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ト
マ
ス
　
モ
ル
ナ
ー
著

『
サ
ル
ト
ル
ー
現
代
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
』

　
マ
ル
ク
ス
主
義
の
欠
乏
症
（
蚕
。
胃
8
8
魯
寓
導
益
巨
）
に
対
し
て
、
マ
ル

ク
ス
の
名
に
お
い
て
新
し
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
、
人
間
の
《
人
間
的
次
元
V
の
復

権
を
主
張
す
る
若
き
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
の
群
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
見
る
。

彼
ら
の
思
想
に
は
実
存
主
義
の
影
響
が
顕
著
だ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
と
実
存
主
義

と
の
出
逢
い
、
そ
れ
は
一
時
的
な
灼
熱
現
象
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
主
導
者

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ジ
ャ
ン
腿
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
で
あ
る
。
現
在
の
彼

は
、
実
存
主
義
も
一
個
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
み
な
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
全
体

化
運
動
に
解
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
（
『
方
法
の
問
題
』
）
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
で

う
な
サ
ル
ト
ル
の
思
想
的
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
r
ゼ
は
．
果
し
て
そ
の
必
然
性
が
あ

る
の
か
ど
う
か
。
ト
マ
ス
・
モ
ル
ナ
ー
の
本
書
は
、
手
の
こ
ん
だ
サ
ル
ト
ル
哲

　
　
　
紹
介
と
批
評

学
の
世
界
の
内
的
論
理
を
鋭
く
え
ぐ
る
．
網
羅
的
な
方
法
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
ひ
と
つ
の
明
確
な
目
的
を
持
つ
て
。

　
サ
ル
ト
ル
は
偉
大
な
哲
学
者
で
は
な
く
、
重
要
な
作
家
で
も
、
社
会
の
予
言

者
で
も
な
い
。
だ
が
、
彼
は
時
代
の
証
人
、
一
Φ
8
暮
。
目
冨
窮
貯
。
碧
詫
亀
の
役

割
を
演
じ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
現
代
の
人
間
の
状
況
と
世
界
と
を
超

越
し
よ
う
と
試
み
る
点
で
．
そ
の
思
想
に
深
い
霊
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
へ

ー
ゲ
ル
お
よ
び
ド
イ
ッ
・
ロ
マ
ソ
主
義
の
世
代
に
は
じ
ま
る
内
在
性
の
哲
学
の

帰
結
を
、
モ
ル
ナ
ー
は
サ
ル
ト
ル
流
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
認
め
る
。
こ
の
哲
学

は
、
現
実
を
《
過
程
V
も
し
く
は
《
運
動
V
と
し
て
把
え
る
。
そ
し
て
．
人
問

は
本
質
を
所
有
す
る
の
で
は
な
く
、
本
質
を
自
己
実
現
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ

る
。
永
遠
の
流
動
の
な
か
に
い
る
人
間
は
、
時
間
に
お
け
る
絶
対
性
を
求
め

る
。
そ
の
過
程
が
歴
史
で
あ
り
、
進
化
で
あ
る
。
内
在
性
の
哲
学
者
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
で
あ
れ
マ
ル
ク
ス
で
あ
れ
、
歴
史
の
方
向
性
を
透
視
し
、
そ
の
弁
証
法
的

運
動
の
転
換
点
に
立
と
う
と
す
る
。
し
か
も
彼
ら
の
課
題
は
、
歴
史
的
真
理
を

啓
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
行
動
に
よ
つ
て
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

　
サ
ル
ト
ル
自
身
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
つ
て
い
る
。
彼
の
実

際
の
生
活
態
度
（
シ
モ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
と
と
も
に
）
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
み
ず
か
む
の
階
級
的
な
紐
帯
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
。
言
葉
を
媒
介
と
し

て
状
況
に
か
か
わ
る
こ
と
、
そ
れ
が
哲
学
者
“
作
家
の
義
務
で
あ
る
。
『
言
葉
』

の
終
り
近
く
に
、
「
相
変
わ
ら
ず
私
は
書
い
て
い
る
の
だ
。
ほ
か
に
な
に
を
し

た
ら
よ
い
の
か
？
…
…
い
ま
私
は
、
私
た
ち
の
無
力
を
知
つ
て
い
る
。
そ
れ
は

そ
れ
で
よ
い
。
私
は
本
を
つ
く
つ
て
い
る
し
、
こ
れ
か
ら
も
つ
く
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
必
要
な
こ
と
だ
』
と
サ
ル
ト
ル
は
言
う
。
書
く
こ
と
は
、
ま
さ
に
ブ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
（
一
二
三
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

ジ
ョ
ワ
的
良
心
の
落
し
さ
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
だ
。
サ
ル
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
と
つ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
た
る
こ
と
は
虚
偽
の
意
識
9
審
§
切
§
黛
。
。
§
ぎ
）
で

あ
つ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
敢
え
て
反
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
私
生
児
た
ら
ん
と
す
る
。
モ

ル
ナ
ー
は
、
ち
よ
う
ど
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
オ
ー
ピ
ッ
ク
将
軍
と
の
関
係
の
よ
う

に
、
サ
ル
ト
ル
の
母
方
の
義
父
シ
ャ
ル
ル
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ッ
エ
ル
が
彼
か
ら
ま

だ
う
ら
若
き
、
美
し
い
母
を
奪
い
去
ら
れ
た
憎
悪
感
を
指
摘
し
て
い
る
。
シ
ャ

ル
ル
こ
そ
恭
々
し
き
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
な
の
だ
。

　
サ
ル
ト
ル
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
現
存
す
る
一
切
の
も
の
を
憎
む
。
そ
し

て
、
わ
れ
わ
れ
が
顔
を
そ
む
け
る
よ
う
な
現
実
を
わ
ざ
と
選
ぶ
。
例
え
ば
、
ジ

ァ
ソ
・
ジ
ュ
ネ
の
生
き
方
だ
．
捨
て
児
で
あ
る
彼
は
、
幼
い
頃
か
ら
盗
み
を
覚

え
、
感
化
院
に
入
れ
ら
れ
て
脱
走
し
、
犯
罪
生
活
を
求
め
る
。
彼
の
盗
み
や
男

色
は
、
ま
さ
に
く
自
由
な
V
行
為
で
あ
る
．
善
・
悪
の
区
別
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社

会
に
お
け
る
輻
晦
に
す
ぎ
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
、
従
来
悪
と
い
わ
れ
た
も
の
を

肯
定
し
、
善
と
い
わ
れ
た
も
の
を
断
罪
す
る
．
価
値
は
主
観
的
実
存
に
よ
つ
て

創
造
さ
れ
る
、
と
い
う
彼
の
論
理
は
知
的
不
正
直
で
は
な
い
か
。
も
し
も
ジ
ュ

ネ
が
ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
で
盗
み
を
働
い
た
ら
、
サ
ル
ト
ル
は
何
と
言
う
の
か
。
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
社
会
で
は
人
問
は
不
自
由
で
あ
り
、
新
し
い
状
況
に
お
い
て
は
自
由

な
選
択
な
ど
あ
り
え
な
い
、
否
、
自
由
に
強
制
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
か
。

　
ミ
シ
ェ
ル
“
ア
ソ
ト
ワ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ニ
ェ
に
よ
れ
ぽ
、
サ
ル
ト
ル
は
『
存

在
と
無
』
に
つ
づ
く
は
ず
で
あ
つ
た
道
徳
論
を
書
く
こ
と
を
放
棄
し
、
経
済
学

と
精
神
分
析
、
人
類
の
歴
史
と
個
人
の
歴
史
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
つ

た
。
「
道
徳
的
態
度
は
技
術
的
．
社
会
的
条
件
が
積
極
的
行
動
を
不
可
能
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
、
　
（
一
二
三
八
）

る
と
き
姿
を
現
わ
す
も
の
だ
」
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
（
『
実

存
主
義
と
政
治
』
）
。
　
一
九
四
五
年
以
降
、
サ
ル
ト
ル
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
接
近

す
る
ま
で
は
多
年
の
躊
躇
逡
巡
が
あ
つ
た
が
、
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
で
サ

ル
ト
ル
は
理
論
的
に
屈
服
す
る
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
の
力
と
富
と
を
成
す
も
の
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
過
程
を
そ
の

全
体
性
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
根
本
的
な
試
み
で
あ
つ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
哲
学
と
し
て
と
ど
ま
り
、

ぞ
れ
を
生
ん
だ
状
況
は
い
ま
葦
の
り
越
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
サ
ル
ト
ル
は
主

張
す
る
。
だ
が
、
モ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
は
、
結
局
マ

ル
ク
ス
主
義
的
解
決
に
惹
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
的
実
存
あ
る
い
は
意
識

（
写
弩
－
置
）
の
暗
澹
た
る
葛
藤
、
不
毛
な
受
難
は
超
越
的
存
在
に
向
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ク
シ
ス

で
き
ず
、
自
由
ー
実
践
に
よ
つ
て
世
界
と
一
体
化
す
る
．
か
く
し
て
、
主
観
と

客
観
、
個
人
と
全
体
性
と
は
融
け
合
つ
て
救
済
さ
れ
る
。
窪
き
ぎ
。
霞
－
。
塵
a
は
歴

史
そ
の
も
の
の
な
か
で
は
じ
め
て
安
住
す
る
。
そ
の
よ
う
な
哲
学
と
は
何
か
？

サ
ル
ト
ル
に
と
つ
て
は
、
解
放
さ
れ
た
個
人
よ
り
成
る
階
級
な
ぎ
社
会
、
普
遍

的
階
級
の
共
同
体
の
た
め
に
世
界
変
革
を
行
う
マ
ル
ク
ス
主
義
以
外
に
な
帆
。

　
と
こ
ろ
で
、
サ
ル
ト
ル
の
描
く
理
想
的
人
間
は
共
産
主
義
知
識
人
で
あ
る
。

し
か
し
、
共
産
党
に
参
加
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
絶
え
ず

彼
の
作
品
に
現
わ
れ
る
、
『
自
由
へ
の
道
』
の
マ
チ
ュ
・
ド
ラ
リ
ュ
の
よ
う
に
。

サ
ル
ト
ル
は
、
党
の
外
側
に
い
る
自
由
な
批
判
者
と
し
て
と
ど
ま
つ
て
い
る
。

五
〇
年
代
に
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
、
東
欧
を
は
じ
め
、
中
国
、
キ
ュ
し
ハ
、
ア
フ
リ

カ
な
ど
の
巡
礼
者
で
あ
つ
た
彼
は
、
六
〇
年
代
に
は
ソ
ヴ
ェ
ト
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
の
共
産
党
に
失
望
し
、
む
し
ろ
中
国
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ラ
ブ
の
第
三
世
界



に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
以
下
の
人
間
に
革
命
の
可
能
性
を
期
待
し
．
テ
ロ

ル
、
暴
力
、
ゲ
リ
ラ
に
よ
る
共
産
主
義
の
急
進
的
蘇
り
（
挙
蚕
警
慧
琶
の
必

要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

　
モ
ル
ナ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
の
末
、
サ
ル
ト
ル
が
ポ
ー
ラ
ン

ド
の
知
識
人
と
学
生
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
真
理
性
を
講
演
し
た
頃

に
、
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
離
反
し
、
実
存
主
義
の
方
向
に
移
行
し
て
い

つ
た
こ
と
は
皮
肉
で
あ
る
．
事
実
、
サ
ル
ト
ル
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
呼
べ
る

の
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
1
少
な
く
と
も
正
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
反
対

す
る
で
あ
ろ
う
。
モ
ル
ナ
ー
は
、
サ
ル
ト
ル
の
マ
ル
ク
ス
主
義
、
あ
る
い
は
マ

ル
ク
ス
主
義
的
実
存
主
義
は
、
ル
カ
ー
チ
と
か
シ
ァ
フ
、
ブ
・
ッ
ホ
な
ど
と
同

一
範
疇
に
属
す
る
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ソ
の
一
人
だ
、
と
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義

の
内
部
に
人
間
を
回
復
さ
せ
、
具
体
的
な
人
間
学
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
サ
ル

ト
ル
の
意
図
に
は
、
歴
史
決
定
論
へ
の
鋭
い
対
位
法
が
あ
り
、
同
時
に
、
〈
革

命
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
V
が
漂
つ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
語
り
か
け
が
心
な

ら
ず
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
空
し
い
パ
・
デ
ィ
に
沈
み
、
エ
・
ス
的
陶
酔
に
堕

さ
な
い
た
め
に
は
、
モ
ル
ナ
4
の
つ
ぎ
の
批
判
的
な
言
葉
が
つ
ね
に
銘
記
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
．

「
わ
れ
わ
れ
は
、
サ
ル
ト
ル
的
思
想
体
系
は
、
す
べ
て
の
内
在
論
的
体
系
と
同

じ
よ
う
に
、
哲
学
的
前
提
と
し
て
葛
藤
の
う
え
に
繁
茂
す
る
、
と
い
う
こ
と
を

認
識
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
サ
ル
ト
ル
そ
の
他
類
似
の
思
想
家
た
ち
が
、
同
時
代

人
に
よ
つ
て
ペ
シ
ミ
ス
ト
だ
と
呼
ば
れ
な
い
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
、
耐
え
難
き

現
在
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
暗
闇
の
叙
述
が
、
燦
然
た
る
状
況
を
未
来
へ
投
企
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
救
済
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
か
ら
だ
。
ま
さ
に
単
純
な
分
、

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

析
は
、
正
直
に
誠
音
心
を
も
つ
て
な
さ
れ
て
い
て
も
、
投
企
自
体
が
保
証
さ
れ
な

い
こ
と
を
示
す
の
が
常
で
あ
る
．
投
企
さ
れ
た
未
来
は
現
在
と
な
ん
ら
連
続
性

が
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
経
験
と
人
間
性
に
つ
い
て
の
合
理
的
評
価

と
に
基
礎
を
置
い
た
未
来
で
は
な
く
、
存
在
論
的
な
変
化
の
可
能
性
に
も
と
づ

い
た
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
無
根
拠
な
肯
定
な
の
で
あ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
利
点
か

ら
み
れ
ば
、
ペ
シ
ミ
ス
ト
的
と
か
、
反
進
歩
的
と
か
呼
ぽ
れ
た
り
、
愛
情
に
欠

け
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
危
険
を
冒
さ
ず
に
現
存
す
る
畦
切
の
も
の
が
侵
食
的

な
批
判
を
こ
う
む
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
　
和
重
）

　
一
二
七
　
　
㊤
二
三
九
）


