
ヘ

ー

ゲ

ル

に

お

け

る

セ

ク

シ

ュ

ア

リ

テ

ィ

―
愛
、
快
楽
と
必
然
性

―

竹

島

あ

ゆ

み

原
初
の
欲
動
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
動
き
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
動
性
は
自
ら
の
う
ち
に
昂
じ
、

自
ら
の
内
へ
と
引
き
寄
せ
、
凝
り
固
ま
る
こ
と
に
お
い
て
、
次
第
に
自
ら
を
外
へ
と
現
わ
し
出
し
、
よ
り
明
確
な
意
志
へ
と
具
現

化
さ
れ
て
い
く
。
た
だ
ひ
た
す
ら
や
み
く
も
に
（
い
わ
ば
盲
目
的
に
）
内
へ
と
求
め
寄
せ
る
こ
と
か
ら
、
次
第
に
外
へ
と
求
め
出

、
、
、

、
、
、

る
、
つ
ま
り
外
な
る
も
の
に
向
か
う
と
い
う
志
向
的
な
働
き
が
そ
こ
に
顕
わ
に
な
っ
て
く
る
。
ベ
ー
メ
の
言
葉
で
は
、「
あ
る
も
の

、
、
、
、
、

を
求
め
る
欲
動
（Sucht

nach
E
tw
as

）
は
、
こ
こ
で
「
あ
る
も
の
へ
の
意
志
（W

ille
zu

E
tw
as

）」
と
な
る
の
で
あ
る
。

薗
田

坦
『
無
底
と
意
志
‐
形
而
上
学

―
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
研
究

―
』

は
じ
め
に

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
何
を
意
味
す
る
の

か
を
明
確
に
述
べ
る
の
は
難
し
い
。
そ
も
そ
も
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ

ィ
」
と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
。
例
え
ば
下
記
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の

領
域
で
の
標
準
的
な
定
義
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
性
的
欲
望
や
性
的
行
為
・
性
的
指

向
性
な
ど
を
含
む
、
性
に
関
わ
る
意
識
・
行
動
・
心
理
・
傾
向

な
ど
を
総
称
す
る
概
念
で
す
（
伊
藤

2008,
178

）。
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し
か
し
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
決
ま
っ

た
定
義
は
な
い
と
す
る
論
者
も
多
い
。
も
ち
ろ
ん
筆
者
に
は
、
今
日

（
一
）

ま
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
膨
大
な
研
究

の
蓄
積
に
立
ち
入
り
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
定
義
す
る
理
論
的
な

試
み
に
参
与
す
る
意
図
も
能
力
も
な
い
。
ま
た
一
九
世
紀
西
欧
に
お

け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
言
説
を
歴
史
的
に
検
討
し
、
そ
の
（
例

え
ば
キ
リ
ス
ト
教
的
性
愛
抑
圧
の
、
ま
た
例
え
ば
ロ
マ
ン
主
義
的
異

性
愛
秩
序
の
）
文
脈
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
か
を
考
察
す
る
準
備
も
な
い
。

と
は
い
え
筆
者
に
と
っ
て
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ウ
ィ
ー
ク
ス
に
よ
る

下
記
の
見
解
は
、
本
稿
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
十
分
に
示
唆
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ウ
ィ
ー
ク
ス
は
、
社
会
構
成
主
義
の
立
場
か

ら
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
社
会
的
歴
史
的
に
編
成
さ
れ
た
意
味
あ

る
い
は
言
説
の
集
合
体
と
考
え
て
い
る
。

…
…
私
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
社
会
的
な
力
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
る
と
強
調
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
社
会
生
活
の
中

で

も
自
然
な
要
素
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
文
化
的
な
鋳
型
に

も
抵
抗
す
る
も
の
で
も
ま
っ
た
く
な
い
、
お
そ
ら
く

も
社

会
組
織
の
影
響
を
受
け
や
す
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
さ
に

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
そ
の
社
会
的
形
態
と
社
会
組
織
を
通

じ
て
の
み
存
在
す
る
の
だ
と
さ
え
私
は
言
い
た
い
。
さ
ら
に
、

身
体
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
可
能
性
を
形
成
し
成
形
す
る
力
は
、

社
会
ご
と
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
私
た
ち
は
様
々
な
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
複
雑
な
し
か
た
で
社
会
の
な
か
で
作
り
出
さ

れ
て
い
る
と
見
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
人
間
の
活
動
に
意
味
を
与
え
る
多
様

な
社
会
的
実
践
の
結
果
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
と
は
社
会
的
定

義
と
自
己
定
義
の
意
味
、
定
義
し
統
制
す
る
権
限
を
持
つ
人
々

と
、
抵
抗
す
る
人
々
と
の
間
の
闘
争
の
意
味
で
あ
る
。
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
は
所
与
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
交
渉
、
闘
争

の
産
物
、
人
間
の
働
き
の
産
物
で
あ
る
（W

eeks
2010,

20-21

）。

…
…
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
身
体
に
つ
い
て
私
た
ち
が
互
い

に
語
る
異
な
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
た
ち
の
ひ
と
つ
の
複
合
体
、
ひ

と
つ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
私
た

ち
が
そ
れ
を
通
し
て
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
生
を
演
じ
る
脚
本
の
シ
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リ
ー
ズ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
通
し
て
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

な
も
の
が
発
明
さ
れ
、
儀
礼
化
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
る
、
入
り

組
ん
だ
一
揃
い
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
の
で
あ
る
（W

eeks

2005,
2203

）。

本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
断
片
『
愛
』、
及

び
イ
ェ
ー
ナ
期
の
『
精
神
現
象
学
』
理
性
章
Ｂ
‐
ａ
「
快
楽
と
必
然

性
」
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
、
あ
く
ま
で
暫
定
的
に
ウ
ィ
ー
ク

ス
が
右
に
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
構
成

す
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
み
な
し
て
考
察
し
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

（
二
）

（
一
）
断
片
『
愛
』
の
一
つ
の
新
し
い
読
解
と
し
て
、
そ
れ
が
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
軸
に
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
す
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、（
二
）
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
愛
の
思
想
が

『
精
神
現
象
学
』
の
構
想
へ
と
確
か
に
連
関
し
て
お
り
、
理
性
章
Ｂ

‐
ａ
に
そ
の
発
展
形
態
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。

一

断
片
『
愛
』

―
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
お

け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

一
七
九
七
年
に
書
か
れ
、
後
に
改
稿
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

断
片
、“W

elchem
Z
w
ekke...“

（
本
稿
で
は
ノ
ー
ル
に
な
ら
っ
て
、

（
三
）

簡
単
に
『
愛
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を

扱
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は

初
期
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
全
体
と
し
て
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
生
と
愛

を
め
ぐ
る
形
而
上
学
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
中
に
現
れ
て
く
る
愛
も
宗
教
的
・
社
会
的
文
脈
を
持
っ
て
い
る
。

（
四
）

本
稿
で
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
中
に
現
れ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を

そ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
に
置
か
れ
た
愛
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
を
試

み
る
。
本
節
で
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
第
二
巻
か

ら
行
い
、
括
弧
の
中
に
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。

生
の
感
情
と
し
て
の
愛

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
本
来
の
愛
を
生
け
る
も
の
相
互
の
間
に
生
ず
る
合

一
で
あ
る
と
す
る
。「
真
の
合
一
、
本
来
的
な
愛
は
、
力
の
点
で
同
等

な
生
け
る
も
の
ど
う
し
の
も
と
で
の
み
生
じ
る
」
（84

）
。
そ
れ
は
悟

性
や
理
性
で
は
な
く
、
感
情
で
あ
り
、
し
か
も
個
別
的
な
感
情
で
は
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な
い
と
言
わ
れ
る
。

真
の
合
一
は
限
界
づ
け
る
も
の
で
も
限
界
づ
け
さ
れ
る
も
の
で

も
な
く
、
有
限
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
感
情
で
あ

る
が
、
個
別
的
な
感
情
で
は
な
い
。
個
別
的
な
感
情
は
部
分
的

生
で
あ
っ
て
全
体
的
な
生
で
は
な
い
か
ら
、
生
は
個
別
的
な
感

情
か
ら
分
解
を
通
じ
て
溢
れ
出
し
、
多
様
な
感
情
へ
と
拡
散
し

て
、
こ
の
多
様
性
の
全
体
の
な
か
に
自
分
を
見
い
だ
す
こ
と
に

な
る
（84f.

）。

こ
こ
で
は
愛
の
中
で
の
個
人
性
の
消
失
、
他
者
と
の
境
界
の
消
失

が
起
こ
り
、
個
別
的
な
感
情
か
ら
拡
散
し
多
様
化
し
た
感
情
と
し
て

自
他
を
合
一
す
る
生
、
全
体
的
な
も
の
と
し
て
の
生
が
成
立
し
て
い

る
様
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

愛
の
中
で
は
生
は
自
己
の
二
重
化
と
し
て
、
ま
た
そ
の
合
一
と

し
て
自
己
を
見
出
す
。
生
は
未
発
展
な
合
一
か
ら
出
て
形
成
過

程
を
通
じ
て
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
合
一
へ
と
円
環
を
め
ぐ
っ
た
。

未
発
展
の
合
一
に
は
分
離
の
可
能
性
と
世
界
と
が
対
立
す
る
。
展
開

の
中
で
反
省
は
衝
動
の
満
足
の
う
ち
で
合
一
さ
れ
て
い
た
も
の
を
対

立
さ
せ
、
ま
す
ま
す
多
く
の
対
立
を
生
み
出
し
た
。
や
が
て
反
省
が

人
間
そ
の
も
の
の
全
体
を
人
間
に
対
立
さ
せ
る
に
至
り
、
愛
が
完
全

な
客
体
性
の
う
ち
に
あ
る
反
省
を
廃
棄
し
、
対
立
す
る
も
の
か

ら
疎
遠
な
も
の
と
い
う
性
格
を
す
べ
て
奪
い
、
生
が
自
分
自
身

に
は
な
に
も
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
を
見
出
す
に
至
る
。
愛

の
う
ち
に
は
分
離
さ
れ
た
も
の
も
存
在
す
る
が
、
も
は
や
分
離

さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
合
一
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
生
け
る
も
の
が
生
け
る
も
の
を
感
じ
る
（85f.

）。

上
の
引
用
中
の
「
愛
の
中
で
は
生
は
自
己
の
二
重
化
と
し
て
、
ま

た
そ
の
合
一
と
し
て
自
己
を
見
出
す
」
と
い
う
事
態
が
何
を
指
す
の

か
、
解
釈
は
難
し
い
が
、
後
に
『
精
神
現
象
学
』
自
己
意
識
章
で
「
我

々
で
あ
る
我
と
我
で
あ
る
我
々
」
（§177/108

）
が
精
神
で
あ
る
と
言

（
五
）

わ
れ
て
い
る
の
と
、
基
本
的
に
は
同
じ
事
態
が
こ
こ
で
は
起
こ
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
承
認
の
進
展
に
お
い
て
「
我

々
で
あ
る
我
」
と
い
う
、
複
数
一
人
称
と
し
て
の
自
己
す
な
わ
ち
精

神
が
成
立
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
愛
の
中
で
は
生
が
二
重
化
し
た

自
己
（
我
と
我
）
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
合
一
（
我
々
）
と
し
て
自
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己
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
愛
は
後
の
承
認
の
先
駆
形
態
を

な
し
て
お
り
、
生
は
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
十
分
に
分
節
し
て
概
念
化

さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
自
己
意
識
で
あ
り
、
精
神
で
も
あ
る
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

続
く
部
分
で
は
そ
の
過
程
が
〈
衝
動
に
お
け
る
未
発
展
な
合
一
‐

反
省
に
よ
る
対
立
‐
愛
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
合
一
〉
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
〈
合
一
‐
対
立
‐
再
合
一
〉
と
い
う
図
式

が
、
そ
の
ま
ま
後
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
自
己
実
現
の
プ
ロ
セ
ス

に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
「
愛
が
完
全
な
客
体
性

の
う
ち
に
あ
る
反
省
を
廃
棄
し
、
対
立
す
る
も
の
か
ら
疎
遠
な
も
の

と
い
う
性
格
を
す
べ
て
奪
」
う
と
言
わ
れ
る
点
は
、
イ
ェ
ー
ナ
に
お

け
る
宗
教
か
ら
哲
学
へ
の
転
回
を
経
た
、『
精
神
現
象
学
』
の
構
想
と

（
六
）

は
異
な
っ
て
い
る
。『
精
神
現
象
学
』
で
は
、
反
省
（
悟
性
の
働
き
）

を
含
み
こ
ん
だ
か
た
ち
で
精
神
が
成
立
す
る
構
成
が
取
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
相
容
れ
な
い
対
立
と
捉
え
ら

れ
て
い
た
感
情
と
悟
性
（
理
性
）、
主
体
と
客
体
、
生
け
る
も
の
と
死

せ
る
も
の
は
、『
精
神
現
象
学
』
で
は
意
識
の
経
験
（
精
神
の
現
象
）

の
過
程
の
中
で
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
客
体
性
の
契
機
（
若
き

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
悟
性
・
反
省
・
客
体
・
対
象
・
死
せ
る
も
の
等
）

は
、
主
体
に
と
っ
て
疎
遠
な
も
の
、
自
己
と
分
離
し
た
も
の
と
し
て

あ
ら
わ
れ
る
が
、
や
が
て
主
体
が
そ
の
中
に
自
己
を
見
出
す
と
い
う

承
認
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
統
一
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

既
に
上
記
引
用
中
の
「
愛
の
う
ち
に
は
分
離
さ
れ
た
も
の
も
存
在

す
る
が
、
も
は
や
分
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
合
一
さ
れ

た
も
の
と
し
て
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
生
け
る
も
の
が
生
け
る
も
の
を

感
じ
る
」
と
い
う
部
分
に
は
、
萌
芽
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

に
他
者
性
を
単
に
無
化
す
る
の
で
は
な
く
包
摂
し
つ
つ
廃
棄
す
る
（
止

揚
す
る
）
方
向
性
に
つ
な
が
る
内
容
が
見
て
取
れ
る
。

自
立
性
と
羞
恥

と
は
い
え
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
お
い
て
は
、
や
は
り
個
体
性

と
全
体
性
、
合
一
と
分
離
の
鋭
い
対
立
が
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
め
ぐ
る
下
記
の
テ
ク
ス
ト
に
は
「
羞
恥
」
に
つ
い
て
の
記

述
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
年
の
サ
ル
ト
ル
に
よ
る
有
名
な
羞
恥
の
分

析
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
興
味
深
い
内
容
を
示
し
て
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
な
箇
所
と

思
わ
れ
る
。
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分
離
可
能
な
も
の
は
、
完
全
な
合
一
の
前
に
は
ま
だ
自
分
固
有

の
も
の
で
あ
る
の
で
、
愛
す
る
も
の
た
ち
を
困
惑
さ
せ
る
。
こ

れ
は
、
唯
一
可
能
な
無
化
、
合
一
に
お
け
る
対
立
の
無
化
で
あ

る
完
全
な
献
身
と

―
ま
だ
そ
こ
に
あ
る
自
立
性
と
の
間
の
あ

る
種
の
抗
争
で
あ
る
。
献
身
は
自
分
が
自
立
性
に
よ
っ
て
妨
げ

ら
れ
る
の
を
感
じ
る
。

―
愛
は
な
お
も
分
離
さ
れ
て
い
る
も

の
に
対
し
て
、
所
有
に
対
し
て
腹
を
立
て
る
。
個
人
性
に
対
す

る
愛
の
こ
の
苛
立
ち
が
差
恥
で
あ
る
。
差
恥
は
死
せ
る
も
の
の

痙
攣
で
は
な
い
。
自
分
を
維
持
し
存
続
さ
せ
る
自
由
の
表
現
で

は
な
い
。
…
…
差
恥
が
起
き
る
の
は
た
だ
、
身
体
を
想
起
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
個
人
が
現
前
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で

あ
り
、
個
人
性
の
感
情
に
さ
い
し
て
で
あ
る
。
差
恥
は
死
ん
だ

も
の
、
固
有
の
も
の
の
た
め
に
気
づ
か
っ
て
恐
れ
る
こ
と
で
は

な
く
、
死
せ
る
も
の
、
固
有
の
も
の
を
恐
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
恐
れ
は
、
愛
が
分
離
可
能
な
も
の
を
減
ら
し
て
い
く
に
つ

れ
て
、
そ
れ
と
と
も
に
消
失
し
て
い
く
。
と
い
う
の
も
、
愛
は

恐
れ
よ
り
も
強
い
か
ら
で
あ
る
。
愛
は
自
分
の
も
つ
恐
れ
を
恐

れ
な
い
（88ff.

）。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
羞
恥
」
と
は
ま
だ
他
者
と
の
合
一
に
達
し

な
い
、
自
分
の
個
人
性
、
固
有
性
に
対
す
る
苛
立
ち
の
意
識
で
あ
る
。

自
分
の
身
体
を
想
起
し
た
り
、
自
分
の
個
体
性
を
感
じ
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
羞
恥
は
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
羞
恥
が
、
特
に
自
分
の
身

（
七
）

体
を
意
識
す
る
こ
と
に
深
く
関
係
す
る
の
は
、
身
体
こ
そ
が
端
的
に

自
分
を
他
者
か
ら
隔
て
、
分
離
す
る
境
界
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
愛
に
よ
っ
て
他
者
と
の
対
立
の
無
化
を
達
成
す
る

こ
と
、
分
離
可
能
な
も
の
を
合
一
に
も
た
ら
す
こ
と
が
、
羞
恥
を
解

消
さ
せ
る
。

相
互
に
与
え
あ
う
愛

で
は
、
愛
し
あ
う
（
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
男
女
）
二
人
の
個
人

の
間
の
対
立
が
無
化
さ
れ
る
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
だ
ろ
う

か
。
上
に
述
べ
た
よ
う
に
身
体
的
に
区
別
さ
れ
、
自
立
し
て
い
る
と

い
う
意
識
を
持
つ
個
人
が
、
い
き
な
り
無
我
の
境
地
に
至
る
か
の
よ

う
に
し
て
自
立
性
を
無
化
し
、
合
一
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

愛
と
は
互
い
に
受
け
取
り
与
え
あ
う
こ
と
で
あ
る
。
愛
は
、
お
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ず
お
ず
と
、
自
分
が
与
え
た
も
の
が
は
ね
つ
け
ら
れ
な
い
か
、

自
分
が
受
け
取
ろ
う
と
す
る
も
の
を
、
対
立
す
る
相
手
が
手
放

さ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
た
め
ら
い
つ
つ
、
希
望
が
自
分
を
裏

切
ら
な
い
か
ど
う
か
、
愛
が
十
全
に
自
分
自
身
を
見
い
だ
す
か

ど
う
か
試
み
る
。
受
け
取
る
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
他
方
よ
り
も

豊
か
に
な
る
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
受
け
取
る
者
は
豊
か
に

な
る
が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
分
だ
け
他
方
も
豊
か
に
な
る
。
同
様

に
与
え
る
者
も
貧
し
く
は
な
ら
な
い
。
他
方
に
与
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
分
だ
け
自
分
自
身
の
宝
を
増
や
す
。

ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
が
ロ
ミ
オ
に
言
う
。「
与
え
れ
ば
与
え
る
ほ
ど
私

も
多
く
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
す
」
等
々
（89f.

）。

こ
の
よ
う
に
二
者
の
間
に
ま
ず
は
互
い
に
受
け
取
り
与
え
あ
う
関

係
が
芽
ば
え
、
お
ず
お
ず
と
、
逡
巡
し
な
が
ら
愛
の
関
係
が
形
成
さ

れ
て
い
く
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
る
。
右
で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
に
お
け
る
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
言
葉
を

引
き
つ
つ
、
愛
す
る
者
が
た
め
ら
い
つ
つ
互
い
に
接
近
し
て
い
く
恋

愛
の
初
期
の
心
理
が
初
々
し
い
筆
致
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

初

は
相
手
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
二
人
が
、
受
け
取
り
与
え
あ
う

試
み
を
通
し
て
同
じ
よ
う
に
愛
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
、
互
い

に
確
か
め
合
う
。

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
合
一
に
お
け
る
無
我
の
境
地

性
愛
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
両
性
の
合
一
の
瞬
間
を
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
描
き
出
す
。

こ
の
よ
う
な
生
の
豊
か
さ
を
、
あ
ら
ゆ
る
考
え
、
あ
ら
ゆ
る
魂

の
多
様
性
の
交
換
の
中
で
、
愛
は
獲
得
す
る
。
そ
れ
は
、
愛
が

無
限
の
区
別
を
求
め
、
無
限
の
合
一
を
見
い
出
し
、
自
然
の
多

様
性
全
体
へ
と
向
か
い
、
自
然
の
生
の
各
々
か
ら
愛
を
呑
み
尽

く
そ
う
と
す
る
よ
う
に
し
て
で
あ
る
。
も
っ
と
も
固
有
な
も
の

が
、
な
お
も
分
離
さ
れ
た
も
の
と
、
触
れ
あ
い
の
う
ち
に
、
愛

撫
の
う
ち
に
合
一
し
て
、
無
意
識
へ
と
、
あ
ら
ゆ
る
区
別
の
廃

棄
へ
と
至
る
（90f

）。

性
的
合
一
の
中
で
、
両
者
は
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
の
み
な
ら

ず
、「
魂
の
多
様
性
」（ibid.

）
ま
で
も
取
り
替
え
る
こ
と
を
経
験
す
る

と
し
、
そ
れ
を
愛
が
獲
得
す
る
生
の
豊
か
さ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
呼
ぶ
。
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触
れ
合
い
と
愛
撫
の
う
ち
に
合
一
す
る
性
愛
の
恍
惚
の
中
で
、
自
他

の
区
別
を
廃
棄
す
る
無
意
識
へ
と
両
者
は
到
達
す
る
。

（
八
）

も
し
も
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
の
概
念
を
、
身
体
的
な
性
愛
、

性
行
為
や
性
的
接
触
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
心
の
働
き
を
中
心
と
す
る

も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
断
片
『
愛
』
に
現
れ
る
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
の
考
察
は
ほ
ぼ
こ
の
箇
所
ま
で
で
尽
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ

ィ
」
を
、
歴
史
的
・
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
な
大
き
な
文
脈
の

中
で
構
成
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
性
的
現
象
に
つ
い
て
の
ナ
ラ
テ

ィ
ブ
の
総
体
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
後

に
続
く
、
子
ど
も
の
誕
生
と
家
族
の
形
成
、
家
政
と
所
有
財
産
、
社

会
に
お
け
る
支
配
隷
属
関
係
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
察
も
、
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
考
察
と
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

合
一
の
結
果
と
し
て
の
子
ど
も

先
に
見
た
よ
う
な
両
性
の
性
愛
に
お
け
る
結
合
は
一
瞬
で
あ
り
、

そ
の
合
一
は
儚
い
。
そ
れ
は
い
つ
で
も
分
離
と
対
立
の
可
能
性
と
背

中
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
の
合
一
が
恒
常
的
な
性
格
を
帯
び
る
の
は
、

そ
れ
が
子
ど
も
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

死
す
べ
き
も
の
は
分
離
可
能
性
と
い
う
性
格
を
脱
ぎ
捨
て
、
一

つ
の
不
死
の
胎
児
、
永
遠
に
自
身
か
ら
展
開
し
産
出
す
る
胎
児
、

一
つ
の
生
け
る
も
の
が
、
生
じ
た
。
合
一
し
た
も
の
は
再
び
分

離
し
は
し
な
い
。
神
性
が
働
き
創
造
し
た
。
…
…
胎
児
は
徐
々

に
身
を
捩
ら
せ
て
対
立
へ
と
進
み
、
展
開
を
始
め
る
。
そ
の
展

開
の
各
々
の
段
階
が
、
再
び
生
の
豊
か
さ
全
体
を
自
ら
獲
得
し

て
い
く
た
め
の
一
つ
の
分
離
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
合
一
し
た

も
の
・
分
離
し
た
も
の
・
再
合
一
し
た
も
の
が
存
在
す
る

（91f.

）。

両
性
の
合
一
の
対
象
化
と
し
て
生
じ
た
胎
児
は
自
ら
成
長
す
る
生

け
る
も
の
と
し
て
母
親
の
胎
内
に
宿
る
。
や
が
て
出
産
を
経
て
、
子

（
九
）

ど
も
は
両
親
か
ら
分
離
し
た
存
在
と
な
り
、
自
分
の
生
の
豊
か
さ
を

作
り
出
し
て
い
く
。
子
ど
も
の
誕
生
は
両
親
の
合
一
を
対
象
化
す
る

こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
家
族
を
形
成
し
、
次
の
世
代
を
作
り
出
す

こ
と
で
も
あ
る
。
両
性
の
合
一
か
ら
子
ど
も
の
誕
生
、
子
ど
も
の
成

長
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
、
全
体
と
し
て
合
一
‐
対
立
‐
再
合
一
の
円
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環
を
描
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
単
純
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
及
び
近
代
的
な
結
婚
観
に
基
づ
い
た
、
恋
愛
結
婚
か

ら
両
親
に
よ
る
子
ど
も
の
育
成
へ
と
い
う
近
代
的
家
族
を
礼
賛
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
後
に
続
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
分
析
に
よ
れ
ば
、

（
一
〇
）

家
族
の
う
ち
に
永
続
性
を
見
出
し
た
か
に
見
え
た
愛
に
よ
る
合
一
が
、

こ
の
後
所
有
と
権
利
を
め
ぐ
る
対
立
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
限
界
が
露
呈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
展

開
を
考
慮
す
る
と
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
身
体
的
性
愛
の
狭
い
文

脈
か
ら
、
よ
り
広
い
社
会
的
・
経
済
的
・
政
治
的
文
脈
の
中
に
お
い

て
考
察
し
た
と
い
う
点
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
時
代
に
先
駆
け
て
い
た

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

所
有
と
権
利
を
め
ぐ
る
対
立

既
に
見
た
よ
う
に
、
愛
は
生
け
る
も
の
相
互
の
間
の
生
の
感
情
で

あ
る
と
言
わ
れ
、
愛
の
中
で
生
け
る
も
の
は
自
己
を
互
い
の
う
ち
に

見
出
し
、
そ
の
頂
点
に
お
い
て
合
一
に
達
す
る
。
し
か
し
そ
の
合
一

は
永
続
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
生
け
る
も
の
は
世
界
か
ら
離
れ

て
愛
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
に
隔
離
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
テ

ク
ス
ト
で
（
ま
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
テ
ク
ス
ト
全
体
で
）
、
「
死

せ
る
も
の
」
、
「
客
体
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
所
有
・
権
利
・
占

有
に
関
わ
る
広
義
の
経
済
的
な
「
物
」、「
制
度
」、「
関
係
」
で
あ
る
が
、

（
一
一
）

愛
す
る
も
の
た
ち
は
そ
の
存
在
が
現
世
に
あ
る
以
上
、
実
は
ま
だ
多

く
の
死
せ
る
も
の
に
取
り
巻
か
れ
、
ま
と
わ
り
つ
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。…

…
愛
し
合
う
も
の
た
ち
は
し
か
し
な
お
多
く
の
死
せ
る
も
の

と
結
び
つ
い
て
い
る
。
各
々
に
は
多
く
の
物
が
属
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
各
々
は
対
立
す
る
も
の
と
関
係
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
対
立
す
る
も
の
は
、
関
係
す
る
も
の
そ
れ
自
体
に
と
っ
て

も
な
お
、
対
立
す
る
も
の
、
客
体
で
あ
る
。
だ
か
ら
愛
し
合
う

も
の
た
ち
は
な
お
、
所
有
と
権
利
の
多
様
な
取
得
と
占
有
に
お

い
て
、
多
様
な
対
立
に
入
り
か
ね
な
い
。
…
…
愛
す
る
も
の
は
、

他
者
が
財
産
を
占
有
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
財
産
を
欲
し
た

他
者
の
特
殊
性
を
感
じ
［
ざ
る
を
え
な
い
］。
愛
す
る
も
の
自
身

は
他
者
の
排
他
的
支
配
を
廃
棄
し
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ

れ
は
ふ
た
た
び
《
他
者
の
支
配
に
対
す
る
》
対
立
と
な
る
だ
ろ

う
か
ら
だ
。《
そ
の
他
者
は
客
体
へ
の
他
の
関
係
を
何
ら
見
出
し
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え
な
い
の
で
あ
る
。》（92f.

［

］
内
は
編
集
者
に
よ
る
補
足
、《

》

内
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
消
さ
れ
た
部
分
）。

愛
し
合
う
も
の
た
ち
の
関
係
に
は
ど
う
し
て
も
所
有
と
支
配
の
関

係
が
入
り
込
ん
で
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
例
え
ば
一
方
の
も
の
が
何
か

を
所
有
す
る
と
、
そ
の
所
有
物
（
客
体
）
は
、
他
方
の
側
へ
の
支
配

の
道
具
に
な
り
う
る
。
そ
の
時
諸
個
人
は
ま
た
合
一
に
お
け
る
自
他

の
無
区
別
と
い
う
あ
る
種
の
普
遍
性
か
ら
離
脱
し
て
、
再
び
互
い
に

特
殊
的
な
も
の
と
し
て
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
。
客
体
の
支
配
を
通

し
て
、
他
者
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
が
生
じ
て
お
り
、
再
び

分
離
の
可
能
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
愛
に
よ
る
合
一
を

傷
つ
け
る
こ
の
よ
う
な
支
配
‐
隷
属
の
関
係
を
回
避
す
る
こ
と
は
い

か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
所
有
の
放
棄
と
共
有

財
産
制
を
め
ぐ
る
考
察
に
移
る
。

所
有
の
放
棄
と
共
有
財
産
制
の
限
界

だ
が
、
自
分
の
所
有
が
呼
び
起
こ
す
こ
の
恐
れ
に
先
ん
じ
て
、

占
有
者
は
、
誰
か
ら
見
て
も
自
分
の
も
の
で
あ
る
所
有
の
権
利

を
、
自
ら
愛
す
る
も
の
に
対
し
て
放
棄
す
る
。
贈
与
は
物
件
の

譲
渡
で
あ
る
が
、
物
件
は
客
体
と
い
う
性
格
を
失
う
こ
と
は
絶

対
に
あ
り
え
な
い
。
死
せ
る
も
の
は
所
有
物
で
し
か
な
い
。
そ

し
て
愛
は
一
方
的
な
こ
と
は
行
わ
な
い
か
ら
、
略
奪
に
お
い
て
、

ま
た
支
配
の
合
一
に
お
い
て
も
な
お
手
段
、
所
有
物
で
あ
り
続

け
る
も
の
を
、
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
つ
の
物
、
愛

の
感
情
の
外
部
に
あ
る
よ
う
な
何
か
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
物
で

あ
る
た
め
に
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
占
有
と
所
有

が
人
間
の
、
そ
の
配
慮
と
思
想
の
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
部
分
を
な

し
て
い
る
な
ら
ば
、
愛
し
合
う
も
の
た
ち
も
、
彼
ら
の
関
係
の

こ
の
側
面
を
反
省
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
使
用
が
共
同
的

で
あ
る
と
し
て
も
占
有
の
権
利
は
決
定
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
る

で
あ
ろ
う
、
権
利
と
い
う
思
想
が
忘
れ
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
人
間
が
占
有
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
所
有
と
い
う

権
利
形
式
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
占
有
者
が
他
者
に
同

じ
占
有
の
権
利
を
与
え
た
場
合
で
も
、
財
産
共
有
制
は
両
者
の

各
々
が
［
物
］
に
対
し
て
も
つ
権
利
に
す
ぎ
な
い
（93ff.

［

］

内
は
編
集
者
に
よ
る
補
足
）。

所
有
の
放
棄
と
共
有
財
産
制
（
特
に
こ
こ
で
は
夫
婦
財
産
の
共
有
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を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
の
限
界
を
上
の
よ
う
に
論
じ
た
も
の

の
、
さ
ら
な
る
解
決
策
を
示
す
こ
と
な
く
、
こ
こ
で
こ
の
テ
ク
ス
ト

は
途
切
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
所
有
と
占
有
、
支
配
と
隷

属
を
め
ぐ
る
問
題
を
こ
れ
以
上
具
体
的
に
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
経
済
学
的
な
素
養
に
欠

け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
実
の
共
同
体
に
お
け
る
社
会
的
・
政
治

的
・
経
済
的
な
諸
問
題
を
究
明
す
る
た
め
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ

ュ
ワ
ー
ト
の
経
済
学
研
究
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
向
か
う
の
は
、
こ
の
断
片

の
初
稿
が
書
か
れ
た
二
年
ほ
ど
後
の
、
一
七
九
九
年
頃
か
ら
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
一
二
）

ま
た
他
方
で
は
、
他
者
と
の
無
媒
介
な
合
一
を
愛
に
よ
っ
て
成
し

遂
げ
る
と
い
う
構
想
自
体
の
限
界
に
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
気
づ
き
は
じ

め
た
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
自
‐
他

の
差
異
性
を
認
め
た
上
で
対
立
し
て
く
る
他
者
と
い
か
に
関
わ
る
か

と
い
う
、
承
認
の
構
想
が
登
場
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
厳

密
に
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
他
者
と
関
わ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
自

己
が
自
己
を
意
識
し
、
自
己
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
承
認
概
念
の

形
成
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
己
意
識
論
の
形
成
と
も
不
可
分
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
こ
れ
以
降
イ
ェ
ー
ナ
期
（
一
八
〇
一
‐
一
八
〇
六
）
の
思

索
に
お
い
て
は
自
己
意
識
の
構
造
と
そ
の
発
展
と
が
重
要
な
位
置
を

占
め
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
意
識
の
構
造
を
中
核
と
す

る
意
識
論
の
構
想
が
形
を
と
り
始
め
る
が
、
そ
れ
が
一
応
の
結
実
を

見
る
に
は
『
精
神
の
現
象
学
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
な
か

で
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
説
が
い
か
な
る

変
容
を
遂
げ
て
い
る
の
か
、
次
節
で
は
そ
れ
を
確
認
す
る
。

二

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ

―
理
性
章

Ｂ
‐
ａ

快
楽
と
必
然
性

『
精
神
現
象
学
』
の
中
で
男
女
間
の
性
愛
が
主
題
的
に
扱
わ
れ
る

の
は
、
第
Ⅴ
章
理
性
の
Ｂ
「
理
性
的
自
己
意
識
の
自
己
自
身
に
よ
る

現
実
化
」
の

初
の
節
、
ａ
「
快
楽
と
必
然
性
」
で
あ
る
。
し
か
し

以
下
で
は
ま
ず
、
こ
の
部
分
が
『
精
神
現
象
学
』
全
体
の
中
で
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
概
観
し
た
上
で
、
ａ
節
の
分

析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
本
節
で
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
ヘ
ー
ゲ

ル
全
集
第
九
巻
か
ら
行
い
、
括
弧
の
中
に
段
落
番
号
と
ペ
ー
ジ
数
を
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示
し
た
。

自
己
意
識
章
か
ら
理
性
章
へ

ま
ず
、
Ⅴ
理
性
章
全
体
が
、
Ⅳ
自
己
意
識
章
か
ら
の
移
行
と
い
う

観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
簡
略
に
示
し
て
お
こ

う
。
『
精
神
現
象
学
』
自
己
意
識
章
は
、
承
認
論
が
主
題
的
に
扱
わ
れ

る
章
で
も
あ
る
。
自
己
意
識
章
Ａ
節
は
承
認
の
純
粋
概
念
を
分
析
し

た
後
、
現
実
の
歴
史
に
お
け
る
承
認
の
展
開
を
考
察
す
る
。
そ
の
間

に
は
あ
る
種
の
断
絶
も
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
自
己
意
識
章
Ａ
節
の
後

（
一
三
）

半
で
は
、
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
か
ら
闘
争
終
結
後
の
不
平
等
な
承
認

関
係
（
主
人
と
奴
隷
の
関
係
）
が
論
述
さ
れ
る
。
そ
の
終
結
部
に
お

い
て
、
い
わ
ゆ
る
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
主
奴
関
係
の
転

倒
が
起
こ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
少

（
一
四
）

な
く
と
も
思
惟
の
主
体
と
し
て
は
、
奴
隷
の
意
識
が
自
立
性
と
自
由

を
得
て
、
自
己
意
識
章
Ｂ
節
「
自
己
意
識
の
自
由
」
の
主
人
公
と
な

る
。Ｂ

節
で
は
、
内
面
的
な
自
由
を
獲
得
し
た
自
己
意
識
が
ス
ト
ア
主

義
、
懐
疑
主
義
、
不
幸
な
意
識
（
初
期
キ
リ
ス
ト
教
）
と
い
う
、
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
思
想
史
を
背
景
に
し
た
形
態
の
変
遷
を
経
て
、
現

実
的
に
自
由
な
自
己
意
識
、
す
な
わ
ち
理
性
を
目
指
す
こ
と
が
示
さ

れ
る
。
自
己
意
識
は
他
者
を
否
定
し
、
自
己
を
も
否
定
す
る
こ
と
で
、

自
ら
の
自
由
を
確
証
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
理
性
章
で
は
自
己
意

識
が
、
世
界
の
う
ち
に
自
己
を
見
出
し
、
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
に
、

自
己
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
Ⅳ
章
自
己
意
識
か
ら
Ⅴ
章
理
性
へ
の
展
開
は
、
意
識
の
形

態
が
自
己
意
識
か
ら
理
性
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、

理
性
章
の
中
で
も
、
理
性
は
「
理
性
的
自
己
意
識
」
と
し
ば
し
ば
呼

ば
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

理
性
章
Ａ
節
か
ら
理
性
章
Ｂ
節
へ

次
に
、
理
性
章
内
部
で
、
理
性
章
Ｂ
節
「
理
性
的
自
己
意
識
の
自

己
自
身
に
よ
る
現
実
化
」
が
、
理
性
章
Ａ
節
「
観
察
す
る
理
性
」
か

ら
の
移
行
と
い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を

簡
単
に
見
て
お
く
。
理
性
章
Ａ
節
「
観
察
す
る
理
性
」
に
お
い
て
は
、

理
性
が
世
界
の
う
ち
に
自
分
自
身
を
見
出
す
に
至
る
と
い
う
、
理
論

的
立
場
と
し
て
の
理
性
が
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
理
性
は
い
わ
ば

自
然
科
学
的
に
対
象
的
世
界
を
と
ら
え
て
い
く
が
、
つ
い
に
は
自
分

自
身
が
対
象
と
な
り
、「
自
己
は
物
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
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し
か
し
理
性
章
Ｂ
節
「
理
性
的
自
己
意
識
の
自
己
自
身
に
よ
る
現

実
化
」
に
至
っ
て
、
理
性
は
自
分
自
身
が
行
為
を
通
じ
て
自
己
を
世

界
の
中
に
位
置
づ
け
て
お
り
、
ま
た
同
時
に
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て

世
界
を
構
成
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
理
性
は
、
行
為
す
る

理
性
と
し
て
実
践
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

理
性
章
Ｂ
節
冒
頭
で
は
、
行
為
す
る
理
性
的
自
己
意
識
の
目
の
前

に
他
者
が
現
れ
て
く
る
。

自
己
意
識
が
肯
定
的
に
関
係
し
て
い
く
対
象
は
、
…
…
ひ
と
つ

の
自
己
意
識
で
あ
る
。
対
象
は
物
性
の
形
式
の
う
ち
に
あ
り
、

言
い
換
え
れ
ば
自
立
的
で
あ
る
（§347/193
）。

、
、
、

が
、
そ
れ
は
自
己
意
識
章
Ａ
節
に
お
け
る
よ
う
な
他
者
、
す
な
わ

ち

初
は
闘
争
の
相
手
で
あ
り
、
や
が
て
主
人
と
奴
隷
の
関
係
と
い

う
不
等
な
承
認
関
係
の
う
ち
に
対
峙
し
た
他
者
で
は
な
い
。
自
己
意

識
章
Ｂ
節
（
自
己
意
識
の
自
由
）、
理
性
章
Ａ
節
（
観
察
す
る
理
性
）

を
経
て
成
立
し
て
き
た
理
性
的
な
自
己
意
識
は
、
潜
在
的
に
は
相
互

承
認
の
相
手
た
り
う
る
、
同
等
な
自
己
意
識
と
し
て
の
他
者
と
相
対

す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
自
己
意
識
は
、
こ
の
自
立
的
な
対
象
が
自
分
に
と
っ
て

疎
遠
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
自
己
意
識
は
自
ら
が
自
体
的
に
は
こ
の
対
象
に
よ
っ
て
承

、
、
、

認
さ
れ
て
い
るanerkannt

こ
と
を
知
っ
て
い
る
（ibid.

）。

ち
な
み
に
こ
れ
は
自
己
意
識
章
よ
り
後
に
お
け
る
「
承
認
」
と
い

う
語
の
初
出
で
あ
り
、
し
か
も
理
性
章
で
の
少
な
い
用
例
の
う
ち
の

多
く
が
こ
の
段
落
を
含
む
理
性
章
Ｂ
節
に
集
中
し
て
い
る
。

（
一
五
）

と
は
い
え
右
の
引
用
で
「
自
体
的
に
は
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

、
、
、

に
、
こ
の
承
認
関
係
は
当
初
は
異
性
間
の
性
愛
の
関
係
と
し
て
展
開

さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
の
限
界
に
突
き
当
た
っ
て
自
己
崩
壊
し
て
し
ま
う
。

こ
の
様
子
を
描
き
出
し
て
い
る
の
が
理
性
章
Ｂ
の

初
の
節
、
ａ
「
快

楽
と
必
然
性
」
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
節
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
お
け
る
承
認
関
係
と
そ
の
限
界
を
ど
の
よ
う

に
描
き
出
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

二
‐
一

快
楽
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理
性
章
Ｂ
‐
ａ
「
快
楽
と
必
然
性
」
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
通

じ
た
快
楽
を
求
め
る
二
者
の
間
の
承
認
関
係
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ

の
節
全
体
が
、
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
史
の
中
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

（
一
六
）

例
え
ば
下
記
の
引
用
部
分
か
ら
も
確
か
に
そ
れ
は
明
ら
か
に
読
み
取

れ
る
。自

己
意
識
は
、
人
倫
的
実
体
か
ら
、
ま
た
思
惟
の
静
か
な
存
在

か
ら
、
自
ら
の
対
自
存
在
に
高
ま
っ
て
い
る
限
り
、
習
俗
や
定

、
、
、
、

在
の
法
則
、
観
察
の
知
見
や
理
論
な
ど
を
、
灰
色
の
ま
さ
に
消

え
か
か
っ
て
い
る
影
と
し
て
、
自
ら
の
背
後
に
棄
て
て
し
ま
っ

て
い
る
。
…
…
個
別
性
の
感
覚
と
享
受
を
沈
黙
さ
せ
る
、
知
と

行
為
と
の
普
遍
性
と
い
う
、
天
上
の
輝
く
霊
で
は
な
く
、
個
別

的
な
意
識
の
現
実
性
で
あ
る
よ
う
な
存
在
だ
け
を
真
の
現
実
性

と
す
る
地
霊
が
、
自
己
意
識
の
う
ち
に
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る

（§360/198

）。

こ
こ
で
の
「
観
察
の
知
見
や
理
論
な
ど
を
、
灰
色
の
…
…
影
と
し

て
自
ら
の
背
後
に
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
理
性

章
Ａ
節
で
の
「
観
察
す
る
理
性
」
の
立
場
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
指
す
が
、
同
時
に
ま
た
、「
す
べ
て
の
理
論
は
灰
色
で
あ
り
、
緑
な

す
は
生
命
の
黄
金
の
木
」
と
い
う
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
け
る
メ
フ

（
一
七
）

ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
の
言
葉
が
反
響
し
て
も
い
る
。

ま
た
こ
の
直
後
に
も
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
詩
句
を
想
起
さ
せ
る
表

現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
悟
性
と
学
問
と
い
う

人
の
も
っ
と
も
高
き
贈
り
物
を
さ
げ
す
み

―

悪
魔
に
身
を
ゆ
だ
ね
て

滅
び
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
（§360/199

）

（
一
八
）

こ
こ
で
も
同
様
に
、「
悪
魔
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
滅
び
ゆ
く
」
と
さ
れ

て
い
る
の
は
、
行
為
す
る
理
性
が
快
楽
の
中
で
没
落
し
て
い
く

初

の
段
階
で
あ
る
と
同
時
に
、
破
滅
に
向
か
う
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
姿
で
も

あ
る
。

と
も
あ
れ
行
為
す
る
理
性
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
そ
れ
が
滅
び
へ
の

道
で
あ
る
と
は
知
ら
ず
、
生
の
快
楽
と
幸
福
を
享
受
す
る
。
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こ
う
し
て
自
己
意
識
は
生
の
う
ち
に
飛
び
込
ん
で
、
自
分
が
登

場
す
る
さ
い
に
ま
と
っ
て
い
る
純
粋
な
個
人
性
を
実
現
へ
と
も

た
ら
す
。
自
己
意
識
は
自
ら
の
幸
福
を
自
ら
作
り
出
す
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
直
に
受
け
と
っ
て
享
受
す
る
。
自
分

と
自
分
自
身
の
現
実
性
と
の
間
に
あ
る
の
は
、
学
、
法
則
、
原

則
と
い
う
影
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
生
命
な
き
霧
の
よ
う

に
消
失
す
る
。
こ
の
霧
は
、
自
己
意
識
の
実
在
す
る
と
い
う
確

信
に
勝
て
る
わ
け
も
な
い
。
自
己
意
識
は
、
熱
れ
た
果
実
を
摘

み
取
る
よ
う
に
し
て
、
自
分
の
た
め
に
生
命
を
受
け
と
る
。
果

物
の
方
で
も
、
摘
み
取
ら
れ
る
さ
い
に
自
分
か
ら
近
づ
い
て
く

る
の
で
あ
る
（§361/199

）。

こ
こ
で
は
男
性
と
女
性
が
、
摘
み
取
る
手
（
能
動
的
行
為
者
）
と

果
物
（
受
動
的
対
象
）
と
い
う
定
型
的
な
比
喩
で
表
さ
れ
て
い
る
が
、

（
一
九
）

そ
れ
が
学
問
を
振
り
捨
て
て
若
返
っ
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
グ
レ
ー
ト
ヒ

ェ
ン
の
関
係
を
も
喩
え
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
読
み
取
れ
る
。
だ
が

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
挿
話
を
超
え
て
、
こ
の
関
係
が
承
認
関
係
の
ひ
と
つ

の
形
で
も
あ
る
こ
と
が
、
次
に
続
く
部
分
に
示
さ
れ
て
い
る
。

自
己
意
識
の
行
為
が
、
欲
望
の
行
為
で
あ
る
の
は
、
た
だ
一
つ

、
、

の
契
機
か
ら
言
っ
て
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
自
己
意

識
は
、
対
象
と
な
る
実
在
全
体
の
滅
亡
を
、
目
指
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
自
ら
の
他
在
と
い
う
形
式
、
つ
ま
り
、
本
質
な
き

仮
象
で
あ
る
自
ら
の
自
立
性
と
い
う
形
式
を
、
目
指
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
己
意
識
は
、
自
己
の
対
象
と

な
る
も
の
を
、
自
体
的
に
は
自
ら
と
同
一
の
実
在
と
考
え
、
自

、
、
、

ら
の
自
己
性
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（§362/199

）。

果
物
は
摘
み
取
ら
れ
て
消
費
さ
れ
、
無
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

か
つ
て
自
己
意
識
章
で
は
そ
の
よ
う
な
欲
望
と
欲
望
の
対
象
、
そ
し

て
対
象
を
無
化
す
る
こ
と
に
よ
る
欲
望
の
充
足
の
関
係
が
見
ら
れ
た
。

そ
こ
で
は
（
典
型
的
に
は
食
欲
と
い
う
欲
望
が
食
物
と
い
う
対
象
に

よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
と
き
の
よ
う
に
）、
単
純
に
欲
望
の
対
象
は
享
受

と
と
も
に
廃
棄
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
（vgl.

§171/106f.

）。

し
か
し
こ
こ
で
快
楽
の
欲
望
は
自
己
の
自
立
性
と
い
う
「
形
式
」

の
廃
棄
、
つ
ま
り
は
自
己
の
他
在
の
廃
棄
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
は

他
者
が
他
な
ら
ぬ
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
性
愛
に
お
け

る
合
一
は
相
互
承
認
の
一
形
態
を
取
っ
て
い
る
。

（
二
〇
）
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欲
望
と
そ
の
対
象
を
、
互
い
に
無
関
心
に
自
立
し
た
ま
ま
に
し

て
お
く
境
位
は
、
生
命
の
あ
る
定
在
で
あ
る
。
欲
望
の
享
受
の

、
、
、
、
、
、
、

際
に
は
、
そ
の
定
在
は
、
欲
望
の
対
象
に
帰
属
す
る
限
り
廃
棄

さ
れ
る
（§362/199

）。

快
楽
に
お
い
て
は
自
己
意
識
の
統
一
が
、
ま
さ
に
自
分
と
他
の
自

己
意
識
と
の
統
一
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
自
己
意
識
章
Ａ
に
お
け
る

主
人
と
奴
隷
の
関
係
、
自
己
意
識
章
Ｂ
に
お
け
る
ス
ト
ア
主
義
・
懐

疑
主
義
・
不
幸
な
意
識
に
お
い
て
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
、
双
方
が

自
立
し
た
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
二
つ
の
自
己
意
識
が
統
一
さ
れ
る

と
い
う
境
地
が
、
性
愛
の
限
界
の
う
ち
で
は
あ
る
が
成
し
遂
げ
ら
れ

る
。
こ
こ
に
は
前
節
で
見
た
よ
う
な
、
断
片
『
愛
』
に
お
け
る
生
け

る
も
の
の
間
の
愛
に
よ
る
合
一
の
モ
チ
ー
フ
が
生
き
続
け
て
い
る
と

い
え
る
。

だ
か
ら
自
己
意
識
は
快
楽
の
享
受
に
、
自
立
的
に
見
え
る
ひ
と

、
、

つ
の
意
識
の
う
ち
で
自
己
を
現
実
化
す
る
と
い
う
意
識
に
行
き

つ
く
、
言
い
か
え
れ
ば
、
自
立
的
な
二
つ
の
自
己
意
識
の
統
一

を
直
観
す
る
こ
と
に
行
き
つ
く
の
で
あ
る
（ibid.

）。

し
か
し
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
た
そ
の
瞬
間
に
、

愛
は
自
己
意
識
を
裏
切
る
。
愛
す
る
私
・
欲
望
す
る
私
・
快
楽
を
享

受
す
る
私
は
、
快
楽
の
主
体
が
も
は
や
個
別
者
た
る
〈
私
〉
で
は
あ

り
え
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
自
己
意
識
は
自
ら
の
目
的
に
到
達
す
る
が
、
ま
さ
に

そ
の
と
き
、
目
的
の
真
理
が
何
で
あ
る
か
を
経
験
す
る
。
自
己

意
識
は
自
分
を
、
こ
の
個
別
的
な
自
分
だ
け
で
存
在
す
る
実
在

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
し
て
、
把
握
す
る
が
、
こ
の
目
的
の
現
実
化
は
、
そ
れ
自
身
、

目
的
の
廃
棄
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
己
意
識
が
自
分
の
対

象
と
な
る
の
は
、
こ
の
個
別
者
と
し
て
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、

、
、
、
、
、

自
己
自
身
と
他
の
自
己
意
識
と
の
統
一
と
し
て
で
あ
り
、
し
た

、
、

が
っ
て
、
廃
棄
さ
れ
た
個
別
者
、
つ
ま
り
、
普
遍
者
と
し
て
で

、
、
、

あ
る
か
ら
で
あ
る
（ibid.

）。

こ
こ
に
は
快
楽
の
さ
な
か
に
他
者
と
の
一
体
感
を
体
験
す
る
と
い

う
こ
と
の
裏
面
と
し
て
、
自
己
意
識
が
自
己
の
個
体
性
を
失
い
、
そ
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の
よ
う
な
自
己
喪
失
と
し
て
逆
説
的
に
自
己
を
超
越
す
る
と
い
う
事

態
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
普
遍
者
」
が
何
を
意
味
し
て

い
る
の
か
を
確
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
そ
れ
は
「
他
の
自
己
意
識

と
の
統
一
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
廃
棄
さ
れ
た
自
己
」
で
あ
る
と
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
に
表
現
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
、

も
抽
象
的
で
貧
し
い
意

味
で
の
「
普
遍
者
」
あ
る
い
は
「
我
々=

精
神
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
点
が
断
片
『
愛
』
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
快

（
二
一
）

楽
の
炎
の
中
で
私
の
個
体
性
を
境
界
づ
け
る
も
の
が
焼
き
尽
く
さ
れ
、

私
は
、
も
は
や
他
者
と
溶
け
合
っ
た
、
自
分
が
何
で
あ
る
の
か
自
分

で
は
つ
か
め
な
い
よ
う
な
何
か
と
し
て
、
直
観
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
直
観
的
な
統
一
の
限
界
は
次
の
節
で
一
層
明
ら
か
に
な
る
。

二
‐
二

必
然
性

快
楽
の
幸
福
と
そ
の
中
で
の
自
己
と
他
者
の
統
一
は
長
続
き
せ
ず
、

快
楽
の
主
体
は
必
然
性
に
突
き
当
た
り
、
没
落
す
る
。

享
受
さ
れ
た
快
楽
は
、
た
し
か
に
、
自
己
自
身
が
対
象
的
な
自

、
、
、
、

己
意
識
に
な
っ
た
と
い
う
、
肯
定
的
な
意
義
を
も
っ
て
は
い
る

け
れ
ど
も
、
ま
た
同
時
に
、
自
己
自
身
を
廃
棄
し
た
と
い
う
、

、
、
、
、

否
定
的
な
意
義
を
も
も
っ
て
い
る
。
自
己
意
識
は
、
自
ら
の
現

実
化
を
、
先
の
肯
定
的
な
意
味
で
の
み
把
握
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
経
験
は
矛
盾
と
し
て
意
識
に
入
り
込
む
。
そ
こ
で
自

己
意
識
は
、
自
ら
の
個
別
性
が
達
成
し
た
現
実
性
が
、
否
定
的

実
在
に
よ
っ
て
無
化
さ
れ
る
の
を
見
る
。
こ
の
現
実
性
を
欠
い

、
、

た
も
の
は
、
到
達
さ
れ
た
現
実
性
に
対
し
空
し
く
対
立
す
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
自
己
意
識
を
食
い
つ
く
す
力
で
あ
る
。
こ
の

否
定
的
実
在
は
、
こ
の
個
体
性
が
自
体
的
に
は
何
で
あ
る
か
と

い
う
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
個
体
性
は
、
ま
だ
、
自
己

、
、

を
現
実
化
す
る
精
神
の

も
貧
し
い
形
態
で
あ
る
（§363/199f.

）。

快
楽
の
中
で
起
こ
る
自
己
意
識
の
他
者
と
の
統
一
は
確
か
に
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
自
己
性
の
廃
棄

と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
義
を
も
も
つ
。
こ
の
二
重
性
を
納
得
の
い

く
し
か
た
で
飲
み
込
め
な
い
自
己
意
識
は
、
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意

義
の
方
を
、
自
ら
に
冷
た
く
対
抗
し
て
く
る
疎
遠
な
力
と
み
な
す
。

そ
れ
が
こ
こ
で
は
「
必
然
性
、
運
命
」
（§363/200

）

―
こ
の
語
は

、
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
思
想
の
残
響
と
い
っ
て
よ
い

―
と
呼
ば
れ
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る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
い
っ
た
い
「
そ
れ
が
何
を
為
す
の
か
、
何

が
そ
の
一
定
の
法
則
と
積
極
的
な
内
容
な
の
か
」
（ibid.

）
を
言
う
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
次
節
に
見
る
よ

う
に
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
は
（
自
体
的
に
は
）
自
己
自
身
で
あ
り
、
自

ら
の
個
別
性
を
越
え
た
普
遍
的
な
自
己
で
あ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ

た
。

ま
だ
や
っ
と
理
性
と
い
う
純
粋
概
念
を
、
自
ら
の
内
容
と
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
、
た
だ
の
個
別
的
な
個
体
性
は
、
こ

う
し
て
、
死
ん
だ
理
論
か
ら
生
命
そ
の
も
の
の
う
ち
に
飛
び
込

ん
だ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
が
生
命
な
き
も
の
で
あ
る
と

い
う
意
識
の
う
ち
へ
と
転
落
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
そ
し
て
空
虚

で
疎
遠
な
必
然
性
と
し
て
の
、
死
ん
だ
現
実
性
と
し
て
の
自
己

、
、
、

が
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
（§363/200

）。

愛
に
よ
る
合
一
が
長
続
き
せ
ず
、
愛
す
る
も
の
が
ま
た
分
離
と
対

立
に
陥
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
は
既
存
の
社
会
に
お
け
る
支
配
と
従

属
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
結
果
の
み
を
み
れ
ば
断
片
『
愛
』

と
同
じ
だ
が
、
そ
こ
に
至
る
理
路
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
期
と
違
っ
て
、
快
楽
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論
は
意
識
の

経
験
の
学
の
構
想
の
中
に
置
か
れ
て
お
り
、
愛
す
る
も
の
と
い
う
主

体
は
こ
こ
で
は
理
性
的
自
己
意
識
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
愛
の
関
係

が
承
認
関
係
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
グ
レ
ー

ト
ヒ
ェ
ン
と
の
快
楽
の
関
係
が
、「
空
虚
で
疎
遠
な
必
然
性
」
す
な
わ

ち
世
間
の
掟
や
社
会
慣
習
の
壁
に
阻
ま
れ
る
過
程
が
念
頭
に
置
か
れ

て
い
る
。

二
‐
三

没
落

快
楽
の
う
ち
に
一
つ
に
な
っ
て
い
た
自
己
意
識
の
統
一
は
、
冷
た

い
社
会
的
現
実
の
前
に
粉
々
に
砕
け
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
け
る
、
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
と

の
逢
引
き
の
た
め
に
誤
っ
て
母
を
殺
害
し
、
兄
を
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
殺

さ
れ
、
私
生
児
を
出
産
し
た
が
発
狂
し
て
そ
の
子
を
殺
し
て
投
獄
さ

れ
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
の
助
け
を
拒
ん
で
処
刑

さ
れ
る
、
と
い
う
凄
惨
な
悲
劇
を
想
起
さ
せ
る
。

（
二
二
）
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移
行
は
、
一
者
の
形
式
か
ら
普
遍
性
の
形
式
へ
、
一
方
の
絶
対

、
、

、
、
、

的
抽
象
か
ら
他
方
の
絶
対
的
抽
象
へ
、
他
者
た
ち
と
の
共
同
を

、
、
、
、

投
げ
捨
て
た
純
粋
な
対
自
存
在
の
目
的
か
ら
純
粋
な
そ
の
反
対
、

、
、
、
、

そ
れ
ゆ
え
同
様
に
抽
象
的
な
即
自
存
在
へ
、
と
い
う
移
行
で
あ

、
、
、
、

る
。
だ
か
ら
個
人
は
、
た
だ
没
落
し
て
し
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い

よ
う
に
、
個
別
性
の
絶
対
的
な
頑
固
さ
は
、
同
様
に
堅
固
な
、

し
か
し
連
続
し
て
い
る
現
実
に
出
会
っ
て
、
霧
散
し
て
し
ま
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

―
だ
が
意
識
と
し
て
の
個
人
は
、
自

己
自
身
と
そ
の
反
対
と
の
統
一
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
没
落
は
な

お
個
人
に
対
し
て
あ
る
。
個
人
の
目
的
と
そ
の
実
現
も
、
同
様

、
、
、
、
、
、

に
個
人
に
と
っ
て
本
質
で
あ
っ
た
も
の
と
、
自
体
的
に
本
質
で

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

あ
る
も
の
と
の
矛
盾
も
、
個
人
は
意
識
し
て
い
る
。

―
個
人

は
、
自
分
が
為
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
己
の
生
命
を
自
分
に

、
、
、
、
、
、

受
け
と
っ
た
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
、
二
重
の
意
味
を
経

、
、
、
、
、

験
す
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
は
生
命
を
受
け
と
り
は
し
た
が
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
死
を
つ
か
ん
だ
の
で
あ
る

（§364/201

）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
自
己
否
定
の
経
験
を
通
し
て
自
己
意
識
は

必
然
性
と
か
か
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
自
己
を
知
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

こ
の
必
然
性
自
身
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
こ
の
点
が
、

断
片
『
愛
』
と
は
決
定
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
節
で
見
た

よ
う
に
、
そ
こ
で
は
「
死
せ
る
も
の
…
…
対
立
す
る
も
の
、
客
体
」

（G
W
2,

92

）
は
、
生
け
る
も
の
と
は
全
く
接
点
を
持
ち
え
な
い
、
完

全
に
疎
遠
な
も
の
で
あ
り
、
分
離
と
対
立
の
運
命
は
抗
い
え
な
い
も

の
と
し
て
迫
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

（
二
三
）

自
己
意
識
の
こ
の
形
態
の
現
象
は
、
こ
こ
ま
で
進
ん
で
き
た
。

こ
の
形
態
の
現
存
の

後
の
契
機
は
、
必
然
性
の
う
ち
で
自
分

を
喪
失
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
り
、
自
分
自
身
が
、
自
分
に
と

っ
て
、
絶
対
に
疎
遠
な
実
在
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
し

、
、
、

か
し
自
己
意
識
は
、
自
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
こ
の
喪
失
を

、
、
、

超
え
て
生
き
延
び
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
必

然
性
と
か
純
粋
普
遍
と
か
い
う
も
の
は
、
自
己
意
識
自
身
の
本

、
、
、

質
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
必
然
性
を
自
己
で
あ

、
、

る
と
知
っ
て
、
意
識
が
自
己
に
反
照
す
る
と
き
、
意
識
は
一
つ

の
新
し
い
形
態
と
な
っ
て
い
る
（§366/201

）。
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こ
の
引
用
中
の
「
自
己
意
識
が
…
…
こ
の
喪
失
を
超
え
て
生
き
延

び
て
き
た
」
と
い
う
印
象
的
な
句
は
、
自
己
意
識
章
Ａ
節
の
承
認
を

め
ぐ
る
闘
争
と
そ
の
帰
結
を
扱
っ
た
部
分
と
呼
応
し
て
い
る
。
そ
こ

で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
が
生
死
を
賭
け
た
闘
争
に
先

鋭
化
す
る
可
能
性
を
論
じ
た
上
で
、
そ
の
よ
う
に
自
然
的
な
「
死
」

を
賭
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
自
立
性
の
承
認
を
得
よ
う
と
し
て

も
、
そ
れ
は
「
抽
象
的
な
否
定
」
に
す
ぎ
ず
、
承
認
の
真
理
に
到
達

し
得
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
否
定
に
対
比

し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

（
二
四
）

両
者
〔
生
死
を
賭
け
た
闘
争
の
当
事
者
〕
の
為
し
た
こ
と
は
抽

象
的
な
否
定
で
あ
っ
て
、
意
識
の
否
定
で
は
な
い
。
意
識
と
は

止
揚
さ
れ
た
も
の
を
保
存
し
維
持
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
止
揚

、
、
、
、
、
、
、

、
、

す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
は
自
分
の
止
揚
さ

、
、

れ
た
こ
と
を
も
越
え
て
生
き
延
び
る
（§188/112,

傍
線
は
引
用

者
）。

こ
の
よ
う
な
表
現
上
の
類
似
性
か
ら
も
、
理
性
章
に
お
い
て
自
己

意
識
章
の
承
認
論
の
モ
チ
ー
フ
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

自
己
意
識
章
Ａ
節
の
上
記
部
分
で
、
自
然
的
定
在
の
否
定
で
は
な
く
、

意
識
の
否
定
を
目
指
す
と
し
て
方
向
を
定
め
ら
れ
た
承
認
の
運
動
は
、

主
人
と
奴
隷
の
関
係
を
経
て
、
自
己
意
識
章
Ｂ
節
自
己
意
識
の
自
由

を
超
え
、
理
性
に
お
け
る
自
己
否
定
に
よ
る
自
己
の
現
実
化
の
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
、
そ
れ
そ
の
も
の
が
「
生
き
延
び
て
」
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
後
行
為
す
る
理
性
は
、
世
界
と
自
己
と
の
連
関
を
自
覚

し
、
他
と
共
同
す
る
自
己
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
も
は

や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
領
域
を
超
出
し
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は

そ
れ
も
含
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
広
義
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の

領
域
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
理
性
章
Ｂ

後
半
部
を
検
討
し
つ
つ
考
え
て
い
き
た
い
。

註
（
一
）
例
え
ば
千
田
有
紀
は
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
定
義
す
る
の
は
難
し
い
こ

と
で
す
。
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
は
，
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
，
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
を
研
究
の
対
象
と
し
て
作
り
だ
し
な
が
ら
研
究
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
う
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
，
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
，

性
に
関
す
る
身
体
の
機
能
と
イ
メ
ー
ジ
の
総
体
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
お
き
ま

し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
，
人
び
と
が
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
呼
ぶ
も
の
が
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
り
，
定
義
は
で
き
な
い
，
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
が
，

そ
れ
で
は
な
に
も
伝
え
ら
れ
ま
せ
ん
も
の
ね
」（
千
田
他

2013,22

）
と
述
べ
る
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
赤
川1999,1-15

が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
二
）
ウ
ィ
ー
ク
ス
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

「「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
は
「
虚
構
の
統
一
体
」
で
あ
り
、
か
つ
て
は
存
在

し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
い
つ
か
再
び
存
在
し
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
だ
と

私
は
い
い
た
い
。そ
れ
は
人
間
の
意
識
の
発
明
品
な
の
で
あ
る
」（W

eeks
2010,

7

）。

（
三
）T

ext
49,in

G
W
2,
83-95.

な
お
、
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
第
二
巻
で
は
、
初
稿
（
一
七
九
七

年
）
が
左
側
、
改
稿
（
一
七
九
七
年
よ
り
後
）
が
右
側
に
段
組
み
印
刷
さ
れ
て
示

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
引
用
は
全
て
改
稿
部
分
か
ら
行
っ
た
。

（
四
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
竹
島2016
第
二
章
（
特
に26ff.

）
参
照
。

（
五
）
自
己
意
識
章
で
は
一
七
八
節
以
降
に
お
い
て
承
認
の
概
念
が
論
じ
ら
れ
る

の
だ
が
、
そ
の
直
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
当
た
る
。

（
六
）
こ
の
点
に
つ
い
て
はB

uchner
1971

を
参
照
。

（
七
）
サ
ル
ト
ル
の
場
合
、
羞
恥
は
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
よ
り
私
が
見
ら
れ
る

も
の
と
し
て
の
存
在
に
な
る
こ
と
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
主
体
は
羞
恥
に
お

い
て
他
者
に
と
っ
て
の
即
自
存
在
と
な
り
、
対
他
存
在
に
な
る
の
で
あ
る
（E

N

292ff.

）。「
そ
れ
〔
羞
恥
〕
は
、
私
と
は
ま
さ
に
、
他
者
が
ま
な
ざ
し
て
お
り
、
判

断
し
て
い
る
、
そ
の
対
象
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ

、
、
、

、
、
、
、
、
、

る
」（E

N
300

）。

こ
の
よ
う
な
他
者
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
契
機
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
で
は

明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
自
己
が
自
立
し
た
存
在
で
あ
る

た
め
の
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、
自
己
か
ら
分
離
さ
れ
た
他
者
の
存
在
が
想
定
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
八
）
こ
の
箇
所
を
本
稿
の
よ
う
に
具
体
的
な
性
愛
描
写
と
す
る
か
ど
う
か
は
解

釈
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
例
え
ば
久
保
陽
一
は
こ
の
断
片
全
体
を
、「
愛
の

立
場
が
人
間
を
包
み
超
え
た
「
生
」
の
見
地
か
ら
、
生
の
自
己
開
示
を
意
味
す
る

も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
末
期
ヘ
ー
ゲ
ル

の
生
の
形
而
上
学
を
叙
述
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
箇

所
も
そ
れ
に
そ
っ
て
解
釈
し
て
い
る
（
久
保

1993,
286f.

）
。H

enrich
1971,

Jam
m
e

1983

も
同
様
で
あ
る
。
一
方K

otkavirta

は
、
特
に
こ
の
箇
所
に
触
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
断
片
『
愛
』
全
体
に
つ
い
て
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ

で
神
的
な
愛
だ
け
で
な
く
、
明
ら
か
に
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
愛
を
考
察
し
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
（K

otkavirta
2004,

23

）。

（
九
）「
胎
児
は
徐
々
に
身
を
捩
ら
せ
て
対
立
へ
と
進
み

der
K
eim

w
indet

sich

im
m
er

m
ehr

zur
E
ntgegensezung

los

」
と
は
、
胎
児
が
、
胎
内
で
の
母
子
一
体

の
状
態
か
ら
、
産
道
を
身
を
捩
ら
せ
て
通
り
抜
け
、
外
に
生
ま
れ
出
て
母
親
と
分

離
し
、
対
立
し
た
独
立
の
存
在
と
な
る
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
。

（
一
〇
）
直
接
に
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
性
道
徳
に
関
し
て
で

あ
る
が
、
フ
ー
コ
ー
は
『
性
の
歴
史
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ

sexualité

は
そ
の
後
慎
重
に
秘
匿
さ
れ
る
。
…
…
夫
婦
と

い
う
家
族
が
そ
れ
を
独
占
す
る
。
そ
し
て
生
殖
の
機
能
と
い
う
真
面
目
さ
の
中
に

そ
れ
を
完
全
に
吸
収
し
て
し
ま
う
」Foucault

1976,9f.

（
一
一
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
竹
島

2016,
25ff.

参
照
。

（
一
二
）
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
は
、
一
七
九
九
年
二
月
一
九
日
か
ら
五
月
一
六
日

ま
で
の
間
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
の
『
国
民
経
済
学
原
理
の
研
究
』

の
ド
イ
ツ
語
訳
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
注
釈
を
付
け
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

R
osenkranz

1977,
86.

（
一
三
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
竹
島

2016

第
五
章
参
照
。

（
一
四
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
右
参
照
。

（
一
五
）
他
の
二
箇
所
は
直
後
の
二
段
落
中
に
あ
り
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
し
か
し
第
二
に
個
体
の
意
識
が
普
遍
性
に
高
ま
る
と
、
個
体
は
普
遍
的
な
理
性

と
な
り
、
自
分
が
理
性
で
あ
る
こ
と
を
、
即
自
か
つ
対
自
的
に
既
に
承
認
さ
れ
た

も
のA

nerkanntes

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
」（§348/193

）。

「
自
由
な
他
の
自
己
意
識
に
お
い
て
自
己
自
身
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
も
ち
、
ま

さ
に
そ
う
す
る
こ
と
の
う
ち
に
自
ら
の
真
理
を
持
っ
て
い
る
承
認
さ
れ
た

anerkannte

自
己
意
識
」（§349/194

）。
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（
一
六
）
例
え
ば
イ
ポ
リ
ッ
ト
は
こ
の
節
に
つ
い
て
の
解
釈
の
中
で
「
個
人
性
が

現
実
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
快
楽

―
そ
れ
は
同
時
に
快
楽
へ
の
欲
望
で
あ
る

―
は
、
と
り
わ
け
他
の
個
人
性
の
う
ち
に
自
分
を
再
び
見
出
そ
う
と
す
る
快
楽

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
な
エ
ロ
テ
ィ
ス
ム
で
あ
る
…
…
」
と
述
べ

て
い
る
。H

yppolite
1946,

272.

（
一
七
）Faust

Fr.,
Z
.
515-516;

Faust
I,Z

.
2038-2039.

例
え
ば
以
下
を
参
照
。

金
子
訳
（
総
註
）1971,

701;
Pinkard

1996,
93;

H
arris

1997,
24;

S
iep

2001,

150;
B
isticas-C

ocoves
2006,

173.

金
子
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
、
ハ
リ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
『
精
神
現
象
学
』
執

筆
時
に
公
刊
さ
れ
て
い
た
の
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト

断
片
』
（
一
七
九
〇
）
の
み
で

あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
構
想
は
一
七
七
〇
年
代
の
初
め
ま
で
遡

り
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト

第
一
部
』
の
公
刊
は
一
八
〇
八
年
で
あ
る
が
、
一
八
〇
六

年
頃
ま
で
に
は
原
稿
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
内
容
を
、

ゲ
ー
テ
と
の
交
友
関
係
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
公
刊
前
に
知
り
得
た
可
能
性

も
あ
る
。
内
容
的
な
対
応
関
係
か
ら
そ
の
可
能
性
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

（
一
八
）Faust

Fr.,
Z
.328-344;

Faust
I,Z

.
1851-1867.

（
一
九
）
男
性
性=

能
動
性
、
女
性
性=

受
動
性
を
含
意
す
る
こ
の
定
型
的
比
喩
は
、

時
代
的
制
約
に
よ
る
、
異
性
愛
中
心
主
義
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

概
念
を
示
し
て
い
る
。

（
二
〇
）
こ
の
点
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
お
け
る
愛
の
概
念
と
決
定
的
に
違
う

点
で
あ
る
。

（
二
一
）
イ
ポ
リ
ッ
ト
は
こ
の
節
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
普
遍
的
な
も
の
、
そ
れ
を
生
は
つ
ね
に
指
し
示
す
が
、
決
し
て
現
実
化
し
は

し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
人
間
に
対
し
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
は
ま
だ
、

も
貧
し
く
裸
の
形
で
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
死
と
い
う
形
で
、

た
だ
し
各
々
の
瞬
間
の
死
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
享
楽
の
う

ち
で
、
我
々
の
個
人
性
は
、
個
人
性
と
し
て
は
無
化
さ
れ
る
。
我
々
は
各
々
の

瞬
間
ご
と
に
死
に
、
焼
き
尽
く
さ
れ
る
」。H

yppolite
1946,

273.

（
二
二
）Faust

I,
Z
.
3620-4614.

（
二
三
）
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
方
で
、
断
片
『
愛
』
の
中
に
は
、
生
自
身
が
〈
合
一

‐
対
立
‐
再
合
一
〉
の
円
環
を
め
ぐ
り
、
分
離
を
自
身
の
発
展
の
過
程
と
し
て
生

み
出
さ
れ
た
も
の
と
と
ら
え
る
視
点
も
併
存
し
て
い
る
（G

W
2,

85

）。
が
、
問
題

は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
具
体
的
考
察
、
と
り
わ
け
社
会
的
経
済
的
制
度
の
中

で
の
愛
を
論
じ
る
場
面
で
、
そ
の
構
想
が
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
分
離
と
対
立
、

支
配
と
従
属
の
関
係
の
固
定
化
に
焦
点
が
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

（
二
四
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
竹
島

2016,71
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