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『
新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
－
一
九
五
六
年
以
降
の

　
　
　
ソ
ヴ
ェ
ト
お
よ
び
東
欧
の
マ
ル
ク
ス
主
義
』

　
本
書
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
九
五
六
年
ス
タ
ー
リ
ソ
主
義
批
判
こ
の

か
た
、
　
ハ
ソ
ガ
リ
i
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
，
ア
キ
ァ
、
　
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
等
を
含
む
東
欧
諸
国
で
発
展
し
つ
つ
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
《
多
極
化
V
現
象
を
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
支
配

下
で
創
出
さ
れ
、
強
化
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
主
義
な
る
も
の
は
、
依

然
と
し
て
こ
れ
ら
諸
国
の
公
認
の
（
あ
る
い
は
非
公
認
の
）
思
想
的
ス
ペ
ク
ト
ル

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
こ
そ
注
目
す
べ

き
で
あ
り
、
当
の
ソ
ヴ
ェ
ト
理
論
で
す
ら
や
が
て
は
そ
の
豊
饒
さ
、
多
様
さ
に

み
ず
か
ら
気
付
く
よ
う
に
な
ろ
う
か
も
知
れ
な
い
。
著
者
は
こ
こ
で
、
最
近
さ

ま
ざ
ま
に
厳
密
な
解
釈
や
説
明
を
繰
り
返
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
竃
貰
蝕
。
す

　
　
　
紹
介
と
批
評

笹
器
の
学
者
集
団
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
．
新
し
い
マ
ル
ク
ス

主
義
」
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
像
を
追
い
な
が
ら
も
、
ま
さ
に
現
代
を
生
き

て
い
る
人
び
と
の
生
き
い
き
と
し
た
思
想
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、

ミ

ぎ
さ
§
ゆ
と
い
う
問
い
か
け
が
即
刻
に
発
せ
ら
れ
る
。

　
勿
論
、
ソ
ヴ
ェ
ト
に
お
い
て
は
、
レ
ー
ニ
ソ
の
カ
リ
ス
マ
的
人
格
と
相
侯
つ

て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
革
命
を
正
当
化
す
る
政
治
的
・
歴
史
的
理
由
が
確
か
に

存
在
し
て
い
た
．
資
本
主
義
の
廃
絶
私
有
財
産
の
否
定
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級

の
排
除
、
そ
し
て
終
極
的
に
は
階
級
な
き
社
会
、
共
産
主
義
実
現
へ
の
途

と
し
て
。
こ
う
し
た
革
命
理
論
な
く
し
て
は
、
革
命
運
動
は
実
践
的
に
成
功
し

な
い
。
同
様
に
、
東
欧
諸
国
も
事
態
の
情
勢
と
国
家
的
必
要
性
に
応
じ
て
、
マ

ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
受
容
し
、
定
着
さ
せ
て
行
つ
た
。
だ
が
、
ソ
ヴ
ェ

ト
型
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ
の
ま
ま
堅
持
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
？

新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
旧
指
導
者
と
彼
ら
の

体
制
維
持
に
批
判
的
態
度
を
採
る
よ
う
に
な
つ
た
と
き
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
自

体
を
清
算
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
は
、
彼
が
黙
示
的
に
し
か
語

ら
な
か
つ
た
諸
領
域
に
、
創
造
的
な
自
由
な
諸
価
値
を
発
見
し
た
の
で
あ
つ
た

1
無
定
型
な
遺
産
の
う
ち
に
。
そ
れ
を
継
承
す
る
者
に
と
つ
て
は
、
一
体
何

が
残
さ
れ
、
何
を
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
　
著
者
の
見
解
を
要

約
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
細
部
に
わ
た
る
理
論
の
諸
側
面
は
別
と
し
て
、
資
本

主
義
に
対
す
る
社
会
批
判
、
私
有
財
産
と
搾
取
へ
の
非
難
、
社
会
的
弁
証
法
、

歴
史
へ
の
経
済
的
接
近
方
法
、
共
産
主
義
の
道
徳
的
理
想
、
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
に
付
加
さ
れ
た
新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
の
重
要

な
問
題
は
倫
理
、
す
な
わ
ち
人
格
と
個
人
の
現
代
的
問
題
で
あ
る
。
政
治
の
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
（
二
一
九
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

域
で
は
「
社
会
主
議
へ
の
多
数
な
途
」
が
、
党
の
全
能
性
へ
の
挑
戦
が
、
宗
教

の
領
域
で
は
、
例
え
ば
ポ
！
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
伝
統
的
な
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
強

い
と
こ
ろ
で
は
一
層
寛
容
な
態
度
が
、
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
．
と
す
れ
ば
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
が
マ
ル
ク
ス
主
義
た
る
こ
と
を
い
つ
止
め
る
か
、
と
い
う
間

題
が
論
点
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。
（
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
L
・
コ
ラ
コ
フ
ス
キ
ー
の
ご
と
き
哲
学
者
は
や
は
り
追
放
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
！
）
新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
は
、
弁
証
法
的
唯

物
論
、
初
期
マ
ル
ク
ス
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
歴
史
に
お
け
る
個
人
、
自
由
と

決
定
論
、
共
産
主
義
の
確
立
の
た
め
の
諸
条
件
、
そ
し
て
国
際
主
義
と
民
族
主

義
、
を
め
ぐ
つ
て
一
致
し
た
見
解
が
現
在
の
と
こ
ろ
認
め
ら
れ
ず
、
激
し
い
論

争
が
か
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
ぞ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
り
、
ど
れ
ひ
と

つ
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
で
は
な
い
」
、
著
者
が
第
一
章
「
マ
ル
ク
ス
主
義
教

義
に
お
け
る
連
続
、
調
整
、
変
化
」
の
終
り
近
く
に
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ

る
。
以
下
七
つ
の
各
章
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
と
意
義
と
の
検
討
が
、
ソ
ヴ
ェ

ト
と
東
欧
と
の
対
照
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
予
言
と
共
産
主
義
的
不
可
避
性
」
は
、
マ
ル
ク

ス
主
義
に
対
す
る
批
判
者
た
ち
の
眉
を
お
そ
ら
く
曇
ら
せ
る
よ
う
な
表
現
で
あ

る
。
あ
る
い
は
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
K
・
ポ
パ
ー
と
か
ー
・
バ
ー
リ
ン
を
意
識

し
て
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
（
本
書
の
何
処
に
も
彼
ら
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ

ら
れ
て
は
い
な
い
が
）
。
こ
こ
で
は
、
土
台
H
上
部
構
造
、
歴
史
法
則
、
社
会
的

発
展
の
諸
法
則
に
関
し
て
の
、
つ
ま
り
史
的
唯
物
論
の
も
つ
と
も
基
本
的
諸
問

題
に
関
し
て
の
新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
見
解
が
披
渥
さ
れ
て
い
る
．
ソ
ヴ

ェ
ト
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
よ
り
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
（
二
一
九
六
）

さ
れ
た
修
正
も
、
実
質
的
に
は
そ
れ
程
変
り
ぽ
え
し
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
上
部
構
造
の
相
対
的
独
立
性
と
土
台
と
の
相
互
関
連
性
、
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
在
り
方
に
お
い
て
様
態
化
さ
れ
て
い
る
か
、
つ
ま
り
、
理
論
的
に
も
具

体
的
に
も
、
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
影
響
力
を
及
ぽ
し
あ
つ
て
い
る
の
か
、
を
証
明
す

る
努
力
と
そ
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
歴
史
法
則
に
関
し
て
は
、
第
一
に
客
観
的
法
則
性
の
存
在
は
一
応
認
ゐ
つ
つ

も
、
そ
れ
は
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
．
第
二
に
人
間
の
積
極
的
能
動
性
の
行
為

を
、
第
三
に
も
し
も
人
類
が
進
歩
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
社

会
主
義
へ
の
方
向
性
で
あ
つ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
不
可
避
的
で
あ
る
こ
と

を
、
明
ら
か
に
す
る
。
社
会
的
発
展
の
法
則
に
関
し
て
は
、
経
済
的
基
底
に
対

す
る
共
産
党
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
認
識
の
深
化
、
さ
ら
に
は
資
本
主
義
の
否

定
と
し
て
の
社
会
主
義
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
主
張
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

連
続
性
が
強
調
さ
れ
だ
し
、
し
た
が
つ
て
、
社
会
主
義
へ
の
特
定
の
法
則
定
立

と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
価
値
11
目
的
の
役
割
り
が
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特

徴
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
場
合
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
「
共
産
主
義
の
不
可
避
性
」
を
「
客
観
的
可
能
性
」
に
代
置
し
て
語

り
、
G
・
ペ
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
ご
と
く
、
「
ユ
ー
ゴ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、

政
治
の
召
使
い
と
し
て
の
哲
学
－
・
－
に
つ
い
て
の
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
ド
グ
マ

を
克
服
し
た
」
と
断
言
す
る
に
は
、
余
程
の
大
胆
さ
が
必
要
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ

ン
ド
の
指
導
的
哲
学
者
ア
ダ
ム
・
シ
ァ
フ
で
す
ら
、
そ
の
著
『
マ
ル
ク
ス
主
義

と
個
人
主
義
』
の
科
で
権
力
と
威
信
を
失
つ
た
、
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

　
新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
同
義

的
で
あ
り
、
そ
の
思
想
的
核
心
に
人
間
性
－
汰
間
が
人
周
で
あ
る
た
め
の
矛



！
タ
ル
な
条
件
の
確
認
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
三
章
ヲ
ル

ク
ス
主
義
的
人
間
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
四
章
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
・
疎
外
・
実

存
主
義
」
と
は
、
複
合
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
問
題
と
み
て
よ
い
。
し
か
も
こ
の

と
こ
ろ
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
と
東
欧
と
の
別
様
な
解
釈
が
、
同
じ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

絆
に
結
ば
れ
て
い
な
が
ら
切
れ
て
い
る
事
実
が
、
一
層
疎
ま
し
く
思
わ
れ
て
く

る
．
端
的
に
言
う
と
、
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
単
純
か
つ
粗
野
な
も

の
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
の
人
間
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
集
団
と
し
て
の
共
同

体
的
人
間
が
重
視
さ
れ
る
．
そ
れ
ゆ
え
に
、
著
者
が
例
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
の
哲
学
者
カ
レ
ル
・
コ
シ
ー
ク
の
よ
う
に
、
個
人
は
全

体
性
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
屈
従
さ
せ
ら
れ
ず
、
個
人
の
責
任
を
免
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
人
間
の
哲
学
を
個
人
の
立
場
か
ら
徹
底
的
に
問
い

っ
め
、
「
人
間
と
は
誰
か
？
」
と
開
き
直
ら
れ
れ
ぽ
、
ソ
ヴ
ェ
ト
と
真
向
か
ら
敵

対
し
、
そ
の
逆
鱗
に
触
れ
る
結
果
と
な
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
同
様
に
、
ペ
ト

ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
も
強
調
す
る
。
「
自
由
な
社
会
に
お
い
て
さ
え
個
人
は
自
由
で
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
は
自
由
な
人
格
を
可
能
に
し
助
長
す
る
よ
う
に
組
織

さ
れ
う
る
け
れ
ど
も
、
自
由
は
ど
ん
な
人
に
対
し
て
も
、
贈
与
さ
れ
た
り
押
し

っ
け
ら
れ
た
り
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
．
個
人
は
、
彼
の
自
分
の
自
由
た
活
動

力
に
よ
つ
て
だ
け
、
自
由
な
人
間
的
な
人
間
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
「
人
間
と

自
由
」
E
・
フ
ロ
ム
編
　
城
塚
登
監
訳
『
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
下
所

収
〔
紀
伊
国
屋
書
店
〕
四
一
頁
）
と
。

　
ソ
ヴ
ェ
ト
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
、
右
の
よ

う
な
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
根
底
に
お

い
て
非
人
間
的
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
疎
外
問
題
に
つ
い

　
　
　
紹
介
と
批
評

て
、
そ
れ
が
生
産
手
段
の
国
家
に
よ
る
所
有
に
よ
つ
て
終
り
を
告
げ
た
ー
そ

れ
が
レ
ー
ニ
ン
お
よ
び
ス
タ
ー
リ
ン
の
革
命
の
成
功
と
成
果
の
顕
彰
で
あ
る

ー
こ
と
に
対
し
て
、
《
限
定
的
》
に
肯
定
す
る
か
、
資
本
主
義
は
も
と
よ
り

の
こ
と
、
社
会
主
義
自
体
に
お
け
る
新
し
い
疎
外
形
態
に
対
し
て
も
否
定
的
に

応
え
る
か
に
か
か
わ
つ
て
く
る
．
こ
の
点
で
、
新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、

む
し
ろ
実
存
主
義
者
た
ち
が
提
起
し
た
問
題
を
注
視
す
る
。
A
・
シ
ァ
フ
の

『
人
間
の
哲
学
ー
マ
ル
ク
ス
主
義
と
実
存
主
義
』
（
藤
野
渉
訳
岩
波
書
店
）

は
、
す
で
に
人
口
に
胞
炎
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
彼
ら
自
身
に
と
つ
て

は
、
か
つ
て
ル
カ
ー
チ
が
ヨ
ー
・
ッ
パ
の
現
代
イ
ソ
テ
リ
ゲ
ン
チ
ァ
の
精
神
的

・
道
徳
的
カ
オ
ス
の
哲
学
と
し
て
特
徴
づ
け
た
実
存
主
義
は
、
も
は
や
「
あ
れ

か
こ
れ
か
」
と
い
う
問
題
な
の
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、

サ
ル
ト
ル
、
カ
ミ
ュ
の
諸
作
品
が
東
欧
で
は
現
に
読
ま
れ
、
関
心
が
高
ま
つ
て

い
る
も
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
著
者
は
言
う
が
、
未
来
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
東
欧
の
そ
れ
は
現
在
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で

あ
る
。
現
在
に
生
ぎ
る
人
間
が
、
自
由
と
幸
福
を
個
人
的
に
享
受
し
た
い
と
願

え
ば
こ
そ
、
同
時
に
、
人
間
の
有
限
性
、
生
と
死
の
意
味
を
深
刻
に
考
え
ざ
る

を
得
な
い
．
（
つ
い
で
な
が
ら
、
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
性
、
愛
、

憎
、
権
力
も
し
く
は
自
殺
へ
の
欲
求
な
ど
、
こ
れ
ら
の
西
欧
的
な
心
理
学
、
精
神
分
析
学

の
諸
研
究
は
、
　
マ
ル
ク
ス
主
義
的
人
間
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
ま
っ
た
く
内
属
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
）

　
つ
づ
く
五
章
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
倫
理
と
共
産
主
義
的
道
徳
」
は
、
弁
証
法

的
唯
物
論
哲
学
の
「
理
論
と
実
践
」
間
題
を
そ
の
う
ち
に
含
ん
で
、
ス
タ
ー
リ

ン
個
人
の
死
以
前
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
論
争
の
的
で
あ
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紹
介
と
批
評

っ
た
。
し
か
し
、
社
会
的
発
展
の
段
階
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主

義
的
倫
理
と
か
道
徳
は
、
共
産
主
義
建
設
が
目
的
論
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
な

ら
、
自
明
な
も
の
で
あ
つ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
社
会
的
意
識
形
態
の
一
部

分
に
ほ
か
な
ら
ず
、
社
会
的
存
在
と
の
《
遅
れ
V
は
、
教
育
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
に
よ
つ
て
補
え
ば
充
分
な
は
ず
で
あ
る
か
ら
。
ソ
ヴ
ェ
ト
の
道
徳
に
関
す

る
限
り
、
一
九
六
一
年
の
党
綱
領
に
お
け
る
「
道
徳
教
典
」
を
分
析
す
れ
ば
、

e
道
徳
の
究
極
的
指
導
は
共
産
党
で
あ
る
、
O
共
産
主
義
的
道
徳
と
は
本
質
的

に
労
働
の
道
徳
で
あ
る
、
㊧
そ
れ
は
も
つ
ば
ら
社
会
的
道
徳
で
あ
る
、
㊨
そ
れ

は
完
全
に
外
面
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
㊨
そ
れ
は
本
来
的
に
限
定
的
な
道
徳

で
あ
る
、
と
言
う
に
尽
き
よ
う
。
そ
れ
と
は
対
照
を
な
し
て
、
コ
ラ
コ
フ
ス
キ

ー
を
は
じ
め
、
マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
等
は
、
著
者
の
是
認
に
よ
る
な
ら
、
西
欧
の

哲
学
的
イ
デ
ィ
オ
ム
に
近
似
し
、
ま
さ
に
問
題
化
し
つ
つ
あ
る
。
ル
カ
ー
チ
と

と
も
に
、
若
き
マ
ル
ク
ス
研
究
の
迂
路
を
経
て
マ
ル
ク
ス
主
義
道
徳
の
批
判
的

評
価
に
到
達
し
た
こ
と
、
そ
れ
が
ソ
ヴ
ェ
ト
的
倫
理
の
一
枚
岩
的
な
、
道
徳
家

的
な
も
の
と
異
な
る
こ
と
に
異
を
唱
え
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
よ
り
道
徳

的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
こ
そ
修
正
主
義
的
立
場
の
人
び
と
の
倫
理
的
行

為
に
か
か
つ
て
い
る
だ
ろ
う
．

　
以
上
述
べ
て
ぎ
た
新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
歴
史
・
人
間
・
倫
理
と
い
つ

た
諸
領
域
の
思
想
状
況
で
あ
つ
た
が
、
六
章
「
弁
証
法
と
現
代
科
学
」
は
探
せ

ど
求
め
得
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
ス
タ
ー
リ
ン
存
命
中
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
科
学
に

顧
慮
を
払
わ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
事
態
、
無
論
ひ
と
時
は
蔑
視
さ
れ
て
は
い
た

も
の
の
、
生
産
性
の
実
践
的
向
上
と
い
う
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
科
学
と
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
相
反
性
と
し
て
決
定
を
迫
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
つ
た
。
ソ
連
が
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）

西
欧
の
諸
科
学
の
発
展
を
無
視
し
え
ず
、
こ
れ
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
こ
と
は
紛

れ
も
な
い
。
そ
し
て
．
相
対
性
原
理
、
量
子
論
、
熱
力
学
な
ど
の
受
容
は
、
と

り
も
な
お
さ
ず
今
目
の
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
活
用
を

準
備
し
た
の
で
あ
る
。
「
こ
の
こ
と
は
、
科
学
は
党
の
統
制
か
ら
完
全
に
自
由

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
．
し
か
し
、
党
は
最
近
、
科
学
の
内
容
を
科
学

老
た
ち
に
命
ず
る
よ
う
な
権
限
を
授
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
」
．
だ
が
、
こ
の
事
実
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
重
大
な
危
機
に
遭
遇
さ
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
弁
証
法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
と
の
裂
け
目

は
不
可
避
で
あ
る
。
弁
証
法
論
理
学
者
と
唯
物
史
観
学
者
と
は
、
別
途
に
離
れ

て
ゆ
き
、
し
か
も
彼
ら
と
も
ど
も
、
現
実
の
科
学
者
た
ち
の
前
に
後
退
さ
せ
ら

れ
る
破
目
に
陥
ら
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。
レ
ー
ニ
ン
の
『
哲
学
ノ
ー
ト
』
と

は
も
つ
と
も
懸
け
離
れ
た
場
面
を
、
現
場
の
実
践
家
た
ち
は
光
輝
あ
る
自
己
礼

讃
と
み
な
す
と
ぎ
が
訪
れ
る
日
が
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
終
章
「
イ
デ
オ
・
ギ
ー
の
葛
藤
と
権
力
政
治
」
は
、
今
し
が
た
触
れ
た
レ
ー

ニ
ン
の
著
書
の
な
か
の
、
実
践
は
真
理
の
テ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
、
ソ

ヴ
ェ
ト
の
現
実
政
治
ー
と
く
に
国
際
政
治
に
お
け
る
！
の
場
面
で
は
、
世

界
共
産
主
義
を
目
標
と
し
な
が
ら
、
赤
裸
々
な
国
家
利
益
と
な
つ
て
あ
ら
わ

れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
と
は
無
縁
な
権
力
政
治
で

あ
る
こ
と
が
鋭
く
突
か
れ
て
い
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
動
乱
が
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
権
威
主
義
的
（
著
者
は
全
体
主
義
的
と

い
う
表
現
を
避
け
て
い
る
）
支
配
に
対
す
る
民
族
主
義
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
記

憶
に
な
お
新
し
い
．
と
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
、

と
ふ
た
た
び
疑
問
が
浮
ぶ
こ
と
だ
ろ
う
。
「
新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
の
意
義
」



に
つ
い
て
、
著
者
が
書
い
て
い
る
部
分
は
読
者
の
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
か
か
わ
り
を
も
つ
と
も
興
味
深
く
論

じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
し
い
ソ
ヴ
ェ
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
に
は
、
ス

タ
r
リ
ン
後
期
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
と
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
相
違
を
認

め
難
い
．
と
り
わ
け
、
政
治
の
領
域
に
お
い
て
然
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
体
制
を

変
革
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
一
層
合
理
的
か
つ
整
合
的
に
し
な
が
ら
強
権
化
す

る
機
能
を
果
し
て
い
る
と
も
見
受
け
ら
れ
る
。
逆
に
東
欧
の
そ
れ
に
は
、
新
鮮

な
息
吹
き
を
感
じ
さ
せ
、
西
欧
と
の
《
対
話
V
へ
の
途
を
拓
く
大
き
な
可
能
性

が
見
出
さ
れ
よ
う
。
と
く
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
は
、
党
独
裁
に
対
す
る
社

会
的
プ
ロ
テ
ス
ト
の
前
衛
の
担
い
手
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
知
識
人
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
新
た
な
る
発
展
か
ら
、
わ
れ
わ
れ

が
学
び
と
る
教
訓
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
汲
み
尽
さ
れ
ぬ
源
泉
が

い
ま
だ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
ら
の
諸
作
品
が
、
彼
ら
自

身
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
西
欧
の
学
者
に
よ
つ
て
英
語
、
ド
イ
ッ
語
、
フ
ラ
ン

ス
語
な
ど
に
多
数
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
を
物
語
つ
て
い
る
。
マ
ル

ク
ス
主
義
と
は
、
ス
タ
ー
リ
ソ
や
ソ
ヴ
ェ
ト
と
と
も
に
連
想
さ
れ
、
対
置
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
な
く
、
事
実
、
そ
の
よ
う
な
方
途
を
歩
む
必
要
な
ど
い
さ
さ
か

も
無
い
．

　
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
い
か
に
考
慮
す
べ
き
な
の
か
？
　
著
者
は
、
そ
れ

が
科
学
的
・
経
験
的
命
題
で
は
な
く
て
、
ひ
と
つ
の
哲
学
的
企
て
、
世
界
観
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
あ
る
い
は
神
話
で
あ
る
、
と
そ
の
機
能
を
明
察
す
る
。
こ
れ
ら

の
も
の
は
、
レ
ヴ
ィ
U
ス
ト
・
ー
ズ
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
原
始
社
会
に
限
ら

ず
と
も
、
社
会
の
秩
序
維
持
の
機
能
を
果
し
て
い
る
．
現
代
の
神
話
に
っ
“
て
、
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紹
介
と
批
証

少
な
く
と
も
三
つ
の
類
型
が
識
別
さ
れ
る
．
第
一
ば
、
ト
ー
タ
ル
な
世
界
の
枠

組
ー
従
来
は
形
而
上
学
が
そ
れ
に
当
る
ー
を
提
示
す
る
も
の
で
、
「
全
体

化
神
話
」
と
で
も
呼
称
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
は
、
目
的
論
的
な
も
の
で
、
現

在
の
経
験
を
超
え
て
、
そ
れ
を
未
来
へ
と
エ
ク
ス
ト
ラ
ポ
レ
ー
ト
し
、
世
界
の

発
展
方
向
を
指
示
し
、
正
当
化
す
る
。
第
三
興
道
徳
的
神
話
で
あ
つ
て
、
そ

れ
が
社
会
的
、
美
学
的
、
そ
の
他
な
ん
で
あ
れ
、
価
値
体
系
を
提
示
す
る
。
こ

れ
ら
の
諸
類
型
は
、
真
・
偽
の
問
題
と
し
て
精
密
に
検
証
不
可
能
で
あ
つ
て
、

い
わ
ば
信
念
体
系
に
等
し
い
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
信
じ
ら
れ
る
限
り

に
お
い
て
有
意
味
で
あ
り
、
個
人
あ
る
い
は
集
団
の
活
動
に
と
つ
て
必
要
で
あ

る
し
、
実
際
に
、
人
間
は
み
ず
か
ら
生
き
て
い
る
世
界
に
つ
い
て
、
科
学
的
知

識
に
基
礎
を
置
い
て
の
み
、
充
分
に
思
考
し
認
識
し
得
な
い
存
在
な
の
で
あ

る
。
翻
つ
て
思
え
ば
、
西
欧
近
代
の
思
想
史
は
、
か
か
る
理
論
体
系
や
信
念
体

系
で
綴
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
つ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
こ
の
問
題
と
し
て

の
文
脈
の
な
か
で
、
以
上
の
三
類
型
を
見
事
に
統
合
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
は
ど
う
か
？
　
古
典
的
マ
ル

ク
ス
は
、
レ
ー
ニ
ソ
・
ス
タ
ー
リ
ソ
の
体
制
化
の
経
緯
の
な
か
で
、
あ
る
決
定

的
時
点
で
不
適
当
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
あ
か
つ
き
に
、
新
し
い
マ
ル
ク

ス
主
義
は
そ
れ
に
代
置
さ
れ
て
、
き
わ
め
て
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
機
能
を
果
し

て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
神
話
は
、
よ
り
一
層
合
理
的
で
あ
り
、
信
じ
る
に
た

り
、
人
間
的
か
2
口
同
貴
で
あ
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
創
造
的
マ
ル
ク
ス
主

義
者
の
批
判
的
態
度
は
、
そ
の
明
確
な
実
例
と
い
え
よ
う
か
。
そ
し
て
、
「
新

し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
マ
ル
ク
ス
が
依
然
と
し
て
生
ぎ
て
お
り
．
ス
タ
ー

リ
ソ
の
も
と
で
か
つ
て
あ
つ
た
よ
り
も
遙
か
に
適
切
に
な
り
う
る
こ
と
を
明
証
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紹
介
と
批
評

し
た
。
出
現
し
つ
つ
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
か
ら
．
新
し
い
マ

ル
ク
ス
主
義
が
最
終
的
に
ど
う
な
る
か
を
予
測
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
が
無
謀

で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
主
義
の
ス
タ
ー
リ
ソ

版
に
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
上
昇
す
る
ほ
か
な
い
し
、
そ
れ
を
変
化
し
発

展
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
鉄
鎖
以
外
に
失
う
べ
き
何
も

の
も
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
」
と
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
述
べ
て
い
る
。

　
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
と
こ
ろ
に
、
コ
ラ
コ
フ
ス
キ
！
の

一
書
が
脳
裡
を
掠
め
て
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
ー
『
責
任
と
歴
史
』
（
小
森

潔
・
古
田
耕
作
訳
動
草
書
房
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
、
こ
の
訳
書

は
、
b
ミ
墨
§
。
・
罫
。
ぎ
。
ヒ
§
§
ぎ
恥
』
§
織
ミ
§
喜
偽
ぎ
§
§
＆
寒
－

§
灯
§
詳
鳴
蟄
さ
§
画
詮
ミ
。
。
。
帖
き
℃
竃
自
”
魯
①
P
一
8
0
■
霊
冨
吋
俸
Q
O
■
＜
忠
宣
咬

か
ら
の
ド
イ
ッ
語
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
英
語
訳
は
、
イ
ギ
リ
ス
版
で
は
さ
？

注
肋
§
9
畿
山
遷
o
蕊
噂
⇔
轟
湯
げ
気
旨
ま
曽
o
一
8
犀
o
勺
o
o
一
”
ピ
o
民
8
り
b
巴
一
崔
毘
一

ギ
霧
し
8
0
。
一
ア
メ
リ
カ
版
で
は
§
ミ
ミ
9
R
さ
遷
蓉
き
§
藍
。
。
茎
詳
鶏
毬

§
§
卜
慧
目
蔑
＆
”
乞
d
名
自
。
詩
一
〇
3
語
b
冨
聲
お
①
o
。
と
な
つ
て
い
る

の
も
興
味
深
い
．
）
種
々
の
反
論
の
渦
中
に
身
を
投
じ
、
今
は
た
だ
己
れ
の
思
想

的
孤
愁
に
沈
ん
だ
彼
の
面
差
し
に
、
わ
れ
わ
れ
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
感
じ
な
い

で
あ
ろ
う
か
．
ミ
蔓
2
。
≦
冒
舘
邑
。
D
亀
と
い
う
哀
切
な
る
問
い
詰
め
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
　
和
重
）

イ
ル
マ
ー
・
タ
ソ
メ
・
著

平
良
・
吉
野
一
訳

一
〇
山
ハ
　
　
　
（
一
ご
一
〇
〇
）

『
法
論
理
学
の
原
理
と
方
法
』

　
私
た
ち
に
は
法
学
と
い
う
も
の
は
き
わ
め
て
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

常
識
が
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
周
知
の
よ
う
に
十
九
世
紀
末
か
ら
新
し
い
形
で

の
論
理
学
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
法
学
へ
の
応
用
と
い
う
の
は
誰
の
心
に
も

浮
ぶ
と
こ
ろ
の
魅
力
的
な
課
題
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
分

野
で
の
研
究
は
当
初
期
待
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
発
展
し
な
か
つ
た
と
い
つ
て
よ
い

か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
若
干
触
れ
る
つ
も
り
で
あ
る

が
、
従
来
日
本
語
に
よ
る
こ
の
方
面
の
文
献
が
乏
し
い
事
情
を
考
え
る
と
、
こ

の
訳
書
の
刊
行
は
き
わ
め
て
有
意
義
で
あ
つ
て
筆
者
と
し
て
も
喜
び
に
た
え
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
自
身
は
論
理
学
に
多
少
の
知
識
を
有
し
て
い
る
に
し
て

も
．
法
学
に
は
全
く
の
素
人
で
あ
つ
て
、
こ
の
書
物
の
紹
介
・
批
評
を
試
み
る

の
に
不
適
格
で
あ
る
こ
と
は
本
人
が
も
つ
と
も
よ
く
知
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ

て
的
外
れ
の
感
想
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
め
お
断
わ
り
し
て
お
く
と
と
も

に
、
原
著
者
・
訳
者
・
読
者
の
方
が
た
に
対
し
て
何
分
の
御
宥
恕
を
お
願
い
し

て
お
き
た
い
。


