
「
’
－
－
チ
ヱ
の
主
体
的
な
自
己
主
張
の
首
尾
一
貫

性
を
自
己
の
も
の
と
し
よ
う
と
決
意
し
た
と
こ
ろ

、
、
、
、
、

に
、
『
卓
上
一
枝
』
の
悲
鳴
に
似
た
論
調
の
切
実
性

が
あ
っ
た
。
」
（
勺
畠
曾
ｌ
こ
れ
は
「
啄
木
論
序

説
」
の
要
旨
で
は
な
い
。
し
か
し
《
」
の
こ
と
ば
を
啄

木
に
即
し
つ
つ
、
も
っ
と
も
精
密
に
説
明
し
た
も
の

が
本
論
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
う
。
冒
頭
に
引
用
し

た
部
分
の
「
ニ
ー
チ
ヱ
の
主
体
的
な
自
己
主
張
の
首

尾
一
貫
性
を
自
己
の
も
の
と
し
よ
う
」
は
啄
木
の
浪

漫
主
義
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
り
、
そ
こ
に
浪
漫
的
体

験
（
与
謝
野
晶
子
）
と
浪
漫
的
思
考
（
高
山
樗
牛
）

と
の
統
一
的
把
持
者
た
る
啄
木
の
原
形
質
が
あ
る
。

「
：
…
・
と
決
意
（
再
確
認
）
し
た
と
こ
ろ
に
、
「
卓

上
一
枝
』
の
…
」
に
は
自
然
主
義
と
啄
木
と
の
対
決

、
、

の
実
相
が
あ
り
、
社
会
主
義
を
発
見
す
る
契
機
が
あ

書
評

国
崎
望
久
太
郎
著

「
啄
木
論
序
説っ

て
啄
木
の
社
会
主
義
の
性
格
を
限
定
す
る
。
そ
し

て
「
悲
鳴
に
似
た
論
調
の
切
実
性
」
に
は
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
（
社
会
主
義
）
よ
り
も
切
実
な
主
体
的
要
求
ｌ

啄
木
の
実
存
心
情
の
志
向
性
に
つ
い
て
の
国
崎
氏
の

洞
察
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

「
啄
木
論
序
説
」
は
啄
木
の
全
円
的
人
間
像
を
確

立
し
よ
う
と
し
た
労
作
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

中
野
重
治
氏
の
「
啄
木
に
関
す
る
断
片
二
九
二
六

昭
和
元
年
）
」
を
先
駆
と
す
る
啄
木
論
の
今
日
の
類

型
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
主
張
を
持
っ
て
い
る
。
中

野
氏
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
啄
木
観
」
の
誤
り

は
、
そ
の
結
論
と
と
も
に
方
法
に
も
あ
り
と
す
る
の

で
あ
る
。
中
野
氏
の
「
主
と
し
て
彼
（
啄
木
の
）
思
想

に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
の
変
遷
に
つ
い
て
考
え
一
る

方
法
か
ら
は
「
詩
と
短
歌
」
を
そ
の
本
質
か
ら
除
外

相

L－

楽
俊
暁

し
た
と
こ
ろ
の
「
革
命
的
詩
人
啄
木
」
が
発
見
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
（
そ
れ
が
詩
と
短
歌
と
の
み
を
見
た

た
め
に
啄
木
を
誤
っ
た
と
こ
ろ
の
曲
解
者
か
ら
真
の

啄
木
の
姿
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
）

そ
の
杼
情
詩
的
創
作
活
動
と
全
く
か
か
わ
り
の
な
い

「
革
命
的
詩
人
」
と
は
一
体
何
か
、
こ
こ
に
国
崎
氏

の
啄
木
の
全
円
的
人
間
像
確
立
の
主
張
が
あ
る
。

本
論
は
そ
の
主
張
を
主
観
的
に
展
開
す
る
こ
と
老

さ
け
「
で
き
た
ら
啄
木
み
ず
か
ら
に
語
ら
め
し
よ

、
、

う
一
と
し
、
啄
木
の
文
章
に
つ
い
て
「
注
釈
を
試
み

る
ぐ
ら
い
の
態
度
で
「
明
治
の
末
期
に
生
き
た
誠
実

な
一
人
の
文
学
者
、
詩
人
」
を
全
体
的
に
把
握
」
し

論
証
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
。

従
来
の
蹴
木
論
の
欠
陥
に
つ
い
て
国
崎
氏
は
更
に

具
体
的
に
次
の
諸
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

①
日
本
の
文
学
運
動
は
こ
き
ざ
み
に
足
早
に
展
開
し

た
が
、
そ
れ
よ
り
も
一
層
こ
ぎ
ざ
み
に
足
早
に
啄
木

が
歩
い
た
事
情
が
不
思
議
に
も
看
過
さ
れ
て
い
る
こ

と
勺
・
弓
（
時
代
に
先
駆
し
た
詩
人
と
さ
れ
て
い
る
彼

は
明
星
の
浪
漫
主
義
の
衰
退
期
に
浪
漫
詩
人
と
し
て

登
場
し
、
自
然
主
義
の
解
体
期
に
自
然
主
義
思
想
を

追
い
、
社
会
主
義
弾
圧
後
に
社
会
主
義
思
想
に
辿
り

つ
い
た
文
学
者
で
あ
る
事
実
。
）

②
自
己
を
社
会
主
義
者
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
ハ
ニ
ー
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言

は
完
全
に
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
啄
木
の
自
我
が
、
無

意
識
の
う
ち
に
発
見
し
た
実
存
主
義
的
視
野
の
存
在

を
当
然
予
想
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
側

面
が
従
来
ま
つ
た
く
不
問
に
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

詞
邑
（
獣
木
は
詩
人
、
な
か
ん
ず
く
歌
人
と
し
て
の

仕
事
に
よ
っ
て
も
う
一
度
統
一
的
に
評
価
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
。
）

③
浪
漫
主
義
時
代
の
啄
木
に
つ
い
て
、
従
来
の
啄
木

論
が
重
要
視
し
て
い
な
い
こ
と
。
勺
・
胃

④
日
本
の
自
然
主
義
作
家
の
最
も
具
体
的
な
困
難
に

み
ち
た
闘
争
の
場
所
は
「
家
」
で
あ
っ
た
が
、
啄
木

は
偶
然
的
な
条
件
（
宮
崎
郁
雨
の
援
助
）
に
よ
っ
て

封
建
的
家
族
制
度
と
の
対
決
を
へ
ず
に
、
国
家
権
力

の
問
題
を
発
見
し
え
た
こ
と
。
勺
・
局
①
勺
・
］
認

右
の
諸
点
の
中
で
側
が
本
論
の
最
も
重
要
な
問
題

点
を
な
し
て
い
る
。

国
崎
氏
は
、
浪
漫
主
義
時
代
の
啄
木
が
高
く
評
価

さ
れ
て
い
な
い
の
に
理
由
の
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ

も
、
一
方
啄
木
の
文
学
的
主
体
を
考
察
す
る
上
で
は

彼
の
本
質
を
解
く
鍵
と
し
て
、
彼
の
生
涯
の
「
あ
ら

ゆ
る
問
題
の
究
極
最
後
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、

あ
く
ま
で
確
保
さ
れ
た
自
我
に
つ
い
て
の
啄
木
の
信

念
は
、
こ
の
浪
漫
主
義
時
代
に
形
成
さ
れ
た
。
」
と

断
定
し
、
中
学
在
学
中
に
明
星
と
の
接
触
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
文
学
的
出
発
は
、
「
文
学
史
的
に
は
、
俊

敏
な
一
人
の
若
者
を
し
て
浪
漫
的
思
考
を
徹
底
的
に

追
尋
せ
し
め
て
、
社
会
主
義
思
想
に
到
達
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
複
雑
に
し
て
多
様
な
意
を
味
持
つ
展

望
点
を
構
築
さ
せ
た
。
（
中
略
）
そ
の
点
を
具
体
的
に

考
察
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
論
の
主
旨
で
あ
る
。
」
と

の
基
本
的
態
度
を
示
し
て
い
る
。
初
期
の
啄
木
の
作

品
が
晶
子
の
模
倣
で
あ
る
か
否
か
で
な
く
、
模
倣
の

奥
に
啄
木
の
烈
し
い
浪
漫
的
姿
勢
の
確
立
が
あ
っ
た

と
し
、
こ
の
基
礎
体
験
が
高
山
樗
牛
の
理
論
を
吸
収

し
て
啄
木
の
浪
漫
的
思
考
の
展
開
が
な
さ
れ
る

ｌ
浪
漫
主
義
か
ら
自
然
主
義
へ
更
に
社
会
主
義

へ
の
、
展
開
の
可
能
性
も
そ
こ
に
あ
り
、
よ
り
以
上

に
限
界
も
そ
こ
に
あ
る
と
す
る
。

啄
木
は
彼
自
身
の
人
間
的
成
長
の
過
程
に
於
て
、

新
詩
社
を
批
判
し
、
高
山
樗
牛
を
批
判
し
、
や
が
て

自
然
主
義
（
純
粋
自
然
主
義
）
を
否
定
し
、
幸
徳
秋
水

事
件
を
契
機
と
し
て
社
会
主
義
・
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の

ア
ナ
キ
ズ
ム
、
無
政
府
主
義
に
進
み
、
は
て
は
金
田

一
京
助
氏
の
伝
え
る
「
帝
国
主
義
的
社
会
主
義
」
な
る

も
の
に
漂
着
す
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
提
と
す
る

啄
木
論
者
が
大
い
に
強
調
す
る
資
料
も
、
或
は
隠
蔽

し
抹
殺
し
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
そ
う
な
資
料
も
、
国

崎
氏
は
あ
る
が
ま
ゞ
に
列
挙
し
つ
つ
啄
木
の
客
観
的

六
四

全
円
的
人
間
像
探
求
の
態
度
で
検
討
を
進
め
て
行

／
く
、
Ｃ

こ
の
推
移
は
す
べ
て
「
浪
漫
主
義
的
啄
木
、
‐
一
な

い
し
は
「
啄
木
の
浪
漫
主
義
的
思
考
」
の
展
開
で
あ

り
、
「
英
雄
的
自
負
」
「
希
望
」
「
自
信
」
か
ら

「
生
活
と
の
苦
闘
」
へ
、
「
絶
望
的
状
況
へ
の
必
死

の
抵
抗
」
、
「
虚
無
と
の
戦
い
」
か
ら
「
破
滅
的
な

死
」
へ
の
推
移
で
あ
り
、
す
ぺ
て
を
貫
ぬ
く
も
の
は

「
自
己
主
張
の
強
烈
な
欲
求
」
で
あ
り
、
「
自
己
拡

張
」
の
内
的
要
請
で
あ
り
、
自
我
、
主
体
、
実
存
に

関
わ
る
推
移
で
あ
る
。
国
崎
氏
は
こ
の
啄
木
の
浪
漫

的
な
生
涯
の
展
開
か
ら
実
存
主
義
的
課
題
を
見
出
す

の
で
あ
る
。

「
実
存
主
義
的
人
間
と
は
、
本
来
、
現
実
を
あ
く
ま

で
主
体
的
に
生
き
抜
こ
う
と
す
る
人
間
で
あ
る
。
」

「
何
ら
か
の
固
定
し
た
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前

提
と
す
る
こ
と
を
排
す
る
の
が
実
存
主
義
的
思
考
の

立
場
で
あ
っ
た
。
」
こ
の
見
地
か
ら
従
来
の
類
型
的

啄
木
観
の
殻
を
破
っ
て
、
実
存
主
義
的
人
間
啄
木
を

掘
り
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
っ
さ
ま
ざ
ま
な
思
想

傾
向
に
対
す
る
蹴
木
の
敏
感
な
反
応
の
底
に
、
無
意

識
で
あ
っ
て
も
実
存
主
義
的
課
題
へ
の
接
近
が
あ

り
、
そ
し
て
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
っ
た
問
題
が

多
く
、
そ
こ
に
啄
木
に
関
す
る
今
日
の
問
題
、
現
代



的
意
義
が
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
》
」
か
ら

啄
木
の
詩
、
お
よ
び
短
歌
に
対
す
る
新
し
い
評
価
が

な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

明
治
社
会
か
ら
の
落
伍
者
で
っ
た
啄
木
の
悲
劇

は
、
そ
の
生
活
と
文
学
と
の
分
裂
に
あ
っ
た
。
そ
の

統
一
が
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
の
小
説
に
お
い
て
挫
折

し
た
結
果
、
そ
の
分
裂
は
そ
の
ま
ゞ
評
論
と
詩
・
短

歌
と
の
分
裂
と
な
っ
た
。
彼
の
詩
や
短
歌
は
、
彼
に

自
覚
さ
れ
た
思
想
と
次
元
を
異
に
し
た
よ
り
深
く
痛

切
な
実
存
的
心
情
に
根
ざ
し
て
い
た
。
そ
し
て
彼
の

文
学
主
体
の
本
質
は
や
は
り
｛
」
こ
に
あ
っ
た
。
詩
は

前
向
き
の
姿
勢
で
発
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
詩
的
真
実

は
、
「
呼
子
と
口
笛
」
入
篇
の
中
の
「
家
」
「
飛
行

機
」
な
ど
の
感
傷
性
に
あ
る
。
そ
れ
は
短
歌
に
も
共

通
す
る
短
歌
は
し
か
し
い
わ
ゆ
る
「
悲
し
き
玩

具
」
と
し
て
彼
の
文
学
活
動
の
系
列
の
中
に
逆
説
的

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
事
実
は
詩
以
上
に

強
く
彼
を
吸
引
す
る
。
そ
し
て
近
代
短
歌
史
の
展
開

の
中
で
真
に
特
色
づ
け
る
新
し
い
も
の
、
多
く
の
影

響
を
後
に
残
し
た
も
の
は
、
現
実
生
活
の
中
で
の
刹

那
的
感
情
の
定
着
し
た
作
品
で
あ
る
。

こ
の
論
文
が
極
め
て
客
観
的
な
学
問
的
な
熊
度
に

よ
っ
て
綿
密
に
論
証
さ
れ
て
行
く
中
で
特
に
注
目
す

べ
き
点
は
、
第
四
章
「
自
然
主
義
と
の
接
触
」
と
第

五
章
「
自
然
主
義
批
判
に
つ
い
て
」
で
あ
ろ
う
。
な

か
ん
ず
く
「
卓
上
一
枝
」
の
啄
木
の
生
涯
に
お
け
る

、
、

意
義
及
び
そ
の
注
釈
で
あ
る
。
国
崎
氏
の
「
卓
上
一

枝
」
の
意
義
つ
け
か
ら
、
従
来
の
類
型
的
啄
木
観

と
、
実
存
主
義
的
人
間
（
自
我
、
個
性
、
実
存
、
時
代

性
）
啄
木
と
が
具
体
的
に
明
瞭
に
分
か
れ
て
く
る
。

啄
木
の
生
涯
の
一
つ
の
転
機
が
新
し
い
視
点
か
ら
と

ら
え
ら
，
れ
て
い
る
。
自
信
・
充
実
、
攻
撃
か
ら
不

安
、
虚
無
、
防
禦
の
痛
ま
し
い
戦
い
へ
の
移
行
ｌ

実
存
的
課
題
は
《
」
の
あ
た
り
か
ら
痛
切
に
に
じ
み
出

て
く
る
。
こ
の
あ
た
０
熟
読
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
冒

、
、

頭
に
引
用
し
た
「
悲
鳴
に
似
た
論
調
」
は
そ
の
部
分

を
前
後
関
係
か
ら
読
む
時
、
読
者
の
胸
に
ひ
び
く
も

の
が
あ
る
。
そ
し
て
私
の
読
ん
だ
か
ぎ
り
、
こ
こ
で

の
み
国
崎
氏
は
情
的
な
表
現
を
な
し
て
い
て
、
評

論
文
的
主
観
の
奔
放
に
対
す
る
極
度
の
自
制
を
意
識

的
に
解
放
し
た
箇
所
の
よ
う
に
感
じ
た
。
こ
こ
で
私

は
啄
木
に
対
す
る
し
み
じ
み
と
し
た
同
情
を
こ
め
た

「
笑
い
」
を
衝
動
と
し
て
感
じ
た
。
だ
が
一
」
れ
は
評

論
文
か
ら
く
る
感
動
に
ほ
と
ん
ど
類
似
し
た
感
銘
で

あ
っ
た
。

飛
躍
す
る
が
、
こ
こ
で
私
は
ふ
と
中
村
光
夫
氏
の

．
一
葉
亭
四
迷
伝
」
（
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
）
の
序

文
を
想
起
す
る
。
中
村
氏
が
二
葉
亭
の
没
年
と
同
年

輩
に
な
っ
て
墓
参
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
ｌ
中
村
氏

は
伝
記
を
書
く
資
格
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
を
し
み

じ
み
と
し
た
感
慨
を
こ
め
て
書
い
て
い
た
。
啄
木
は

二
十
七
歳
、
明
治
四
十
五
年
に
若
く
し
て
死
ん
だ
。

国
崎
氏
は
冷
厳
に
つ
き
｜
は
な
し
て
事
実
に
即
し
て
論

述
し
て
い
る
が
、
国
崎
氏
は
そ
の
心
の
底
に
若
輩
に

対
す
る
暖
か
い
愛
情
と
い
た
わ
り
を
も
っ
て
い
る
こ

と
を
行
間
に
感
ず
る
。
私
は
本
論
を
読
み
な
が
ら
極

、
、

め
て
客
観
的
な
評
論
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
一
体
評
論
と
学

術
論
文
（
作
家
論
）
と
を
区
別
す
る
線
は
ど
こ
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
国
崎
氏
は
「
実
証
的
な
考
察

は
今
後
も
進
む
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
意
味
で
は
も
う

限
界
に
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
か
え
っ
て
実
り

の
な
い
多
く
の
啄
木
論
を
か
か
せ
て
い
る
。
」
と
、

そ
の
序
で
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
国
崎
氏

の
独
特
の
「
論
文
の
方
法
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も

氏
の
主
張
が
こ
も
っ
て
い
る
と
思
う
。
氏
は
氏
自
身

の
創
作
的
資
質
を
自
覚
的
に
否
定
し
て
か
か
っ
て
い

る
と
思
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
の
感
銘
は
、

否
定
か
ら
に
じ
み
出
る
創
作
的
、
評
伝
的
な
文
に
接

し
た
感
銘
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
評
論
的
な
作
家
論
で

あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
こ
れ
が
氏
の
志
向
さ
れ
る
新
し

い
作
家
論
で
あ
ろ
う
か
。
甚
だ
興
味
深
い
。
綿
密
に

六
五
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資
料
に
即
し
た
論
述
で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
は
仮
説

に
対
す
る
摸
索
を
通
し
た
論
理
展
開
と
い
う
よ
り

も
、
ま
た
、
資
料
の
検
討
の
結
果
か
ら
得
た
と
い
う

よ
り
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
も
あ
る
が
、
啄
木
の
作

品
の
享
受
者
と
し
て
の
鋭
い
感
受
性
の
直
観
が
ゆ
る

ぎ
な
い
確
信
と
し
て
氏
に
は
あ
り
、
そ
れ
を
氏
お
よ

び
学
界
の
発
見
し
た
豊
富
な
資
料
を
主
観
を
殺
し
て

客
観
的
に
駆
使
し
、
綿
密
に
論
証
さ
れ
た
も
の
の
よ

う
に
感
ず
る
。
注
目
す
べ
き
論
文
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
今
一
つ
、
啄
木
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
根

強
く
生
涯
を
貫
ぬ
い
た
内
的
要
求
、
自
己
主
張
の
意

欲
、
自
己
拡
大
の
衝
動
は
、
明
星
と
の
接
触
か
ら
の

み
開
始
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
と
は
思
え
な

い
。
十
四
歳
か
ら
の
堀
合
節
子
と
の
十
代
に
お
け
る

交
友
関
係
の
あ
り
か
た
、
恋
愛
の
内
容
中
学
で
の
ス

ト
ラ
イ
キ
、
こ
う
し
た
傾
向
性
を
生
み
出
し
た
も
の

は
、
先
天
的
資
質
の
方
向
性
、
い
や
、
そ
れ
以
上
に
後

天
的
に
十
四
歳
以
前
の
人
間
形
成
に
何
か
注
目
す

ぺ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
冒
頭
の

、
、

「
悲
鳴
」
は
や
が
て
破
滅
し
て
行
く
も
の
の
そ
れ
で

あ
る
。
こ
れ
は
明
星
と
の
接
触
に
始
ま
る
傾
向
性
か

ら
く
る
も
の
の
み
で
あ
ろ
う
か
。

（
文
中
著
者
に
対
す
る
敬
語
を
省
い
た
非
礼
を
お
詑

ぴ
致
し
ま
す
。
）

（
昭
和
三
五
年
月
刊
・
Ａ
５
判
・
二
八
一
頁

五
二
○
円
・
法
律
文
化
社
）

本
会
へ
の
入
会
申
込
・
会
費
の
払
込
は
す

べ
て
左
記
へ
お
願
い
致
し
ま
す
。

入
会
金
五
拾
円

会
費
一
年
四
百
円
（
四
回
分
納
も
可
）

京
都
市
西
陣
局
区
内

河
原
町
通
広
小
路
西
入
ル

立
命
館
大
学
文
学
部
内

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会

振
替
京
都
三
八
八
三
番

昭
和
三
十
六
年
三
月
二
十
五
日
印
刷

昭
和
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
発
行

非
売
品

編
集
乗
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会

発
行
者

森
本
修

印
刷
所
大
津
市
膳
所
丸
ノ
内
町
三
六

萩
原
清
雄

発
行
所
京
都
市
上
京
区
河
原
通

広
小
路
西
入
ル

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
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