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ジ
ョ
ン
・
イ
ー
ト
ン
著

　
『
核
時
代
に
お
け
る
社
会
主
義
』

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
サ
イ
モ
ン
編
著

　
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
挑
戦
』

ご
一
唇
會

鱒
○
①
薯
‘

　
ジ
ョ
ン
・
イ
ー
ト
ン
の
『
核
時
代
に
お
け
る
社
会
主
義
』
と
ブ
ラ
イ
ア
ン
・

サ
イ
モ
ン
編
著
の
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
挑
戦
』
を
読
め
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
限
ら

ず
、
正
統
と
言
う
か
純
粋
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
の
心
情
を
よ
く
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。
悪
と
不
正
と
が
渦
巻
い
て
い
る
か
に
思
え
る
現
実
政
治
に
長
恨
詩
を

奏
で
つ
つ
、
敢
え
て
政
治
的
《
異
端
者
》
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
美

し
い
．
こ
の
よ
う
な
生
き
方
に
よ
つ
て
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
の
精
神

的
純
粋
性
が
保
持
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
．
か
れ
ら
も
ま
た
人
間

　
　
　
紹
介
と
批
評

的
タ
イ
プ
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
手
負
い
の
野
獣
さ
な
が
ら
の
、
棲
惨
な
形
相
が

浮
べ
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
の
思
想
と
行
動
は
美
徳
を
生
む
が
、
そ
の
偲
傲
さ

の
底
に
不
寛
容
な
残
酷
を
ひ
そ
め
、
力
み
か
け
つ
た
悪
態
に
は
妙
な
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
を
す
ら
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
ん
な
皮
肉
な
言
い
方
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者

の
激
怒
を
か
お
う
が
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
二
十
世
紀
資
本
主
義
が
十
九
世
紀
の
レ
ッ
セ
・
フ
ェ

ー
ル
に
内
在
し
て
い
た
ア
ナ
ー
キ
ー
と
は
急
激
に
変
化
し
た
事
実
を
認
め
て
い

る
。
イ
ー
ト
ソ
も
こ
れ
を
新
し
い
段
階
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
独
占
資
本
主

義
へ
の
段
階
移
行
な
の
で
あ
つ
て
、
か
れ
の
認
識
フ
レ
ー
ム
は
マ
ル
ク
ス
主
義

的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
の
問
題
焦
点
は
、
お
の
ず
と
現
代
資
本
主
義
論

争
に
絞
ら
れ
、
依
然
と
し
て
そ
れ
と
対
決
し
た
ま
ま
で
終
つ
て
い
る
。
経
営
者

革
命
な
ど
、
経
営
者
階
層
を
見
か
け
だ
け
無
力
化
さ
せ
た
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

銀
行
、
生
命
保
険
あ
る
い
は
投
資
信
託
、
そ
れ
ら
は
み
な
制
度
的
な
株
主
に
よ

る
独
占
支
配
体
制
の
隠
蔽
で
あ
つ
て
、
金
融
寡
頭
支
配
、
生
産
手
段
の
私
有
な

ら
び
に
商
品
交
換
ー
市
場
・
利
潤
追
求
と
い
つ
た
経
済
構
造
は
、
原
理
的
に
、

前
世
紀
の
資
本
主
義
と
変
ら
な
い
。
《
混
合
》
経
済
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
イ

ギ
リ
ス
に
限
つ
て
言
え
ば
、
確
か
に
国
家
の
経
済
的
機
能
が
増
大
し
、
生
産
手

段
の
社
会
化
な
い
し
公
有
化
が
経
験
的
現
実
と
な
つ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
家
の
積
極
的
干
渉
は
、
主
と
し
て
運
輸
、
石
炭
、
電
気
、
ガ
ス
等
、
そ

の
ほ
か
供
給
産
業
と
海
外
投
資
に
と
ど
ま
り
、
全
生
産
高
の
五
分
の
一
、
残
余

は
す
べ
て
私
企
業
、
そ
こ
で
は
少
数
独
占
資
本
家
の
た
め
の
政
策
が
決
定
的
な

の
で
あ
る
、
と
。
イ
ー
ト
ン
の
書
は
こ
う
い
う
議
論
で
う
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
イ
ー
ト
ン
の
言
葉
を
引
い
て
お
く
。
「
：
：
部
分
的
変
化
は
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
八
四
ご



　
　
　
紹
介
と
批
評

の
全
面
的
性
質
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
だ
が
同
時
に
そ
れ
は
、
社
会

の
質
に
お
け
る
全
面
的
変
化
と
の
関
連
に
お
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認

識
さ
れ
る
。
か
か
る
変
化
の
た
め
の
機
会
が
何
時
到
来
す
る
か
を
予
測
は
で
き

な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
各
々
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
可
能
な
行

動
方
向
の
う
ち
《
大
変
化
》
の
方
向
に
む
か
い
、
未
来
の
変
化
を
準
備
す
る
の
に

い
ず
れ
が
最
善
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
　
　
」
（
署
o。
緊
。。
N
）
．

読
め
ば
分
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
独
有
な
表
現
で
、
こ
れ
を
平
易
に
訳
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
い
う
括
弧
つ
き
大
変
化
と
は
、
社
会
主
義
社
会
を
意
味

し
、
当
面
の
運
動
は
《
平
和
の
た
め
の
闘
争
》
で
あ
る
と
い
う
。
言
葉
自
体
と

し
て
は
日
常
的
だ
が
、
こ
れ
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
だ
け
に
常
識
化
し
た
平
和

政
策
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
平
和
が
イ
ギ
リ
ス
国
民
の

大
衆
感
情
を
煽
動
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
平
和
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
、
戦

争
の
絶
滅
的
破
壊
そ
の
も
の
に
よ
つ
て
、
社
会
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を

未
来
へ
投
射
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
イ
ー
ト
ン
が
核
時
代
に

お
け
る
社
会
主
義
を
平
和
と
結
び
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
と
帰
結
す
る
こ
と
は
正

し
い
。

　
ま
た
他
の
箇
所
で
は
、
「
第
一
の
こ
と
は
・
　
自
由
に
生
き
る
た
め
の
機
会

1
そ
れ
は
各
人
が
如
何
に
生
き
る
か
を
選
択
す
る
最
大
限
の
自
由
を
各
人
に

許
す
よ
う
な
方
法
に
お
い
て
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
社
会
的
に
生
き
る
こ
と

の
み
を
目
的
と
す
る
ー
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
マ
一
8
）
と
言
わ
れ
る
。

敢
え
て
こ
れ
に
反
対
す
る
異
端
者
が
ど
こ
に
い
よ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ

ー
ト
ン
は
こ
の
よ
う
に
言
い
な
が
ら
も
、
な
ん
ら
の
留
保
も
条
件
も
な
く
、
体

制
・
反
体
制
、
資
本
家
階
級
・
労
働
者
階
級
、
は
て
は
敵
・
味
方
関
係
へ
と
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
八
四
二
）

間
・
社
会
を
分
断
し
、
分
裂
化
さ
せ
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
は
改
良
も
修
正
も
背
信

で
あ
る
。
い
ず
れ
が
因
循
姑
息
で
あ
る
の
か
、
い
ま
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る

ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
や
ア
ン
テ
ィ
パ
シ
；
を
投
げ
つ
け
た
と
こ
ろ
で
、
な
ん
ら
実

効
的
な
解
決
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
た
だ
し
、
現
実
の
矛
盾
対

立
を
ど
の
程
度
、
あ
た
え
ら
れ
た
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
な
か
で
政
治
的
に
解
決
可

能
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
に
近
い
可
能
性
を
現
実
化
し
て
ゆ
き
、
そ
の
結
果
生

ず
る
で
あ
ろ
う
変
化
を
充
分
に
評
価
す
る
こ
と
、
こ
う
い
つ
た
課
題
に
直
面
す

る
人
間
精
神
の
方
が
ど
れ
程
厳
粛
で
あ
る
か
、
ま
た
あ
る
時
は
死
を
刻
む
程
に

真
剣
で
あ
る
か
、
を
附
言
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
．

　
右
と
同
様
の
こ
と
が
、
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
挑
戦
』
者
た
ち
に
つ
い
て
も
言

い
得
よ
う
．
「
現
代
の
プ
レ
デ
ィ
カ
メ
ン
ト
」
を
、
豚
嘆
す
る
サ
イ
モ
ン
の
冒
頭

論
文
は
、
イ
ー
ト
ン
の
書
を
も
含
め
、
明
細
な
デ
ー
タ
、
統
計
数
字
を
使
用
し

て
、
帝
国
主
義
的
構
造
変
化
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
見
る
に
忍
び
難
い
現
状

は
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
お
よ
び
修
正
主
義
者
の
犯
罪
行
為
で
あ
る
か
の
如
く
省

め
立
て
ら
れ
る
。
階
級
闘
争
の
欠
如
、
国
家
の
中
立
的
機
関
の
詐
偽
、
漸
進
的

議
会
制
の
否
定
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
常
踏
の
批
判
が
つ
づ
い
て
い

る
。
つ
い
で
、
イ
ギ
リ
ス
共
産
党
指
導
者
と
し
て
名
高
い
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ー
ラ
ン

は
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
階
級
闘
争
」
に
お
い
て
、
　
一
方
に
お
け
る
政
治
権
力

の
拡
散
化
と
他
方
で
の
経
済
権
力
の
独
占
集
中
化
と
の
パ
ラ
レ
ル
な
矛
盾
を
鋭

く
突
ぎ
、
そ
れ
に
代
置
す
べ
く
労
働
者
階
級
の
統
一
行
動
、
議
会
内
外
で
の
大

衆
行
動
を
呼
び
か
け
る
。
当
面
の
政
治
闘
争
綱
領
と
し
て
、
e
平
和
共
存
を
基

礎
と
す
る
独
立
自
主
外
交
、
⇔
N
A
T
O
の
核
戦
略
の
解
消
、
㊧
巨
大
独
占
資

本
の
国
有
化
、
㊨
軍
事
支
出
の
削
減
、
㊨
労
働
賃
金
の
増
加
、
が
提
言
さ
れ
て



い
る
．
何
処
も
同
じ
で
あ
る
が
、
政
治
の
舞
台
で
は
、
ど
れ
だ
け
の
行
動
範
囲

と
選
択
肢
か
許
容
さ
れ
る
か
が
ま
さ
に
間
題
と
な
ろ
う
．
ゴ
ー
ラ
ン
は
、
権
力

獲
得
の
手
段
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
選
挙
に
よ
る
ほ
か
路
の
な
い
こ
と

を
自
認
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
」
・
R
・
キ
ャ
ン
プ
ベ
ル
の
「
現
代
マ
ル
ク
ス
主
義
と
そ
の
現
代
的
適
用
」

は
、
論
題
の
示
す
通
り
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
二
十
世
紀
に
お
け
る

実
践
的
テ
ス
ト
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
ロ
シ
ア
革
命
の
成
功
自
体
が
、
工
業

化
の
進
化
↓
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
大
量
出
現
↓
社
会
主
義
革
命
と
い
う
歴
史

的
運
動
法
則
の
逆
作
用
を
証
明
し
た
と
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義

に
分
派
の
危
機
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
現
在
、
キ
ャ
ン
プ
ベ
ル
の
問
題
は
深
刻
に

反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
自
身
に
ふ
り
か
か
っ
た
問
題
な

の
で
あ
る
か
ら
．
結
局
か
れ
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
《
福
祉
国
家
》

と
か
べ
人
民
資
本
主
義
》
は
国
家
独
占
資
本
主
義
で
あ
つ
て
、
現
代
の
問
題
状

況
こ
そ
レ
ー
ニ
ン
的
帝
国
主
義
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
問
題
が
移
さ
れ
、
マ
ル

ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
理
論
的
な
正
し
さ
を
崩
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、

闘
争
と
い
う
文
字
が
並
べ
ら
れ
る
。
資
本
主
義
相
互
間
の
闘
争
、
労
働
者
の
資

本
家
に
対
す
る
闘
争
、
フ
ブ
シ
ズ
ム
の
反
動
的
独
裁
と
の
闘
争
、
植
民
地
と
メ

ト
・
ポ
リ
ス
と
の
闘
争
、
社
会
主
義
諸
国
の
出
現
と
対
資
本
主
義
諸
国
と
の
闘

争
、
あ
ら
ゆ
る
政
冶
的
、
経
済
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
敵
対
関
係
を
同
時
的
に

終
憶
せ
し
め
る
唯
一
の
方
法
ー
そ
れ
は
、
ト
ー
タ
ル
な
計
画
化
に
よ
る
経
済

構
造
の
変
革
だ
け
で
あ
る
、
と
。
さ
り
げ
な
い
確
信
で
あ
る
．

　
こ
の
よ
う
な
特
有
の
優
越
性
は
、
A
・
L
・
モ
ー
ト
ン
の
「
芸
術
と
人
民
」

お
よ
び
E
・
V
・
ロ
ゥ
セ
ル
の
「
科
学
と
進
歩
」
に
も
一
層
度
ぎ
つ
く
あ
ら
わ

　
　
　
紹
介
と
批
評

さ
れ
て
い
る
．
「
自
由
と
は
選
択
す
る
権
利
の
こ
と
で
あ
る
。
然
り
、
だ
が
自

由
は
正
し
く
選
択
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
芸
術
家
は
、
他
の
人

び
と
と
同
じ
く
、
か
れ
ら
の
自
由
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
解
放
的
真
理
と
、
そ
の

現
実
化
の
た
め
の
闘
争
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
や
認
識
し
な
く
な
ろ
う

と
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
p
竃
o
。
）
。
「
現
代
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の

挑
戦
は
、
そ
れ
が
自
然
科
学
内
部
に
お
い
て
す
で
に
適
用
さ
れ
た
科
学
的
分
析

方
法
を
、
人
間
社
会
の
発
展
を
も
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
拡
大
さ
れ
た
、

全
体
包
括
的
科
学
理
論
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
負
う
て
い
る
」
（
唱
」
ミ
）
。
こ
の

種
の
議
論
は
、
誇
ら
し
げ
に
雄
弁
な
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
し
て
涯
し
な
く
つ
づ
け

ら
れ
る
．
そ
こ
に
は
、
よ
り
多
く
信
ず
る
者
は
、
信
じ
な
い
者
よ
り
や
は
り
強

い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
影
も
な
け
れ
ば

惑
い
も
な
い
無
限
の
報
賞
に
対
し
て
、
芸
術
家
・
自
然
科
学
者
は
ど
う
答
え
る

か
。　

最
後
に
、
A
・
ケ
ッ
ト
ル
の
「
共
産
主
義
と
知
識
人
」
と
い
う
論
文
に
つ
い

て
触
れ
よ
う
．
こ
れ
位
蒸
し
返
さ
れ
て
、
豊
か
な
る
貧
困
の
議
論
に
終
つ
て
い

る
テ
ー
マ
も
少
な
か
ろ
う
。
ケ
ッ
ト
ル
は
ま
ず
、
一
九
六
〇
年
八
月
三
十
日
、

テ
レ
ビ
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
B
・
ラ
ッ
セ
ル
卿
が
現
代
世
界
の
動
向
に
対
し
見

解
を
求
め
ら
れ
た
時
の
対
話
を
引
き
合
い
に
出
す
。
十
五
分
の
う
ち
十
二
分
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち

を
さ
い
て
、
ラ
ッ
セ
ル
は
二
十
世
紀
の
展
望
を
オ
ー
ウ
ェ
ル
的
逆
ユ
ー
ト
ピ
ア

と
し
て
描
き
、
人
間
的
自
由
の
無
い
、
官
僚
と
科
学
者
の
支
配
す
る
味
気
無
さ

を
嘆
い
た
、
と
い
う
。
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
、
ラ
ッ
セ
ル
を
し
て
政
治
的
実
践

の
場
に
お
い
て
は
、
核
戦
争
に
対
す
る
阻
止
運
動
に
向
わ
せ
、
ソ
ヴ
ェ
ト
軍
縮

提
案
を
絶
賛
さ
せ
、
共
産
主
義
者
に
寄
り
そ
わ
せ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
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紹
介
と
批
評

ず
、
当
の
ラ
ッ
セ
ル
は
共
産
主
義
社
会
を
自
由
の
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
と
し
て
心

像
化
し
、
恐
怖
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
何
故
か
。
ケ
ッ
ト
ル
は
、
こ
の
と
こ

ろ
に
自
由
主
義
的
知
識
人
の
典
型
を
見
る
の
で
あ
る
。
か
れ
の
論
理
は
冷
酷

に
、
現
代
知
識
人
の
優
柔
不
断
を
追
討
つ
．

　
資
本
主
義
社
会
内
部
で
、
知
識
人
は
相
対
的
に
権
力
を
喪
失
し
、
プ
チ
・
ブ

ル
的
な
擬
態
的
《
独
立
性
》
を
保
つ
て
い
る
。
ケ
ッ
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら

が
資
本
主
義
を
許
容
し
つ
つ
、
そ
れ
に
批
判
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
悪
あ
が
き

こ
そ
嘲
笑
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
弁
明
を
、

ケ
ッ
ト
ル
は
糾
問
す
る
。
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
し
て
は
、
前
世
紀
中
頃
ま
で

は
、
社
会
主
義
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
概
念
が
、
人
間
意
識
の
発
展
に
有
力
な
助

け
と
な
る
役
割
を
果
し
て
き
た
、
と
明
確
に
言
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
だ
が
、
社

会
主
義
秩
序
を
た
ん
に
欲
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
社
会
主
義
革
命
を
現

実
的
に
実
践
し
得
る
も
の
と
し
て
一
階
級
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
や
、
そ
の
時
か

ら
、
科
学
的
可
能
性
に
対
立
し
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理
想
の
ポ
ー
ズ
を
取
る
こ
と

は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
退
嬰
的
と
な
る
。
ま
し
て
や
、
ポ

ー
ズ
と
反
対
ポ
ー
ズ
の
取
り
方
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
原
理
の
名
の
も
と
に
な
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
退
嬰
的
と
な
る
の
で
あ
る
」
（
マ
ご
O
）
と
。

一
体
、
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
何
か
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
解
答
は
あ
ま

り
に
も
明
白
で
あ
る
。
ケ
ッ
ト
ル
は
、
か
つ
て
神
が
誤
り
を
犯
し
、
犯
し
た
罪

を
悲
し
ん
で
離
れ
去
つ
た
知
識
人
の
怯
儒
を
痛
烈
に
非
難
す
る
。
そ
し
て
、
マ

ル
ク
ス
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
、
共
産
党
へ
の
コ
、
・
・
ッ
ト
メ
ン
ト
を
強

調
す
る
。
か
れ
は
明
瞭
に
、
共
産
主
義
者
た
る
こ
と
な
く
マ
ル
ク
ス
主
義
者
て

あ
り
得
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
マ
ル
ク
ス
主
義
的
に
思
考
す
る
知
識
人
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に
は
．
寸
鉄
を
刺
さ
れ
た
よ
5
な
思
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
は
や
多
く
を
語
る
必
要
は
な
い
。
「
朽
ち
果
て
た
も
の
を
見
る
と
い
う
こ

と
と
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
正
し
く
立
て
る
か
を
知
る
こ
と
は
異
つ
た
事
柄
で

あ
る
」
（
ワ
一
緯
）
と
ケ
ッ
ト
ル
は
言
う
。
ま
さ
に
正
し
い
指
摘
で
あ
る
。
だ
が
、

問
題
は
言
葉
で
は
な
く
、
や
は
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
帰
着
す
る
。
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
も
の
は
、
分
厚
い
現
実
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
無
知
の
部

分
を
充
た
し
て
く
れ
る
限
り
有
効
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
自
身
の
無
知
を
つ

ね
に
意
識
す
る
だ
け
の
余
裕
が
無
い
と
、
か
え
つ
て
空
虚
な
も
の
と
な
る
。
そ

の
空
虚
な
も
の
を
出
来
る
だ
け
充
た
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
知
識
人
の
知
識
人
と

し
て
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
単
純
な
事
実
で
あ
つ
て
、
知
識
人

が
そ
れ
を
知
ら
な
い
は
ず
は
無
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
和
重
）


