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「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い」
と
い
う
命
題。

自
己
の
同一
性
と
不
変
性
と
を
強
調
す
る
こ
の

命
題
は、
い
か
な
る
時
代
の
ど
の
よ
う
な
存
在
者
に
と
っ
て
も
自
明
的
に
正
当
か
つ
正
確
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る。

「
私
は
私
で
な
い」
と
い
う
位
相
は、

文
学
的
な
心
理
の
製
に
潜
在
す
る
も
の
で
こ
そ
あ
れ、

現
実
生
活
の
な
か
で
紡

が
れ
る
諸
種
の
実
際
的
関
係
性
と
は
あ
く
ま
で
も
疎
遠
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。

事
実、

現
実
の
諸
関
係
の
網

の
目
の
な
か
に、
「
私
は
私
で
な
い」
と
い
う
認
識
あ
る
い
は
感
性
を
忍
び
こ
ま
せ
る
な
ら
ば、

関
係
性
を
成
り
立
た

せ
る
初
元
の
条
件
が
欠
落
し
て
し
ま
う。
「
私」
で
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
「
私」

は、

関
係
性
を
存
立
さ
せ
る
基
体

と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
え
な
い。

そ
の
よ
う
な
「
私」
を
措
定
す
る
こ
と
は、

関
係
性
そ
れ
自
体
を
無
み
す
る
暴
挙

と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い。

関
係
性
を
成
立
さ
せ
る
決
定
的
な
条
件、

あ
る
い
は
関
係
性
の
基
点
と
し
て、
「
私
は
私

で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い」
と
い
う
命
題
は、
一
見
無
条
件
に
成
り
立
ち
う
る
も
の、

も
し
く
は、

成
り

立
た
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る。

だ
が、

そ
も
そ
も
関
係
性
と
は
ど
の
よ
う
な
内
実
を
抱
え
た
概
念
な
の
だ
ろ
う
か。

幕
末
か
ら
明
治
期
以
来
の
思
想

形
成
史
の
な
か
で
西
欧
的
思
考
に
な
じ
ん
で
き
た
私
た
ち
は、

関
係
性
が
―
つ
の
原
点
か
ら
能
動
的
か
つ
主
体
的
に
構

築
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
る。

す
な
わ
ち、

世
界
の
根
源
と
し
て
ま
ず
「
個」

な
る
存
在
者
が
存
在
し、

そ
れ
が
他
の
根

源
的
「
個」
と
の
あ
い
だ
に
相
関
関
係
を
営
み、

そ
れ
ら
が
網
の
目
の
よ
う
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
世
界」
と
い
う
全
体
的
関
係
性
が
成
り
立
つ
と
い
う
の
が、

私
た
ち
の
通
常
の
認
識
で
あ
る。

し
か
し、
こ
の
よ
う
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な
一

般
的
認
識
（
常
識）

は、

関
係
性
の
実
像
を
如
実
に
反
映
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

と
い
う
の
も、

そ
れ
は、

「
種」

に
対
す
る
「
個」

の
先
在
性
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
点
に
お
い
て、
「
種」
「
個」

の
関
係
性
の
把
握
に
短
絡
を

き
た
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る。

「
種」

と
「
個」、

い
い
か
え
れ
ば
種
的
共
同
体
と
個
人
と
の
い
ず
れ
が
先
在
す
る
か
を
問
う
こ
と
は、

鶏
か
卵
か
と

い
う
た
ぐ
い
の
議
論
を
導
く。

人
類
の
発
生
を
個
的
次
元
に
求
め
れ
ば
「
個」

の
先
在
性
は
絶
対
的
な
事
実
で
あ
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も、

発
生
論
そ
の
も
の
の
妥
当
性
を
疑
う
立
場、

す
な
わ
ち、

人
類
は
始
め
か
ら
す
で
に
種

的
に
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
「
人
ー
間」
（
人
と
人
と
の
間
に
在
る
存
在
者）

と
し
て
規
定
さ
れ
う
る
と
い
う
見
解
に
立

つ
な
ら
ば、
「
種」

の
先
在
性
が
む
し
ろ
疑
い
え
な
い
事
実
と
な
る。
「
個」

な
く
し
て
「
種」

は
在
り
え
な
い
と
い
う

視
点
と、
「
種」

を
前
提
と
し
て
こ
そ
「
個」

の
存
在
を
思
惟
し
う
る
と
す
る
視
点
と
は、

矛
盾
的
か
つ
二
律
背
反
的

に
対
立
す
る。

た
だ
し、

二
つ
の
視
点
が
二
律
背
反
に
陥
る
の
は、

そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
に
お
い
て
思
惟
す
る
主
体
が、

分
析
論
的
な
同
一

性
論
理
の
枠
内
に
自
己
を
限
局
す
る
こ
と
に
基
づ
く。

A
と
非
A
と
の
両
立
不
能
性
を
正
否
の
基
準

と
し
て
推
論
の
全
過
程
を
領
導
す
る
同
一

性
論
理
は、
「
種」

と
「
個」

が
先
後
関
係
と
は
無
縁
な
地
点
に
両
立
し
う

る
可
能
性
を
否
認
し、

い
ず
れ
か
が
他
方
に
先
立
つ
こ
と
を
要
求
す
る。

し
か
し、

こ
の
一

見
論
理
的
に
妥
当
な
要
求

は、

論
理
そ
れ
自
体
を
狭
濫
な
位
相
に
限
局
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る。

す
な
わ
ち、

そ
れ
は、

矛
盾
律
に

根
ざ
し
た
分
析
論
理
の
枠
内
で
の
み
事
の
正
否
を
決
定
し
よ
う
と
い
う
志
向
性
の
発
露
で
あ
り、

も
し、

同
一

性
論
理

（
分
析
論
理）

と
は
類
を
異
に
す
る
別
種
の
論
理
が
成
り
立
つ
な
ら
ば、

そ
の
妥
当
性
が
疑
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
要
求

で
あ
る。

同
一

性
論
理
と
は
異
な
る
論
理。

そ
れ
は、

相
対
立
す
る
二
者
（
A
と
非
A)

を
対
立
性
を
抱
え
こ
ん
だ
ま
ま
に
止
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た
と
え
ば、

揚
．
綜
合
す
る
論
理
で
あ
り、
さ
し
あ
た
っ
て
非
同一
性
論
理
な
い
し
は
弁
証
法
的
論
理
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る。

弁
証
法
的
論
理
は、

A
と
非
A
と
が
単
な
る
A
で
も
な
け
れ
ば
非
A
で
も
な
い
第
三
の
何
も
の
か
へ
と
止
揚
．
綜
合
さ

れ
る
道
程
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で、
「
正
ー
反
ー
合」

も
し
く
は
「
即
自
ー
対
自
ー
即
か
つ
対
自」

と
い
う
図
式
に

よ
っ
て、

そ
の
特
徴
を
述
べ
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る。
「
種」
「
個」
の
関
係
性
を
こ
の
論
理
に
即
し
て
と
ら
え
た
場

合、
「
種」

は
「
個」

と
の
対
立
関
係
の
な
か
で
種
性
を
否
定
さ
れ
つ
つ
も
そ
れ
を
堅
持
し、

他
方、
「
個」

は
「
種」

に
対
し
つ
つ
個
性
を
否
認
さ
れ
な
が
ら
も
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
を
保
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る。

両
者
を
対
立
さ
せ
な
が
ら

止
揚
．
綜
合
す
る
も
の
は
「
類」
と
呼
ぶ
べ
き
で、

そ
の
「
類」

的
統
体
が
「
種」
の
種
性
と
「
個」
の
個
性
と
を
維

持
し
つ
つ、

し
か
も、

そ
う
し
た
種
性
・
個
性
を
止
揚
．
綜
合
以
前
の
原
態
に
比
べ
て
い
っ
そ
う
豊
富
な
内
容
を
伴
う

も
の
と
し
て
剋
摂
す
る。
こ
の
包
摂
と
い
う
事
態
の
も
と
で、
「
種」
と
「
個」

は、

対
立
し
つ
つ
も
両
立
す
る
こ
と

に
な
り、
二
律
背
反
的
関
係
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
肯
定
的
に
把
捉
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

た
だ
し、

包
摂
は
無
媒
介
か
つ
神
秘
主
義
的
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い。

A
と
非
A、

す
な
わ
ち
「
種」

と
「
個」

は、
互
い
に
他
に
対
し
て
媒
介
関
係
に
あ
り、
そ
の
媒
介
性
に
よ
っ
て
「
類」
の
包
摂
作
用
が
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
る。

い
い
か
え
れ
ば、
「
種」

と
「
個」

は、

相
互
に
他
を
前
提
と
し
て
存
立
し
う
る
の
で
あ
り、
「
種」

か
ら
切
り
離
さ
れ

た
「
個」

も、
「
個」

か
ら
乖
離
す
る
「
種」

も、

と
も
に
仮
想
上
の
存
在
の
域
を
出
な
い
と
い
え
よ
う。

両
者
は、

相
互
媒
介
的
に
存
立
し、

そ
の
媒
介
性
に
基
づ
い
て
こ
そ
「
類」

に
よ
る
両
者
の
包
摂
が
は
じ
め
て
可
能
に
な
る。
し

た
が
っ
て、

弁
証
法
的
論
理
に
基
づ
い
て
思
惟
す
る
か
ぎ
り、
「
個」

が
無
条
件
に
先
在
し、

そ
れ
が
他
の
「
個」

と

の
あ
い
だ
に
関
係
性
を
構
築
し
て
ゆ
く
と
い
う
主
我
主
義
的
認
識
は
成
立
し
え
な
く
な
る。

現
実
は、

同一
性
論
理
の
枠
内
で
と
ら
え
き
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い。

地
球
の
湾
曲
部
分
の
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よ
う
な
地
上
か
ら
可
視
的
に
把
捉
で
き
な
い
曲
線
は、

肉
眼
で
見
る
か
ぎ
り
直
線
と
ほ
ぽ
同
一

で
あ
り、

こ
こ
に
成
り

立
つ
「
曲
線
は
直
線
で
あ
る」

と
い
う
命
題
は、

あ
き
ら
か
に
人
間
の
体
感
的
な
事
実
を
語
っ
て
い
る。

こ
れ
を
同
一

性
論
理
に
よ
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば、

わ
た
し
た
ち
は
理
論
上
の
許
容
さ
れ
え
な
い
矛
盾
に
陥
り、

み
ず
か

ら
の
思
考
を
停
止
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る。

と
こ
ろ
が、

身
体
的
体
験
は、

あ
く
ま
で
も
「
曲
線
は
直
線
で
あ
る」

と

い
う
命
題
の
妥
当
性
を
承
認
し
て
や
ま
な
い
。

矛
盾
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
論
理
的
な
努
力
は、

実
際
の
体
験
と
の
あ

い
だ
に
麒
甑
を
き
た
し
て
し
ま
う。
こ
う
し
た
麒
甑
は、

も
は
や
同
一

性
論
理
に
よ
っ
て
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
こ
に
弁
証
法
的
論
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

わ
た
し
た
ち
は、

は
じ
め
て
現
実
的
な
体
験
と
理
論
的
な
事
実

と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
を
在
る
が
ま
ま
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る。

す
な
わ
ち、

地
球
の
湾
曲
部
は
た
し
か
に
曲
線
で
は

あ
る
け
れ
ど
も、

同
時
に
体
験
が
そ
れ
を
直
線
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を、
「
現
実」

的
な
意
識
の
態
様
と
し
て

承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る。

そ
の
意
味
に
お
い
て、

弁
証
法
的
論
理
は、

同
一

性
論
理
よ
り
も
い
っ
そ
う
「
現
実」

的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う。

な
ら
ば、

同
一

性
論
理
の
も
と
で
侶
憑
さ
れ
る
「
個」

の
「
種」

に
対
す
る
先
在

性
は、

弁
証
法
的
論
理
に
よ
っ
て、

そ
の
非
現
実
性
を
暴
露
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち、
「
種」

「
個」

は
相
互
媒
介
的
か
つ
二
律
背
反
的
に
両
立
す
る
の
で
あ
り、
「
種」

に
よ
る
規
制
を
念
慮
の
外
に
お
い
た
「
個」

の
先
在
性
へ
の
確
倍
は、

同
一

性
論
理
の
非
現
実
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

そ
の
妥
当
性
を
根
底
か

ら
ゆ
る
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

弁
証
法
は、

媒
介
の
論
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る。
「
種」
「
個」
「
類」

の
関
係
も、

そ
れ
が
弁
証
法
的
に
理
解
さ

れ
る
場
合
に
は、

媒
介
の
論
理
に
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

媒
介
の
論
理
は、

そ
の
初

元
に
何
も
の
か
を
直
接
態
と
し
て
立
て
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
「
正
ー
反
ー
合」
「
即
自
ー
対
自
ー
即
か
つ
対
自」

と
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い
う
図
式
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に、

論
理
形
成
の
基
点
と
し
て
「
正」
「
即
自」
が
存
立
し
な
い
か
ぎ
り、

論
理

は
空
理
と
化
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る。
し
た
が
っ
て、

弁
証
法
的
論
理
に
依
拠
し
つ
つ
「
種」
「
個」
「
類」
の
関
係

を
と
ら
え
て
ゆ
こ
う
と
い
う
試
み
は、

ま
ず
第一
に
「
種」
「
個」
「
類」
の
い
ず
れ
か
を
直
接
態
と
し
て
措
定
す
る
も

な
い
が
ん

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

そ
れ
は、

弁
証
法
的
論
理
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
内
含
さ
れ
た
矛
盾
で
あ
る
が、

弁
証
法
的

論
理
は
そ
う
し
た
矛
盾
を
意
図
的
に
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ。

矛
盾
律
の
侵
犯
を
回
避
す
る
弁
証
法
的
論

理
は、

も
は
や
論
理
で
は
な
い。

直
接
態
の
措
定
に
関
し
て
要
求
さ
れ
る
の
は、

措
定
の
能
作
が
所
与
の
現
実
に
即
応
す
る
こ
と
で
あ
る。

所
与
の
現

実
を
顛
倒
さ
せ
る
論
理
や、

あ
る
い
は
そ
れ
を
汲
み
と
る
こ
と
に
失
敗
す
る
論
理
は、

現
実
に
対
し
て
即
応
的
で
あ
り

え
な
い
が
ゆ
え
に、

弁
証
法
的
論
理
の
名
に
価
し
な
い。

弁
証
法
的
論
理
に
依
拠
し
つ
つ
「
種」
「
個」
「
類」
の
関
係

を
把
捉
す
る
と
い
う
こ
と
は、

ま
ず
第一
に
「
種」
「
個」
「
類」
の
い
ず
れ
が
現
実
に
お
い
て
直
接
態
を
構
成
し
う
る

せ
ん
め
い

か
を
開
明
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。

現
実
的
に
直
接
態
を
構
成
し
う
る
も
の。

そ
れ
は、
「
種」

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い。

わ
た
し
た
ち
の
生
存
は、

そ
の
初
発
の
段
階
に
お
い
て、

単
に
「
個」

的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
「
類」

的
な
も
の
で
も
な
く、
「
種」

的
に
営

ま
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る。
わ
た
し
た
ち
は、

偲
胎
か
ら
離
れ
る
刹
那
に、

す
で
に
種
的
共
同
体
に
よ
っ
て
押
し
包

ま
れ
て
い
る。
い
い
か
え
れ
ば、

わ
た
し
た
ち
は、
「
個」

的
に
生
ま
れ
出
る
の
で
も
な
け
れ
ば
「
類」

的
に
生
を
享

受
す
る
の
で
も
な
く、

あ
く
ま
で
も
特
定
の
共
同
体
の
た
だ
な
か
に
「
種」

性
を
濃
厚
に
帯
び
な
が
ら
生
存
し
始
め
る

の
で
あ
る。

そ
の
意
味
に
お
い
て、

わ
た
し
た
ち
の
生
存
は、

あ
ら
か
じ
め
す
で
に
「
種」

性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。
「
種」
「
個」
の
媒
介
関
係
は、
「
種」

そ
れ
自
体
の
自
己
内
対
立
に
よ
っ
て、

あ
る
い
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は、

そ
う
し
た
対
立
を
眼
前
に
し
て
生
ず
る
「
個」
の
自
覚
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る。
わ
た
し
た
ち
の
生
存
の

初
元
は、

種
的
共
同
体
の
網
の
目
の
よ
う
な
関
係
性
の
な
か
に
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て、
「
個」

的
に
開
か
れ
る
も

の
で
は
な
い。

具
体
的
に
い
え
ば、

関
係
性
の
た
だ
な
か
に
生
ま
れ
落
ち
る
わ
た
し
た
ち
は、

最
初
か
ら
す
で
に
純
然

た
る
「
個」
と
し
て
在
る
の
で
は
な
く、
「
種」

性
に
包
ま
れ
た
「
個
」
と
し
て
在
る。

し
た
が
っ
て、
「
個」
の
自

覚
と
そ
の
形
成
は、
「
種」
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
づ
け
を
負
い
な
が
ら
遂
行
さ
れ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

し
か
も、

そ
の
条
件
づ
け
は、
「
種」
の
在
り
か
た
の
多
様
性
に
引
き
摺
ら
れ
つ
つ、
い
わ
ば
多
層
的
に
ゆ
れ
動
い
て

い
る。

種
的
共
同
体
は、

固
定
さ
れ
た
既
在
で
は
な
く、

政
治
や
経
済、

あ
る
い
は
文
化
な
ど
の
変
容
に
つ
れ
て、

常

態
的
に
流
動
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る。
と
す
れ
ば、
「
種」

性
に
よ
っ
て
押
し
包
ま
れ、

そ
の
規
制
を
受
け
る
「
個」

は、

け
っ
し
て
あ
る
態
様
に
対
し
て
固
着
的
に
定
立
す
る
も
の
で
は
な
く、

む
し
ろ、

常
時
矛
盾
的
に
動
揺
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば、
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い」
と
い
う
命
題
は、

自
明
的
に
正

当
か
つ
正
確
な
も
の
と
は
い
え
な
い。
「
私」
は、

非
「
私」
へ
の
転
化
の
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
つ
つ、

し
か
も
「
私」

で
あ
り、
「
私」

以
外
の
何
も
の
か
に
侵
襲
さ
れ
な
が
ら、

同
時
に
「
私」

な
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

要
す
る

に、
「
私」
は、

非
「
私」
に
よ
っ
て
貰
か
れ、
「
私
で
な
い」

可
能
性
に
侵
食
さ
れ
て
い
る。
こ
の
こ
と
は、
「
私
は

私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い」
と
い
う
命
題
が、
「
私」
に
関
す
る
真
実
を
端
的
に
披
泄
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
冷
徹
に
指
し
示
し
て
い
る。

本
章
に
お
い
て
は、
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い」
と
い
う
命
題
が
指
示
す
る
自
己
同一
性
が、

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
論
理
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず、

人
倫
的
共
在
の
規
範
と
し
て
の
倫
理
の
側
面
に
お
い
て
も
終
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始
瓦
解
の
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し、

自
己
同一
性
へ
の
固
執
が
現
実
的
に
妥
当
な
態
度
と
は
い
え

な
い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い。

す
な
わ
ち、

本
章
の
目
的
は、
「
人
ー
間」
と
し
て
在
ろ
う
と
す
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
は
自
己
同一
性
の
も
と
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
ず、

む
し
ろ、
「
私
は
私
で
あ
る」
と
い
う

事
態
へ
の
否
定
性
を
弁
証
法
的
に
把
捉
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る。

高
橋
和
巳
の
最
後
の
作
品
『
日
本
の
悪
霊』

の
な
か
に、

貝
の
よ
う
に
固
く
心
を
閉
ざ
し
て
い
た
強
盗
犯
の
主
人
公

村
瀬
猾
輔
が
彼
の
余
罪
を
追
及
す
る
刑
事
落
合
に
対
し
て
心
を
開
く
場
面
が
あ
る。

そ
の
場
面
に
お
け
る
村
瀬
の
心
理

を
高
橋
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る。

自
分
自
身
と
そ
の
生
活
に
何
ら
疑
い
を
懐
い
て
い
な
い
人
間、
自
分
自
身
を
決
し
て
否
定
す
る
こ
と
の
な
い
存
在、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
で
あ
ろ
う
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
で
あ
ろ
う
と、

そ
う
い
う
人
間
が
必
然
的
に
漂
わ
す
腐
臭
が、

そ
こ
に

は
な
か
っ
た
か
ら
だ。

唾
を
吐
き
か
け、

糞
尿
を
な
す
り
つ
け
て
も
侮
辱
し
た
く
な
る
自
己
同一
性
が、

そ
の
刑

事
か
ら
は
消
え
て
い
た。

（
第
九
章
2)

村
瀬
が
自
己
同一
性
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
落
合
刑
事
に
対
し
て
心
を
開
い
た
こ
と
を
説
明
す
る
こ
の

描
写
を、

高
橋
和
巳
が
そ
の
内
面
に
抱
え
も
っ
て
い
た
思
想
の
端
的
な
反
映
と
と
ら
え
る
こ
と
は、

短
絡
と
の
謗
り
を
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免
れ
な
い
だ
ろ
う。

作
中
人
物
と
作
者
の
思
想
と
を
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
合
う
も
の
と
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度
は、

あ
ま
り
に
幼
稚
に
す
ぎ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る。

当
面
の
描
写
を
根
拠
に、

高
橋
自
身
が、

自

分
自
身
へ
の
疑
惑
を
欠
き
つ
つ
在
る
が
ま
ま
の
自
己
を
肯
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
自
己
肯
定
性
を、
「
唾
を
吐
き
か

け、

糞
尿
を
な
す
り
つ
け
て
も
侮
辱
し
た
く
な
る」

も
の
と
ま
で
見
て
い
た
と
断
定
す
る
こ
と
は、

常
識
的
に
見
て
困

難
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。

し
か
し、

高
橋
は、

処
女
作
『
捨
子
物
語』

以
来
連
綿
と、

自
己
否
定
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
と
を
追
究
し
続

け
た
作
家
だ
っ
た。
『
憂
鬱
な
る
党
派』
『
散
華』
『
堕
落』

な
ど
の
高
橋
の
小
説
の
主
人
公
た
ち
は、

例
外
な
し
に
自

己
否
定
の
可
能
性
を
徹
底
的
に
追
い
求
め
た
挙
げ
句、

自
己
存
在
を
い
わ
ば
空
中
分
解
さ
せ
な
が
ら
無
残
に
挫
折
し
て

ゅ
く。
こ
の
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば、

最
後
の
完
成
作
品
『
日
本
の
悪
霊』

も
ま
た、

自
己
否
定
の
問
題
を
主
題
に

し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る。

す
な
わ
ち、

自
己
否
定
を
追
究
す
る
文
脈
の
な
か
で、

高
橋
は、

村
瀬
の
心
境

を
右
の
よ
う
に
描
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
と
す
れ
ば、

右
の
描
写
を
と
お
し
て
高
橋
は
自
己
否
定
性
を
欠
落
さ

せ
た
人
格
へ
の
批
判
的
視
座
を
提
示
し
て
い
る
と
見
て
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。

自
己
否
定
性
を
欠
い
た
自
己
肯
定
的
人
格
が
「
腐
臭」
を
漂
わ
す
と
い
う
表
象
が、

文
学
的
な
修
辞
の
域
を
出
な
い

こ
と
は、
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
ま
で
も
な
い。

本
章
が、

論
理
を
追
う
学
と
し
て
の
哲
学
の
観
点
か
ら
自
己
否
定
性

に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
解
析
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り、
こ
う
し
た
表
象
を
自
己
の
文
脈
の
な
か
に
無
媒
介

に
導
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う。
「
腐
臭」
は、

論
理
的
な
語
に
置
き
換
え
て
表
象
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い。

そ
れ
は、
「
停
滞」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
置
換
可
能
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。

自
己
肯
定
的
に
在
る
こ
と、

す
な
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わ
ち
「
自
分
自
身
と
そ
の
生
活
に
何
ら
疑
い
を
懐
い
て
い
な
い」

在
り
か
た
は、

自
己
変
革
へ
の
志
向
性
を
欠
く
が
ゆ

え
に、

精
神
の
次
元
に
「
停
滞」
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。

停
滞
す
る
精
神
は、

と
ぐ
ろ
を
巻
い
た

澱
み
の
底
に
滞
留
す
る
汚
水
の
よ
う
に
腐
臭
を
放
つ。

高
橋
は
文
学
的
修
辞
を
以
て、

停
滞
す
る
精
神
へ
の
警
告
を
発

し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い。

端
的
に
い
え
ば、

高
橋
の
警
告
は、
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外

の
何
も
の
で
も
な
い」
と
断
定
す
る
精
神
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る。

高
橋
の
警
告
に
耳
を
傾
け、

そ
こ
に
思
想
的
な

「
意
味」
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
者
は、
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い」
と
い
う
命
題
が
ど
の
よ
う

な
意
味
に
お
い
て
停
滞
を
き
た
す
の
か
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い」
と
断
ず
る
と
き、

わ
た
し
た
ち
は、

さ
し
あ
た
っ
て、

自
己
の

主
体
性
・
能
動
性
を
外
部
に
む
か
っ
て
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る。
「
私」

が
非
「
私」
で
は
な
い
と
言
明
す
る
こ
と

は、
「
私」
の
行
為
や
言
説
が
主
体
的
・
能
動
的
で
あ
り、

し
た
が
っ
て
「
私」
に
属
す
る
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。

そ
れ
は、
「
私」
を
責
任
性
の
中
核
に
定
位
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。
と
す
れ
ば、
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い」
と
い
う
命
題

を
発
す
る
こ
と
は、

行
為
・
言
説
の
主
体
性
・
能
動
性
に
言
及
し
つ
つ
「
私」
を
倫
理
の
基
体
と
す
る
こ
と
に
直
結
し

て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て、
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い」
と
い

う
命
題
は、

積
極
的
な
意
義
を
に
な
う
も
の
で、

そ
こ
に
「
停
滞」

や
「
腐
臭」
の
よ
う
な
負
的
表
象
を
見
い
だ
す
こ

と
は
妥
当
で
は
な
い。

だ
が、

そ
の
命
題
が
「
私」
へ
の
固
着
を
示
し、
「
私」
の
精
神
的
展
開
の
可
能
性
を
阻
害
す
る
と
す
れ
ば、

そ
れ

は
「
私」
が
「
私」
の
在
る
べ
き
態
様
へ
と
行
為
遂
行
的
に
近
接
す
る
こ
と
を
阻
む
因
子
と
し
て
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
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な
く
な
る。

す
な
わ
ち、

現
に
在
る
が
ま
ま
に
在
る
「
私」
こ
そ
が
「
私」
で
あ
る
と
い
う
認
識
は、

在
る
べ
き
「
私」

へ
の
視
座
を
欠
く
が
ゆ
え
に、

真
に
倫
理
的
な
も
の
と
し
て
存
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い。

そ
れ
は、

単
な
る
現
状
認

識
を、
い
い
か
え
れ
ば、

現
に
「
私」
が
か
く
在
る
と
い
う
素
朴
な
事
実
を
示
す
に
と
ど
ま
る。
「
私」
は
現
に
在
る

「
私」
に
背
馳
す
る
非
「
私」
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
つ
ま
り、
「
私
は
私
で
な
い」
と
い
う
命
題
を
仲
介
と

し
て、

初
め
て
「
求
め
ら
れ
る
べ
き
私」
「
在
る
べ
き
私」
と
な
り
う
る。
「
私」
を
倫
理
の
基
体
と
し
て
措
定
す
る
素

因
は、

そ
こ
に
成
立
す
る
当
為
（「
べ
し」
Sollen)

だ
と
い
え
よ
う。
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い」
と
い
う
命
題
は、

そ
う
し
た
当
為
の
成
立
を
無
み
す
る
点
に
お
い
て、

現
に
在
る
が
ま
ま
の
態
様
へ
の
固
執
と、

そ
れ
ゆ
え
の
停
滞
と
を
指
し
示
し
て
い
る。

「
私」

が
精
神
的
な
意
味
で
の
自
己
展
開
の
た
だ
な
か
で
在
る
べ
き
「
私」

を
探
る
た
め
に
は、
「
私」
は
非
「
私」

に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
こ
の
こ
と
は、

も
と
よ
り、
「
私」
が
非
「
私」
へ
と
実
体
的
に
転
化
し、

原
初
的
な
（
自
己
展
開
が
開
始
さ
れ
る
初
期
段
階
に
お
け
る）
「
私」
の
「
私」

性
を
喪
失
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い。
「
私」
は、

非
「
私」
と
い
う
反
射
鏡
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
い
っ
た
ん
は
「
私」

性
を
剥
落
さ
せ
る
け
れ
ど
も、

非
「
私」
か
ら
在
る
べ
き
「
私」
へ
と
浸
出
す
る
こ
と
を
と
お
し
て、

再
び
「
私」

性

を
と
り
も
ど
す。

そ
の
変
換
的
に
再
構
築
さ
れ
た
「
私」
こ
そ、

も
っ
と
も
「
私」

的
な
「
私」、

す
な
わ
ち
真
な
る

て
き
し
ゅ
つ

「
私」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い。
こ
れ
を
命
題
と
し
て
表
出
す
る
な
ら
ば、

お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
構
造
を
刷
出
す
る

こ
と
が
で
き
る。

す
な
わ
ち、
「
私
は
私
で
あ
る」
と
い
う
命
題
が、

自
己
否
定
性
を
媒
介
と
し
て
「
私
は
私
で
な
い」
と
い
う
命
題

へ
と
転
化
す
る。

た
だ
し、
「
私
は
私
で
な
い」
と
い
う
態
様
が
常
態
的
に
継
続
さ
れ
る
と
す
れ
ば、

そ
れ
は
自
己
肯
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き
ょ
う
こ

定
性
へ
の
固
着
と
同
様
に
豫
固
な
自
己
否
定
性
へ
の
固
執
と
化
し
て
し
ま
う。

し
た
が
っ
て、

命
題
の
全
構
造
は、

こ
の
段
階
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い。

そ
れ
は、

さ
ら
に
「
私
は
私
で
な
い
け
れ
ど
も
私
で
あ
る」
と
い
う

命
題
を
導
く
こ
と
に
よ
っ
て、
一
応
の
完
結
態
を
示
す。

要
す
る
に、
「
私」

が
真
に
「
私」
と
な
る
精
神
の
運
動
は、

「
私
は
私
で
あ
る」

情
態
か
ら
自
己
否
定
性
を
介
し
て
「
私
は
私
で
な
い」

情
態
に
転
化
し、

さ
ら
に
「
私
は
私
で
な

い
け
れ
ど
も
私
で
あ
る」
と
い
う
情
態
に
ま
で
立
ち
至
る
動
性
に
ほ
か
な
ら
な
い、

と
考
え
ら
れ
る。
こ
れ
は、

あ
き

ら
か
に
弁
証
法
的
な
動
性
で
あ
る。
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ、
「
私」

が
真
に
「
私」
と
な
る
こ
と
を
も
っ
て
自
己
措

定
の
運
動
と
解
す
る
な
ら
ば、
こ
の
運
動
は
「
否
定
の
弁
証」
と
も
呼
ぶ
べ
き
軌
跡
を
描
く
と
い
え
る。

否
定
の
弁
証
は、

自
己
否
定
性
を
媒
介
原
理
と
し
て
成
立
す
る
精
神
の
展
開
過
程
で
あ
り、

そ
こ
で
は
さ
し
あ
た
っ

て
自
己
肯
定
性
が
排
除
さ
れ
る。
し
か
し、

こ
の
こ
と
は、

弁
証
の
全
過
程
に
一
片
の
肯
定
性
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い。
「
私
は
私
で
あ
る」
と
い
う
肯
定
性
は、

初
元
に
お
い
て
否
認
さ
れ
る
け
れ
ど
も、
「
私

け
み

で
な
い」

事
態
を
閲
し
つ
つ
再
び
「
私
で
あ
る」
こ
と
の
う
ち
に
回
復
さ
れ
る。

否
定
の
弁
証
と
は、

肯
定
か
ら
否
定

へ、

そ
し
て
さ
ら
に
新
た
な
次
元
で
の
肯
定
へ
と
い
う
形
態
を
と
る
精
神
の
営
み
に
ほ
か
な
ら
な
い。

た
だ
し、

否
定
の
弁
証
は、

そ
れ
が
弁
証
法
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
論
理
で
あ
る
か
ぎ
り、

決
定
的
な
到
達
点
（
終
息

点）

を
確
定
し
な
い。

弁
証
法
は、
「
正
ー
反
ー
合」
「
即
自
ー
対
自
ー
即
か
つ
対
自」
と
い
う
図
式
を、

螺
旋
形
を
描

き
な
が
ら
無
限
に
反
復
し
つ
つ
更
新
す
る。

否
定
の
弁
証
と
い
う
自
己
否
定
を
介
し
て
の
自
己
措
定
の
運
動
も、

新
た

な
次
元
で
の
真
の
「
私」
の
確
定
に
よ
っ
て
終
息
す
る
よ
う
な
営
み
で
は
な
い。

そ
れ
は、

真
の
「
私」

に
関
し
て
成

立
す
る
「
私
は
私
で
な
い
け
れ
ど
も
私
で
あ
る」
と
い
う
命
題
を、

再
び
否
定
性
の
う
ち
に
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て、

さ
ら
に
新
た
な
る
「
私」
の
定
立
へ
と
動
き
出
す。
こ
の
無
限
の
運
動
は、
「
私
」
の
生
命
的
基
礎
が
崩
壊
し
な
い
か
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ぎ
り、

あ
る
い
は、
「
私」

の
精
神
性
の
継
受
が
終
焉
を
迎
え
な
い
か
ぎ
り、

い
つ
ま
で
も
展
開
さ
れ
続
け
る
。

わ
た

し
た
ち
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
は、
否
定
の
弁
証
を
不
断
に
反
復
す
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。

否
定
の
弁
証
を
中
途
で
放
棄
す
る
こ
と
は、
在
る
べ
き
自
己
を
め
が
け
て
の
自
己
深
化
を
断
念
す
る
こ
と
を
意
味
す
る。

そ
れ
は、

自
己
を
倫
理
の
基
体
の
位
置
か
ら
脱
落
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

わ
た
し
た
ち
は、

自
己
存
在
を
倫

理
性
の
名
の
も
と
に
条
件
づ
け
る
か
ぎ
り、

否
定
の
弁
証
を
中
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

高
橋
の
小
説
の
主
人
公
が
自
己
肯
定
的
人
格
の
な
か
に
嗅
ぎ
と
る
「
腐
臭」

と
は、

実
は、

否
定
の
弁
証
へ
の
配
慮

の
欠
如
が
倫
理
性
を
無
み
す
る
と
い
う
態
様
を
名
指
し
た
言
辞
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何

も
の
で
も
な
い
」

と
い
う
命
題
に
固
執
す
る
精
神
は、

在
る
べ
き
自
己
と
し
て
の
真
の
「
私」

と
は
ど
こ
ま
で
も
疎
遠

で
あ
り、

そ
の
意
味
に
お
い
て
当
為
性
を
基
軸
と
し
て
存
立
す
る
倫
理
と
の
あ
い
だ
に
接
点
を
も
た
な
い
。

そ
の
よ
う

な
存
在
者
（
精
神）

が、

関
係
性
の
構
築
を
常
態
と
す
る
「
人
ー
間」

に
ふ
さ
わ
し
い
倫
理
的
な
使
命
を
果
た
し
う
る

も
の
で
な
い
こ
と
は、

喋
々
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う。

本
章
一

に
お
い
て
説
い
た
よ
う
に、
「
個」

と
し
て
の
「
私」

の
存
在
は、

弁
証
法
の
起
点
と
し
て
の
直
接
態
た
る

「
種」

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る。

こ
の
こ
と
は、
「
個」

性
が
「
種」

性
の
な
か
に
呑
み
こ
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
く、
「
個」

性
が
「
種」

性
と
の
相
互
媒
介
の
な
か
で
確
定
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
こ
そ
意
味
し
て
い
る
。

と
す
る
な
ら
ば、
「
私」

の
「
私」

性
は
人
倫
の
た
だ
な
か
に
措
定
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
個」

性
と
「
種」

性
と
が
相
互
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は、

人
倫
的
関
係
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
同
義
な
の
だ
か
ら。

そ

の
よ
う
に
考
え
る
と
き、

わ
た
し
た
ち
は、

自
己
深
化
（
現
に
在
る
自
己
か
ら
在
る
べ
き
自
己
へ
の
自
己
展
開）

の
動

性
と
し
て
の
否
定
の
弁
証
を、
「
私」

が
真
に
「
私」

で
あ
る
た
め
に
必
須
の
条
件
と
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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否
定
の
弁
証
は、
「
私
は
私
で
あ
る」
と
い
う
情
態
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
は
私
で
な
い」
と
い
う
情
態

を
導
き、

さ
ら
に
後
者
を
否
定
す
る
こ
と
を
と
お
し
て、
「
私
は
私
で
な
い
け
れ
ど
も
私
で
あ
る」
と
い
う
綜
合
的
な

情
態
を
導
出
す
る。

そ
こ
に
お
い
て
貰
徹
さ
れ
る
否
定
性
は、
「
ー
で
な
い」
と
い
う
事
態
を、

す
な
わ
ち
「
無」

を

開
示
す
る。
一
見、
「
無」
は
存
在
（
有）

に
対
す
る
否
定
性
で
あ
り、

そ
の
態
様
は
終
始
消
極
的
で
し
か
な
い
よ
う

に
見
え
る。

し
か
し、

否
定
の
弁
証
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
「
無」
は、

肯
定
的
に
措
定
さ
れ
て
在
る
も
の
を
無
み
し

つ
つ、

そ
れ
を
新
た
な
る
態
様
へ
と
再
構
築
し
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
で、

き
わ
め
て
積
極
的
な
働
き
を
示
す
「
何
も
の

か」
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

も
と
よ
り、
「
無」
が
「
何
も
の
か」
と
し
て
在
る
と
述
べ
る
こ
と
は、
「
無」
の
「
有」
へ
の
転
化
を
語
る
こ
と
と

同
義
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い。

そ
れ
は、

本
来
明
示
的
に
語
る
こ
と
の
不
可
能
な
「
無」
を
あ
え
て
説
明
づ
け
る
た
め

の
仮
設
的
な
言
説
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い。

本
来
「
無」
は
存
在
し
な
い。
だ
が、

そ
れ
を
語
る
と
き、

さ
な
が
ら

そ
れ
が
存
在
者
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
説
明
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は、
「
無」

が
積
極
的
な
能
動
者

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
（
こ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば、
「
な
に
ゆ
え
に
存
在
者
が
在
る
の
か、

む
し
ろ
無
が
在
る
の
で
は
な
い
か
〈『
形
而
上
学
と
は
何
か』

Was
ist
 Metaphysik?〉」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い

も、

あ
な
が
ち
無
意
味
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う）
。
こ
う
し
た
「
無」
の
機
能
に
着
目
す
る
な
ら
ば、

そ
れ
を
規
定

的
な
原
理
と
し
て
み
ず
か
ら
の
根
底
に
据
え
た
否
定
の
弁
証
は、

単
に
「
個」

的
な
位
相
で
の
否
定
性
を
披
泄
す
る
に
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と
ど
ま
ら
ず、

対
社
会
的
（
対
他
的）

な
能
動
性
を
展
開
し、

そ
の
意
味
に
お
い
て
肯
定
的
な
働
き
を
に
な
う
も
の
と

推
察
さ
れ
る。

否
定
の
弁
証
に
お
い
て
「
無」

は、

さ
し
あ
た
っ
て
自
己
否
定
性
と
し
て
開
示
さ
れ
る。

自
己
否
定
と
は、

そ
の
本

質
に
お
い
て
自
己
放
榔
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば、

そ
れ
は、

現
に
在
る
自
己
を
い
っ
た
ん
死
の
淵
へ
と
沈

め
る
こ
と
を
意
味
す
る。

た
だ
し、

こ
の
場
合
死
は、

端
的
に
終
焉
を
指
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

死
の
淵
に
沈
め
ら

れ
た
自
己
は、
「
無」

の
積
極
的
な
動
性
に
よ
っ
て
深
淵
か
ら
表
層
へ
と
導
か
れ、

新
た
な
自
己
と
し
て
蘇
生
す
る。

で
は、

な
ぜ
自
己
は
よ
み
が
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か。

そ
れ
は、

自
己
否
定
性
が、

自
己
滅
却
を
媒
介
と
す
る
他

者
奉
仕
の
相
貌
を
示
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

自
己
を
滅
却
す
る
こ
と
は、

自
己
存
在
に
ま
つ
わ
り
つ
く
諸
々
の
意

識
能
作
を
全
面
的
に
廃
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る。

と
す
れ
ば、

そ
う
し
た
滅
却
を
と
お
し
て、

意
識
能
作
の
原
点
と

も
い
う
べ
き
初
元
の
欲
望
と
し
て
の
自
己
愛
が
捨
て
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。

こ
の
こ
と
は、

自
己
が
根
源
的
な
「
開

け」

の
な
か
に
置
か
れ
る
こ
と、

す
な
わ
ち、

対
他
関
係
に
関
し
て
無
限
に
開
か
れ
た
状
態
の
た
だ
な
か
に
措
定
さ
れ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。

す
べ
て
の
意
識
能
作
か
ら
切
り
離
さ
れ
て、

自
己
拘
泥
的
欲
望
を
廃
棄
し
た
自
己
は、

い

わ
ば
空
化
さ
れ
た
自
己
で
あ
り、

そ
れ
は
外
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
許
容
し
つ
つ
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る。い
っ
た
ん
は
空
化
さ
れ
た
自
己
が、
「
開
け」

の
た
だ
な
か
に
再
定
立
さ
れ
る
こ
と
。

こ
れ
を
わ
た
し
た
ち
は
「
愛」

ヘ

め
ぐ

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る。

欲
望
と
し
て
の
意
志
が
自
己
肯
定
性
の
周
縁
を
経
巡
る
の
に
対
し
て、
「
愛」

は、

否
定
的

空
化
を
遂
行
し
つ
つ
、

同
時
に、

否
定
的
に
空
化
さ
れ
た
自
己
の
痕
跡
に
対
他
的
な
開
放
性
を
確
定
す
る
の
だ
か
ら。

否、

よ
り
厳
密
に
は、
「
愛」

は
対
他
的
な
開
放
性
を
確
定
す
る
能
作
で
は
な
く、

対
他
的
な
開
放
性
そ
の
も
の
だ
と
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば、
「
無
は
愛
で
あ
る
」

と
い
う
認
識
が
成
り
立
つ
。

自
己
と
い
う
欲
求
の
総
体
が
「
無」

に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
「
開
け」

が
可
能
に
な
る
。

そ
の
「
開
け」

こ
そ
愛
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
す

る
な
ら
ば、

自
己
の
空
化
を
導
く
否
定
の
弁
証
は、
「
無
即
愛」

と
い
う
立
場
を
開
示
し、

そ
こ
に
お
い
て
愛
の
哲
学

と
し
て
の
相
貌
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
に
な
る。

否
定
の
弁
証
と
は
愛
の
弁
証
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う。

し
か
し、
「
無
即
愛」

と
い
う
認
識
へ
の
道
は
意
外
に
険
し
い
。

自
己
放
榔
と
し
て
の
自
己
否
定
は、

す
べ
て
の
実

存
が
容
易
に
遂
行
し
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る。

前
述
の
ご
と
く、

世
界
の
起
点
に
自
己
を
措
定
し、

そ
の
起

点
か
ら
の
意
志
の
志
向
性
が
関
係
性
を
生
み
出
す
と
見
る
人
々
、

す
な
わ
ち、
「
種」

に
対
す
る
「
個」

の
先
験
的
な

先
在
性
を
強
調
す
る
主
我
主
義
的
な
人
々
は、

主
体
性
・

能
動
性
の
堅
持
と
い
う
観
点
に
立
っ
て、

自
己
同
一

性
に
固

執
す
る。

そ
の
よ
う
な
立
場
は、

自
己
同
一

性
を
ど
こ
ま
で
も
保
ち、
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
」

と
主
張
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る。

こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
固
執
性
は、

不
変
の
自
己
を
倫
理
の
基

点
と
し
て
措
定
し
よ
う
と
す
る
論
理
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て、

よ
り
常
固
な
動
か
し
が
た
い
も
の
と
な
る。

そ
う

し
た
固
執
性
に
蔽
わ
れ
た
人
格
を、

非
実
存
的
存
在
と
し
て
規
定
し
う
る
と
す
れ
ば、

わ
た
し
た
ち
は、

た
だ
実
存
の

み
を
問
う
と
い
う
観
点
か
ら、

こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が、

実
存
と
は
自
己
存
在
に
関
わ
っ
て
在
る
自
覚
的
存
在
（
覚
存）

の
謂
い
で
あ
り、

右
の
よ
う
な
固
執
性
を
帯

び
た
人
格
も
ま
た、

自
己
存
在
の
定
立
可
能
性
へ
の
思
索
に
関
し
て
尖
鋭
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
た
が

っ
て、

そ
の
よ
う
な
人
格
は、

実
存
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
を
十
全
な
形
で
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
る。

す
べ
て
の
実
存

が
自
己
肯
定
性
か
ら
脱
却
で
き
る
と
は
い
え
な
い
ゆ
え
ん
は、

こ
の
点
に
こ
そ
存
す
る。

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。
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し
か
し、

初
元
の
自
己
肯
定
性
を
排
去
し、
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」

と
い
う
主
体
性
・

能
動
性
の
基
軸
と
な
る
命
題
の
た
だ
な
か
に
自
己
否
定
性
を
浸
潤
さ
せ
て、

現
に
在
る
「
私」

を
在
る
べ
き
「
私」

を

め
が
け
て
空
化
し
な
い
か
ぎ
り、

わ
た
し
た
ち
は、

愛
を
追
い
求
め
る
視
座
か
ら
ど
こ
ま
で
も
乖
離
し
続
け
る
こ
と
に

な
る。

倫
理
が
人
倫
的
関
係、

す
な
わ
ち
「
種」

と
の
媒
介
関
係
に
立
つ
「
個」

相
互
の
錯
綜
し
た
関
係
性
の
な
か
で

の
関
係
定
立
の
原
理
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば、

真
に
倫
理
的
な
視
点
へ
の
自
己
定
立
を
企
及
す
る
精
神

は、

愛
の
問
題
を
念
慮
の
外
に
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

主
体
性
・

能
動
性
の
原
拠
と
し
て
の
「
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
私」

を
責
任
性
の
基
体
と
し
て
倫
理
の
基
軸
に

据
え
る
こ
と
は、

た
し
か
に
無
意
味
な
営
み
と
は
い
え
な
い
。

け
れ
ど
も、

倫
理
と
は、

特
定
の
志
向
性
に
偏
曲
し
そ

こ
に
固
着
し
た
精
神
の
自
己
同
一

的
な
在
り
方
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

倫
理
は、

真
の
（
在
る
べ
き）
「
私」

へ
と
至
る
運
動
の
な
か
で
初
元
の
「
私」

が
様
々
な
位
相
に
転
移
せ
し
め
ら
れ
る
の
と
同
様
に、

直
接
態
と
し
て
の
倫

理
か
ら
非
ー
倫
理
へ
、

さ
ら
に
は
直
接
態
と
非
ー
倫
理
の
綜
合
態
（
止
揚
態）

へ
と
い
う
運
動
形
態
を
確
示
し
な
が
ら、

弁
証
法
的
に
展
開
し
て
ゆ
く。

こ
の
弁
証
法
的
展
開
の
度
合
い
に
呼
応
し
つ
つ
、

倫
理
は、
「
私」

に
対
し
て、

単
な

る
行
為
・

言
説
の
責
任
性
の
基
体
で
あ
る
こ
と
か
ら、

さ
ら
に、

愛
の
主
体
へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
を
要
請
す
る。

倫
理

が
求
め
る
こ
う
し
た
要
請
に
応
え
る
た
め
に
は、

わ
た
し
た
ち
は、
「
個」

を
世
界
の
基
点、

関
係
性
の
初
元
と
と
ら

え
る
発
想
か
ら、

個
性
の
展
開
が
種
性
と
の
媒
介
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
認
識
へ
と
脱
皮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

そ
の
脱
皮
を
推
進
す
る
原
理
が、
「
個」

た
る
「
私」

の
肯
定
面
へ
の
固
着
性
を
い
っ
た
ん
は
全
否
定
す
る
自

己
否
定
性
で
あ
る
こ
と
は、

も
は
や
論
を
ま
た
な
い
。

し
た
が
っ
て、

わ
た
し
た
ち
は、

単
に
行
為
・

言
説
の
責
任
主

体
を
特
定
す
る
だ
け
の
「
個」

的
倫
理
か
ら、

対
社
会
性
を
濃
厚
に
帯
び
た
「
種」

的
倫
理
の
立
場
へ
と
自
己
を
転
移



第JI部 現代思想への視角 208 

、
、
、
、
、
、

さ
せ
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り、

自
己
否
定
性
の
意
義
を
い
つ
も
す
で
に
確
認
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

激
烈
な
生
存
競
争
の
な
か
で、

生
き
馬
の
目
を
抜
く
よ
う
な
日
々
を
過
ご
す
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て、

自
己
否
定
と

は、
一
見
愚
劣
な
振
舞
い
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い。

そ
れ
は、

敵
前
に
お
け
る
自
己
解
体
に
も
似
た
破
滅
的

行
為
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う。
し
か
し、
眼
前
の
敵
は、
相
互
否
定
的
な
闘
争
の
対
手
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い。

そ
れ
は、

共
に
「
人
ー
間」
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て、

当
面
の
闘
争
と
別
の
次
元
で
は
愛
の
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な

い
対
手
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

そ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
き、

わ
た
し
た
ち
は、

自
己
の
眼
前
に
愛
敵
の
命
法
が
厳
然
と
定
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
せ
ざ
る
を
え
な
い。

闘
争
は
憎
し
み
の
闘
争
か
ら
愛
の
闘
争
へ
と
転
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て、

そ

の
転
化
を
領
導
す
る
原
理
が
自
己
否
定
で
あ
る。

敵
前
に
立
っ
て、

互
い
に
自
己
否
定
を
遂
行
し
合
い、

否
定
面
に
お

け
る
共
感
を
媒
介
と
し
て、

闘
い
つ
つ
な
お
も
愛
す
る
こ
と。

そ
れ
こ
そ
が
愛
敵
に
ほ
か
な
ら
な
い。

自
己
否
定
は、

激
化
す
る
生
存
競
争
の
な
か
で
な
お
不
可
欠
な
「
人
ー
間」

的
営
み
な
の
で
あ
る。
だ
か
ら、

自
己
否
定
を
敵
前
に
お

け
る
自
己
解
体
と
見
て、

そ
の
愚
を
嘲
弄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い。
「
人
ー
間」

が
自
己
の
欲
望
の
充
足
に
の
み
価

値
を
求
め
る
存
在
で
は
な
く、

他
者
と
の
愛
に
よ
る
共
在
を
志
向
す
る
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り、

そ
う
し
た
「
人
ー
間」

に
と
っ
て、

自
己
否
定
は
ど
こ
ま
で
も
重
い
意
義
を
に
な
い
続
け
る。

否
定
の
弁
証
は、

現
に
在
る
が
ま
ま
に
在
る
自
己
が
在
る
べ
き
自
己
に
至
る
た
め
に
そ
こ
に
根
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
論
理
で
あ
る。

し
か
し、

そ
れ
は、

論
理
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く、
「
人
ー
間」

的
生
に
密
着
す
る
倫
理
の

筋
道
で
も
あ
る。

そ
れ
が
愛
の
弁
証
と
い
う
相
貌
を
示
し
な
が
ら
「
無」

性
に
よ
る
「
開
け」
の
世
界
を
開
示
す
る
姿

に
出
会
う
と
き、

わ
た
し
た
ち
は、

そ
こ
に、

自
己
の
今
後
の
生、

す
な
わ
ち
在
る
べ
き
自
己
の
態
様
を
規
定
す
る
カ



209 第七章 否定の弁証

を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う。

否
定
の
弁
証
を
閑
却
す
る
精
神
は、

自
己
展
開
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
て
い
る。

そ
う
し
た
精
神

は、
「
私
は
私
で
あ
っ
て
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
命
題
に
ど
こ
ま
で
も
固
執
し
続
け
る。

そ
こ
に
は、

自
己
の
在
る
べ
き
姿
を
め
が
け
て
現
に
在
る
自
己
を
改
善
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
生
じ
る
余
地
は
な
い。

在
る
べ

き
自
己
を
め
ざ
し
て、

終
始
自
己
の
現
態
様
を
疑
い
続
け
る
こ
と
に
「
人
ー
間」

性
の
原
拠
が
あ
る
と
す
れ
ば、

否
定

の
弁
証
を
無
視
し
て
真
に
「
人
ー
間」
と
し
て
在
る
こ
と、

あ
る
い
は
「
人
ー
間」
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
え

ょ
うノ
0

た
だ
し、

否
定
の
弁
証
に
関
し
て
は、

推
論
の
問
題
と
し
て
の
論
理
と、

生
き
生
き
と
し
た
現
実
に
関
わ
る
倫
理
と

が
複
雑
に
交
錯
す
る。

錯
綜
し
た
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
す
鍵
を
同一
性
論
理
の
枠
内
に
求
め
る
こ
と
は、

水
面
に
絵
を
描

く
こ
と
に
も
似
た
空
虚
な
営
み
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

鍵
は、
「
種」
「
個」
の
媒
介
関
係
を
弁
証
法
的
に
と
ら
え
切

る
論
理
に
よ
っ
て
こ
そ
与
え
ら
れ
る。

も
は
や
い
わ
ず
も
が
な
の
言
説
か
も
し
れ
な
い。
し
か
し、

本
章
は
そ
の
言
説

を
も
っ
て
自
ら
の
締
め
括
り
と
す
る。

す
な
わ
ち、

否
定
の
弁
証
は、

そ
れ
を
貰
く
終
わ
り
な
き
否
定
性
に
よ
っ
て、

果
て
し
な
く
展
開
し
続
け
る
弁
証
法
的
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い。

そ
の
果
て
し
な
き
動
性
の
た
だ
な
か
に、

た
と
え
仄

か
に
で
も
在
る
べ
き
自
己
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば、

否
定
の
弁
証
に
根
ざ
し
て
思
惟
す
る
こ
と
は
け

っ
し
て
無
意
味
な
営
み
で
は
な
い。(―
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