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一
、
は
じ
め
に

も
し
私
が
殉
死
す
る
な
ら
ば
、
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
積
だ
と
答

え
ま
し
た
。
私
の
答
え
も
無
論
笑
談
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
す
が
、

私
は
そ
の
時
何
だ
か
古
い
不
要
な
言
葉
に
新
し
い
意
義
を
盛
り
得
た

や
う
な
心
持
が
し
た
の
で
す
。（
「
こ
こ
ろ
」「
東
京
・
大
阪
朝
日
新
聞
一
九

一
四
・
四
～
八
）

こ
れ
は
夏
目
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
に
お
け
る
「
先
生
」
の
言
葉
で
あ
る
。

「
先
生
」
は
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
」
と
言
う
。
「
殉
死
」
と
は
主

君
が
死
亡
し
た
と
き
に
臣
下
が
あ
と
を
追
っ
て
自
殺
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
が
、
そ
れ
を
「
先
生
」
は
ま
ず
「
古
い
不
要
な
も
の
」
と
す
る
。
と
こ

ろ
が
「
明
治
の
精
神
」
に
「
殉
死
」
し
た
場
合
、
「
殉
死
」
に
「
新
し
い

意
義
」
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
不
明
な
の
は
「
明
治

の
精
神
に
殉
死
す
る
」
、「
新
し
い
意
義
」
と
は
な
に
か
で
あ
る
。
こ
れ
を

明
ら
か
に
で
き
れ
ば
、「
先
生
」
が
死
ぬ
こ
と
の
意
味
も
明
確
に
で
き
る

だ
ろ
う
。

そ
れ
に
は
ま
ず
、
「
明
治
の
精
神
」
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
るZeitgeist

―
明
治
の
精
神
と
の
関
連
で

―毛
利

郁
子

M
O

U
R

I
I

k
u

k
o

が
必
要
で
あ
る
。
「
明
治
の
精
神
」
は
漱
石
の
「
文
学
論
」
の
中
の
「
Ⅲ

社
会
進
化
の
一
時
期
に
於
け
る
Ｆ
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
る
。

一
世
一
代
の
Ｆ
は
通
語
の
所
謂
時
代
思
潮
（Zeitgeist )

と
称
す
る
も

の
と
し
て
東
洋
風
の
語
を
以
て
せ
ば
勢
こ
れ
な
り
。
…
尚
横
列
な
る

は
時
代
を
同
じ
く
す
る
民
衆
の
集
合
意
識
に
し
て
…
吾
人
は
其
點
を

称
し
て
其
五
十
年
の
輿
論
と
し
て
、Zeitgeist

と
名
づ
け
或
は
時
に

こ
れ
を
勢
と
呼
ぶ
（
夏
目
漱
石
「
文
学
論
」
三
三
頁
）
。

漱
石
は
「
文
学
論
」
で
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
が
、
時
代
思
潮
を

Zeitgeist

と
言
い
換
え
て
い
る
。
時
代
思
潮
と
は
時
代
精
神
、
明
治
の
精

神
と
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
と
す
る
な
ら
ド
イ
ツ
語
で
言
い
換

え
ら
れ
た
こ
の
語Zeitgeist

を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。「
社
会
進
化
の
一
時
期
に
お
け
る
Ｆ
」
お
よ
び
「
民
衆
の
集
合
意
識
」

と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
語
を
考
察
す
る
こ
と
で
、「
明
治
の
精
神
」

の
意
味
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
初
期
の
「
文
学
論
」
に
お
け
るZeitgeist

と
後
期
の
「
こ
こ

ろ
」
に
お
け
る
「
明
治
の
精
神
」
を
直
接
結
び
つ
け
て
よ
い
か
と
い
う
問

題
が
あ
る
。
藤
尾
健
剛
は
「
民
衆
の
集
合
意
識
」
す
な
わ
ちZeitgeist

は
、

漱
石
が
最
後
ま
で
関
心
の
対
象
と
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る

。Zeitgeist

(1)

は
講
演
「
文
学
の
哲
学
的
基
礎
」
で
「
社
会
の
大
意
識
」
と
言
わ
れ
、「
現

代
日
本
の
開
化
」
で
は
「
日
本
人
総
体
の
集
合
意
識
」
と
表
現
さ
れ
て
、

関
心
を
持
ち
続
け
、
「
こ
こ
ろ
」
の
「
明
治
の
精
神
」
も
こ
の
延
長
線
上

に
あ
る
と
す
る
。
石
井
和
夫
も
「
Ⅲ
社
会
進
化
の
一
時
期
に
お
け
る
Ｆ
」

2



が
「
明
治
の
精
神
」
に
相
当
す
る
と
し
て
い
る

。
小
説
創
作
の
最
初
か

(2)

ら
最
後
ま
で
問
題
意
識
上
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
「
文
学
論
」
の
先
の
引
用
の
部
分
に
お
い
て
、
漱
石
はZeitgeist

を
邦
語
「
勢
」
に
置
き
換
え
て
い
る
。「
こ
こ
ろ
」
の
中
で
は
、「
先
生
」

が
生
き
残
る
の
は
「
時
勢
お
く
れ
」
で
あ
る
と
し
、
「
私
」
と
は
「
時
勢

の
違
い
」
が
あ
る
と
言
う
箇
所
が
あ
り
、
「
時
勢
」
は
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
。「
こ
こ
ろ
」
に
お
け
る
「
明
治
の
精
神
」
と
「
勢
」
、「
文
学
論
」
に

お
け
るZeitgeist

と
「
勢
」
と
い
う
語
を
介
し
て
「
明
治
の
精
神
」
と

Zeitgeist

は
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
丸
谷
才
一
と
山
崎
正
和
の
対
談
で
次

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

丸
谷

「
明
治
の
精
神
」
…
ど
う
も
今
ま
で
は
乃
木
大
将
に
殉
死
が
あ
る
も

ん
だ
か
ら
、
武
士
道
精
神
と
か
日
本
精
神
と
か
大
和
魂
と
か
そ
っ
ち

の
方
向
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、

時
代
精
神
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
ツ
ァ
イ
ト
ガ
イ
ス
ト
と
い
う
概
念

が
漱
石
の
頭
に
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

山
崎

ヘ
ー
ゲ
ル
で
す
ね
。

丸
谷漱

石
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
す
き
だ
っ
た
し
、
読
ん
で
い
ま
し
た
。
三
浦
雅

士
さ
ん
に
よ
る
と
ま
だ
英
訳
が
出
な
い
う
ち
に
『
精
神
現
象
学
』
を

読
ん
で
た
ん
で
す
っ
て
。（
「
夏
目
漱
石
と
明
治
の
精
神
」『
文
芸
春
秋
』
二
〇

〇
四
、
一
二
）

Zeitgeist

と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg
W

ilhelm
Friedrich

H
egel,

1770-1831

）

の
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
赤
木
昭
夫
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は

Zeitgeist

と
い
う
語
を
用
い
て
は
い
な
い
と
い
う

。
た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ

(3)

ル
の
著
作
の
中
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
は
多
く
の

弟
子
た
ち
、
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
様
々
に
継
承
さ

れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
ジ
ョ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
（John

M
ueller )

は
次

の
よ
う
に
記
す
る
。

the
concept

of
Zeitgeist,

a
term

w
hich

served
the

H
egelians

so
w

ellduring
the

nineteenth
century,

（Zeitgeist

と
い
う
概
念
、
ヘ
ー

ゲ
ル
主
義
者
た
ち
が
一
九
世
紀
の
間
よ
く
使
っ
た
タ
ー
ム
で
あ
る
）

(

拙
訳)

(4)

こ
の
よ
う
にZeitgeist

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弟
子
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち

が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
伝
え
る
た
め
に
使
用
し
た
も
の
で
、
そ
の
思
想

を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
世
紀
に
諸
科
学
で
も
用
い
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
が
漱
石
の
蔵
書
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

（J.M
.Baldw

in,1861-1934

）
のSocialand

EthicalInterpretation
in

M
ental

D
evelopm

ent

（
『
精
神
発
達
の
社
会
的
倫
理
的
解
釈
』）

で
あ
り
、Zeitgeist

は

(5)

そ
の
中
で
何
度
か
使
わ
れ
、
そ
の
た
び
に
漱
石
の
線
引
き
が
あ
る
。
藤
尾

健
剛
は
漱
石
「
文
学
論
」
のZeitgeist

も
そ
こ
か
ら
由
来
し
た
と
述
べ
て

い
る

。
漱
石
自
身
、
「
文
学
論
」
第
五
編
「
集
合
的
ｆ
」
で
、「
諸
君
若

(6)

し
Ｆ
の
発
育
す
る
過
程
」
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の

こ
の
著
作
を
参
考
に
す
る
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

。
従
っ
て
、

(7)

ま
ず
こ
の
著
作
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
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ィ
ン
の
作
品
に
現
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
イ
ッ

ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ(H

.A
.Taine,1828-1892)

の
理
論
と
比
較
す
る
。
と
い
う

の
も
テ
ー
ヌ
は
英
国
由
来
の
実
証
主
義
者
で
あ
っ
た
と
と
も
に
ヘ
ー
ゲ
ル

主
義
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
テ
ー
ヌ
の
理

(8)

論
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
でZeitgeist

の
意
味
を
明
確
に
し
、「
こ
こ
ろ
」

に
お
け
るZeitgeist
す
な
わ
ち
「
明
治
の
精
神
」
と
は
な
に
か
、
さ
ら
に

な
ぜ
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
」
が
「
新
し
い
意
義
」
を
も
つ
の
か
と

い
う
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
、Zeitgeist

と
は
何
か

、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
のZeitgeist

a漱
石
は
英
国
留
学
時
、
英
書
購
入
記
録
を
記
し
て
い
た
が
、
そ
の
二
〇

六
番
に
あ
た
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
『
精
神
発
達
の
社
会
的
倫
理
的
解
釈
』

の
要
旨
を
、
一
四
枚
に
も
わ
た
る
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
は
「
英

国
留
学
時
代
の
ノ
ー
ト
」
に
収
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
特
別
に
研
究
し
た
形

跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
藤
尾
健
剛
が
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
・
ノ
ー
ト
」
と

し
て
翻
刻
し
て
い
る

。
(9)

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
発
達
心
理
学
者
で
あ
っ
た

。
発
達

(10)

心
理
学
は
一
八
八
〇
年
代
に
始
ま
り
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（Charles

Robert

D
arw

in,
1809-1882

）

や
ヘ
ッ
ケ
ル
（Ernst

H
aeckel,

1834-1919

）

の
反
復
発
生

説
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
有
機
体
と
し
て

の
人
間
が
思
考
と
現
実
の
間
の
関
係
を
統
合
し
つ
つ
発
達
し
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

こ
の
著
作
の
第
一
部
「
公
人
及
び
私
人
」
第
一
章
「
個
人
の
成
長
の
弁

証
法
」
で
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
「
投
射
的

projective

」
、
「
主
観
的

subjective

」
「
放
射
的ejective

」
と
い
う
三
段
階
を
認
識
の
発
展
段
階
と

し
て
定
立
し
て
い
る
。
子
ど
も
は
外
か
ら
く
る
刺
激
に
漠
然
と
反
応
す
る

が
、
ま
だ
自
分
と
他
者
と
の
明
確
な
分
離
は
起
こ
っ
て
い
な
い
の
で
「
投

射
的
段
階
」
の
認
識
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
の
子
ど
も
が
自
分
の
意
志
で
動

き
出
す
と
、
他
者
の
印
象
を
受
け
取
る
だ
け
で
満
足
で
き
な
く
な
り
、
そ

れ
を
模
倣
し
よ
う
と
し
て
、
自
己
を
内
側
か
ら
知
覚
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
り
、
他
者
と
異
な
る
自
己
の
自
覚
が
成
立
す
る
。
こ
れ
を
「
主
観
的
段

階
」
と
い
う
。
最
後
に
、
そ
の
主
観
が
外
部
の
他
者
に
「
放
射
」
さ
れ
、

自
己
の
主
観
に
基
づ
い
て
他
者
を
理
解
し
、
他
者
の
内
部
に
も
同
様
の
主

観
が
存
在
し
、
感
じ
た
り
考
え
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
学
ぶ
。
こ
れ
を
「
放

射
的
段
階
」
と
い
う

。
こ
の
三
段
階
を
通
し
て
人
は
認
識
に
至
る
。

(11)

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
こ
の
関
係
を
「
倫
理
的
人
格
」（The

Person
as

an

ethical
Self

）
に
も
応
用
し
、「
倫
理
」
を
獲
得
す
る
「
放
射
的
」
段
階
に

至
る
。

H
e

expects,
and

righly
too,

that
each

brother
and

sister
w

ill
have

the
sam

e
responsibility

to
the

Zeitgeistthathe
has

ーw
ill

reverence
the

sam
e

Penates. (

彼
が
持
つZeitgeist

に
兄
弟
や
姉
妹
が
同
じ

く
責
任
を
も
つ
だ
ろ
う
こ
と
を
ー
同
じ
ペ
ナ
ー
テ
ス
（
家
庭
や
社
会
の
守
護
神
）

を
尊
敬
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
彼
は
本
当
に
ま
た
期
待
す
る
。）

（
拙
訳
）

(12)
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こ
こ
に
ド
イ
ツ
語Zeitgeist

が
登
場
す
る
。「
主
観
」
的
段
階
を
経
て

自
己
の
内
部
に
自
覚
し
、
そ
れ
を
外
部
の
他
者
に
放
射
し
、
周
囲
の
社
会

の
人
が
だ
れ
で
も
持
っ
て
い
る
と
期
待
す
る
も
の
がZeitgeist

だ
と
い
う

の
で
あ
る
。Zeitgeist

はPenates

（
家
庭
や
社
会
の
守
護
神
）
と
置
き
換
え

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
語
ペ
ナ
ー
テ
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
中
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
父
母
な
ど
で
は
な
く
、
「
兄
弟
や
姉
妹
」
と
あ

る
の
は
、
同
時
代
性
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
あ
る
時
代
に
皆
が
自

分
も
他
者
も
持
っ
て
い
る
と
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は

Zeitgeist

をatm
osphere

（
雰
囲
気
）
、taste

（
趣
味
）
、style

（
ス
タ
イ
ル
）
、public

opinion

（
世
論
）
、generalalter

（
一
般
的
他
我
）
な
ど
と
置
き
換
え
て
い
る

。
(13)

漱
石
はZeitgeist

と
い
う
語
が
登
場
す
る
た
び
に
線
引
き
を
し
て
い
る
。

さ
ら
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
第
二
章
「
公
人
」
に
お
い
て
「
社
会
的
遺

伝
」
を
語
る
。
社
会
に
は
世
代
か
ら
世
代
へ
と
受
け
渡
さ
れ
る
法
や
制
度
、

規
則
や
習
慣
な
ど
、
「
社
会
的
遺
伝
」
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

動
物
が
遺
伝
に
よ
っ
て
一
定
の
行
動
様
式
に
導
か
れ
る
よ
う
に
、
人
間
も

「
社
会
的
遺
伝
」
に
よ
っ
て
、
内
外
両
面
か
ら
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る

。
(14)

つ
ま
りZeitgeist

は
個
人
の
内
部
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
と
と
も
に
、

社
会
に
広
く
遍
在
し
て
い
て
、
個
人
は
社
会
に
流
通
す
る
観
念(Zeitgeist )

を
内
面
化
す
る
こ
と
を
通
し
て
成
長
を
遂
げ
る
が
、そ
れ
は
個
人
と
社
会
、

個
人
と
他
者
を
結
ぶ
絆
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
人
と
祖
先
た
ち
を
結
ぶ
絆

で
も
あ
る
の
だ
。
現
在
社
会
に
伝
播
し
て
い
るZeitgeist

は
そ
の
時
代
の

中
で
他
者
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
同
時
に
前
の
世
代
か
ら
手
渡
さ
れ
た

「
社
会
的
遺
伝
」
の
強
い
拘
束
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
と
ボ
ー
ル
ド
ウ

ィ
ン
は
考
え
る
。

こ
の
関
係
が
な
ぜZeitgeist

と
い
わ
れ
る
の
か
。
藤
尾
は
漱
石
の
「
文

学
論
」
の
「
集
合
意
識
」
で
の
不
可
解
な
こ
と
と
し
て
、
個
人
の
一
瞬
間

の
意
識
の
焦
点
を
占
有
し
て
い
る
観
念
Ｆ
が
、
何
の
根
拠
も
示
さ
れ
ず
そ

の
ま
ま
社
会
集
団
の
意
識
を
支
配
す
る
Ｆ
に
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
て
い
て
、
単

に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
だ
け
に
基
づ
い
た
Ｆ
の
恣
意
的
な
拡
張
的
使
用
が
な
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
不
可
解
さ
は

Zeitgeist

に
根
拠
が
あ
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

(15)

ば
、
こ
の
関
係
そ
の
も
の
、Zeitgeist

が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
関
係
な
の

か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
文
英
文
の
中
で
こ
の
語
の
み

ド
イ
ツ
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
根
拠
は
他
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

同
時
代
的
に
は
個
人
と
社
会
を
結
ぶ
絆
で
あ
る
と
と
も
に
世
代
か
ら
次
の

世
代
へ
と
結
ぶ
絆
で
も
あ
る
と
い
う
こ
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

Zeitgeist

と
よ
く
似
た
テ
ー
ヌ
のM

om
ent

を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

な
ぜ
な
ら
こ
のM

om
ent

は
「
時
代
精
神
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。「
時
代
思
潮
」
と
邦
訳
さ
れ
たZeitgeist

と
ど
う
異
な
り
、
ど
う

同
じ
で
あ
る
の
か
考
察
す
る
。

ｂ
、
テ
ー
ヌ
の
理
論

テ
ー
ヌ
は
『
英
国
文
学
史
』
の
「
緒
言
」
で
人
種
（race

）
、
環
境
（m

ilieu )

、

(16)

時
代
（m

om
ent )

の
三
原
則
を
た
て
る
。
漱
石
は
「
文
学
論
」
の
第
三
篇

「
文
学
的
内
容
の
特
質
」（
二
一
六
頁
）
で
「
性
格
、
環
境
」
に
つ
い
て
は

取
り
入
れ
て
い
る
が
、「
時
代
」
を
表
すM

om
ent

を
取
り
入
れ
て
は
い
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な
い
。
文
学
で
あ
れ
ば
む
し
ろM

om
ent

を
取
り
い
れ
る
べ
き
で
は
な

い
の
か
。
な
ぜZeitgeist

を
取
り
入
れ
た
の
か
。M

om
ent

は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

テ
ー
ヌ
は
、
英
国
の
経
験
論
か
ら
派
生
し
た
連
想
心
理
学
派
の
実
証
主

義
と
と
も
に
ド
イ
ツ
観
念
論
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
と
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
し

た
。
そ
の
理
論
は
太
宰
施
門
（
注
８
）
に
よ
っ
て
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
、

テ
ー
ヌ
の
著
作
『
英
国
文
学
史
』
の
「
緒
言
」
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
人

種
、
環
境
、
時
代
」
の
三
原
則
を
た
て
、
「
相
互
依
存
の
法
則
」
、
「
事
象

群
形
成
の
法
則
」
を
定
立
す
る
。
こ
の
「
相
互
依
存
の
法
則
」
、「
事
象
群

形
成
の
法
則
」
の
理
解
を
補
う
の
が
、
一
八
六
六
年
三
月
に
書
か
れ
た
テ

ー
ヌ
自
身
の
論
文
「
精
神
的
事
象
に
お
け
る
依
存
関
係
と
諸
条
件
と
に
つ

い
て
」

で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
日
本
で
は
一
九
五
三
年
に
瀬
沼
茂
樹
に

(17)

よ
り
邦
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
英
国
留
学
時
に
漱
石
が
購
入
し
た
テ
ー
ヌ
の

N
ote

on
England

（
『
イ
ギ
リ
ス
旅
行
記
』）

の
序
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も

(18)

の
で
あ
る
。
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
線
引
き
も
あ
る
の
で
、
漱
石
が
日
本
人

と
し
て
初
め
て
読
ん
だ
だ
ろ
う
。
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

精
神
的
事
象
で
あ
る
文
学
作
品
は
、
あ
る
一
つ
の
作
品
の
内
部
で
作
者

の
言
句
が
互
い
に
結
び
つ
き
、
一
つ
が
変
化
す
れ
ば
他
も
一
緒
に
変
化
す

る
「
依
存
関
係
」
を
も
つ
。
あ
る
一
つ
の
作
品
の
内
部
で
、
作
者
の
言
句

が
バ
ラ
バ
ラ
で
は
い
け
な
い
。
言
葉
と
言
葉
が
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
う
す
る
と
、
ま
た
次
の
作
品
を
う
み
だ
す
こ
と

に
な
る
。
ま
た
そ
れ
は
次
の
作
品
と
も
結
び
つ
き
、
次
の
作
品
の
条
件
に

な
る
「
条
件
関
係
」
を
も
つ
。
一
つ
の
作
品
と
次
の
作
品
が
無
関
係
で
は

い
け
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
学
作
品
は
「
依
存
関
係
」
と
「
条

件
関
係
」
を
両
方
併
せ
も
つ
。
そ
れ
ら
は
「
有
機
体
の
よ
う
に
」
と
テ
ー

ヌ
が
説
明
す
る
。
文
学
作
品
も
有
機
体
と
し
て
創
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
『
英
国
文
学
史
』
の
「
緒
言
」
で
は
「
相
互
依
存
の
法
則
」
、

「
事
象
群
形
成
の
法
則
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
関
係
は
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
のZeitgeist

と
同
じ
形
式
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
内
容
は
社
会
心
理
学
と
文
学
の
違
い
は
あ
る
が
。
同
時
代
の
中

で
自
己
と
外
部
の
認
識
が
密
接
に
関
係
し
あ
い
、
さ
ら
に
次
の
時
代
と
も

関
係
を
も
つ
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
のZeitgeist

と
一
つ
の
文
学
作
品
の
内
部

で
の
密
接
な
関
係
か
ら
次
の
作
品
が
生
ま
れ
る
テ
ー
ヌ
の
論
理
は
形
式
的

に
同
じ
で
は
な
い
か
。
こ
の
関
係
に
関
し
て
、
テ
ー
ヌ
は
『
英
国
文
学
史
』

の
「
カ
ー
ラ
イ
ル
」（
邦
訳
さ
れ
て
い
な
い
）
の
箇
所
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
公
式
と

し
て
記
述
し
て
い
る
。

In
fact,

all
the

idea
w

orked
for

fifty
years

in
G

erm
any

are
reduced

to
one

only,
that

of
developm

ent

（entw
ickelung

),
w

hich
consists

in
representing

allthe
parts

ofa
group

as
jointly

responsible
and

com
plem

ental,
so

that
each

necessiatetes
the

rest,and
that,all

com
bined,they

m
anifest,by

their
succession

and
their

contrasts,
the

inner
quality

w
hich

assem
bles

and
produces

them
.

（
事
実
ド
イ
ツ
に
お
い
て
五
〇
年
間
働
い
た
観
念
、
そ
れ
ら
は

一
つ
に
帰
着
す
る
、
発
展(entw

ickelung )

の
観
念
で
あ
る
。
一
つ
の
全
体
の
、
す

べ
て
の
部
分
を
相
互
に
連
関
し
補
足
し
合
う
も
の
と
し
て
表
象
す
る
の
が
こ
の
観

念
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
部
分
の
各
々
が
残
り
の
部
分
を
必
要
と
し
、

そ
れ
ら
が
す
べ
て
結
合
す
る
と
、
相
互
の
継
起
と
対
照
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
各
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部
分
を
総
合
し
て
生
み
出
す
内
的
特
質
が
表
れ
る
。）

(

拙
訳
）

(19)

部
分
と
部
分
が
互
い
に
結
び
つ
き
、
相
互
に
関
連
し
、
互
い
に
必
要
と

し
あ
い
、
一
つ
の
全
体
と
な
る
。
そ
の
結
合
し
た
も
の
の
中
か
ら
次
の
も

の
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
は
発
展
（entw

ickelung

）

を
捉
え
た
も

の
で
あ
る
。
発
展
す
な
わ
ち
有
機
体
の
理
論
で
あ
る
。
こ
の
す
ぐ
後
に
次

の
文
が
あ
る
。

H
egel

to
grasp

the
form

ula
of

everything.

（
ヘ
ー
ゲ
ル
は
あ
ら
ゆ
る

も
の
の
公
式
を
つ
か
ん
だ
。）

テ
ー
ヌ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
文
学
、
諸
科
学
、
社
会
心
理

学
な
ど
の
公
式
を
つ
か
ん
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
発
展
、
有
機
体
を
捉
え

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
な
ぜ
有
機
体
の
公
式
を
創
り

出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ま
で
の
科
学
は
機
械
論
的
自
然
観
を
持
っ
て

お
り
、
物
事
を
分
解
、
分
析
で
し
か
捉
え
得
な
か
っ
た
が
、
一
七
四
三
年

ス
イ
ス
の
博
物
学
者
ト
レ
ン
ブ
レ
ー(A

braham
Trem

bley,1710-1784
)

が
淡

水
性
ヒ
ド
ラ
の
再
生
に
関
す
る
実
験
報
告
を
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
変
化

が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
生
物
が
身
体
再
生
能
力
を
も
つ
こ
と
は
自
然
が

デ
ザ
イ
ン
を
内
包
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
全
体
が
部
分
に
内
在
す
る

証
左
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
再
生
」
の
事
実
は
自
然

の
機
械
論
的
モ
デ
ル
へ
の
反
証
と
さ
れ
、様
々
な
学
問
に
影
響
を
与
え
た
。

カ
ン
ト
以
後
続
く
ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜
に
、
有
機
体
概
念
を
扱
う
新
た

な
伝
統
が
生
れ
た
の
で
あ
る

。
(20)

社
会
科
学
の
分
野
で
も
コ
ン
ト
（A

uguste
Com

te,1798-1857

）

が
社
会
を

「
有
機
体
」
と
し
、
「
発
展
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
ミ

ル
（John
StuartM

ill,1806-1873

）
や
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erbertSpencer,1820-1862

）

な
ど
も
そ
れ
に
続
く
。
文
学
史
を
「
進
化
」
と
し
て
と
ら
え
た
の
は
フ
ェ

ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
ブ
リ
ュ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
（Ferdinand

Brunetière,1849-1906

）

で
あ
る

。
テ
ー
ヌ
も
文
学
に
お
い
て
、
有
機
体
の
よ
う
に
創
作
し
な
け

(21)

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
テ
ー
ヌ
は
ヘ
ー
ゲ

ル
主
義
者
で
あ
っ
た
。

し
か
し
他
方
テ
ー
ヌ
は
実
証
主
義
者
（
経
験
的
事
実
に
基
づ
い
て
理
論
や
仮

説
、
命
題
を
検
証
し
、
超
越
的
な
も
の
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
ー
『
広
辞
苑
』

九
五
五
頁
）
で
も
あ
っ
た
。
精
神
的
事
象
で
あ
る
文
学
に
、
物
理
的
事
象

で
あ
る
有
機
体
の
理
論
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
に
科
学
の

方
法
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
見
解
の
背
景
に
は
博
物

学
者
た
ち(naturalist )

の
め
ざ
ま
し
い
発
見
の
成
果
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
テ
ー
ヌ
自
身
の
論
文
の
注
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
オ
ー
エ
ン

(Richard
O

w
en,1804-1892)

、
さ
ら
に
キ
ュ
ヴ
ィ
エ(G

eorges
Cuvier,1769-1832

）

や
ダ
ー
ウ
ィ
ン(Charles

D
arw

in,1809-1882)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
博
物
学
の

研
究
成
果
か
ら
学
ん
だ
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。
オ
ー
エ
ン
ら
はN

aturalist

す
な
わ
ち
博
物
学
者
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。N

aturalist

は
自
然
主
義

者
と
も
邦
訳
さ
れ
る
が
、
博
物
学
者
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。

自
然
科
学
の
方
法
を
文
学
に
取
り
入
れ
る
考
え
方
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン

ス
の
若
い
作
家
た
ち
を
惹
き
つ
け
た
と
ゾ
ラ
（Ém

ile
Zola,1840-1902

)

は
い

う

。
フ
ラ
ン
ス
自
然
主
義
作
家
の
多
く
が
当
時
の
科
学
の
方
法
を
取
り

(22)
入
れ
て
お
り
、
河
内
清
は

、
バ
ル
ザ
ッ
ク(H

onoré
de

Balzac,1799-1850
)

(23)
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が
生
物
学
、
生
理
学
を
取
り
入
れ
、
博
物
学
が
動
物
の
あ
ら
ゆ
る
種
を
研

究
す
る
よ
う
に
人
間
を
描
こ
う
と
し
て
『
人
間
喜
劇
』
を
創
作
し
た
と
し
、

さ
ら
に
フ
ロ
ー
ベ
ル
（G

ustave
Flaubert,1821-1880 )

の
『
ボ
バ
リ
ー
夫
人
』
(24)

に
は
生
理
学
的
、
解
剖
学
的
な
人
間
描
写
が
あ
る
と
評
さ
れ
る
と
述
べ
て

い
る
。
ゾ
ラ
が
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
（Claude

Bernard,1813-1878

）

の

実
験
医
学
を
学
び
『
テ
レ
ー
ズ
・
ラ
カ
ン
』

を
書
い
た
の
は
有
名
で
あ

(25)

る
。
心
理
学
で
も
「
生
理
派
」
と
呼
ば
れ
る
学
派
が
出
現
し
、
あ
ら
ゆ
る

感
情
状
態
を
生
理
的
条
件
と
結
び
つ
け
る
方
向
で
発
達
し
た

。
テ
ー
ヌ

(26)

は
こ
の
よ
う
な
時
流
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
自
然
主
義
の
理
論
的
支
柱
と
し

て
一
大
勢
力
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

テ
ー
ヌ
は
こ
の
よ
う
な
実
証
主
義
を
持
ち
込
ん
だ
た
め
、
ボ
ー
ル
ド
ウ

ィ
ン
の
理
論
と
の
差
が
生
じ
て
く
る
。
テ
ー
ヌ
に
と
っ
て
は
抽
象
的
概
念

を
認
め
ず
、
観
念
の
み
で
あ
る
の
でM

om
ent
は
「
支
配
的
概
念
」
と

い
う
抽
象
物
で
は
な
く
、
普
通
の
観
念
と
同
等
の
観
念
で
あ
る
「
支
配
的

観
念
」
し
か
提
示
出
来
な
く
な
る
。
さ
ら
に
進
化
し
て
い
く
と
き
そ
れ
を

動
か
す
も
の
に
つ
い
て
も
差
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
テ
ー
ヌ
の
弟
子
ポ
ー

ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ(Paul

Bourget,1852-1935)

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

C
ettqualité

intérieure,H
egell'appelle

l'ideé
du

group,M
.Taine

l'appelle
un

fait
dom

inatur.Il
introduit

ainsi
dans

I'H
égélianis-

m
e

un
principe

étranger
qu'ilem

pruntè
à

la
science

età
l'esprit

positiviste
de

I'époque. (

そ
の
内
的
質
そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
デ
ー
と
読
み
、

テ
ー
ヌ
氏
は
支
配
的
事
実
と
読
ん
だ
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
中
に
異
質
な
も
の
、

そ
れ
は
科
学
と
時
代
の
実
証
主
義
の
精
神
を
入
れ
込
ん
だ
。）

（
拙
訳
）

(27)

テ
ー
ヌ
は
実
証
主
義
と
の
折
衷
主
義
で
あ
っ
た
た
め
、
世
界
を
動
か
す

も
の
を
支
配
的
事
実
と
し
た
。
だ
が
抽
象
的
、
形
而
上
学
的
な
も
の
を
認

め
な
い
た
め
、
ど
れ
が
支
配
的
か
ど
う
か
は
曖
昧
と
な
っ
て
し
ま
う
。
一

方
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
動
か
す
も
の
を
イ
デ
ー
す
な
わ
ち
超
越
的
、
形
而
上

学
的
な
も
の
と
し
た
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
「
進
化
」
さ
せ
る
も
の
は
思

想
だ
と
す
る
。
『
精
神
発
達
の
社
会
的
倫
理
的
解
釈
』
の
第
二
部
「
社
会

進
化
」
の
章
で
、「
社
会
成
長
の
弁
証
法
」（D

ialectics
ofSocialG

row
th

）

と

し
、
思
想
の
「
一
般
化
」
と
「
特
殊
化
」
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
「
社
会

進
化
」
を
説
明
す
る

。
(28)

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、社
会
進
化
と
生
物
の
進
化
と
は
同
じ
で
は
な
く
、

人
間
と
い
う
生
物
は
進
化
し
な
い
と
考
え
る
。
人
間
界
で
は
種
々
の
不
適

応
者
も
文
明
社
会
に
保
護
さ
れ
る
し
、
最
良
の
子
を
も
う
け
る
結
婚
が
な

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
強
者
が
生
き
残
る
と
い
う
自
然
選
択
が

な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
生
物
学
的
に
は
退
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
進
化
は
起
こ
り
、
現
実
は
「
進

歩
」
し
つ
つ
あ
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
思
想
、
観
念
が
進
歩
し
、
そ
れ

が
社
会
を
変
化
さ
せ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
の
だ
。
思
想
が
社
会
に
波
及

し
進
歩
を
う
な
が
し
、
社
会
的
遺
伝
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
後
世
に
受
け
継

が
れ
る
。
こ
れ
が
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
社
会
進
化
論
で
あ
る
。
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
は
「
社
会
的
遺
伝
」
が
肉
体
的
遺
伝
の
限
界
を
も
超
越
す
る
と
言

っ
て
お
り
、
思
想
の
優
越
性
を
主
張
し
、Zeitgeis

そ
の
も
の
の
進
化
を

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。M

om
ent

は
そ
れ
を
動
か
す
も
の
を
事
実
と

し
、
曖
昧
な
語
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
漱
石
も
取
り
入
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
他
方
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
理
論
は
極
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
近
い
の
で
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あ
る
。
や
は
り
ヘ
ー
ゲ
ル
理
論
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

ｃ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
のZeitgeist

漱
石
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
書
と
し
て
、
英
訳
さ
れ
た
『
精
神
現
象
学
』

さ
ら
に
二
冊
の
解
説
書

を
所
有
し
て
い
た
。
ま
た
赤
木
昭
夫
に
よ
る
と

(29)

学
生
時
代
、
狩
野
享
吉
、
菅
虎
雄
、
正
岡
子
規
た
ち
と
哲
学
勉
強
会
を
行

い
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
持
ち
込
ん
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
勉
強
を
し
た
と
い

う

。
特
に
注
意
す
べ
き
は
英
国
留
学
時
英
書
購
入
番
号
二
五
五
番
、
ク

(30)
ロ
ー
ジ
ア
（John

Beattie
Crozier,1849-1921

）
の
『
文
明
と
進
歩
』(Civilization

and
Progress)

に
お
い
て
の
学
び
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ジ
ア
も
進
歩
の
鍵
は

(31)

人
間
精
神
だ
と
主
張
し
、
こ
う
し
た
「
進
歩
の
理
論
」（theory

ofProgress

）

の
提
唱
者
と
し
て
コ
ン
ト
、

ギ
ゾ
ー(Francois

G
uizot,1787-1874 )

、
バ
ッ

ク
ル

(H
enry

Thom
as

Buckle,1821-1862 )

、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
へ
ー
ゲ
ル
な
ど

を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
「
進
歩
」
と
い
っ
て
も
、
思
想
家
そ
れ

ぞ
れ
で
異
な
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
違
い
に
つ
い
て
、
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
漱
石
の
線
引
き
も
あ
る
。

The
only

real
difference

betw
een

Spencer
and

H
egel

lies
in

this,that
w

hile
Spencer

taking
his

stand
on

physical
evolution

traces
the

progress
of

civilization
chiefly

on
the

side
of

the
environm

ent,of
the

visible
w

orld,H
egelon

the
contrary

taking
his

stand
on

m
entale

evolution
follow

s
it

rather
on

the
side

of
the

invisible
and

spiritual
w

orld. (

ス
ペ
ン
サ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
違
い
は

た
だ
次
の
こ
と
に
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
主
に
、
眼
に
見
え
触
れ
る
こ
と
が
で
き

る
環
境
の
面
に
お
け
る
文
明
の
進
歩
を
物
理
的
発
展
跡
に
基
づ
い
て
み
る
と
い
う

立
場
を
と
っ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
反
対
に
目
に
見
え
な
い
、
さ
わ
る
こ
と
の
で
き

な
い
世
界
の
側
に
基
づ
く
精
神
の
進
化
の
立
場
を
と
っ
た
。）

（
拙
訳
）

(32)

つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ス
ペ
ン
サ
ー
と
比
較
さ
れ
る
よ
う
な
進
歩
的
思

考
を
持
っ
て
い
る
が
、
同
じ
進
歩
で
も
「
精
神
的
な
世
界
」
の
進
歩
に
眼

を
向
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。ス
ペ
ン
サ
ー
は
自
由
放
任
経
済
を
重
視
し
、

能
力
の
高
い
も
の
は
激
し
い
競
争
に
勝
ち
抜
き
、
能
力
の
低
い
も
の
は
適

応
で
き
ず
に
滅
び
る
と
し
、
生
存
能
力
の
高
い
も
の
が
生
き
残
る
と
い
う

物
理
的
な
意
味
で
の
進
化
主
義
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ

れ
と
異
な
り
、
精
神
の
面
を
含
め
た
進
歩
を
考
え
て
い
た
と
ク
ロ
ー
ジ
ア

は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
進
化
を
動
か
す
も
の
は
、
論
者
に
よ
っ
て
違
い
が

あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
動
か
す
も
の
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

漱
石
も
線
引
き
を
し
て
い
る
。

H
e

（H
egel

）finds
itin

the
necessary

and
inevitable

m
ovem

ent
of

Thought
itself,w

hich
in

all
its

kingdom
,w

hether
spiritual,

scientific
orpractical,is

everone
and

the
sam

e

―a
continuous

m
ovem

ent
of

integration
and

differentiation
circling

w
ithout

break
in

an
ascending

spiral
up

to
higher

and
higher

planes.
(

彼
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
（
動
か
す
も
の
）
を
思
想
そ
の
も
の
の
必
然
的
で
不
可
避

な
運
動
に
見
出
し
た
。
精
神
的
な
も
の
で
あ
れ
科
学
的
な
も
の
で
あ
れ
事
実
的
な

も
の
で
あ
れ
―
そ
れ
は
一
つ
で
同
じ
で
あ
る
が
、
―
あ
ら
ゆ
る
王
国
に
お
い
て
、

絶
え
間
な
い
統
合
と
差
異
の
連
続
し
た
、
留
ま
る
こ
と
な
く
よ
り
高
く
、
高
く
螺
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旋
上
に
上
昇
す
る
運
動
に
見
出
し
た
。)

（
拙
訳
）

(33)

こ
こ
で
ク
ロ
ー
ジ
ア
の
い
うThought

itself

と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う

イ
デ
ー
（
理
念
）
す
な
わ
ち
「
世
界
精
神
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
『
歴
史
哲
学
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

世
界
史
は
「
世
界
精
神
」（W

eltgeist

）

の
理
性
的
で
必
然
的
な
行
程

で
あ
る
。
(34)

そ
の
「
世
界
精
神
」
す
な
わ
ちW

eltgeist

が
行
程
し
て
い
く
過
程
の

一
時
期
、
す
な
わ
ち
一
モ
メ
ン
ト
がZeitgeist

と
な
る
の
で
あ
る
。
世
界

精
神
が
発
展
し
て
い
き
、
時
代
ご
と
に
精
神
的
本
質
が
そ
の
時
代
を
支
配

す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
「
精
神
」
の
移
行
は
単
な
る
移
行
で
は
な
く
、

よ
り
高
次
の
も
の
へ
の
移
行
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
高
次
の
も
の
へ

移
行
す
る
仕
方
が
「
弁
証
法
」
と
い
う
精
神
の
運
動
な
の
で
あ
る
。
概
念

の
弁
証
法
的
本
性
は
、「
こ
の
止
揚
を
通
し
て
肯
定
的
な
、
し
か
も
さ
ら

に
豊
富
な
、
よ
り
具
体
的
な
規
定
を
獲
得
す
る
」（
『
歴
史
哲
学
』
一
五
九
頁
）

と
い
う
。
こ
の
運
動
は
止
揚(aufheben

)

と
い
う
概
念
に
結
び
つ
く
。「
止

揚
」
と
は
「
廃
棄
す
る
」
と
同
時
に
「
保
存
す
る
こ
と
」、
あ
る
概
念
が

ま
さ
に
そ
の
「
限
界
」
や
「
欠
陥
」
の
ゆ
え
に
己
を
「
廃
棄
す
る
」
と
同

時
に
、
そ
の
「
概
念
」
を
、
そ
の
「
限
界
」
や
「
欠
陥
」
を
取
り
除
い
た

形
で
「
再
保
存
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

一
つ
の
概
念
は
も
と
も
と
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
肯
定
的
な
も
の
と

否
定
的
な
も
の
を
併
せ
持
つ
。
そ
の
「
限
界
」「
欠
陥
」
が
表
面
化
し
た

と
き
、
そ
れ
が
廃
棄
さ
れ
、
い
っ
そ
う
高
次
の
も
の
へ
と
進
む
。
こ
の
運

動
は
「
否
定
の
否
定
」
と
も
表
現
さ
れ
、
「
第
一
の
否
定
」
が
「
欠
陥
」

や
「
限
界
」
の
健
在
化
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
「
欠
陥
」
「
限
界
」
を

止
揚
す
る
こ
と
で
矛
盾
が
表
面
化
し
、
そ
の
明
ら
か
に
な
っ
た
欠
陥
が
ま

た
否
定
さ
れ
て
、
高
次
な
も
の
に
進
む
の
で
あ
る

。
(35)

三
、『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
るZeitgeist

漱
石
「
文
学
論
」
に
書
か
れ
た
「
社
会
進
化
の
一
時
期
に
お
け
る
Ｆ
」

Zeitgeist

は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
言
う
よ
う
な
「
雰
囲
気
」「
世
論
」「
趣

味
」「
ス
タ
イ
ル
」「
モ
ラ
ル
」
な
ど
を
含
み
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
弁

証
法
的
な
「
思
想
」
の
進
歩
の
理
論
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
を
確
認
し
た
。

こ
の
観
点
か
ら
『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
るZeitgeist

は
明
治
と
い
う
時
代

の
精
神
、
「
明
治
の
精
神
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
と
い
う
時
代
を
支
配

し
、
そ
れ
が
終
焉
す
れ
ば
、
次
の
世
代
へ
向
け
て
、
よ
り
高
次
の
も
の
を

目
指
す
精
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
精
神
は
進
化
し
、
そ
れ
と
と
も
に
前

時
代
の
思
想
は
止
揚
さ
れ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
反
映
し
て
い

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
「
明
治
の
精
神
」
に
は
本
来
欠
陥
が
あ
り
、
矛
盾

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、「
明
治
の
精
神
」
に
は

矛
盾
が
あ
っ
た
。

自
由
と
独
立
と
己
れ
に
充
ち
た
現
代
に
生
ま
れ
た
我
々
は
其
犠
牲
と

し
て
み
ん
な
こ
の
淋
し
み
を
味
は
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
せ
う
。

（
「
こ
こ
ろ
」
四
二
頁
）
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こ
の
「
先
生
」
の
言
葉
に
は
、
「
自
由
、
独
立
、
己
れ
」
を
貫
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
反
面
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
淋
し
み
」
も
生
じ
た

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
明
治
の
精
神
」
は
矛
盾
を
も
っ
て
い
た
。「
明

治
の
精
神
」
に
は
「
欠
陥
」
、「
限
界
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
自
由
、

独
立
、
己
れ
」
を
貫
い
た
結
果
、
孤
立
化
し
、
淋
し
い
人
生
を
お
く
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
Ｋ
と
「
先
生
」
と
お
嬢
さ
ん
、

「
私
」
の
父
母
、
乃
木
希
典
の
生
涯
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
のZeitgeist

、

時
代
精
神
か
ら
は
誰
も
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ

う
に
言
う
。

各
個
人
は
そ
の
国
民
の
子
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
国
家
が
発
達
の

過
程
に
あ
る
か
ぎ
り
個
人
は
時
代
の
子
で
あ
る
。何
人
と
い
え
ど
も
、

そ
の
時
代
の
背
後
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
時
代
を

飛
び
越
え
る
こ
と
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
精
神
的
本
質

（
国
民
精
神
ま
た
は
時
代
精
神
）
は
個
人
の
所
有
で
あ
り
個
人
は
そ
の
代

表
で
あ
る

。
(36)

Ｋ
は
寺
に
生
ま
れ
た
が
、
次
男
で
あ
っ
た
の
で
、
医
者
の
家
へ
養
子
に

入
っ
た
。
医
者
と
い
う
職
業
、
家
を
継
ぐ
と
い
う
前
提
だ
っ
た
。
前
時
代

で
あ
れ
ば
、
喜
ん
で
そ
の
任
に
就
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
明
治
と
い
う
時

代
は
、
東
京
へ
行
き
、
学
問
を
し
て
世
に
出
て
、
功
績
を
積
み
、
偉
く
な

る
の
が
時
代
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
中
学
の
こ
ろ
か
ら
思
想
に
興
味
を

持
ち
、
「
先
生
」
を
困
ら
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
Ｋ
は
自
分
の
希
望
を
優
先

し
、
大
学
で
も
思
想
を
学
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
学
費
を
援
助
し
て
く

れ
た
養
家
を
騙
す
こ
と
だ
っ
た
。
実
父
に
対
し
て
も
嘘
を
つ
い
た
の
で
あ

る
。
「
自
由
、
独
立
、
己
れ
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
他
者
と
の
摩
擦
を
引

き
起
こ
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
Ｋ
は
自
分
の
希
望
を
優
先
す
る
あ
ま
り
、

他
者
と
摩
擦
を
生
じ
て
い
た
。
そ
し
て
親
か
ら
も
勘
当
さ
れ
、
故
郷
を
喪

失
し
た
。
前
時
代
で
あ
れ
ば
、
親
や
養
家
の
言
う
ま
ま
に
医
者
に
な
っ
た

ろ
う
。
あ
る
い
は
話
し
合
い
を
す
る
な
ど
し
折
り
合
い
を
つ
け
る
方
法
も

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
時
代
の
精
神
「
明
治
の
精
神
」
、「
自

由
、
独
立
、
己
れ
」
は
そ
れ
を
許
容
す
る
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
奨
励
す

る
響
き
を
も
っ
て
い
た
。
あ
く
ま
で
一
途
な
Ｋ
、
周
囲
の
こ
と
が
見
え
な

い
Ｋ
、
見
よ
う
と
も
し
な
い
Ｋ
を
描
い
て
い
る
。
恋
愛
に
お
い
て
も
自
分

の
恋
愛
感
情
し
か
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
友
の
感
情
、
お
嬢
さ
ん
の
気
持

ち
さ
え
全
く
顧
み
て
い
な
い
。
Ｋ
は
「
先
生
」
に
告
白
し
、
そ
の
結
果
、

信
頼
し
た
「
先
生
」
か
ら
も
裏
切
ら
れ
、
孤
立
化
し
て
い
く
。
相
原
和
邦

は
「
Ｋ
の
関
心
は
す
べ
て
自
己
へ
向
か
っ
て
い
る
」（
『
こ
こ
ろ
』
の
人
物
像
」

『
日
本
文
学
』
一
九
七
〇
・
五
）
と
い
う
。

「
先
生
」
は
両
親
と
も
死
亡
し
、
父
の
財
産
管
理
を
し
て
い
た
叔
父
は

そ
の
財
産
に
手
を
付
け
る
。
前
時
代
で
あ
れ
ば
、
従
妹
と
結
婚
す
る
こ
と

も
一
つ
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
家
族
と
し
て
叔
父
の
行
為
も

許
容
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
先
生
」
は
従
妹
と
の
結
婚
を
拒
否

し
、
父
の
財
産
は
自
分
が
す
べ
て
受
け
継
ぐ
も
の
と
考
え
、
叔
父
に
騙
さ

れ
た
と
強
く
感
じ
た
。
そ
れ
で
も
財
産
分
与
さ
れ
た
金
額
は
十
分
な
も
の

で
あ
り
、
生
涯
働
か
な
く
て
も
よ
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
み

れ
ば
叔
父
を
ひ
ど
く
断
罪
す
る
に
は
及
ば
な
い
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、
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「
先
生
」
の
視
点
か
ら
は
、
父
の
財
産
は
完
全
に
自
分
の
も
の
で
あ
る
と

思
い
、
叔
父
を
ひ
ど
く
恨
み
故
郷
を
喪
失
す
る
。

山
崎
正
和
は
「
淋
し
い
人
間
」（
『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
五
七
・
一
一
）
で
、
叔

父
の
し
た
こ
と
は
本
当
の
詐
欺
行
為
と
い
う
よ
り
は
、
た
ん
に
親
族
関
係

を
前
近
代
的
に
理
解
し
、
個
人
の
け
じ
め
を
曖
昧
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
。
叔
父
一
家
は
「
先
生
」
の
生
家
に
移
り
住
み
、
「
先
生
」
と
自
分

た
ち
の
娘
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
し
、
そ
れ
を
か
っ
て
に
前
提
し
た
う
え
で

「
先
生
」
の
財
産
の
一
部
を
消
費
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し

か
し
「
自
由
と
独
立
と
己
」
の
時
代
に
生
ま
れ
た
青
年
に
は
、
こ
う
し
た

押
し
つ
け
が
ま
し
い
人
間
関
係
は
、
そ
れ
自
体
が
犯
罪
と
同
じ
よ
う
な
、

自
我
に
対
す
る
攻
撃
に
見
え
た
に
違
い
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
山
崎
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

い
わ
ば
彼
ら
の
自
由
は
他
人
を
支
配
す
る
自
由
で
は
な
く
、
い
か
な

る
他
人
か
ら
も
支
配
と
制
肘
を
う
け
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
由
に

す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。（
「
淋
し
い
人
間
」
）

確
か
に
「
先
生
」
と
Ｋ
の
自
由
は
、
自
己
の
欲
求
だ
け
に
目
を
向
け
、

他
者
か
ら
の
干
渉
、
制
約
を
う
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
自
由
」
そ
の

も
の
の
意
味
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
お
嬢
さ
ん
」
は
父
親
が
軍
人
で
日
清
戦
争
で
亡
く
な
り
、
母
親
と
二

人
で
暮
ら
し
て
い
た
。
父
は
島
根
、
母
は
江
戸
出
身
で
、「
あ
い
の
子
」

と
お
嬢
さ
ん
が
い
う
よ
う
に
、
地
域
共
同
社
会
の
結
び
つ
き
か
ら
も
離
れ

て
い
た
。
父
親
が
存
命
し
て
い
た
ら
、
娘
の
結
婚
に
は
父
の
意
向
が
は
た

ら
き
自
由
恋
愛
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
日
清
戦
争
と
い
う
近

代
戦
争
で
父
を
失
い
、
あ
ら
ゆ
る
干
渉
か
ら
「
自
由
」
に
は
な
っ
た
が
、

孤
立
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
見
合
い
結
婚
が
一
般
的
で
あ
っ
た
前
時
代
に

比
較
し
、
恋
愛
は
魅
力
的
で
あ
っ
た
が
、
「
恋
は
罪
悪
」
と
い
わ
れ
た
よ

う
に
こ
の
「
自
由
、
独
立
、
己
」
が
最
も
顕
著
に
現
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
先
生
」
も
恋
愛
問
題
で
な
か
っ
た
ら
Ｋ
に
思
い
や
り
も
持
て
た
で
あ
ろ

う
と
い
う
。
「
お
嬢
さ
ん
」
も
わ
ず
か
に
親
類
は
い
た
が
、
母
も
亡
く
な

り
、
孤
立
し
た
中
で
さ
ら
に
「
先
生
」
と
の
関
係
も
破
綻
す
る
。「
先
生
」

が
「
私
」
を
呼
ん
で
酒
を
飲
ん
だ
時
、
「
先
生
」
は
酒
を
飲
む
と
愉
快
そ

う
だ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
お
嬢
さ
ん
は
「
召
し
上
が
っ
て
下
さ
い
よ
。
そ

の
ほ
う
が
淋
し
く
な
く
っ
て
好
い
か
ら
」
と
い
う
。
お
嬢
さ
ん
は
い
つ
も

は
「
淋
し
い
」
の
で
あ
る
。
お
嬢
さ
ん
も
明
治
と
い
う
時
代
、
社
会
の
変

化
に
よ
っ
て
、
「
淋
し
い
」
生
活
を
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
見
合
い
結
婚
で
あ
っ
た
な
ら
、
仲
介
者
も
い
た
だ
ろ
う
。

「
私
」
の
父
親
は
、
そ
の
子
ど
も
に
教
育
を
受
け
さ
せ
、
職
業
を
得
さ

せ
よ
う
と
望
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
明
治
のZeitgeist

で
あ
っ
た
。「
私
」

の
兄
は
長
男
で
あ
っ
た
が
、
九
州
に
職
を
得
て
働
き
、
「
私
」
も
東
京
で

の
職
を
希
望
し
て
い
た
。
父
は
「
子
供
に
学
問
を
さ
せ
る
の
も
善
し
悪
し

だ
ね
。折
角
修
行
を
さ
せ
る
と
そ
の
子
供
は
決
し
て
宅
へ
帰
っ
て
こ
な
い
。

こ
れ
じ
ゃ
手
も
な
く
親
子
を
隔
離
す
る
た
め
に
学
問
さ
せ
る
よ
う
な
も
の

だ
」
と
い
い
、
父
が
死
ね
ば
「
長
年
住
み
古
し
た
田
舎
家
の
中
に
、
た
っ

た
一
人
で
取
り
残
さ
れ
そ
う
な
母
を
描
き
出
す
父
の
想
像
は
も
と
よ
り
淋

し
い
に
違
い
な
か
っ
た
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
父
も
「
淋
し
い
」
の
で

あ
る
。
姉
も
他
国
へ
嫁
ぎ
、
出
産
の
た
め
、
父
が
病
気
で
あ
ろ
う
が
見
舞
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い
に
来
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
前
時
代
で
あ
れ
ば
、
長
男
が
跡
を
継

ぎ
、
家
を
守
り
、
父
は
母
の
心
配
な
ど
し
な
く
て
も
子
ど
も
た
ち
に
見
守

ら
れ
死
ん
で
い
っ
た
ろ
う
。
だ
が
明
治
を
生
き
た
父
は
、
子
ど
も
を
大
学

を
卒
業
さ
せ
、
近
所
に
自
慢
の
宴
を
開
く
と
い
う
栄
光
も
味
わ
っ
た
が
、

「
私
」
に
取
り
残
さ
れ
、
死
に
目
に
も
会
え
な
い
「
淋
し
い
」
生
涯
を
送

っ
た
。

乃
木
希
典
は
明
治
と
い
う
時
代
を
軍
人
と
し
て
生
き
た
。
開
国
す
る
こ

と
で
、
近
代
の
帝
国
主
義
競
争
の
仲
間
入
り
を
し
、
外
国
と
も
戦
争
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
日
清
戦
争
で
は
旅
順
を
一
日
で
奪
還
し
、
成
果

を
収
め
た
。
日
清
戦
争
で
の
死
者
は
一
万
人
以
下
で
病
死
が
多
か
っ
た
と

い
う
。
日
露
戦
争
で
も
同
じ
功
績
を
期
待
さ
れ
、
旅
順
攻
撃
に
起
用
さ
れ

る
。し

か
し
今
回
、
ロ
シ
ア
軍
は
強
固
な
要
塞
を
築
い
て
い
た
。
そ
れ
を
知

っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乃
木
は
無
防
備
な
「
肉
弾
戦
」
で
三
度
の

総
攻
撃
を
行
い
、
一
〇
万
人
を
死
傷
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
死
に
至
っ
た

も
の
は
五
～
六
万
と
さ
れ
る

。
一
度
失
敗
し
て
も
、
次
こ
そ
は
日
清
戦

(37)

争
の
と
き
の
よ
う
に
勝
利
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
相
手
は
強
固
で
、
乃
木
軍
は
全
滅
に
近
い
状
態

と
な
っ
た
。
二
人
の
乃
木
の
子
も
戦
死
す
る
。
み
か
ね
て
児
玉
源
太
郎
将

軍
が
指
揮
権
を
と
り
、
作
戦
を
変
え
、
数
日
後
に
は
勝
利
を
得
る
。
こ
の

時
か
ら
乃
木
の
「
苦
し
み
」
が
始
ま
る
。
「
こ
こ
ろ
」
に
お
い
て
は
「
三

五
年
間
が
苦
し
い
か
、ま
た
刀
を
腹
に
突
き
立
て
た
一
刹
那
が
苦
し
い
か
」

と
「
苦
し
み
」
が
強
調
さ
れ
る
。
西
南
戦
争
の
時
に
旗
を
取
ら
れ
た
こ
と

の
み
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
日
露
戦
争
で
の
こ
と
が
「
苦
し
み
」
の
大

き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

漱
石
は
「
趣
味
の
遺
伝
」（
（『
帝
国
文
学
』
／
『
漾
虚
集
』
収
録
一
九
〇
六
・
一
）

に
お
い
て
、
兵
士
浩
の
立
場
に
た
ち
、
総
攻
撃
を
す
る
前
夜
、
塹
壕
の
中

で
こ
れ
か
ら
戦
い
死
ぬ
で
あ
ろ
う
心
情
を
語
ら
せ
、
兵
士
の
苦
し
み
を
赤

裸
々
に
描
く
。
ま
た
亡
く
な
っ
た
故
郷
の
家
族
の
悲
し
み
と
、
傷
つ
き
な

が
ら
も
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
兵
士
の
家
族
の
喜
び
と
の
対
比
が
描
か
れ
、
乃

木
ら
し
き
将
軍
へ
批
判
の
眼
を
む
け
る
。
乃
木
は
多
く
の
国
民
の
そ
の
よ

う
な
視
線
を
感
じ
、
自
ら
も
苦
し
み
続
け
る
。
表
面
的
に
は
戦
争
の
勝
利

や
天
皇
の
保
護
に
よ
っ
て
悪
し
ざ
ま
の
云
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

乃
木
の
こ
こ
ろ
に
は
苦
し
み
が
残
っ
た
ろ
う
。
「
予
は
諸
君
の
子
弟
を
殺

し
た
り
」
と
い
い
、
多
く
の
日
本
の
若
者
た
ち
を
、
自
分
の
過
失
で
死
に

至
ら
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
悔
い
は
残
っ
た
だ
ろ
う
。
漱
石
は
「
満
韓
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
」(

『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
九
・
一
〇
～
一
二
、『
四
篇
』
収
録)

で
「
旅

順
」
に
旅
し
た
時
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
ロ
シ
ア
軍
の
武
器
の
跡
が
あ

り
、
未
だ
に
死
体
の
残
る
地
に
立
ち
、
そ
の
戦
い
の
壮
絶
さ
に
思
い
を
い

た
す
。
明
治
と
い
う
時
代
、
国
家
が
「
自
由
、
独
立
、
己
れ
」
を
実
現
し

よ
う
と
す
る
と
き
、
他
国
と
の
戦
争
が
始
ま
り
、
ま
さ
に
弱
肉
強
食
の
世

界
に
入
る
。
そ
こ
で
生
き
る
軍
人
は
皆
殺
し
合
い
を
職
業
と
す
る
。
そ
れ

ま
で
外
国
と
の
戦
争
の
経
験
は
殆
ど
な
か
っ
た
状
況
で
、
常
勝
す
る
は
ず

も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
乃
木
だ
け
が
、
兵
士
を
死
傷
さ
せ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
が
、
旅
順
で
の
こ
と
は
乃
木
に
と
っ
て
大
き
な
失
敗
と

し
て
記
憶
さ
れ
た
。
そ
こ
に
大
き
な
反
省
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
自
分
の
中

に
驕
り
は
な
か
っ
た
か
。
名
誉
欲
は
な
か
っ
た
か
。
「
己
れ
」
を
誇
示
し

よ
う
と
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
か
。
な
ぜ
も
っ
と
慎
重
に
な
れ
な
か
っ
た
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の
か
。
乃
木
に
と
っ
て
は
「
苦
し
み
」
の
人
生
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
子

ど
も
た
ち
二
人
も
失
い
、
奥
さ
ん
以
外
だ
れ
と
も
分
か
ち
合
え
な
い
、
と

り
か
え
し
の
で
き
な
い
淋
し
い
人
生
を
生
き
る
。
漱
石
は
「
趣
味
の
遺
伝
」

（
一
九
〇
六
）
の
頃
は
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
乃
木
の
人
生
を
概

観
し
、
そ
の
苦
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
心
情
に
至
る
こ
と
に
な
る
。

「
先
生
」
も
Ｋ
も
お
嬢
さ
ん
も
「
私
」
の
父
も
乃
木
も
「
明
治
の
精
神
」
、

「
自
由
、
独
立
、
己
れ
」
と
い
うZeitgeist

の
も
と
に
生
き
た
。
し
か
し
、

そ
の
時
代
精
神
に
は
矛
盾
が
あ
り
、
次
第
に
そ
の
欠
陥
は
顕
在
化
し
て
く

る
。
そ
れ
は
「
淋
し
さ
」
で
あ
っ
た
。
Ｋ
は
先
に
死
ん
だ
が
、「
先
生
」

は
Ｋ
の
死
因
を
失
恋
や
自
分
の
裏
切
り
か
ら
で
は
な
く
、「
淋
し
さ
」
か

ら
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
浅
田
隆
（「
「
明
治
の
精
神
」

周
辺
」
一
九
八
〇
・
四
）
は
作
品
構
造
ー
Ｋ
の
形
象
は
「
先
生
」
の
意
識
の

フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
整
序
さ
れ
た
後
の
形
象
ー
か
ら
、
Ｋ

の
死
因
は
「
淋
し
さ
」
と
し
て
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
。

そ
の
時
、
明
治
天
皇
は
崩
御
す
る
。
丸
谷
は
山
崎
と
の
対
話
で
ま
た
次

の
よ
う
に
語
る
。

丸
谷時

代
精
神
で
す
が
、
こ
れ
は
時
代
を
動
か
す
形
而
上
学
的
な
力
と
か

時
代
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
を
一
貫
す
る
精
神
的
傾
向
と
言
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
す
か
ら
、
世
界
精
神
の
事
業
を
遂
行
す
る

者
、
世
界
史
的
個
人
と
い
う
概
念
が
あ
っ
て
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大

王
や
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
よ
う
な
人
を
世
界
史
的
個
人
と
呼
ん
で
ま
す

ね
。
で
は
漱
石
に
と
っ
て
や
は
り
明
治
の
精
神
を
託
す
べ
き
個
人
は

だ
れ
だ
っ
た
の
か
。
西
郷
隆
盛
や
伊
藤
博
文
と
い
っ
た
明
治
の
元
勲

で
は
決
し
て
な
い
。
や
は
り
「
明
治
の
精
神
」
を
託
す
べ
き
は
明
治

天
皇
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。（
「
夏
目
漱
石
と
明
治
の
精
神
」）

世
界
史
的
個
人
と
は
、
そ
の
個
人
的
目
的
が
、
た
ん
に
名
誉
心
や
征
服

欲
で
は
な
く
、
世
界
史
の
進
行
と
一
致
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
限

り
で
そ
の
個
人
は
「
世
界
精
神
」（W

eltgeist )

の
意
志
を
体
現
し
て
い
る
「
世

界
精
神
の
事
業
の
担
当
者
」
な
の
で
あ
る
。「
明
治
天
皇
」
の
名
の
も
と

に
、
明
治
維
新
は
な
し
と
げ
ら
れ
た
。
そ
の
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。
一
つ
の
時
代
が
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
時
代
へ
と
移
行

す
る
が
、
そ
れ
は
単
純
な
移
行
で
は
な
い
。
よ
り
高
次
の
も
の
へ
、
欠
陥

を
排
除
し
て
、
止
揚
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
明
治
の
精
神
へ
の
殉
死
」
と
は
、「
明
治
の
精
神
」
の
欠
陥
の
廃
棄
で

あ
る
。
モ
ラ
ル
問
題
を
起
こ
し
た
「
先
生
」、
若
者
を
死
な
せ
苦
し
む
乃

木
希
典
は
「
否
定
」
さ
れ
な
け
れ
ば
、
よ
り
高
次
の
「
次
の
時
代
の
精
神
」

は
生
成
し
な
い
。
そ
の
廃
棄
に
よ
っ
て
こ
そ
、
よ
り
高
次
な
も
の
が
生
成

す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
死
は
意
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
死
が
な
け
れ

ば
よ
り
高
次
のZeitgeist

に
は
到
達
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
ゆ
え
「
明

治
の
精
神
へ
の
殉
死
」
は
「
新
し
い
意
義
」
を
も
つ
の
で
あ
る
。「
殉
死
」

に
よ
っ
て
「
明
治
の
精
神
」
の
欠
陥
が
廃
棄
さ
れ
る
。
古
い
「
殉
死
」
は

天
皇
の
後
を
追
っ
て
、
天
皇
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
乃

木
は
明
治
天
皇
に
目
を
か
け
ら
れ
、
優
遇
さ
れ
も
し
た
の
で
、「
皇
恩
」

へ
の
報
恩
と
し
て
、
あ
と
を
追
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
意
味
も
あ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
意
味
で
の
殉
死
は
「
古
い
意
味
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
明
治
の
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精
神
に
殉
死
」
す
れ
ば
、
「
新
し
い
意
義
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
乃
木
は

た
だ
天
皇
の
た
め
に
の
み
死
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
分
が
多
く
の

若
者
を
無
駄
に
死
に
至
ら
せ
た
そ
の
後
悔
は
一
生
つ
き
ま
と
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
の
「
苦
し
み
」
を
乃
木
の
死
に
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る
。

「
先
生
」
の
死
も
「
明
治
の
精
神
」
に
殉
死
す
れ
ば
、
次
の
時
代
へ
の

意
味
あ
る
死
、
「
私
」
が
生
き
る
新
し
い
時
代
へ
の
新
し
い
意
義
を
持
つ

死
で
あ
る
。
こ
の
否
定
あ
れ
ば
こ
そ
、
高
次
のZeitgeist

の
社
会
が
も
た

ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
の
最
初
に
引
用
し
た
『
こ
こ
ろ
』
の
一
節

に
は
、
そ
う
い
う
漱
石
の
思
想
と
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

「
文
学
論
」Zeitgeist

は
「
勢
」
と
も
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。「
こ
こ

ろ
」
に
お
い
て
も
「
時
勢
」
と
い
う
言
葉
が
二
箇
所
あ
る
。
「
こ
こ
ろ
」

の
「
先
生
」
が
生
き
残
る
の
は
「
時
勢
お
く
れ
」
、「
先
生
」
と
「
私
」
に

は
「
時
勢
」
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
「
先
生
」
と
「
私
」

の
「
時
勢
」
が
違
う
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
のZeitgest
も
兄
弟

姉
妹
が
も
つ
も
の
で
、
同
時
代
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
「
先
生
」
の

Zeitgeist

で
あ
る
「
時
勢
」は
「
明
治
の
精
神
」で
あ
る
が
、「
私
」のZeitgeist

「
時
勢
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。

そ
れ
は
「
こ
こ
ろ
」
新
聞
掲
載
の
後
、
半
年
後
に
講
演
さ
れ
た
「
私
の

個
人
主
義
」(

大
正
三
年
、
一
一
月
二
五
日
学
習
院
輔
仁
会
）
に
お
い
て
語
ら
れ

た
「
自
己
本
位
」
で
あ
る
。
「
自
己
本
位
」
は
明
治
の
精
神
「
自
由
、
独

立
、
己
れ
」
の
よ
り
高
次
の
、
上
位
概
念
で
あ
る
。「
自
己
本
位
」、
そ
れ

は
自
己
が
第
一
で
あ
る
が
他
者
に
配
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
ま
で
の
論
旨
を
か
い
摘
ん
で
み
る
と
、
第
一
に
自
己
の
個
性
の
発

展
を
仕
遂
げ
や
う
と
思
う
な
ら
、
同
時
に
他
人
の
個
性
も
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
。
第
二
に
自
己
の
所
有
し
て
い
る
権
力

を
使
用
し
よ
う
と
思
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
に
附
随
し
て
い
る
義
務
と
い

ふ
も
の
を
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
。
第
三
に
自
己
の
金

力
を
示
そ
う
と
願
ふ
な
ら
、
そ
れ
に
伴
ふ
責
任
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
ふ
事
。（
「
私
の
個
人
主
義
」
四
五
四
頁
）

こ
こ
で
は
自
己
の
個
性
や
権
力
や
金
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
な
ら
他

者
の
個
性
、
他
者
へ
の
義
務
、
責
任
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

自
己
の
自
由
を
行
使
す
る
だ
け
で
は
他
者
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
。
そ
れ
で

は
自
分
だ
け
が
よ
く
て
も
、
他
者
を
傷
つ
け
て
し
ま
い
、
結
局
は
自
分
も

「
淋
し
い
」
人
生
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
の
自
由
を
行

使
し
よ
う
と
す
れ
ば
他
者
へ
の
配
慮
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
自

己
本
位
」
で
あ
る
。

「
自
己
本
位
」
と
は
「
明
治
の
精
神
」
に
あ
っ
た
欠
陥
を
排
除
し
た
、

よ
り
高
度
な
概
念Zeitgeist

で
あ
る
。「
私
」
の
「
時
勢
」、
新
し
い
「
時

勢
」
は
、
「
明
治
の
精
神
」
の
欠
陥
を
排
除
し
た
、
他
者
へ
の
配
慮
を
も

っ
た
「
自
己
本
位
」
で
あ
る
。
「
私
」
は
新
し
い
時
代
の
精
神
の
も
と
に

生
き
る
。「
先
生
」
と
は
時
勢
が
違
う
の
で
あ
る
。「
私
」
は
ち
っ
と
も
「
淋

し
く
」
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
。

藤
井
淑
禎
は
「
明
治
の
精
神
」
を
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
」
と
考
え
る
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立
場
に
対
し
て
、
異
論
を
と
な
え
る
。
「
明
治
の
精
神
」
は
「
天
皇
に
始

ま
り
天
皇
に
終
わ
っ
た
」
と
あ
る
か
ら
、
も
し
「
明
治
の
精
神
」
が
「
自

由
、
独
立
、
己
れ
」
で
あ
れ
ば
、
「
自
由
、
独
立
、
己
れ
」
も
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
し
か
し
大
正
時
代
こ
そ
自
由
が
謳
歌
さ
れ
る
時
代
だ
か
ら
、

「
明
治
の
精
神
」
は
「
自
由
、
独
立
、
己
れ
」
で
は
な
い
と
い
う
（
「
天
皇

の
死
を
め
ぐ
っ
て
」
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
二
・
一
一
）
。
し
か
し
「
明

治
の
精
神
」
す
な
わ
ち
「
自
由
、
独
立
、
己
れ
」
は
、
天
皇
が
な
く
な
っ

て
も
、
次
の
時
代
に
な
っ
て
も
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
欠

陥
が
排
除
さ
れ
た
「
自
由
、
独
立
、
己
れ
」
で
あ
り
、
よ
り
高
次
の
「
自

由
、
独
立
、
己
れ
」
で
あ
り
、
も
と
の
ま
ま
で
は
な
い
。「
自
由
」
の
意

味
も
よ
り
高
度
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
私
の
個
人
主
義
」
の
な
か
で
、
英
国
で
は
「
自
分
の
自
由
を
愛
す
る

と
と
も
に
他
の
自
由
を
尊
敬
す
る
よ
う
に
子
供
の
時
分
か
ら
社
会
的
教
育

を
ち
ゃ
ん
と
受
け
て
い
る
の
で
す
」
と
英
国
嫌
い
で
は
あ
る
が
、
英
国
の

「
自
由
」
に
つ
い
て
は
認
め
て
い
る
。
明
治
の
精
神
の
「
自
由
」
は
、
他

人
に
配
慮
す
れ
ば
、
自
己
の
自
由
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
人
の

自
由
と
自
分
の
自
由
は
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
新
し
い

「
自
己
本
位
」
は
他
人
へ
の
配
慮
と
と
も
に
、
よ
り
高
次
の
自
由
、
自
己

の
め
ざ
す
も
の
を
「
自
分
の
鶴
嘴
で
掘
り
当
て
る
と
こ
ろ
」
ま
で
探
す
こ

と
が
出
来
た
も
の
で
あ
る
。「
自
己
本
位
」、
こ
れ
こ
そ
が
次
の
時
代
を
支

配
す
るZeitgeist

で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
の
精
神
を
分
析
し
、
そ
こ
に
あ

る
欠
陥
を
指
摘
で
き
た
こ
と
に
よ
る
成
果
で
あ
っ
た
ろ
う
。

※
漱
石
の
作
品
、
「
こ
こ
ろ
」
、
「
文
学
論
」
、
「
創
作
家
の
態
度
」
は
す
べ

て
『
漱
石
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
八
月
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
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