞
讃
す
る
も

の
も
櫓
悪
す
る
も
の
も
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
偉
大
な
る
信
仰
、
マ
ル
ク
ス
主

義
を
評
贋
し
て
み
る
必
要
に
迫
ま
れ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に



も
い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
て
い
る
間
題
で
は
あ
る
が
、
以
下
に
メ
イ
ヨ
の
マ
ル
ク

ス
主
義
批
到
の
立
場
を
記
し
て
み
た
い
。
著
者
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
醗
系
を
、

辮
讃
法
的
唯
物
論
ー
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
學
的
基
礎
（
第
一
章
）
、
経
濟
史
観

（
第
二
章
）
、
階
級
闘
箏
（
第
三
章
）
、
窯
・
革
命
・
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
濁
裁

（
第
四
章
）
、
歴
史
哲
學
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
（
第
五
章
）
、
マ
ル
ク
ス
主

義
と
科
學
的
方
法
（
第
六
章
）
、
マ
ル
ク
ス
主
義
・
道
徳
・
宗
教
（
第
七
章
）

に
分
け
て
論
じ
、
最
後
の
二
章
に
お
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
（
第
八

章
）
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
マ
ル
ク
ス
主
義
（
第
九
章
）
の
蜀
決
と
い
う
現
代
的
關

心
に
隅
れ
て
い
る
。
本
書
は
何
よ
り
も
先
ず
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
を
正
し

く
評
償
し
、
そ
れ
の
も
つ
眞
理
と
虚
儒
を
判
漸
し
て
み
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
著
者
の
見
解
を
最
も
明
確
に
示
し
て
い

る
部
分
の
み
を
幾
つ
か
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
騰
系
は
、
そ
の
一
般
的
哲
學
で
あ
る
辮
讃
法
的
唯
物

論
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
へ
！
ゲ
ル
に
あ
つ
て
は
辮
讃
法
は
逆
立
ち
し
て
い

る
、
そ
の
紳
秘
的
外
被
の
う
ち
に
あ
る
合
理
的
核
心
を
護
見
す
る
た
め
に
は
、

彼
の
辮
讃
法
を
ひ
つ
く
り
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
は
飴
り
に
も
有
名
な
『
資
本

論
』
序
文
の
一
節
で
あ
る
。
そ
こ
で
メ
イ
ヨ
は
い
う
。
「
逆
立
ち
し
て
い
よ
う

が
、
正
し
く
立
つ
て
い
よ
う
が
、
辮
謹
法
が
自
然
を
眞
實
に
記
述
す
る
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
は
何
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
も
し
一
方
の
哲
學
が
爲
り
で

あ
れ
ば
、
そ
の
反
到
が
必
ず
し
も
正
し
く
は
な
い
。
辮
謹
法
的
遊
戯
を
も
て
あ

そ
べ
ば
、
反
封
は
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
（
テ
ー

ゼ
）
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
（
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
）
、
そ
し
て
ジ
ン
テ
ー
ゼ
の
奇

形
を
生
み
だ
す
」
（
一
八
頁
）
。
辮
詮
法
と
い
う
論
理
の
も
つ
御
都
合
主
義
の
柔

軟
な
曖
昧
性
は
、
e
稜
展
の
ど
の
段
階
で
も
、
そ
の
立
場
に
よ
つ
て
、
恣
意
的

紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ
イ
フ
ア
レ
ン
ベ

に
テ
ー
ゼ
と
し
て
取
る
こ
と
が
で
き
、
⇔
ど
ん
な
差
異
を
も
矛
盾
な
い
し
は

劃
立
へ
と
勿
睦
ぶ
つ
て
誇
示
さ
れ
、
㊧
何
ら
か
の
テ
ー
ゼ
に
は
多
く
の
ア
ン
テ

ィ
テ
ー
ゼ
を
、
し
た
が
つ
て
ま
た
多
く
の
可
能
な
る
ジ
ン
テ
ー
ゼ
を
封
置
し
得

る
こ
と
に
あ
ろ
う
（
一
五
頁
）
。
唯
物
辮
謹
法
と
は
理
性
と
批
到
的
槍
討
の
範

園
を
超
え
た
、
ま
つ
た
く
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
《
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
公
理
V

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
論
謹
す
る
如
何
な
る
蹄
結
も
、

普
通
の
論
理
的
操
作
、
科
學
的
方
法
－
實
験
、
蹄
納
、
試
行
錯
誤
、
推
論
な

ど
ー
に
よ
つ
て
畿
見
し
記
述
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
（
二
八
頁
）
。

わ
れ
わ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
の
辮
謹
法
的
思
惟
に
負
う
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
　
め

と
と
い
え
ば
、
た
だ
自
然
、
肚
會
、
人
間
の
闘
雫
、
攣
化
、
過
程
を
動
態
的
に

考
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
何
も
辮
謹
法
な
く
し
て
も
充
分
な

し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
新
し
い
論

理
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
マ
ル
ク
ス
は
へ
ー
ゲ
ル
の
辮
謹
法
的
パ
タ
ー
ン
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
唯
一

の
経
験
的
法
則
と
看
倣
し
て
、
自
己
の
脛
濟
史
観
を
お
し
す
す
め
て
い
つ
た
。

し
か
し
こ
こ
に
も
彼
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

形
而
上
學
と
訣
別
し
得
ぬ
皮
肉
な
陥
穽
を
造
つ
て
し
ま
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
歴

史
的
護
展
に
お
け
る
く
絶
劉
理
念
V
に
置
き
か
え
る
に
、
《
脛
濟
的
基
礎
V
と

い
う
一
つ
の
決
定
的
要
因
を
以
て
す
る
こ
と
に
お
い
て
。
マ
ル
ク
ス
の
理
論
構

成
を
集
約
し
て
み
る
と
、
e
生
産
力
が
脛
濟
的
基
底
を
な
し
肚
會
の
上
部
構
造

全
騰
を
決
定
す
る
　
口
一
定
の
生
産
力
に
封
懸
し
て
《
生
産
關
係
V
、
つ
ま
り

所
有
關
係
が
存
在
し
、
生
産
力
と
生
産
關
係
の
封
立
・
矛
盾
と
い
う
か
た
ち
が

と
ら
れ
る
　
㊧
そ
の
歴
史
的
な
闘
雫
過
程
は
階
級
闘
雫
と
し
て
表
現
さ
れ
、
資

本
主
義
杜
會
は
そ
の
最
絡
段
階
と
考
え
ら
れ
る
　
㈲
資
本
主
義
の
成
熟
と
と
も

六
三

（
三
七
三
）



紹
介
と
批
評

に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
プ
・
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
が
劃
極
化
し
、
革
命
的
プ
p
レ

タ
リ
ア
に
よ
る
資
本
主
義
肚
會
の
韓
覆
に
よ
つ
て
の
み
、
そ
れ
は
終
焉
さ
せ
ら

れ
る
　
㈲
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
濁
裁
と
い
う
過
渡
的
段
階
を
脛
過
し
て
、
や
が

て
《
階
級
な
き
肚
會
V
が
到
來
し
、
國
家
は
自
然
浴
滅
し
て
、
各
人
の
自
由
な

る
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
建
設
さ
れ
る
は
こ
び
と
な
る
。

　
こ
の
闇
式
に
つ
い
て
氣
づ
く
こ
と
は
、
第
一
に
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
祉
會

の
動
き
よ
り
以
上
の
も
の
を
読
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
歴
・
更
は
、
不
可

避
的
に
、
低
次
の
段
階
か
ら
高
亥
の
段
階
へ
と
そ
れ
自
身
の
内
在
的
法
則
に
よ

つ
て
獲
展
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
、
彼
の
歴
史
理
論
は
科
學
的
研
究

の
結
果
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
辮
謹
法
的
公
式

を
措
定
し
、
そ
れ
に
事
實
を
粉
飾
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
も
つ
と
も
ら
し
さ
を

與
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
構
成
は
人
類
の

複
薙
な
歴
史
全
瞠
に
關
す
る
想
像
的
假
設
、
大
膿
な
即
純
化
で
あ
つ
て
、
マ
ル
ク

ス
主
義
者
に
も
非
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
も
訴
え
る
偉
大
な
カ
を
も
つ
て
い
る
。

だ
が
そ
れ
故
に
、
そ
れ
を
即
座
に
片
付
け
て
し
ま
つ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
理

論
構
成
は
、
か
え
つ
て
作
業
假
説
と
し
て
取
り
扱
い
、
批
到
的
分
析
と
事
實
の

讃
族
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
事
實
に
封
し
て
提
出
さ
る
べ
き
問
題

は
、
事
實
は
果
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
辮
謹
法
的
パ
タ
ー
ン
の
存
在
を
、
少
く

と
も
事
實
が
そ
れ
と
調
和
し
て
い
る
と
い
う
意
昧
に
お
い
て
、
確
謹
し
て
い
る

か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
も
し
マ
ル
ク
ス
の
理
論
が
事
實
に
合

致
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
支
特
す
る
こ
と
は
不
當
で
は
な
か
ろ
、
）
。
け

れ
ど
も
、
論
理
の
問
題
か
ら
す
れ
ば
、
事
實
と
一
致
し
て
い
る
理
論
は
、
そ
れ

だ
か
ら
と
い
つ
て
正
し
い
と
謹
明
さ
れ
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、
そ
の
他
の
理
論
で
も
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
よ
く
享
實
に

六
四

（
三
七
四
）

合
致
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」
（
四
一
頁
）
と
メ
イ
ヨ
は
強
調
し
て
い
る
。

　
で
は
、
自
ら
く
科
學
》
た
る
こ
と
の
野
望
を
も
つ
マ
ル
ク
ス
主
義
を
、
通
堂

わ
れ
わ
れ
が
理
解
し
て
い
る
科
學
的
方
法
と
劉
照
し
て
み
る
時
、
如
何
な
る
網

臨
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
か
。
メ
イ
ヨ
の
い
う
よ
う
に
、
要
す
る
に
、
「
科
學
ン

は
、
経
瞼
的
観
察
に
よ
つ
て
實
謹
す
る
こ
と
が
で
き
る
命
題
か
ら
成
り
立
つ
、

自
己
を
訂
正
し
て
い
く
禮
系
で
あ
る
」
（
一
八
四
頁
）
。
科
學
的
知
識
は
事
實
に

よ
つ
て
槍
謹
さ
れ
、
既
成
の
理
論
は
そ
れ
に
反
す
る
事
實
、
豫
期
せ
ざ
る
事
管

に
よ
つ
て
、
絶
え
ず
新
た
に
さ
れ
嚴
密
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
科
墨
者
の
能

度
と
い
う
の
は
、
理
論
と
事
實
に
到
し
て
「
永
遠
の
懐
疑
論
者
」
の
そ
れ
で
歎

る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
一
八
四
五
年
頃
ま
で
に
は
、
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
概

響
の
も
と
に
、
そ
の
理
論
的
農
系
の
骨
組
を
創
り
あ
げ
て
い
た
。
し
か
し
な
バ

ら
、
こ
の
よ
う
に
事
實
研
究
に
先
立
つ
て
理
論
構
成
を
お
こ
な
う
ア
．
プ
リ
ナ

リ
の
方
法
は
、
す
べ
て
の
肚
會
科
學
者
に
共
通
す
る
思
考
方
法
で
あ
つ
て
、
価

も
マ
ル
ク
ス
を
非
難
す
る
に
當
ら
な
い
。
た
だ
そ
の
方
法
が
嘆
か
わ
L
き
結
早

を
招
く
に
至
る
の
は
、
「
選
鐸
さ
れ
る
事
實
が
理
論
を
検
誰
し
實
謹
す
る
た
払

に
で
は
な
く
、
例
示
す
る
た
め
に
の
み
選
ば
れ
る
」
と
い
う
場
合
で
あ
る
（
二

〇
二
頁
）
。
歴
史
の
護
展
段
階
に
關
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
を
と
つ
て
み

て
も
、
奴
隷
制
や
封
建
制
に
つ
い
て
の
読
明
は
、
事
實
的
裏
付
け
を
飲
い
た
不

正
確
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
資
本
制
に
つ
い
て
の
説
明
は
百
年
前
の
イ
ギ
リ
ス

の
諸
條
件
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
示
唆
に
豊
む
リ
ア
ス
テ
ィ
ヅ
ク
な
見
解
で
鬼

る
こ
と
を
首
肯
し
得
よ
う
。
し
か
し
そ
の
後
の
西
厭
の
諸
攣
化
は
、
マ
ル
ク
ス

の
科
學
的
豫
測
を
裏
切
る
こ
と
甚
だ
し
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

な
分
析
の
無
謬
性
に
執
着
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
に
丞

か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
が
理
論
的
修
正
を
峻
拒
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
《
修
不



主
義
者
〉
、
《
偏
向
主
義
者
V
に
封
す
る
激
昂
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　
勿
論
、
ヤ
ル
ク
ス
主
義
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
自
豊
な
ん
ら
の
攣
化
も
し
て
い

な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
現
代
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ

ー
サ
ン
主
義
は
、
新
た
な
固
有
の
状
況
に
劉
庭
す
べ
く
、
そ
の
行
動
に
符
合
し

た
理
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
彼
等
の
教
租
の
福
音
書
の
字
句
を
お
び

た
だ
し
く
鑓
め
た
テ
ク
ス
ト
に
は
、
ど
ん
な
議
論
を
容
轍
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

よ
う
か
。
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
悲
劇
は
そ
れ
が
含
ん
で
い
る
眞
理
の
要
素
を
ド

グ
マ
ヘ
と
高
揚
し
て
し
ま
つ
た
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
マ
ル
ク
ス
自
ら
の
自
信

に
満
ち
た
青
年
時
代
に
は
じ
ま
つ
た
過
程
で
あ
る
」
（
二
二
〇
頁
）
。
か
く
し
て

マ
ル
ク
ス
主
義
の
性
格
は
、
科
學
的
方
法
と
隔
る
こ
と
遠
く
、
寧
ろ
宗
教
と
酷

似
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
メ
イ
ヨ
は
、
M
・
プ
ラ
ン
ク
の
見
解
を
引

き
合
い
に
だ
し
て
い
る
が
、
新
し
い
科
學
的
眞
理
は
そ
れ
に
反
封
し
て
い
た
者

が
死
去
し
、
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
に
精
通
し
た
新
し
い
世
代
が
成
長
す
る
こ
と

に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
、
勝
利
を
博
す
る
。
そ
れ
に
封
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が

そ
の
教
義
上
の
純
潔
を
保
持
、
強
制
し
て
い
く
方
法
は
、
宗
教
的
信
條
の
場
合

に
ひ
と
し
い
。
そ
れ
に
反
す
る
解
繹
は
欺
瞳
で
あ
り
、
懐
疑
す
る
も
の
は
殺
鐵

に
贋
い
す
る
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
は
正
統
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
は
す
べ
て
異
端
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗

教
裁
判
を
想
起
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ス
タ
ー
リ
ン
と
チ
ト
ー
と
の
破
綻
は
、

十
四
世
紀
に
お
い
て
の
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
と
ロ
ー
マ
と
の
法
王
の
そ
れ
と
パ
ラ
レ

ル
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
二
二
三
頁
）
。

　
次
に
、
歴
史
哲
學
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
み
て
み
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
は

そ
の
経
濟
史
観
を
事
實
的
資
料
に
基
づ
い
て
論
述
す
る
こ
と
と
は
別
に
、
更
に

廣
く
歴
史
哲
學
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
に
お
い
て
、
歴
史
の
動
向
を
理
解
し
、

紹
介
と
批
評

歴
史
の
《
意
味
V
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
。
恰
も
偶
然
的
事
象
の
よ
う
に
思
え

る
歴
史
過
程
の
背
後
に
、
そ
れ
ら
を
意
味
づ
け
る
何
も
の
か
が
あ
る
と
い
う
観

念
は
、
す
べ
て
の
時
代
に
わ
た
つ
て
、
哲
學
者
や
吐
會
科
學
者
た
ち
の
盤
惑
的

な
想
像
力
を
誘
う
て
き
た
。
人
々
が
歴
史
に
讃
み
込
む
意
昧
は
豊
麗
多
彩
で
あ

る
。
多
く
の
哲
學
や
信
念
が
あ
る
と
同
じ
だ
け
に
、
多
く
の
歴
史
が
あ
る
と
い

え
よ
う
。
「
押
し
つ
け
ら
れ
た
軍
純
化
も
し
ぽ
し
ば
有
盆
で
あ
り
、
必
要
で
す
ら

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
む
　
　
ヤ

あ
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
秩
序
づ
け
と
統
一
が
選
ば
れ
、
事
實
に
課
せ
ら
れ
る

か
は
、
手
元
に
あ
る
目
的
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
特

定
な
、
も
し
く
は
特
有
の
要
當
性
を
も
つ
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
歴
史
が
常

に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。
新
し
い
哲
學
や
視
黙
が
と
ら
れ
る
に

し
た
が
つ
て
、
新
し
い
歴
史
が
書
か
れ
る
」
（
エ
ハ
三
頁
）
。
マ
ル
ク
ス
は
十
九

世
紀
資
本
主
義
肚
會
に
お
け
る
法
則
性
を
普
遍
化
し
、
歴
史
の
傾
向
に
到
す
る

一
切
の
可
能
性
を
排
除
し
て
、
專
ら
未
來
へ
の
星
占
い
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。

歴
史
の
辮
讃
法
は
脛
瞼
に
よ
つ
て
攣
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
か
え
つ
て
脛
験
は

理
論
に
調
整
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
信
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
か
く

て
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
構
成
は
幾
つ
か
の
固
定
的
前
提
か
ら
の
一
蓮
の

演
繹
と
い
う
よ
り
は
、
…
…
寧
ろ
杜
會
と
歴
史
の
上
に
強
い
ら
れ
た
一
種
の
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
、
あ
る
い
は
バ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
歴
史
の
う
ち
に
か
か
る
固
定
化

さ
れ
た
必
然
的
バ
タ
ー
ソ
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
言
葉
の
最
も
悪
し
き
意
昧
に

お
い
て
、
形
而
上
學
的
で
あ
る
…
：
」
（
一
五
六
頁
）
と
非
難
さ
れ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
の
解
護
法
は
、
一
見
し
て
、
人
間
の
意
志
と
は
猫
立
し
た

嚴
粛
な
る
進
行
の
過
程
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
て
宿

命
論
へ
導
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
歴

史
的
稜
展
は
、
絶
封
精
紳
の
終
極
的
自
己
完
結
と
し
て
、
榮
光
と
班
嚴
と
を
プ

六
五

（
三
七
五
）



紹
介
と
批
評

ロ
シ
ァ
國
家
に
注
ぐ
こ
と
に
よ
つ
て
自
ら
を
閉
じ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
マ
ル
ク

ス
は
、
未
來
の
世
界
へ
の
道
徳
的
決
断
i
そ
れ
は
酸
郁
た
る
樂
園
へ
の
感
傷

的
憧
憬
か
ら
す
る
の
で
は
な
い
ー
、
約
束
さ
れ
た
未
來
へ
の
、
歴
史
は
自
ら

の
側
に
あ
る
と
の
確
信
を
読
く
。
カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ
ー
の
表
現
に
よ
る
と
、
前

者
が
§
S
，
ミ
8
｝
翻
ミ
曽
＆
斗
討
ミ
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
後
者
は
§
ミ
ミ

、
§
ま
蕊
o
o
ミ
で
あ
る
（
凶
鷲
一
悶
O
℃
b
Φ
び
目
げ
Φ
O
b
①
ロ
ω
O
O
一
Φ
蔓
帥
β
α
犀
の

国
b
Φ
ヨ
一
Φ
o
。
》
お
く
．
帥
β
q
Φ
巳
．
9
こ
■
o
b
亀
o
P
一
。
認
．
＜
〇
一
●
芦
や
b
o
O
9
）
。

「
階
級
闘
雫
の
理
念
は
ま
た
、
勝
利
を
受
動
的
に
待
ち
あ
ぐ
む
こ
と
に
導
く
の

で
は
な
く
、
闘
い
を
眞
の
闘
い
と
す
る
意
志
と
選
揮
の
要
素
を
充
分
含
ん
で
い

る
。
辮
謹
法
的
必
然
性
は
同
じ
よ
う
な
紳
話
の
も
う
一
つ
の
面
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
革
命
を
ほ
ん
と
の
も
の
に
す
る
の
で
あ

る
。
…
…
マ
ル
ク
ス
主
義
の
最
大
の
カ
と
は
、
ま
さ
し
く
決
定
論
の
背
後
に
あ

る
道
徳
的
要
素
で
あ
る
。
恐
ら
く
論
理
的
曖
昧
さ
は
、
ど
ん
な
通
俗
哲
學
に
と

つ
て
も
弱
さ
の
根
源
で
は
決
し
て
な
い
」
（
一
七
八
ー
九
頁
）
。
マ
ル
ク
ス
は
高

遭
な
る
道
徳
的
理
想
主
義
者
で
あ
つ
た
。
資
本
主
義
は
害
悪
で
あ
り
、
破
壊
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
自
己
疎
外
、
螢
働
の
商
品
化
ー
資
本
主
義
肚
會

に
向
け
ら
れ
た
憤
怒
、
マ
ル
ク
ス
は
天
使
の
側
に
あ
る
の
で
あ
る
。
メ
イ
ヨ
の

批
判
は
次
の
言
葉
に
誰
き
る
（
四
頁
）
。
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こ
の
よ
う
な
崇
高
な
る
宗
教
性
と
高
貴
な
る
道
徳
性
は
、
必
ず
や
人
々
に
美

し
い
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
抱
か
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
「
一
面
に
お
い
て
、
マ
ル
ク

ス
主
義
は
科
學
的
理
論
、
あ
る
い
は
政
治
的
プ
・
グ
ラ
ム
を
超
え
て
い
る
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
も
　
　
ち
　
　
セ
　
　
ヤ

で
な
く
、
多
く
の
宗
教
を
も
超
え
て
い
る
。
そ
れ
は
思
想
の
完
全
無
敏
な
豊
系

六
六

（
三
七
六
）

で
あ
る
。
辮
謹
法
的
唯
物
論
の
哲
學
的
基
礎
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
形

而
上
學
と
し
て
、
知
識
の
理
論
と
し
て
、
ま
た
新
し
い
論
理
と
し
て
機
能
す

る
。
そ
の
史
的
唯
物
論
に
お
い
て
、
そ
れ
は
歴
史
の
説
明
を
、
道
徳
律
を
、
は

た
ま
た
策
略
と
職
術
へ
の
指
針
た
る
行
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
つ
こ
と
を
要
求
す

る
。
そ
の
全
豊
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
宇
宙
と
人
間
と
、
そ
の
爾
者
と

の
關
連
を
読
明
し
、
そ
し
て
人
問
の
赴
會
生
活
、
科
學
、
藝
術
、
信
念
を
説
明

す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
以
外
に
は
何
も
の
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
科
學
、

も
し
く
は
肚
會
哲
學
と
さ
え
看
倣
さ
れ
る
な
ら
、
ほ
ん
と
に
驚
異
的
な
要
求
で

も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
完
全
な
る
神
権
國
家
に
適
し
た
全
豊
を
包
容
す
る
宗
教

と
看
倣
さ
れ
れ
ば
、
け
だ
し
當
然
な
要
求
で
あ
る
」
（
二
二
五
頁
）
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
の
似
而
非
的
な
救
濟
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
深
い
傳
統
を
も

つ
諸
國
に
大
量
の
支
持
を
獲
得
で
き
な
か
つ
た
と
は
い
え
、
植
民
地
や
農
業
國

に
お
け
る
大
衆
に
あ
つ
て
は
、
貧
困
、
経
濟
的
不
安
定
、
邪
悪
な
統
治
、
個
人

的
欲
求
不
満
な
ど
が
、
そ
れ
に
適
懸
す
る
好
條
件
を
提
供
し
て
い
る
。
「
コ
ミ

ュ
ニ
ズ
ム
は
、
奴
隷
制
と
同
じ
く
、
《
す
べ
て
の
土
壌
に
生
え
る
難
草
V
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
未
墾
の
土
地
に
だ
け
作
物
を
籏
生
さ
せ
る
」
（
…
一
一

頁
）
。
も
つ
と
も
こ
う
し
た
問
題
は
、
　
一
般
的
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論

上
の
贋
値
内
容
を
討
議
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
こ
と
と
は
別
箇
の
事
柄
で
あ

つ
て
、
メ
イ
ヨ
も
認
め
て
い
る
如
く
、
そ
れ
に
有
用
な
診
噺
は
《
心
理
的
な
も

の
V
で
あ
ろ
う
。
「
深
刻
な
吐
會
的
困
惑
や
強
度
の
國
際
的
緊
張
の
時
に
あ
つ

て
は
、
自
分
た
ち
の
疑
問
に
封
し
て
、
自
信
あ
り
げ
な
出
來
合
い
の
解
答
を
し

き
り
に
抱
き
し
め
た
い
と
願
う
戸
迷
い
脅
え
た
人
た
ち
が
常
に
存
在
し
て
い
よ

う
。
…
…
そ
れ
故
、
放
浪
の
人
々
、
不
安
定
な
人
々
、
幻
滅
し
た
入
々
、
《
信

念
に
敏
け
、
し
か
も
懐
疑
主
義
に
愕
然
と
し
て
い
る
V
人
々
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ



ム
に
と
づ
て
多
分
に
豊
饒
な
土
壌
で
あ
ろ
う
」
（
一
一
二
九
頁
）
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
依
然
と
し
て
西
猷
側
に
封
し
て
は
、
資
本
主
義
の
猫

占
形
態
に
君
臨
す
る
悪
徳
極
ま
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
と
臨

罪
す
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
い
て
は
、
確
か
に
、
自
由
主
義
的
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
と
資
本
主
義
と
は
一
緒
に
生
成
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
歴
史
的
相
印
性

は
そ
れ
の
因
果
關
係
と
同
一
化
で
き
な
い
。
初
期
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
標
携
し
た

自
由
は
李
等
と
乖
離
し
、
李
等
が
形
式
的
な
も
の
に
の
み
止
ま
つ
て
い
た
と
い

5
事
實
に
は
反
省
を
う
な
が
さ
れ
て
き
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
い
う
プ
p
レ
タ

リ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
輕
濟
的
李
等
と
友
愛
の
た
め
の
輝
か
し
き
創
造
的
未

來
を
照
射
し
、
現
代
ソ
ヴ
ェ
ト
が
人
類
の
こ
の
悠
久
な
夢
想
を
實
現
せ
ん
と
し

て
い
る
こ
と
は
、
西
鼠
に
大
き
な
衝
撃
を
與
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
．
方
、
西
欧
諸
國
も
、
マ
ル
ク
ス
の
壕
言
に
反
し
て
、
肚
會
主
義
脛
濟
へ
の

《
積
極
國
家
V
の
諸
機
能
を
果
し
、
實
質
的
な
正
義
と
李
等
の
吐
會
的
．
脛
濟

的
蟹
充
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
得
な
い
（
二
七
二
頁
）
。
究
極
的
に

は
、
西
欧
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
、
《
理
想
的
V

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
は
意
見
の
一
致
を
み
て
い
る
。
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に

と
つ
て
の
必
要
に
し
て
充
分
な
る
條
件
に
つ
い
て
の
論
雫
は
、
理
論
的
に
は
、

輕
験
的
謹
族
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
解
決
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
が
し
か

し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
が
、
限
定
と
凋
噺
的
主
張
の
立
場
で
あ
る
限
り
解

決
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
實
陵
的
に
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
教
義
的
地
位
が
、
マ

ル
ク
ス
主
義
者
を
し
て
、
資
本
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
和
解
し
難
き
敵
へ
と

追
い
や
つ
て
し
ま
う
の
だ
。
…
…
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
す
べ
て
か
、
あ
る
い
は

無
か
を
欲
す
る
。
か
く
て
、
漸
進
的
攣
化
、
混
合
輕
濟
、
立
憲
的
枠
内
で
活
動

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
彼
に
と
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と

紹
介
と
批
評

は
そ
れ
自
膣
で
よ
い
も
の
で
は
な
く
、
プ
冒
レ
タ
リ
ア
ー
ト
猫
裁
へ
の
豫
備
と

し
て
の
み
有
用
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
三
〇
九
－
一
二
〇
頁
）
。

　
以
上
メ
イ
ヨ
の
所
読
が
、
現
代
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
葛
藤
の
さ
中
に
お
か
れ
た

若
き
テ
セ
ウ
ス
の
た
め
に
、
ア
リ
ア
ド
ネ
の
導
き
の
綜
毬
と
も
な
れ
ば
幸
い
な

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
擁
護
す
る
果
敢
な
る
紳
話

的
ぺ
物
で
あ
ろ
う
と
す
る
前
に
、
み
ず
か
ら
の
紳
話
を
も
顧
み
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
神
話
で
あ
る
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う

に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
神
話
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
容
易
に
主
張
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
形
而
上
學
に
つ
い
て
の
一
致
を
み
る
必
要
は
な
い

と
い
う
、
先
に
引
肝
し
た
箇
所
に
つ
づ
け
て
、
「
究
極
目
標
に
つ
い
て
の
差
異

は
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
異
教
徒
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
プ
ロ
テ
ス
タ
γ
ト
と
、
マ
ホ
メ

ッ
ト
教
徒
を
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
と
、
無
紳
論
者
を
信
仰
者
と
に
分
つ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
う
し
た
差
異
の
い
ず
れ
も
、
豫
測
可
能
な
未
來
に
お
い
て
、
解
決
さ
れ
そ

う
に
思
わ
れ
な
い
。
だ
が
休
火
山
は
爆
議
す
る
必
要
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
を
分
け
て
し
ま
つ
て
い
る
深
淵
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ

れ
の
共
通
な
人
間
性
に
お
い
て
、
法
と
秩
序
と
を
願
望
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

ま
た
見
解
の
相
違
へ
の
手
績
上
の
同
意
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
統
一
さ
れ
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
う
ち
で
共
存
す
る
こ
と
を
學
ん
で
き
た
。
國
際
政
治
の
分
野
に

お
い
て
も
ま
た
然
り
で
あ
る
ρ
國
際
吐
會
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
べ
て
の
基
礎
的

な
こ
と
に
お
い
て
同
じ
よ
う
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
、
，
必
ず
し
も
前
提
と
し

て
い
な
い
。
…
…
職
箏
は
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、

た
だ
い
ず
れ
が
よ
り
強
力
で
あ
る
か
を
解
決
す
る
の
み
で
あ
ろ
う
…
…
」
（
三
三

〇
1
三
三
一
頁
）
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
黙
を
、
よ
り
深
く
ほ
り
さ
げ
て
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
和
重
）

六
七

（
三
七
七
）


