
罪
の自
覚
　
　
そ
の
人
間
学
的
考
察
　
e

内
　
　
村
　
　
公
　
　
義

我
は

わ

が
替を
知
る

わ
が
罪
は
つ
ね
に
わ
が
前
に
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詩
篇
第
五
一
篇

は
じ
め
に

　
罪と
は
何
か
。
そ
れ
を
自
覚
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
こ
れ
は
神
学
的
に
は
あ
ら
た
め
て
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
い
自
明
の
事
柄

かも
し
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
正
統
的
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
罪
の
何
た
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
神
の
啓
示
」
だ
け
で

あ
り
、
そ
の
啓
示
に
基
づ
い
て
、
罪
に
関
す
る
教
義
が
既
に
確
立
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
新
し
い
罪
の
概
念
を
付
け
加
え
る
余
地
も
な
け

れば
必
要
も
な
い
。
要
は
そ
の
教
義
を
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
啓
示
」
を
キ
リ
ス
ト
教
教
義
に
倭
小
化
し
た
う
え
で
、
罪

の問
題
を
既
に
教
義
的
に
完
結
し
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
教
義
の
受
容
を
も
っ
て
罪
の
自
覚
と
解
す
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は

　
　
罪
の
自
覚
ー
そ
の
人
間
学
的
構
造
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



四

〇

認識
に
お
い
て
も
実
践
に
お
い
て
も
、
人
間
存
在
の
根
底
に
ま
で
迫
ま
る
よ
う
な
衝
撃
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

　
ルタ
ー
は
い
わ
ゆ
る
九
五
ケ
条
の
提
題
の
冒
頭
に
お
い
て
「
日
々
の
悔
改
め
」
の
必
要
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
提
題
の
意
図

を
よ
く
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
五
一
七
年
の
ル
タ
ー
は
、
贈
宥
の
効
力
に
対
し
て
教
義
学
的
疑
義
を
提
出
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む

し
ろ
罪
の
問
題
が
、
腰
宥
券
購
入
と
い
う
形
で
あ
れ
い
か
な
る
形
で
あ
れ
、
教
義
と
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
抗
議
し
た
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
た
と
え
ば
ル
タ
ー
の
教
理
に
よ
っ
て
罪
の
問
題
が
既
に
解
決
済
み
で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
た

と
え
信
仰
義
認
論
で
あ
っ
て
も
、
教
義
的
解
決
と
い
う
点
で
は
順
宥
券
の
思
想
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
い
や
、
場
合
に
よ
っ

ては
、
贈
宥
券
を
求
め
た
人
々
の
切
迫
し
た
危
機
感
さ
え
欠
い
た
安
易
な
自
己
肯
定
の
思
想
に
転
落
し
て
し
ま
う
。

　罪
の
問
題
は
、
未
解
決
の
実
存
的
課
題
と
し
て
、
非
教
義
化
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
宗
教
的
人
間
の
み
な
ら
ず
非

宗
教的
人
間
な
い
し
反
宗
教
的
人
間
に
と
っ
て
も
回
避
で
き
な
い
問
題
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
救
済
論
だ
け
で
は
必

ずし
も
解
決
で
き
な
い
問
題
と
し
て
、
し
か
も
だ
れ
も
が
ど
う
し
て
も
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
、
追

求さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
先
ず
神
学
の
枠
組
を
取
り
は
ら
い
、
さ
ら
に
宗
教
の
立
場
を
も
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
万

人
の自
己
存
在
の
根
底
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
罪
の
何
た
る
か
を
省
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
以
下は
、
そ
の
よ
う
な
脱
構
築
の
試
み
で
あ
る
。



第
一
章
方
法
論
的
考
察
　
　
う
つ
病
の
罪
責
体
験
を
め
ぐ
っ
て

一

　罪
の
問
題
を
非
宗
教
的
に
、
し
か
も
倫
理
的
善
悪
の
次
元
を
超
え
て
、
自
己
存
在
の
根
底
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
考
察
す
る
た
め
に

は
、
ま
ず
方
法
論
的
模
索
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
不
安
の
概
念
』
の
序
論
に
お
い
て
、
罪
を
取
扱
う
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

に

伴う
困
難
と
し
て
、
罪
の
現
実
性
と
理
念
性
、
そ
の
個
人
性
と
普
遍
性
の
関
係
を
問
題
に
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
罪
は
さ
し
あ
た

り
倫
理
学
の
対
象
に
な
る
が
、
「
元
来
ど
の
学
問
に
も
ま
っ
た
く
属
し
て
い
な
い
」
。
な
ぜ
な
ら
、
罪
は
、
「
単
独
者
が
単
独
者
と
し
て
単

独
者
に

語り
か
け
る
」
説
教
な
い
し
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
の
対
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
罪
を
学
問
の
対
象
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
罪
の
現

実
性
か
ら
出
発
し
た
う
え
で
そ
の
理
念
性
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
単
独
者
の
罪
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
が
万

人
の
克
服
す
べ
き
普
遍
的
な
事
象
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
倫
理
学
が
こ
の
難
題
を
解
決
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

教
義
学
を
前
提
に
す
る
場
合
で
あ
る
、
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。
と
い
う
の
は
、
「
倫
理
学
は
現
実
性
の
な
か
に
理
念
性
を
も
ち
込
も

う
と
す
る
が
、
反
対
に
現
実
性
を
理
念
性
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
運
動
は
見
ら
れ
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
教
義
学
は

「
現実
的
な
も
の
を
理
念
性
に
高
め
る
た
め
に
、
現
実
的
な
も
の
を
も
っ
て
始
め
る
」
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
義
学
は
現
実
的
な
罪

の

存
在を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
「
原
罪
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
現
実
性
を
理
念
性
に
高
め
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
罪
の
問
題
を
非
宗
教
的
に
且
つ
倫
理
的
次
元
を
超
え
て
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
な
ら
ぬ
教
義
学
と

　　
　
罪
の
自
覚
1
そ
の
人
間
学
的
構
造
　
e
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四
二

倫
理
学
を
あ
ら
か
じ
め
除
外
し
て
い
る
。
倫
理
学
で
も
な
く
教
義
学
で
も
な
い
場
所
で
、
罪
を
純
粋
に
個
人
的
な
単
独
者
の
問
題
で
あ
り

な
が
ら
万
人
に
通
じ
る
普
遍
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
現
実
性
か
ら
出
発
す
る
学
問
」
と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
教
義
学
の
定
義
は
、
総
じ
て
「
臨
床
の
知
」
と
呼
ば
れ
る
学
問
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

定
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
中
村
雄
二
郎
に
よ
れ
ば
、
臨
床
の
知
の
特
色
は
、
抽
象
的
普
遍
性
の
立
場
を
排
し
、
個
々
の
事
例
や
場
合

を

重
んじ
、
「
普
遍
主
義
の
名
の
も
と
に
自
己
の
貴
任
を
解
除
し
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
事
物
を
客
観
主
義
的
に
対
象
化

す
る
の
で
は
な
く
、
相
互
主
体
的
か
つ
相
互
行
為
的
に
み
ず
か
ら
関
与
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
臨
床
の
知
に
お
い
て
は
ま
さ

に

「
単
独者
が
単
独
者
と
し
て
単
独
者
に
語
り
か
け
る
」
。
し
か
し
同
時
に
、
臨
床
の
知
は
個
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
性
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

ろ
う
と
す
る
。
次
に
掲
げ
る
河
合
隼
雄
の
臨
床
心
理
学
に
関
す
る
発
言
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
心
理
療
法
を
通
じ
て
迫

ろ
う
と
す
る
個
人
は
、
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
世
界
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
人
間
、
あ
る
い
は
人
間
の
心
の
秘
密
が
あ
る
」
。

し
た
が
っ
て
、
二
個
人
の
全
体
性
を
損
う
こ
と
な
く
、
そ
の
個
人
の
世
界
を
探
求
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
普
遍
性
が
見
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
臨
床
の
知
に
お
い
て
は
、
「
個
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
普
遍
性
を
も
つ
」
と
い
う
逆
説
が
成
立
つ
の

であ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
罪
を
個
と
普
遍
の
弁
証
法
に
お
い
て
考
察
し
う
る
場
と
し
て
、
臨
床
心
理
学
や
精
神
病
理
学
が
視
野

に
入
っ
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　実
際
に
、
罪
の
意
識
な
い
し
罪
の
感
情
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
精
神
医
学
的
事
象
の
根
底
に
隠
さ
れ
て
お
り
、
無
意
識
的
な
罪
責
感
を

　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
る
　

意
識化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
疾
患
が
治
癒
に
向
か
う
症
例
も
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
罪
は
精
神
分
析
や
精
神
病

理
学
にお
い
て
基
本
主
題
の
一
つ
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
罪
責
感
が
最
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
う
つ
病
（
メ
ラ

ン

コ
リ
ー
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
罪
責
体
験
に
つ
い
て
精
神
病
理
学
的
な
視
点
か
ら
分
析
を
試
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
罪
と
そ
の
自
覚
の
人



間
学
的
構
造
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
得
た
い
と
思
う
。
本
章
で
は
、
う
つ
病
的
罪
責
体
験
の
特
質
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ

と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
視
座
の
設
定
が
方
法
論
的
に
妥
当
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
問
題
の
焦
点
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
罪
を
万
人

の自
己
存
在
の
根
底
に
関
わ
る
事
象
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
と
き
に
、
う
つ
病
と
い
う
「
特
異
な
」
存
在
様
式
を
人
間
の
典
型
的
な
存
在

様
式と
し
て
普
遍
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
、
第
二
は
、
う
つ
病
の
罪
貴
体
験
を
、
た
と
え
ば
パ
ウ
ロ
や
ル
タ
ー
の
深

刻
な
罪
の
認
識
と
同
質
の
も
の
と
み
な
し
得
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

二

　
罪責
体
験
は
ふ
つ
う
「
罪
責
妄
想
」
と
呼
ば
れ
、
「
心
気
妄
想
」
、
「
貧
困
妄
想
」
と
な
ら
ん
で
、
う
つ
病
の
臨
床
像
の
特
徴
を
な
す
三

大
妄
想
の

一
つ
に数
え
ら
れ
る
。
う
つ
病
は
分
裂
病
と
共
に
内
因
性
精
神
病
に
分
類
さ
れ
る
が
、
「
内
因
性
」
と
は
、
現
在
の
精
神
医
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

の大
勢
で
は
、
「
生
物
学
的
要
因
に
よ
る
」
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
う
つ
病
は
脳
内
の
神
経
伝
達
物

質
や
副
腎
ホ
ル
モ
ン
の
異
常
な
ど
に
よ
っ
て
出
現
す
る
疾
患
で
あ
っ
て
、
一
般
医
学
モ
デ
ル
に
従
っ
て
診
断
と
治
療
の
対
象
に
な
る
も
の

であ
る
。
し
た
が
っ
て
「
罪
責
妄
想
」
も
身
体
的
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
、
抗
う
つ
薬
に
よ
っ
て
そ
の
要
因
を
除
去
す
れ
ば
消
失
す
る
と
み

な
さ
れ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
罪
責
体
験
は
う
つ
病
と
い
う
異
常
精
神
事
象
の
一
症
状
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
人
間
の
根
底
的
な
実
存
様
式

の

発現
で
あ
る
罪
や
罪
の
自
覚
と
い
っ
た
事
象
を
見
よ
う
と
す
る
の
は
見
当
は
ず
れ
も
甚
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　し
か
し
、
「
罪
責
妄
想
」
が
出
現
す
る
機
序
は
生
物
学
的
要
因
だ
け
で
は
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
う
つ
病

の妄
想
が
な
ぜ
特
定
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て
出
現
す
る
の
か
、
つ
ま
り
、
分
裂
病
で
は
「
関
係
妄
想
」
や
「
迫
害
妄
想
」
と
い
う
形
で
妄
想

　
　
罪
の
自
覚
1
そ
の
人
間
学
的
構
造
　
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

が出
現
す
る
の
に
対
し
て
、
う
つ
病
で
は
な
ぜ
「
罪
責
妄
想
」
等
の
形
を
と
る
の
か
ー
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
臨
床
的

事実
の
背
後
に
あ
っ
て
、
諸
症
状
を
生
み
出
し
て
い
る
う
つ
病
者
の
全
体
的
な
存
在
様
式
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

う
つ
病
お
よ
び
う
つ
病
者
を
見
る
の
に
、
生
物
学
的
視
点
と
は
異
な
る
人
間
学
的
視
点
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
R
・
D
・
レ
イ
ン

が
分
裂病
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
う
つ
病
に
も
あ
て
は
ま
る
。
「
あ
る
患
者
に
（
一
疾
患
と
し
て
の
）
分
裂

病
の
〈
徴
候
〉
を
見
出
す
こ
と
と
、
一
個
の
人
間
存
在
と
し
て
の
彼
に
目
を
注
ぎ
耳
を
傾
け
る
こ
と
と
は
、
根
本
的
に
ち
が
っ
た
仕
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

見
か

つ聞
く
こ
と
で
あ
る
」
。
わ
れ
わ
れ
が
レ
イ
ン
に
な
ら
っ
て
、
一
機
能
疾
患
と
し
て
の
う
つ
病
で
は
な
く
、
一
個
の
全
体
と
し
て
の

う
つ
病
者
に
注
目
す
る
と
、
う
つ
病
は
極
め
て
人
間
的
な
様
相
を
呈
し
は
じ
め
る
。
こ
の
「
人
間
の
病
」
と
い
う
側
面
に
重
点
を
置
く
人

間
学
的
・
現
象
学
的
精
神
医
学
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
う
つ
病
と
い
う
事
象
の
発
現
は
生
物
学
的
条
件
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
「
人
聞

の

条
件
そ

のも
の
」
す
な
わ
ち
患
者
が
「
ほ
か
な
ら
ぬ
人
間
で
あ
る
と
い
う
事
実
」
に
根
ざ
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
う
つ
病
は
「
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

因
性
」
精
神
病
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
う
つ
病
理
解
に
立
て
ば
、
そ
れ
に
伴
っ
て
罪
責
体
験
も
、
了
解
不
能
な
、
特
異
な

「
妄想
」
で
は
な
く
、
人
間
学
的
に
重
要
な
普
遍
的
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
レ
イ
ン
は
自
分
自
身
の
中
に
「
精
神
病
的
可
能
性
」

を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
患
者
の
実
存
的
境
地
」
の
理
解
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
が
、
彼
は
こ
の
「
自
己
の
精
神
病
的
可
能
性
」
と
い

う
表
現
に
よ
っ
て
、
精
神
病
者
の
存
在
様
式
が
自
分
自
身
の
実
存
様
式
と
地
続
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
では
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
は
い
か
な
る
人
間
学
的
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
か
。
症
例
に
即
し
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。



三

　
症
例
H
・
N

　
六
二歳
の
女
性
。
五
年
来
、
抑
う
つ
状
態
が
続
い
て
い
る
う
え
、
戸
じ
ま
り
等
の
確
認
行
動
や
洗
顔
を
何
度
も
く
り
か
え
す
と
い
う
強

迫
症
状も
併
発
し
て
い
る
。
発
病
の
誘
因
は
、
夫
の
死
後
、
生
前
の
手
記
を
読
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
夫
は
広
島
で
被
爆
し
、
そ
の
経
験
を

手
記と
し
て
発
表
し
て
い
た
。
そ
の
手
記
は
夫
の
生
前
に
も
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
当
時
は
特
別
な
衝
撃
を
受
け
た
わ
け
で
は
な

く
、
む
し
ろ
、
夫
が
「
被
爆
者
の
苦
し
み
は
他
人
に
は
分
か
ら
ぬ
」
と
口
ぐ
せ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に
反
発
し
て
、
「
そ
ん
な
こ
と
は
早

く
忘
れ
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
言
い
続
け
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
夫
の
死
の
半
年
後
の
原
爆
記
念
日
に
手
記
を
読
ん
で
、
「
わ
た

し
は
ど
う
し
て
夫
の
苦
し
み
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
」
と
激
し
い
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
、
抑
う
つ
状
態
に
陥
っ
た
。

　
患
者は
、
夫
の
苦
し
み
を
理
解
し
な
か
っ
た
自
分
を
責
め
、
罪
責
感
に
さ
い
な
ま
れ
た
。
こ
れ
は
十
分
に
了
解
で
き
る
心
情
で
あ
り
、

決し
て
了
解
不
能
な
「
妄
想
」
で
は
な
い
。
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
悔
恨
が
、
被
爆
者
に
対
し
て
無
理
解
で
あ
っ
た

過去
の
自
分
の
生
き
か
た
や
考
え
か
た
を
改
め
よ
う
と
い
う
、
新
し
い
可
能
性
の
追
求
に
つ
な
が
ら
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
う
つ
病

の罪
責
体
験
の
特
質
を
考
え
る
う
え
で
最
も
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
が
、
後
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
さ
し
あ
た
り
現
象
と
し
て
の

罪
貴
感
に

即し
て
言
う
と
、
彼
女
に
と
っ
て
は
、
夫
の
死
に
よ
っ
て
、
そ
の
苦
し
み
を
理
解
す
る
可
能
性
が
永
久
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

の

であ
る
。
彼
女
を
悩
ま
せ
、
抑
う
つ
症
状
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、
こ
の
喪
失
感
で
あ
っ
た
。
L
・
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
は
臨
床
的
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
　

と
し
て
の
抑
う
つ
の
本
質
を
「
喪
失
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
観
点
か
ら
患
者
の
生
活
史
と
発
病
状
況
を
調
べ
る
と
、
そ
こ
に
は
幾

　
　
罪
の
自
覚
ー
そ
の
人
間
学
的
構
造
　
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

つ
か
の

重
層的
な
喪
失
経
験
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
中
核
を
な
す
の
は
自
己
の
役
割
同
一
性
の
喪
失
で
あ
る
。
彼
女
は
、
夫
が
家
庭
を
か

え
り
み
ず
平
和
運
動
に
専
心
す
る
一
方
、
給
料
を
ほ
と
ん
ど
酒
代
に
費
し
て
し
ま
う
こ
と
に
不
満
を
抱
き
つ
つ
も
、
服
飾
店
を
営
み
な
が

ら
家
計
を
支
え
、
息
子
を
育
て
て
き
た
。
ま
る
で
絵
に
描
い
た
よ
う
な
「
良
妻
賢
母
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
息
子
が
結
婚
し
て
独
立
す
る
の

と
夫
の
死
が
ほ
と
ん
ど
同
時
で
あ
り
、
そ
の
半
年
後
に
発
病
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
彼
女
は
妻
お
よ
び
母

さ
ら
に
は
生
計
維
持
者
と
し
て
の
役
割
同
一
性
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
発
病
し
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
一
般
的
に
見
れ
ば
、
う
つ
病
の
発
病
誘
因
と
し
て
最
も
多
い
も
の
の
一
つ
が
役
割
同
一
性
の
危
機
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
A
・
ク
ラ
ウ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

に
よ
れ
ば
、
う
つ
病
者
は
「
役
割
へ
の
外
在
化
か
ら
自
己
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
換
言
す
れ
ば
、
う
つ
病
者
の
自
己
同
一
性

は
役
割
同
一
性
に
完
全
に
収
敏
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
喪
失
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
自
己
喪
失
に
陥
る
。
S
・
フ
ロ
イ
ト
も
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

の

事
態
に

着目
し
て
、
対
象
喪
失
が
そ
の
ま
ま
自
己
喪
失
に
な
る
点
に
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
病
理
の
根
源
を
見
出
し
て
い
る
。
H
・
テ
レ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
リ

バ
ッ

ハ
の

女性
患
者
M
・
B
・
K
は
、
対
象
喪
失
に
よ
っ
て
う
つ
状
態
に
陥
っ
た
自
分
を
「
燃
料
の
な
い
か
ま
ど
」
に
た
と
え
て
い
る
。

彼
女
が
言う
に
は
、
「
こ
の
病
気
の
苦
痛
の
か
ま
ど
に
ど
ん
な
燃
料
を
拠
り
込
む
か
、
ど
う
や
っ
て
火
を
つ
け
る
か
は
、
ど
う
で
も
よ
い
」

こ
と
で
あ
り
、
な
に
で
あ
れ
「
対
象
が
見
つ
か
り
さ
え
す
れ
ば
」
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
燃
料
」
あ
る
い
は
「
対
象
」
は
、
時
に
は
飼
っ

て
い
る
鶏
で
あ
っ
た
り
、
子
ど
も
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
要
す
る
に
次
々
と
交
換
で
き
る
「
代
用
品
」
で
あ
る
。
「
真
実
の
人
生
の
代
り

に
」
な
る
代
用
品
と
し
て
の
「
対
象
」
な
い
し
「
役
割
」
が
見
つ
か
り
さ
え
す
れ
ば
、
自
分
の
存
在
の
確
か
さ
が
保
証
さ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
な
く
な
る
と
、
生
は
「
澗
れ
て
し
ま
っ
た
小
川
」
の
よ
う
に
枯
渇
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
彼
女
は
こ
う
結
論
す
る
。
「
う
つ

病
の
不
安
が
本
当
に
恐
ろ
し
い
点
は
対
象
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
」
。
こ
の
よ
う
な
M
・
B
・
K
の
自
己
描
写
は
、
対
象
や
役
割

を
喪
失
す
れ
ば
生
そ
の
も
の
が
無
に
帰
し
て
し
ま
う
、
う
つ
病
者
の
内
的
虚
無
を
み
ご
と
に
描
き
出
し
て
い
る
。
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
う
つ



病者
の
こ
う
し
た
存
在
様
式
を
、
「
自
分
自
身
が
自
分
の
内
容
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
定
式
化
す
る
。
た
と
え
ば
、
「
夫
が
死
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

し
、
娘
た
ち
が
嫁
い
だ
あ
と
の
晩
年
は
、
自
分
一
人
で
は
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
役
割
同
一
性
の
危
機
を
発
病
の
誘
因

た
ら
し
め
る
の
は
、
う
つ
病
者
の
生
の
か
か
る
空
無
性
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
を
「
存
在
喪
失
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
喪
失
経

験
がう
つ
病
の
発
病
誘
因
に
な
る
の
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
先
験
的
な
存
在
喪
失
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　わ
れ
わ
れ
の
症
例
の
患
者
H
・
N
も
夫
の
死
や
息
子
の
独
立
に
よ
る
役
割
同
一
性
の
喪
失
に
先
立
っ
て
、
「
自
分
の
内
容
」
と
な
る
べ

き
自
己
を
喪
失
し
て
い
た
、
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
女
が
思
春
期
に
強
迫
症
状
を
呈
し
た
こ
と
が
あ

る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
精
神
力
動
的
に
は
、
下
田
光
造
の
い
わ
ゆ
る
「
執
着
性
格
」
者
が
「
対
象
喪
失
し
た
場
合
に
う
つ
病
が
起
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

り
、
対
象
喪
失
の
不
安
を
起
こ
し
た
と
き
強
迫
症
状
を
呈
す
る
」
（
西
園
昌
久
）
と
言
わ
れ
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
洞
察
ど
お
り
メ
ラ
ン
コ

リ
ー
者
に
お
い
て
は
対
象
喪
失
が
そ
の
ま
ま
自
己
喪
失
に
な
る
と
す
れ
ば
、
H
・
N
は
思
春
期
の
頃
か
ら
自
己
喪
失
の
不
安
に
さ
ら
さ
れ

て
い

たと
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
女
の
場
合
に
限
ら
ず
、
抑
う
つ
症
状
と
強
迫
症
状
は
併
発
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
根
底
に
は
自
己

喪
失あ
る
い
は
存
在
喪
失
と
い
う
共
通
す
る
事
態
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
強
迫
神
経
症
に
見
ら
れ
る
際
限
な
い
確
認
行
動
は
「
自
分
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
は
り

在
に
つ
い
て
確
信
を
も
て
ぬ
生
の
不
確
実
性
の
極
端
な
事
例
化
」
（
加
藤
敏
）
で
あ
り
、
洗
顔
強
迫
の
よ
う
な
清
浄
儀
式
は
不
潔
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

て

象徴
さ
れ
る
死
な
い
し
は
自
己
の
存
在
の
空
無
化
に
対
す
る
防
衛
で
あ
る
。
R
・
N
の
強
迫
症
状
は
結
婚
に
よ
っ
て
消
失
し
た
。
そ
れ

は
、
役
割
同
一
性
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
の
確
か
さ
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
息
子
の
独
立
と
夫
の
死
に
よ

る
役
割
同
一
性
の
喪
失
に
よ
っ
て
強
迫
症
状
が
再
発
し
、
同
時
に
抑
う
つ
状
態
に
陥
っ
た
。
自
分
で
は
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
の
空

無性
が
暴
露
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
の
欠
如
を
補
う
た
め
に
、
う
つ
病
者
は
次
々
に
役
割
を
求
め
、
そ
れ
に
過
度
に
自

己
同
一
化
す
る
。
し
か
し
、
根
底
的
な
空
無
性
は
役
割
的
自
己
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
た
び
に
一
挙
に
露
呈
す
る
。
か
く
し
て
、
う
つ
病

　
　
罪
の
自
覚
i
そ
の
人
間
学
的
構
造
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

者は
「
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
決
定
論
的
な
自
ら
の
存
在
喪
失
の
事
態
に
陥
り
、
絶
対
的
空
虚
の
な
か
に
投
げ
込
ま
れ
る
」
こ
と
に
な

る
。
で
は
、
こ
の
先
験
的
・
根
底
的
な
生
の
空
無
性
・
存
在
喪
失
は
ど
う
し
て
生
じ
る
の
か
。

四

　こ
の
よ
う
に
問
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
脚
下
に
あ
る
深
淵
に
目
を
向
け
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
存
在
喪
失
を
如
実
に
示
す

よ
う
な
症
例
に
出
会
っ
て
、
そ
こ
に
鏡
に
映
す
ご
と
く
自
分
の
似
姿
を
見
出
す
の
は
、
恐
ら
く
筆
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
う
つ
病
を
発

現さ
せ
る
先
験
的
な
存
在
喪
失
は
自
己
成
立
の
根
底
に
関
わ
っ
て
お
り
、
う
つ
病
者
や
前
う
つ
病
者
に
特
異
的
と
い
う
よ
り
、
差
異
と
し

て
の自
己
の
構
造
に
由
来
す
る
と
い
う
意
味
で
普
遍
性
を
備
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

　こ
の
差
異
の
構
造
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
す
で
に
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
お
い
て
、
「
実
存
す
る
限
り
の
存
在
者
」
と
「
実
存
の
根

底
た
る
限
り
の
存
在
者
」
の
区
別
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
れ
を
「
実
存
す
る
限
り
の
神
」
と
神
の
実
存
の
根
底

た
る
「
神
の
う
ち
の
自
然
」
と
の
区
別
と
し
て
論
じ
、
「
神
は
自
己
の
う
ち
に
自
己
の
実
存
の
内
面
的
根
底
を
含
み
、
こ
の
根
底
は
そ
の

限り
に
お
い
て
実
存
す
る
も
の
と
し
て
の
神
に
先
行
す
る
。
が
、
同
様
に
ま
た
、
神
は
根
底
の
先
者
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
の
議
論
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

神
を
人
間
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
考
察
す
る
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
根
本
的
態
度
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
そ
こ
に
自
己
の
構
造
が

投
影さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
は
自
己
の
う
ち
に
そ
の
実
存
の
内
面
的
根
底
を
含
み
、
こ
の
自
己
の
う

ち
の
自
然
は
実
存
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
に
先
行
す
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
先
行
す
る
暗
黒
」
と
呼
ぶ
こ
の
根
底
は
、
「
実
在
性
の
不

可
解な
る
基
底
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
割
り
切
れ
ぬ
剰
余
で
あ
り
、
最
大
の
努
力
を
以
っ
て
し
て
も
分
解
し
て
悟
性
と
す
る
こ
と



が
でき
ず
し
て
永
遠
に
根
底
に
残
る
も
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
「
こ
の
悟
性
な
き
も
の
か
ら
、
本
来
の
意
味
で
悟
性
は
生
ま
れ
た
」
の
で

あ
る
。
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
中
で
シ
ェ
リ
ン
グ
が
展
開
し
て
い
る
思
索
は
、
神
論
と
考
え
れ
ば
神
秘
主
義
的
な
形
而
上
学
的
思
弁

と
片
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
自
己
論
と
解
す
る
な
ら
ば
、
W
・
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
や
木
村
敏
を
は
じ
め
と
す
る
現
象

学的
精
神
病
理
学
者
の
自
己
論
の
源
流
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　ブ
ラ
ン
ケ
ン
プ
ル
ク
は
自
己
の
構
成
に
関
し
て
、
「
自
然
的
な
い
し
経
験
的
な
自
己
と
、
超
越
論
的
な
自
己
と
の
差
異
」
を
問
題
に
す

お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

る
。
こ
れ
は
、
深
層
心
理
学
的
な
発
達
理
論
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
E
・
エ
リ
ク
ソ
ン
の
自
我
同
一
性
と
基
本
的
信
頼
の
関
係
と
も
言
え

る
が
、
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
は
そ
の
つ
ど
構
成
さ
れ
る
自
己
の
現
象
学
的
構
造
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
自
己
は
「
自
然

的
自
己
と
超
越
論
的
自
己
」
あ
る
い
は
「
投
企
さ
れ
た
自
己
と
投
企
す
る
自
己
」
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
自
己
は
「
同
じ
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
異
っ
た
も
の
」
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
が
そ
の
つ
ど
成
立
す
る
た
め
の
超
越
論
的
根
拠
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の

連関
は
、
「
流
動
性
に
あ
ふ
れ
た
絶
え
ざ
る
過
程
的
な
事
態
」
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
分
析
に
従
っ
て
言
え
ば
、
「
源
泉
か
ら

流
れ出
る
」
生
の
営
み
か
ら
経
験
的
自
我
と
い
う
沈
査
が
形
成
さ
れ
る
絶
え
間
な
い
「
排
出
」
な
い
し
は
「
沈
積
」
の
過
程
で
あ
る
。
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
け

村
敏は
こ
の
過
程
を
「
自
己
の
差
異
化
の
い
と
な
み
」
と
呼
ぶ
。
彼
は
自
己
を
、
「
こ
と
的
・
述
語
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
の
ノ
エ
シ
ス

的
自
己
」
と
「
も
の
的
・
主
語
的
な
実
体
と
し
て
の
ノ
エ
マ
的
自
己
」
の
二
相
に
区
別
す
る
。
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
と
は
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル

ク
の
超
越
論
的
自
己
に
あ
た
り
、
ま
だ
「
自
己
」
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
、
個
別
化
以
前
・
自
己
以
前
の
「
根
源
的
で
無
限
定
な
自
発

性
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
風
に
「
自
己
の
う
ち
の
自
然
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
自
己
意
識
の
み
な

ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
自
発
的
能
動
性
の
源
泉
で
あ
る
。
こ
の
ノ
エ
シ
ス
的
な
述
語
的
な
は
た
ら
き
が
「
自
己
」
の
自
覚
に
向
け
ら
れ

たと
き
に
、
そ
の
つ
ど
そ
こ
か
ら
析
出
し
て
く
る
主
語
的
な
も
の
と
し
て
の
自
己
が
「
ノ
エ
マ
的
自
己
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ブ
ラ
ン
ケ
ン
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ブ

ルク
の
自
然
的
自
己
な
い
し
経
験
的
自
己
に
あ
た
り
、
有
限
な
身
体
、
有
限
な
意
識
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
「
有
限
な
個
別
的
自
己
」

であ
る
。
こ
の
両
者
は
弁
証
法
的
関
係
に
あ
り
、
定
式
化
す
れ
ば
、
無
限
定
な
ノ
エ
シ
ス
的
自
発
性
は
、
有
限
な
ノ
エ
マ
的
自
己
な
い
し

客
体
的
自
己
を
み
ず
か
ら
の
相
関
者
と
し
て
析
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
的
自
己
と
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
。
こ
れ
が
自
己
成

立
の

流動
的
過
程
と
し
て
の
自
己
の
差
異
化
の
い
と
な
み
で
あ
る
。
現
象
学
的
精
神
病
理
学
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
分
裂
病
も
う
つ
病

も
、
こ
の
差
異
と
し
て
の
自
己
の
構
造
か
ら
発
現
す
る
事
象
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
木
村
敏
に
よ
れ
ば
、
内
因
性
精
神
病
は

人間
の
条
件
そ
の
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
分
裂
病的
な
い
し
分
裂
病
親
和
的
存
在
様
式
に
お
い
て
は
、
ノ
エ
マ
的
自
己
が
確
立
せ
ず
、
差
異
の
構
造
が
脆
弱
で
あ
る
。
そ
れ
は
ノ

エ
シ

ス的
自
己
の
自
己
限
定
が
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
結
果
、
分
裂
病
的
存
在
様
式
は
存
在
論
的
安
定
を
欠
く
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
う
つ
病
的
な
い
し
う
つ
病
親
和
的
存
在
様
式
に
お
い
て
は
、
ノ
エ
マ
的
自
己
が
強
固
に
確
立
し
て
い
る
反
面
、

そ
の
つ
ど
自
己
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
流
動
的
な
自
己
生
成
の
過
程
が
消
失
し
て
い
る
。
ひ
と
た
び
ノ
エ
マ
的
自
己
あ
る
い
は
そ
の
一
部

であ
る
役
割
同
一
性
が
確
立
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
解
体
の
危
機
に
瀕
し
た
と
き
に
、
再
び
あ
ら
た
な
自
己
同
一
性
を
お
の
ず
か
ら
成

立さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
無
限
定
の
ノ
エ
シ
ス
的
自
発
性
が
失
わ
れ
、
差
異
と
し
て
の
自
己
の
構
造
が
硬
直
化

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
前
述
の
ご
と
く
、
こ
の
ノ
エ
シ
ス
的
自
発
性
あ
る
い
は
超
越
論
的
自
己
こ
そ
が
実
存
す
る
自
己
に
先

行す
る
実
存
の
根
底
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
は
存
在
喪
失
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
う
つ
病
の
本

質
と
も
言
う
べ
き
先
験
的
存
在
喪
失
で
あ
る
。

　ノ
エ
マ
的
自
己
の
確
立
に
よ
る
ノ
エ
シ
ス
的
自
発
性
の
喪
失
と
い
う
事
態
は
、
記
号
論
的
に
言
え
ば
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
主
体

に
よ
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し
て
の
主
体
の
抹
消
で
あ
り
、
J
・
ラ
カ
ン
に
な
ら
っ
て
、
コ
言
葉
に
よ
っ
て
自
己
と
世
界
を
意
義
づ
け
よ
う
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

す
る
結
果
、
言
語
に
よ
っ
て
意
義
づ
け
ら
れ
な
い
次
元
が
必
然
的
に
欠
落
し
て
し
ま
う
」
こ
と
と
読
み
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
す
れ

ば
、
存
在
喪
失
は
、
言
語
を
も
ち
、
言
語
に
よ
っ
て
自
己
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
対
自
存
在
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
不
可
避
の
運
命
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
加
藤
敏
は
、
言
語
に
よ
る
主
体
の
分
裂
の
結
果
、
存
在
喪
失
を
蒙
っ
た
主
体
の
あ
り
か
た
を
「
構
造
的
メ
ラ
ン
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け

リ
ー
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
実
存
の
本
質
構
造
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
う
つ
病
者
が
陥
る
虚
無
の
深
淵
は
わ
れ
わ
れ

の

脚下
に
も
横
た
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

五

　う
つ
病
者
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
先
験
的
存
在
喪
失
を
罪
と
し
て
経
験
す
る
。
こ
れ
が
う
つ
病
的
罪
責
体
験
の
特
質
で
あ
る
。
テ
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レ

ン

バ
ッ

ハ
が指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
う
つ
病
者
が
極
く
軽
微
な
過
失
に
つ
い
て
自
分
を
責
め
る
と
き
、
そ
れ
は
「
な
に
ご
と
か
に
つ
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い

て自
分
自
身
を
責
め
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
自
責
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
つ
ね
に
「
彼
の
自
己
に
つ
い
て
も
自
分
を

貴
め
て
い
る
」
。
「
行
為
の
罪
と
存
在
の
罪
、
行
為
の
悔
い
と
存
在
の
悔
い
は
、
根
本
に
お
い
て
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
」
。
テ
レ
ン
バ
ッ

ハは
こ
の
よ
う
な
う
つ
病
者
の
罪
責
感
の
特
徴
に
つ
い
て
、
成
因
論
的
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
者
は
そ
の
罪
の
意

識を
罪
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
機
縁
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
自
分
自
身
を
第
一
次
的
に
罪
あ

る
も
の
と
感
じ
て
お
り
、
自
分
が
罪
責
的
で
あ
る
た
め
の
機
縁
を
『
選
び
出
し
て
』
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
。
こ
の
第
一
次
的
な
罪
の
意
識

の

起源
に
つ
い
て
、
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
木
村
敏
を
引
用
し
て
、
「
体
験
の
基
礎
を
な
し
て
い
て
、
そ
れ
自
体
は
け
っ
し
て
ノ
エ
マ
的
に
体

験
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
根
源
的
領
域
に
生
じ
る
原
発
性
の
事
態
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
事
態
を
「
存
在
喪
失
」
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五
二

と
呼
ん
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
存
在
喪
失
が
な
ぜ
罪
の
意
識
を
生
む
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

　う
つ
病
者
に
お
け
る
存
在
喪
失
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
木
村
敏
の
い
わ
ゆ
る
ノ
エ
シ
ス
的
自
発
性
の
喪
失
で
あ
る
。
そ
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

果
、
う
つ
病
者
に
お
い
て
は
、
ノ
エ
マ
的
自
己
を
媒
介
と
し
て
そ
の
都
度
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
が
成
立
す
る
と
い
う
「
差
異
の
動
的
構
造
」

が
失
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
た
え
ざ
る
自
己
実
現
・
自
己
生
成
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
不
断
の
自
己
実
現
と
は
、
差
異
の
動
的
構

造
の中
で
「
自
己
が
自
己
自
身
へ
と
到
来
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
自
己
自
身
へ
の
到
来
の
働
き
、
即
ち
、
自
己
の
「
将
来
性
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

「時
間
と
呼
ば
れ
る
事
態
の
存
在
論
的
根
源
」
（
木
村
敏
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
う
つ
病
者
に
お
い
て
は
、
存
在
喪
失
は
自
己
の
将
来

性
の
喪
失
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
未
来
の
閉
塞
あ
る
い
は
時
間
の
停
滞
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
こ
の
う
つ
病
に
お
け
る
「
時
間
性
の
構
造

　
　
ハ
ガ
　

変化
」
（
フ
ォ
ン
・
ゲ
ー
プ
ザ
ッ
テ
ル
）
は
、
幾
多
の
現
象
学
的
研
究
が
一
致
し
て
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
E
：
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー

　
　
　
ハ
お
り

に
よ
れ
ば
、
内
因
性
抑
う
つ
状
態
に
お
い
て
は
、
「
内
在
す
る
時
間
は
著
し
く
進
行
を
緩
め
、
停
止
し
さ
え
す
る
」
。
そ
れ
に
伴
い
未
来

が閉
ざ
さ
れ
、
過
去
に
よ
る
避
け
が
た
い
被
決
定
感
が
生
じ
る
。
ビ
ン
ス
ワ
ン
カ
ー
は
こ
の
事
態
を
指
し
て
、
「
現
存
在
が
自
己
の
被
投

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り

性
に
よ
っ
て
脅
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
。
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
こ
れ
ら
の
諸
研
究
の
成
果
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
メ

ラ
ン
コ
リ
ー
性
の
罪
責
体
験
の
背
後
に
お
い
て
、
「
現
存
在
の
将
来
へ
の
関
係
に
決
定
的
な
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
生
成
の
歩
み
が
ー
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す
な
わ
ち
人
間
の
本
質
を
な
す
、
将
来
へ
と
進
展
す
る
自
己
展
開
と
自
己
実
現
が
ー
停
滞
し
て
い
る
」
。
こ
の
先
験
的
な
未
来
閉
塞
性

が
経
験的
次
元
に
お
け
る
個
々
の
可
能
性
喪
失
を
媒
介
と
し
て
「
と
り
か
え
し
が
つ
か
な
い
」
と
い
う
悔
恨
を
生
み
出
す
。
こ
れ
が
罪
責

感
であ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
」
回
復
不
能
性
が
罪
の
本
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
存
在
喪
失
が
ノ
エ
マ

的
に
は
罪
責
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　わ
れ
わ
れ
の
症
例
に
戻
る
と
、
患
者
且
・
N
は
夫
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
苦
し
み
を
理
解
す
る
可
能
性
が
永
久
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と



感じ
て
い
る
。
彼
女
に
と
っ
て
は
、
夫
の
苦
し
み
を
理
解
し
な
か
っ
た
こ
と
は
回
復
不
能
な
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
」
事
態
な
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
れ
を
回
復
不
能
だ
と
感
じ
る
の
か
。
な
ぜ
、
過
去
の
態
度
を
改
め
る
と
い
う
新
し
い
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と

が
でき
な
い
の
か
。
こ
う
問
い
直
し
て
み
る
と
、
彼
女
の
回
復
不
能
感
の
根
底
に
、
「
将
来
へ
と
進
展
す
る
自
己
展
開
」
の
不
可
能
性
と

いう
先
験
的
な
未
来
閉
塞
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
女
は
夫
の
死
に
よ
っ
て
未
来
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
た
と
感
じ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
自
己
生
成
の
基
底
が
失
わ
れ
、
自
己
の
将
来
性
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
基
礎
障
碍
を
露
呈
さ
せ
る
誘
因
に
す
ぎ
な
い
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
　

女
に
と
っ
て
の
根
源
的
な
回
復
不
能
性
は
、
時
間
が
「
自
己
生
成
の
可
能
性
の
場
」
（
木
村
敏
）
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
反
省

以前
・
経
験
以
前
の
ノ
エ
シ
ス
的
事
態
で
あ
る
。
夫
の
苦
し
み
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
罪
責
理
由
も
、
第
二
次
的
な
罪
責

機
縁
であ
っ
て
、
こ
の
ノ
エ
シ
ス
的
な
回
復
不
能
性
の
ノ
エ
マ
的
な
経
験
様
式
な
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
は
、
患
者
R
・
N
の
症
例
の
よ
う
に
了
解
可
能
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
妄
想

と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
よ
う
な
了
解
不
能
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
、
「
自
己
自
身
と
の
関
係
の
病
態
」
（
A
・
ク

　
　
　
　
お
　

ラ
ウ
ス
）
な
い
し
は
関
係
と
し
て
の
自
己
の
構
造
の
病
態
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
「
罪
責
妄
想
」
と
呼
ん
で
症
候

論
的
に
位
置
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
『
死
に
至
る
病
』
の
中
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
罪
の
本
質
構
造
を

臨
床
的
に
究
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
把
え
直
す
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
い
。

六

　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

『
死
に

至る
病
』
に
お
け
る
、
罪
の
規
定
に
先
立
つ
絶
望
の
分
析
は
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
論
と
し
て
も
示
唆
に
富
ん
だ
洞
察
に
満
ち
て
い

　
罪
の
自
覚
ー
そ
の
人
間
学
的
構
造
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
死
に
至
る
病
」
つ
ま
り
「
死
ぬ
ば
か
り
に
病
ん
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
と

いう
意
味
で
あ
る
が
、
と
い
っ
て
も
生
き
ら
れ
る
希
望
が
な
お
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
死
と
い
う
最
後
の
希

望
さ
え
も
遂
げ
ら
れ
な
い
ほ
ど
希
望
が
す
べ
て
失
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
絶
望
の
苦
悩
は
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
ま
さ
に
そ
の
点
に
存
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
望
の
描
写
は
う
つ
病
の
臨
床
像
そ
の
も
の
で
あ
る
。
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
メ
ラ
ン
コ

リ
ー
性
精
神
病
の
発
病
の
標
識
と
し
て
絶
望
を
挙
げ
、
発
病
時
点
に
お
け
る
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
者
の
病
像
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

「
（患
者は
）
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
絶
望
の
中
に
捕
え
ら
れ
て
」
、
「
生
き
る
こ
と
も
で
き
ず
、
さ
り
と
て
死
ぬ
こ
と
も
で
き
ず
に
苦
し
ん

　
　
　
　
あ
　

で
い
る
」
。
し
か
し
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
臨
床
像
の
描
写
以
上
に
重
要
な
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
絶
望
を
関
係
と
し
て
の
自
己
の
病
態

だと
把
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
「
絶
望
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
」
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
問
う
。
そ
し
て
、
「
関
係
が
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
関
係
か
ら
来
る
」
と
答
え

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
絶
望
と
は
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
と
し
て
の
自
己
（
綜
合
）
に
お
け
る
分
裂
関
係
」
で
あ
り
、
こ
の
分
裂
関

係
の
可
能
性
は
綜
合
（
1
1
関
係
）
と
し
て
の
自
己
の
う
ち
に
存
す
る
。
木
村
敏
は
、
こ
の
「
関
係
が
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
関
係
」
と
い
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う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
己
」
の
定
義
を
、
差
異
と
し
て
の
自
己
の
動
的
構
造
を
指
す
も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
木
村
敏
や
ブ
ラ
ン
ケ

ン

ブ

ルク
の
所
論
に
従
え
ば
、
自
己
と
は
ノ
エ
マ
的
・
経
験
的
自
己
と
ノ
エ
シ
ス
的
・
超
越
論
的
自
己
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同

時
に
こ
の
関
係
を
生
み
出
す
働
き
そ
れ
自
体
が
ノ
エ
シ
ス
的
・
超
越
論
的
自
己
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ノ
エ
シ
ス
的
・
超
越
論
的
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

は
「
関
係
の
一
項
で
あ
る
と
同
時
に
関
係
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
己
」
を
こ
の
よ
う
に
解
読
す
れ
ば
、
「
自
己
自

身
に
関
係
す
る
関
係
と
し
て
の
自
己
（
綜
合
）
に
お
け
る
分
裂
関
係
」
と
は
、
ノ
エ
シ
ス
的
・
超
越
論
的
自
己
の
差
異
化
の
働
き
に
障
碍

が
生じ
る
こ
と
だ
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
差
異
化
の
働
き
が
自
己
が
自
己
と
し
て
成
立
す
る
根
拠
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
障
碍
は
自
己
が



自
己
と
し
て
成
立
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
絶
望
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
事
態
を
的
確
に
把
握
し
て
、
絶
望
を
次
の

よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
自
己
は
、
そ
れ
が
現
存
し
て
い
る
お
の
お
の
の
瞬
間
に
お
い
て
、
生
成
の
途
上
に
あ
る
。
そ
こ
で
自
己
が
そ

れ自
身
に
な
ら
な
い
限
り
、
自
己
は
そ
れ
自
身
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
自
己
が
そ
れ
自
身
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
絶
望
に
ほ
か
な

ら
な
い
」
。

　
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
『
死
に
至
る
病
』
に
つ
い
て
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
い
ま
瞥
見
し
た
か
ぎ
り
で
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
絶
望
の

分
析は
、
う
つ
病
の
根
本
病
態
－
諸
家
の
研
究
を
要
約
す
る
と
、
「
ノ
エ
マ
的
・
経
験
的
自
己
」
（
木
村
敏
、
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
）
の

成
立
に

伴う
差
異
の
動
的
構
造
の
硬
直
化
と
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
「
生
成
の
と
ど
こ
お
り
」
（
フ
ォ
ン
・
ゲ
ー
プ
ザ
ッ
テ
ル
）
あ
る

い
は
「
将
来
へ
と
進
展
す
る
自
己
展
開
と
自
己
実
現
の
停
滞
」
（
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
ー
を
解
明
す
る
の
に
、
資

す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
し
か
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
自
己
生
成
の
不
可
能
性
と
そ
れ
に
由
来
す
る
自
己
喪
失
と
定
義
さ
れ
た
絶
望

が
、
実
は
罪
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
を
手
が
か
り
に
し
て
、
人
間
の
自
己
存
在
の
根
底
に
関
わ

る
事
象
と
し
て
の
罪
と
そ
の
自
覚
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
方
法
論
が
、
必
ず
し
も
的
は
ず
れ
で
な
い
と
い
う
傍

証と
も
言
え
よ
う
。

七

　も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
よ
う
な
う
つ
病
の
罪
責
体
験
の
位
置
づ
け
に
は
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
現
象
学
的
精
神
病
理
学
に
お
い
て
も
、
通

説的
に
は
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
と
宗
教
的
な
い
し
は
実
存
的
な
罪
の
自
覚
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
木
村
敏
は
パ
ウ
ル
ア
イ
ク

　
　
罪
の
自
覚
1
そ
の
人
間
学
的
構
造
　
日
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ホ
フ
と
共
に
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
う
つ
病
の
罪
責
体
験
は
治
療
と
と
も
に
跡
形
な
く
消
失
し
て
、
そ
の
後
の
人
生
に
影
響
を
与
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

こ
と
が
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
人
生
の
転
機
と
な
り
う
る
よ
う
な
罪
の
自
覚
と
は
異
な
る
、
と
。
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
も
、
「
う
つ
病
者
が
、

病後
、
ま
し
て
や
病
気
中
、
自
分
の
実
存
の
『
深
ま
り
』
を
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
は
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
（
中

略
）
う
つ
病
が
い
か
に
患
者
に
痕
跡
を
残
さ
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、
う
つ
病
と
「
実
存
的
危
機
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
、
と
断
定
す
る
。

　
確
か
に
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
は
治
癒
と
共
に
何
の
痕
跡
も
残
さ
ず
に
消
失
す
る
。
そ
れ
は
、
う
つ
病
者
の
罪
の
意
識
が
事
実
と
し
て

の回
復
不
能
な
事
態
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
う
つ
病
者
に
お
い
て
は
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
先
験
的
な
根
本
病
態

があ
っ
て
、
こ
の
反
省
以
前
の
ノ
エ
シ
ス
的
事
態
か
ら
、
敢
え
て
言
葉
に
す
れ
ば
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
ぬ
」
と
い
う
表
現
に
な
る
が
、

実際
は
そ
の
よ
う
な
言
語
表
現
以
前
の
潜
在
的
な
回
復
不
能
感
と
も
言
う
べ
き
気
分
が
生
じ
る
。
そ
れ
が
特
定
の
行
為
と
結
び
つ
い
た
と

き
に
、
そ
の
行
為
が
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
ぬ
」
も
の
と
思
わ
れ
て
、
そ
こ
に
罪
責
体
験
が
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
根
本
的
な
病
態

が
治
癒
す
れば
、
罪
責
体
験
の
成
立
根
拠
が
な
く
な
る
の
で
、
具
体
的
行
為
に
対
す
る
罪
責
感
と
見
え
た
も
の
も
消
失
す
る
わ
け
で
あ

る
。　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
が
罪
の
自
覚
の
構
造
を
解
明
す
る
手
が
か
り
に
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
罪
の
自
覚
と
い
う
場
合
、
行
為
の
罪
よ
り
存
在
の
罪
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ル
タ
ー
を
例
に
と
る
と
、
彼
が
自

分
の
罪
と
感
じ
て
い
る
の
は
個
々
の
行
為
で
は
な
い
。
「
い
か
に
欠
点
な
き
修
道
僧
と
し
て
生
活
し
た
と
し
て
も
、
全
く
不
安
な
良
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
り

も
っ
て
神
の
前
に
自
己
を
罪
人
と
し
て
感
じ
た
」
と
い
う
告
白
が
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
の
場
合
も
同
様
で
あ

る
。
彼
は
ガ
ラ
テ
ヤ
書
一
章
や
ピ
リ
ピ
書
三
章
で
は
、
自
分
は
律
法
の
義
に
つ
い
て
は
落
ち
度
の
な
い
者
で
あ
っ
た
と
書
き
記
し
な
が



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

ら
、
ロ
マ
書
七
章
で
は
、
罪
に
悩
む
み
じ
め
な
人
間
だ
と
告
白
し
て
い
る
。
こ
れ
を
、
G
・
タ
イ
セ
ン
の
よ
う
に
、
前
者
は
「
キ
リ
ス
ト

者と
な
る
前
の
パ
ウ
ロ
の
意
識
を
再
現
し
」
、
後
者
は
「
そ
の
当
時
は
無
意
識
だ
っ
た
が
、
後
に
な
っ
て
始
め
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
葛
藤
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
」
と
解
釈
す
る
だ
け
で
は
、
パ
ウ
ロ
の
罪
の
意
識
の
鋭
さ
を
十
全
な
意
味
に
お
い
て
把
え
た
こ
と
に
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
パ
ウ
ロ
に
せ
よ
、
ル
タ
ー
に
せ
よ
、
そ
の
罪
の
意
識
は
個
々
の
行
為
に
で
は
な
く
、
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
に
向
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
鋭
い
罪
の
意
識
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
自
責
の
刃
が
自
己
の
行
為
だ
け
で
な
く
、
自
己
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
が
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
の
特

徴
で
あ
っ
た
。
い
ま
、
こ
の
罪
責
体
験
が
、
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
の
否
定
的
見
解
に
反
し
て
、
実
存
の
「
深
ま
り
」
を
示
す
と
す
れ
ば
、
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
起
こ
り
得
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
も
、
例
外
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
前
述
の
テ
レ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

バ
ッ

ハ
の

患

者M
・
B
・
K
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
は
、
「
自
分
を
支
え
る
も
の
に
深
く
関
与
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
あ
ら
た
な
感
謝
な
し
に
、
う
つ
病
を
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
た
と

え
、
例
外
的
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
創
造
的
な
う
つ
病
体
験
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
H
・
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
「
創
造
の
病
い
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

いう
概
念
に
照
ら
す
と
、
注
目
に
値
す
る
。
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
、
フ
ロ
イ
ト
や
C
・
G
・
ユ
ン
グ
が
自
分
の
神
経
症
や
分
裂
病
的
体
験

を
契
機
に
新
し
い
学
問
な
い
し
新
し
い
思
想
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
生
み
出
し
た
点
に
着
目
し
て
、
こ
の
「
創
造
の
病
い
」
と
い
う
範
疇
を
提

唱
し
て
い
る
。
こ
れ
は
通
常
の
疾
病
分
類
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
疾
患
に
ま
た
が
る
横
断
的
範
躊
で
あ
り
、
G
・
T
・
フ
ェ
ヒ
ナ

ー
や
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
場
合
に
は
、
う
つ
病
が
そ
の
学
問
的
創
造
性
の
源
泉
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
所
説
に
従

えば
、
少
数
の
例
外
者
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
が
「
創
造
の
病
い
」
と
な
っ
て
、
稀
有
の
厳
し
さ
と
深
さ
を
備
え
た

罪
の
自
覚
を
生
み
出
す
可
能
性
は
必
ず
し
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
ル
タ
ー
で
あ
る
。

　
　
　罪
の
自
覚
i
そ
の
人
間
学
的
構
造
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ハ
れ
　

　
ルタ
ー
に
つ
い
て
は
多
く
の
病
跡
学
的
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
一
致
し
た
結
論
は
な
い
。
し
か
し
、
う
つ
病
を
疑
わ
せ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

な
症
状
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
D
S
M
皿
の
診
断
基
準
に
従
っ
て
言
え
ば
、
抑
う
つ
期
間
と
軽
躁
期
間
が
正
常

期
間
と
混
じ
り
合
っ
て
交
互
に
出
現
す
る
気
分
循
環
性
障
害
（
O
団
9
9
ξ
巨
。
∪
δ
o
a
曾
）
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説

　
　
　
お
　

も
あ
る
。
こ
れ
は
、
広
く
言
え
ば
感
情
障
害
と
呼
ば
れ
る
躁
う
つ
病
圏
の
疾
患
で
あ
り
、
ル
タ
ー
が
何
回
か
の
病
相
期
を
く
り
か
え
し
、

そ

の

病相
期
に
は
か
な
り
重
度
の
抑
う
つ
症
状
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の

抑
う
つ
体
験
が
ル
タ
ー
の
思
想
形
成
の
母
胎
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
『
卓
上
語
録
』
に
お
い
て
、
「
わ
た
し
は
自
分
の
神
学
を
一
度

に学
ん
だ
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
深
く
深
く
思
い
悩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
試
錬
が
わ
た
し
を
そ
こ
へ
連
れ
て
行
っ
た
の
だ
」
と
述
懐

　
　
　
　
れ
　

し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
試
錬
」
と
は
、
ル
タ
i
自
身
に
よ
れ
ば
「
神
の
怒
り
」
の
体
験
で
あ
る
が
、
精
神
医
学
的
に
は
、
罪
責
主
題

が
前景
に
立
っ
た
抑
う
つ
体
験
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
ル
タ
ー
は
抑
う
つ
症
状
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
宗
教改
革
の
神
学
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
「
抑
う
つ
」
は
ル
タ
ー
に
と
っ
て
ま
さ
に
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
生

み出
す
「
創
造
の
病
い
」
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
が
自
分
の
病
気
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
「
無
意
識
」
を
発
見
し
、
新

し
い
療
法
な
い
し
治
療
理
論
を
生
み
出
し
た
よ
う
に
、
ル
タ
ー
も
、
抑
う
つ
と
そ
れ
に
伴
う
罪
責
感
を
克
服
す
る
過
程
で
透
徹
し
た
罪
の

理
解
に

達し
、
そ
の
解
決
の
道
と
し
て
信
仰
義
認
論
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
か
な
り
可
能
性
の
高
い
仮
説
と
し
て
、

そ
う
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
ル
タ
ー
の
鋭
い
罪
の
意
識
の
背
後
に
は
う
つ
病
的
罪
責
体
験
が
あ
っ
た
、
と
言
え
な
い

だろ
う
か
。

　
確
か
に
、
木
村
敏
や
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
う
つ
病
的
罪
責
体
験
そ
れ
自
体
を
罪
の
自
覚
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
自
責
の
念
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
は
決
し
て
罪
を
自
覚
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
罪
の
自
覚
は
う
つ
病
的
罪
責
意
識
と
は
正
反
対



の

構
造を
も
っ
て
お
り
、
う
つ
病
的
罪
責
意
識
が
克
服
（
「
消
失
」
で
は
な
く
）
さ
れ
た
．
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
に
よ
れ

ば
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
病
相
期
に
は
、
自
己
は
み
ず
か
ら
の
負
い
目
に
も
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
の
悲
哀
に
も
、
す
っ
か
り
身
を
委
ね
る
こ

と
が
で
き
ず
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
性
の
罪
責
に
お
い
て
も
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
性
の
悲
哀
に
お
い
て
も
、
自
己
は
自
己
自
身
の
も
と
に
は
い
な

ハない
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
の
罪
責
性
を
わ
が
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
自
責
の
意
味
で
あ
る
。

　し
た
が
っ
て
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
が
実
存
的
に
深
め
ら
れ
て
、
克
服
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
自
己
の
罪
責
性
あ
る
い
は
そ
の

淵
源
で
あ
る
未
来
閉
塞
な
い
し
自
己
の
存
在
喪
失
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
可
能
に
な
る
。
そ
こ
で
、
W
・
ロ
ッ
ホ
は
う

つ病
の
精
神
療
法
的
治
療
の
眼
目
と
し
て
、
患
者
が
「
ま
ぎ
れ
も
な
い
人
間
的
現
実
で
あ
る
と
こ
ろ
の
喪
失
と
い
う
現
実
を
、
不
可
避
の

も
の
と
じ
て
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
愛
の
対
象
の
喪
失
と
そ
れ
に
当
然
伴
う
痛
み
の
感
情
に
対
す
る
忍
容
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

を
、
第
一
に
掲
げ
る
の
で
あ
る
。
M
・
ボ
ス
も
精
神
療
法
に
よ
っ
て
治
療
を
達
成
し
た
症
例
を
報
告
し
て
、
そ
の
機
序
を
、
「
愛
の
喪
失

に

対す
る
不
安
か
ら
も
は
や
眼
を
そ
ら
さ
ず
、
み
ず
か
ら
の
行
為
や
不
行
為
の
す
べ
て
で
も
っ
て
自
分
自
身
の
本
性
（
自
然
）
に
立
脚

し
、
自
己
の
本
性
（
自
然
）
を
対
人
関
係
の
中
で
担
い
通
す
だ
け
の
勇
気
」
を
患
者
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
、
と
説
明
し
て
い

ハ
ゆ
　る

。
こ
れ
ら
は
、
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
も
認
め
る
よ
う
に
「
稀
に
し
か
達
成
し
え
な
い
」
事
態
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
に

お
け
る
「
試
錬
」
の
克
服
と
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
信
仰
」
の
境
地
と
驚
く
ほ
ど
符
合
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
抑
う
つ
症
状
を
「
神

の

怒り
」
と
し
て
体
験
し
、
神
か
ら
捨
て
ら
れ
た
と
感
じ
る
。
こ
の
「
試
錬
」
の
中
で
彼
が
到
達
し
た
の
は
、
「
神
が
自
分
を
救
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

を
欲
せ
ず
、
捨
て
ら
れ
た
者
の
数
に
入
れ
よ
う
と
願
わ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
順
い
、
満
足
す
る
」
と
い
う
決
断
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
は
そ

れを
「
地
獄
へ
の
自
己
放
棄
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
喪
失
あ
る
い
は
虚
無
に
耐
え
る
勇
気
こ
そ
が
彼
に
お
け
る
「
信
仰
」
で
あ
り
、
罪
の
自

　
　
　
　
ハ
カ
　

覚
で
あ
っ
た
。
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　罪
の
自
覚
と
は
自
己
の
罪
責
性
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
う
つ
病
の
罪
責
体
験
の
特
徴
が
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
症
例
は
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
が
ご
と
き
罪
の
自
覚
と
は
全
く
対
極
的
な
存
在
様
式
を
示
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
最
初
に
提
起
し
た
「
う
つ
病
の
罪
責
体
験
を
パ
ウ
ロ
や
ル
タ
ー
の
罪
の
認
識
と
同
質
の
も
の
と
み
な
し
得
る
か
」
と
い
う
問
い
に

対
し
て
は
、
一
般
論
と
し
て
は
「
否
」
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
対
象
喪
失
の
悲
哀
と
自
己
喪
失
の
不
安
に
耐
え
る
こ
と
に
よ

っ

てう
つ
病
が
治
癒
す
る
と
い
う
ボ
ス
や
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
報
告
は
、
罪
責
主
題
に
ひ
き
つ
け
て
言
え
ば
、
自
覚
的
に
自
己
の
罪
責
性
を

引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
つ
病
の
罪
責
体
験
が
克
服
さ
れ
る
症
例
の
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
う

つ病
の
根
源
的
治
癒
が
達
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
治
癒
過
程
と
宗
教
的
な
罪
の
自
覚
の
成
立
過
程
の
間
に
構
造
的
な
同
質
性
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
稀
少
な
症
例
に
お
い
て
は
、
う
つ
病
（
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
）
の
治
癒
は
、
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
が
絶
望
と
そ
の
克
服
と
し
て
の
信
仰
と
の
間
に
見
て
い
る
よ
う
な
弁
証
法
的
構
造
を
有
し
て
い
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
絶

望は
あ
く
ま
で
「
薬
」
で
は
な
く
「
病
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
絶
望
の
経
験
を
通
し
て
は
じ
め
て
絶
望
か
ら
の
解

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

放
の
道
が
開
け
る
。
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
絶
望
を
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
標
識
と
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
絶

望
の

弁
証
法は
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
と
そ
の
治
癒
の
弁
証
法
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
実
存
的
な
治
癒
経

験
があ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
稀
な
事
例
で
あ
る
と
し
て
も
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
宗
教
的
な
い
し
実
存
的

な
罪
の
自
覚
が
成
立
す
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
ル
タ
ー
の
場
合
が
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
逆
の
角

度
か
ら
見
る
と
、
宗
教
的
・
神
学
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
罪
と
そ
の
自
覚
の
構
造
を
精
神
病
理
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
、
方
法
論
的
に

可能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
う
つ
病
の
罪
貴
体
験
と
そ
の
治
癒
過
程
の
精
神
病
理
学
的
分
析
を
通
じ
て
、
う
つ
病
者

の

特
異な
存
在
様
式
だ
け
で
な
く
普
遍
的
な
人
間
の
存
在
様
式
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
既
に
論
究
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
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尽
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。
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。
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（1
0
）
o
。
°
牢
Φ
鼠
”
学
碧
魯
β
民
ζ
①
蜀
ロ
。
ぎ
目
Φ
し
⑩
嵩

（1
）
　
S
．
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
田
淵
義
三
郎
訳
『
不
安
の
概
念
』
（
デ
ン
　
　
（
1
1
）
　
出
゜
日
①
臣
ロ
び
㊤
o
汀
ζ
9
雪
9
0
賦
①
噂
お
゜
。
°
。
（
木
村
敏
訳
「
メ
ラ

　　
マ
ー
ク
語
版
『
セ
ー
レ
ン
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
第
二
版
に
よ
　
　
　
　
ン
コ
リ
ー
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
）

　　
る
）
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
ま
試
゜

（2
）
　
中
村
雄
二
郎
『
術
語
集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
西
岡
昌
久
、
前
掲
書

（3
）
河
合
隼
雄
『
心
理
療
法
論
考
』
、
新
曜
社
、
一
九
八
六
年
　
　
　
　
　
（
1
4
）
加
藤
敏
「
死
の
欲
動
と
死
へ
の
存
在
」
（
小
出
浩
之
編
『
ラ
カ
ン

（4
）
　
西
園
昌
久
『
精
神
分
析
治
療
の
展
開
』
、
金
剛
出
版
、
一
九
八
三
　
　
　
　
と
精
神
分
析
の
基
本
問
題
』
、
弘
文
堂
、
一
九
九
三
年
、
所
収
）

　
　
年
（
1
5
）
Ω
゜
弓
゜
≦
日
昌
①
雛
日
げ
①
弓
o
H
①
o
h
p
口
図
け
眞
ぎ
o
げ
の
Φ
ω
の
貯
Φ

（5
）
　
Ω
゜
≦
ぎ
o
犀
鐸
麗
U
Φ
胃
Φ
ω
匹
o
目
ー
円
げ
Φ
周
9
。
9
ω
藁
O
°
。
一
（
中
根
允
　
　
　
　
o
o
目
b
巳
ω
ぞ
Φ
甑
ω
o
巳
Φ
さ
〉
白
曾
゜
9
℃
ω
蜜
o
げ
o
p
口
9
二
心
。
c
。
「
一
⑩
①
G
。

　　
文
・
内
村
公
義
訳
『
う
つ
病
の
事
実
』
、
星
和
書
店
、
一
九
八
八
年
）
　
　
（
1
6
）
　
加
藤
敏
、
前
掲
論
文

（6
）
　
国
゜
∪
°
目
μ
。
貯
σ
q
”
目
ず
①
U
才
監
Φ
側
c
Q
巴
や
一
〇
8
（
阪
本
健
二
・
志
　
　
（
1
7
）
　
周
゜
≦
°
q
°
＜
°
o
Q
9
巴
＝
昌
σ
q
鱒
勺
置
一
〇
の
o
b
ぼ
m
9
Φ
　
q
暮
霞
o

　
　
貴
春
彦
．
笠
原
嘉
訳
『
ひ
き
裂
か
れ
た
自
己
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
　
　
　
　
ω
錫
魯
暮
σ
q
Φ
5
麟
げ
霞
≦
＄
Φ
ロ
α
Φ
『
ζ
Φ
鵠
o
巨
甘
ず
雪
周
『
Φ
ぎ
鉱
“
噛

　
　
九
七
一
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
°
。
O
Φ
（
西
谷
啓
治
訳
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七

（7
）
　
木
村
敏
「
自
己
・
あ
い
だ
・
時
間
ー
現
象
学
的
精
神
病
理
学
』
、
　
　
　
　
五
年
）

　
　
弘
文
堂
、
一
九
八
一
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
四
日
谷
敬
子
「
同
一
性
と
個
体
性
」
（
廣
松
渉
・
坂
部
恵
・
加
藤
尚

（8
）
　
b
°
切
ぎ
゜
。
笥
9
昌
σ
q
①
誉
寓
9
9
。
昌
9
0
匡
Φ
g
ロ
Ω
寓
p
三
P
お
8
（
山
　
　
　
　
武
編
『
講
座
ド
イ
ツ
観
念
論
』
、
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
）

　

本
巌夫
．
宇
野
昌
人
・
森
山
公
夫
訳
『
う
つ
病
と
躁
病
』
、
み
す
ず
書
　
　
（
1
9
）
　
≦
°
ω
冨
鼻
雪
げ
弓
σ
q
”
U
Φ
同
く
賃
罫
ω
酔
α
需
三
讐
巨
ざ
げ
曾

　
房
、
一
九
七
二
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
Q
Φ
ま
の
零
Φ
諾
哉
昌
臼
8
蔦
Φ
諦
鰯
お
謡
（
木
村
敏
・
岡
本
進
・
島
弘
嗣

（9
）
　
卜
゜
国
り
窪
の
”
o
Q
o
民
9
く
留
ゴ
巴
8
⇒
β
巳
旧
ω
嘱
島
o
器
ζ
p
巳
゜
励
げ
－
　
　
　
　
訳
『
自
明
性
の
喪
失
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
）

罪
の
自
覚
1
そ
の
人
間
学
的
構
造
　
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



六
二

（2
0
）
　
国
゜
国
置
訂
o
冥
　
O
ぼ
冠
げ
o
o
側
四
5
q
　
Q
o
o
9
9
ざ
　
の
①
8
ロ
q
　
　
（
3
2
）
　
誤
゜
国
冨
β
ω
鱒
旨
達
゜

　
　＆
惹
o
P
H
8
°
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
の
゜
宍
δ
時
Φ
閃
ゆ
固
巳
”
∪
け
国
弓
P
5
犀
げ
Φ
騨
弩
目
日
o
q
Φ
讐
口
げ
Φ
学

（2
1
）
　
木
村
敏
、
前
掲
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
9
暮
く
o
⇒
缶
゜
O
o
詳
の
げ
Φ
山
β
昌
匹
O
町
゜
の
o
冒
Φ
暮
や
ド
O
b
。
恥
（
斉

（2
2
）
　
ラ
カ
ン
は
こ
の
原
初
的
な
主
体
の
分
裂
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
　
　
　
　
藤
信
治
訳
『
死
に
至
る
病
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）

　　
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
「
い
ま
だ
言
葉
を
持
っ
て
い
な
　
　
（
3
4
）
　
国
゜
目
Φ
一
冨
ロ
げ
p
o
汀
ま
置
゜

　　
い
存
在
か
ら
主
体
を
生
じ
さ
せ
る
」
が
、
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
、
ま
　
　
（
3
5
）
　
木
村
敏
、
前
掲
書

　　
さ
に
表
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
「
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
」
は
「
ひ
と
つ
　
　
（
3
6
）
　
木
村
敏
『
分
裂
病
と
他
者
』
、
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年

　　
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
す
ぎ
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
姿
を
消
す
。
」
　
　
（
3
7
）
　
木
村
敏
『
自
己
・
あ
い
だ
・
時
間
i
現
象
学
的
精
神
病
理
学
』

　　
（
q
°
ピ
ゆ
。
雪
”
国
。
暮
9
お
①
①
）
本
文
中
の
引
用
は
、
こ
れ
を
伊
藤
　
　
（
3
8
）
い
゜
切
貯
゜
。
≦
碧
σ
q
①
§
旨
監
゜

　　
良
子
が
「
ラ
カ
ン
の
転
移
論
」
（
小
出
浩
之
編
、
前
掲
書
所
収
）
で
　
　
（
3
9
）
　
ζ
゜
ピ
9
げ
o
冥
≦
臥
目
胃
諺
岳
の
㊤
げ
Φ
（
≦
°
諺
゜
）
ど
ω
課

　
　
敷
術し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
O
°
日
ず
Φ
け
器
範
剛
゜
。
網
o
げ
o
ざ
σ
q
帥
の
o
げ
①
跨
ω
娼
Φ
蓉
Φ
娼
ゆ
巳
ぎ
訂
o
げ
零

（2
3
）
加
藤
敏
、
前
掲
論
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
冨
o
ざ
σ
q
地
P
H
Φ
゜
。
°
。
（
渡
辺
康
磨
訳
『
パ
ウ
ロ
神
学
の
心
理
学
的
側

（2
4
）
　
缶
・
日
Φ
昌
Φ
昌
げ
p
o
汀
旨
置
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
』
、
教
文
館
、
一
九
九
〇
年
）

（2
5
）
　
木
村
敏
、
前
掲
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
い
゜
切
ぎ
の
≦
9
昌
σ
q
曾
”
旨
蜀
゜

（2
6
）
前
掲
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
缶
゜
臣
冨
暮
電
σ
q
輿
日
冨
画
貯
。
。
く
Φ
謎
。
h
誓
Φ
d
き
。
房
δ
房
1

（2
7
）
＜
°
国
゜
く
8
Q
Φ
げ
゜
・
　
。
§
ビ
甲
9
品
。
日
・
罵
目
①
貯
霞
　
　
冨
Φ
田
の
8
q
雪
偶
国
く
9
巨
。
昌
。
h
U
嘱
爵
巨
。
℃
昌
。
ぼ
9
q
嚇

　
　日
Φ
岳
臥
巳
ω
o
冨
昌
諺
導
訂
O
娼
〇
一
〇
σ
q
一
P
巳
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
O
ざ
（
木
村
敏
・
申
井
久
夫
監
訳
『
無
意
識
の
発
見
－
力
動
精
神

（2
8
）
　
国
゜
ζ
ぎ
犀
o
箋
ω
匹
”
ピ
Φ
日
①
目
唱
ω
＜
0
。
戸
ド
Φ
゜
。
°
。
（
申
江
育
生
・
清
　
　
　
　
医
学
発
達
史
』
、
弘
文
堂
、
一
九
八
〇
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
水
誠
訳

『
生き
ら
れ
る
時
間
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
）
　
　
　
　
（
4
3
）
　
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、

（2
9
）
　
ピ
゜
田
房
箋
暫
ロ
σ
q
Φ
弓
二
げ
覧
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≦
°
国
び
ω
8
言
鱒
U
り
゜
ζ
胃
昌
ロ
ピ
暮
冨
房
国
弓
9
ロ
胃
げ
Φ
曽
Φ
昌
β
ロ
高

（3
0
）
甲
日
亀
・
暮
p
。
げ
二
げ
宣
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
q
曾
雪
田
島
島
窪
h
器
貯
①
ロ
ま
愚
巴
一
。
冨
⇒
巨
匹
σ
q
①
博
巴
σ
q
Φ
昌

（3
1
）
　
木
村
敏
、
前
掲
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
口
ω
鼠
昌
P
H
8
G
。
°
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　男
゜
9
切
①
陣
け
Φ
弓
”
ζ
胃
鼠
ロ
目
9
冨
拐
d
目
妻
①
昼
O
冨
鎚
蓉
賃

　
　　

賃
謬
山
剛
ω
矯
O
げ
O
ω
Φ
》
H
O
Q
o
刈
゜

　
　
　
　国

゜
国
H
帥
犀
ω
O
昌
”
畷
O
β
昌
σ
q
ζ
㊤
ロ
ピ
ロ
“
げ
Φ
き
H
⑩
㎝
o
o

（
必
）
　
日
げ
Φ
諺
日
Φ
置
O
㊤
昌
剛
o
o
矯
O
ゴ
一
稗
母
帥
O
諺
ω
ω
0
9
P
鼠
O
昌
鱒
U
一
9
σ
q
謬
O
o
o
l

　　
　
鼠
o
P
口
Ω
o
Q
冨
嵩
の
葺
o
痒
ζ
頸
ロ
仁
巴
O
h
ζ
Φ
馨
9
U
帥
ω
O
a
o
易

　
　　
（日
げ
一
弓
臣
国
α
一
鼠
O
昌
）

（
4
5
）
　
竃
゜
q
°
く
㊤
目
い
帥
Φ
び
q
お
”
周
㊤
員
5
垢
U
①
胃
Φ
ω
ω
ぞ
①
ω
払
Φ
o
。
Q
。

（
妨
）
　
≦
二
♪
°
日
一
ω
O
げ
『
Φ
働
①
口
一
旧
c
o
㎝
b
o

（
如
）
　
国
゜
日
Φ
H
一
Φ
口
げ
㊤
O
げ
”
帥
げ
幽
仙
゜

（
妃
）
　
≦
°
い
O
O
汀
　
⇔
げ
Φ
『
N
零
Φ
帥
昌
0
ー
σ
q
＝
O
げ
Φ
諺
ロ
ω
鮮
訂
Φ
　
娼
ω
網
O
ゴ
O
ー

　
　壁
巴
愚
δ
。
冨
弓
日
9
鐸
甘
Φ
げ
鉱
α
Φ
肩
①
の
。
・
ぞ
雪
N
島
鼠
巳
甲

　
　
　
げ
一
一
画
Φ
弓
H
r
H
H
F
”
ン
自
Φ
一
m
F
H
p
o
げ
o
H
陣
Φ
帥
口
H
¶
O
村
ω
O
び
昌
昌
隔
四
噌
H
（
一
甘
p
帥
搾
β
H
F
伽

　
　ω

Φ
げ
P
口
q
一
β
づ
σ
q
℃
H
O
①
O
°

（4
9
）
罫
b
d
o
ω
の
”
Q
窪
巳
ユ
ゆ
α
霞
ζ
Φ
q
巨
登
H
O
謡

（
5
0
）
　
≦
。
諺
゜
H
噂
α
m
o
o

（5
1
）
詳
し
く
は
、
拙
論
「
弓
冨
o
ざ
σ
q
貯
o
讐
o
δ
に
関
す
る
一
試
論
」

　
　

（『名
古
屋
学
院
大
学
論
集
』
第
七
巻
第
一
号
、
第
八
巻
第
二
号
、
拙

　
　著
『
個
人
と
国
家
－
政
治
・
宗
教
・
教
育
を
め
ぐ
っ
て
』
、
と
き
書

　
　房
、
一
九
九
二
年
、
所
収
）

（
駆
）
　
の
゜
囚
貯
目
犀
Φ
σ
q
的
P
弓
9
U
一
の
H
（
弓
P
ロ
犀
げ
Φ
騨
N
β
目
弓
O
α
O
°

罪
の
自
覚
ー
そ
の
人
間
学
的
構
造
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