
罪
の自
覚
1
そ
の
人
間
学
的
構
造
口

内
　
村
　
公
　
義

第
二
章
　
人
間
の
存
在
様
式
と
し
て
の
罪

　
前章
に
お
い
て
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
宗
教
的
・
神
学
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
罪
と
そ
の
自
覚
の
構
造
を
精
神
病
理
学
的
に
解
明
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

と
が
方
法
論
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
そ
の
解
明
の
手
が
か
り
と
し
て
う
つ
病
の
罪
責
体
験
を
取
り
上
げ
た
。

　メ
ラ
ン
コ
リ
ー
性
の
罪
責
体
験
は
う
つ
病
の
部
分
症
状
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
「
臨
床
的
に
う
つ
病
と
呼
ば
れ
て
い
る
状
態
を
発
現
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

し
め
る
よ
う
な
人
間
心
性
の
病
態
」
が
全
的
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。
罪
責
体
験
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
う
つ
病
者
が
悔
恨
の
情
に

さ
い
な
ま
れ
て
い
る
個
々
の
行
為
で
は
な
く
、
こ
の
「
人
間
心
性
の
病
態
」
つ
ま
り
う
つ
病
者
の
存
在
様
式
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

前章
で
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
を
引
用
し
て
指
摘
し
た
と
お
り
、
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

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
ご
と
か
に
つ
い
て
自
分
を
責
め
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
自
責
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
と
同
時
に
「
自
己
に
つ
い
て
も
自
分
を
責
め

て

いる
」
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
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
」
。

　
人間
の
存
在
様
式
そ
の
も
の
が
問
題
化
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
う
つ
病
の
罪
責
体
験
は
宗
教
的
な
罪
の
自
覚
と
類
比
的
で
あ
る
。
一
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

と
し
て
ル
タ
ー
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
ル
タ
ー
は
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
自
由
意
志
に
つ
い
て
の
評
論
』
に
対
す
る
反
論
と
し
て
『
奴
隷
意

罪
の自
覚
（
内
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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ハ
こ志論

』
を
著
し
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
中
世
神
学
の
伝
統
に
し
た
が
い
、
人
間
を
敬
度
な
〈
霊
〉
と
不
敬
度
な
〈
肉
〉
と
に
二
分
す
る
。
こ

の

人間
論
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
天
性
は
粗
野
で
あ
り
、
邪
悪
に
走
り
、
濱
神
へ
と
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
情
意
が
す
べ
て
不

敬度
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
魂
や
霊
と
呼
ば
れ
て
い
る
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
神
を
求
め
道
徳
的
善
を
求
め
て
努
力

　
ハ
　
りす

る
。
ル
タ
ー
は
こ
の
霊
肉
二
元
論
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
駁
す
る
。
人
間
の
最
も
優
れ
た
部
分
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
言
う
〈
霊
〉
ま
た

は
善
の
種
子
が
、
実
は
不
敬
慶
で
あ
り
、
悪
に
向
か
い
、
善
に
対
し
て
無
力
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
〈
肉
〉
と
は
自
己
の
も
の
だ
け

を
求
め
る
人
間
の
あ
り
か
た
全
体
を
意
味
し
て
お
り
、
彼
は
神
を
求
め
る
宗
教
的
敬
度
の
中
に
こ
そ
「
神
の
う
ち
に
す
ら
自
己
の
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

求め
る
不
敬
度
」
を
見
る
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
人
間
の
全
体
的
な
あ
り
か
た
と
し
て
の
罪
の
本
質
に
人
間
学
的
な
視
点
か
ら
光
を
あ
て
る
た
め
に
、
本
章
で
は
先
ず
、
具
体

的
な
症
例
を
通
し
て
、
う
つ
病
者
の
存
在
様
式
の
素
描
を
試
み
る
。

一

症例
M
・
K

　
少し
古
い
自
験
例
で
あ
る
が
、
入
院
当
時
五
七
歳
の
男
性
で
、
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
。
十
年
来
、
周
期
的
に
抑
う
つ
状
態

が続
い
て
い
た
。
成
人
す
る
ま
で
の
生
活
歴
は
省
略
す
る
。
二
〇
歳
で
大
手
の
製
造
会
社
に
入
っ
た
が
、
十
年
後
に
下
請
会
社
の
組
立
工

に
な
っ
た
。
本
人
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頃
か
ら
家
庭
を
か
え
り
み
ず
教
会
中
心
の
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
四
七
歳
の
と
き
に

不
況
で
退
職
や
むな
き
に
至
り
、
季
節
労
働
者
と
し
て
遠
隔
地
の
原
子
力
発
電
所
の
建
設
工
事
に
出
か
け
た
。
こ
れ
は
後
々
ま
で
悔
い
と



し
て
残
り
、
「
被
爆
者
な
の
に
原
発
工
事
に
行
っ
た
」
と
自
分
を
責
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
家
計
を
支
え
る
こ
と
の
で
き

な
い
自
分
を
不
甲
斐
な
く
思
い
、
「
父
親
と
し
て
失
格
だ
」
と
い
う
自
責
の
言
葉
を
日
記
に
書
き
連
ね
て
い
る
。
半
年
後
に
、
工
事
現
場
で

突
発的
に
頭
痛
、
過
呼
吸
な
ど
の
不
安
発
作
が
起
こ
り
、
救
急
車
で
病
院
に
運
ば
れ
た
。
出
稼
ぎ
は
一
年
間
で
終
わ
り
、
帰
郷
し
て
別
の

会社
で
軽
作
業
に
つ
い
た
が
、
不
眠
、
疲
労
感
、
頭
痛
の
た
め
に
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
発
病
と
そ
れ
に
続
く

初回
病
相
期
で
あ
る
。
五
〇
歳
の
春
頃
か
ら
不
安
発
作
が
頻
繁
に
起
こ
り
、
検
査
の
た
め
に
内
科
に
二
回
入
院
し
た
が
、
異
常
所
見
は
な

く
、
精
神
科
に
通
院
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
時
点
で
は
、
不
眠
、
食
欲
低
下
、
体
重
減
少
、
抑
う
つ
気
分
な
ど
の
症
状
が
認
め
ら
れ
、

抑う
つ
神
経
症
と
診
断
さ
れ
た
。
第
二
回
病
相
期
で
あ
る
。
薬
物
療
法
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
症
状
は
数
カ
月
で
軽
快
し
た
。
し
か
し
、
疲

労
感
は
そ
の
後
も
続
き
、
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
通
院
や
入
院
は
し
な
か
っ
た
が
、
病
相
期
の
く
り
か
え
し
な
い
し
は
遷
延

化
が
見
ら
れ
た
。
今
回
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
五
七
歳
の
一
月
に
始
ま
っ
た
。
動
悸
、
過
呼
吸
、
頭
痛
な
ど
の
不
安
発
作
が
続
発
し
、
そ
れ
以

来
、
怒
り
っ
ぽ
く
、
攻
撃
的
に
な
っ
た
。
二
月
中
旬
に
包
丁
を
も
っ
て
妻
と
息
子
に
襲
い
か
か
り
、
筆
者
が
居
た
病
院
の
精
神
神
経
科
に

医
療
保
護
入
院
と
な
っ
た
。

　こ
の
患
者
が
入
院
し
た
と
き
に
は
、
不
眠
と
疲
労
感
を
訴
え
る
だ
け
で
、
抑
う
つ
気
分
も
な
く
、
主
治
医
に
対
し
て
は
丁
重
な
態
度
で

愛想
が
よ
く
、
う
つ
病
圏
の
病
気
を
疑
わ
せ
る
症
状
は
な
か
っ
た
。
主
治
医
は
器
質
性
人
格
障
害
を
疑
っ
た
が
、
検
査
結
果
を
見
る
と
、

こ
の
診
断
に
も
無
理
が
あ
っ
た
。
口
を
開
け
ば
教
会
の
話
や
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
話
に
な
る
の
で
、
筆
者
が
面
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
筆

者
は
、
個
々
の
症
状
の
有
無
を
診
断
の
基
準
に
す
る
の
で
は
な
く
、
患
者
の
生
活
史
に
注
目
し
、
面
接
を
く
り
か
え
し
て
そ
の
再
構
成
を

試
み
た
。
そ
の
結
果
、
症
状
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
典
型
的
な
う
つ
病
親
和
的
存
在
様
式
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

罪
の
自
覚
（
内
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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　ま
ず
目
に
つ
い
た
の
は
、
役
割
同
一
性
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
た
び
に
病
相
期
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
発
病
の
契
機
に
な
っ

た

原
子力
発
電
所
建
設
工
事
へ
の
出
稼
ぎ
そ
の
も
の
が
、
患
者
に
と
っ
て
は
役
割
同
一
性
の
危
機
を
孕
ん
で
い
た
。
出
稼
ぎ
の
理
由
は
、

長
女
が
大
学を
卒
業
し
た
が
就
職
が
決
ま
ら
ず
、
息
子
二
人
も
在
学
中
で
あ
っ
た
の
で
、
父
親
と
し
て
「
家
計
を
支
え
る
た
め
」
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
、
数
年
間
つ
づ
け
て
き
た
教
会
の
月
報
編
集
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（
患
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
）

「
苦痛
」
が
伴
っ
て
い
た
。
患
者
M
・
K
は
、
父
親
と
し
て
の
役
割
と
熱
心
な
教
会
員
と
し
て
の
役
割
の
は
ざ
ま
で
、
役
割
間
葛
藤
に
悩
み

な
が
ら
出
稼
ぎ
に
行
く
決
意
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
言
う
に
は
、
「
経
済
的
に
も
、
心
理
的
に
も
追
い
つ
め
ら
れ
た
、
ギ
リ

ギ
リ
の
妥
協
」
で
あ
っ
た
。

　
半
年
後
に

工
事
現場
で
最
初
の
発
作
が
起
こ
り
、
初
回
病
相
期
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
長
女
の
就
職
が
決
ま
っ
た
直
後
で
あ
っ
た
。
出

稼ぎ
を
終
え
て
家
族
の
も
と
に
帰
っ
た
翌
年
二
月
に
長
女
が
結
婚
、
そ
の
春
か
ら
不
安
発
作
が
頻
発
し
、
第
二
回
の
病
相
期
が
始
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
り

こ
の
発
病
状
況
は
い
ず
れ
も
W
・
シ
ュ
ル
テ
や
森
山
公
夫
の
言
う
「
荷
お
ろ
し
」
（
国
昌
二
鋤
ω
け
琶
ひ
q
）
状
況
で
あ
る
が
、
役
割
同
一
性
と
い
う

観点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
喪
失
を
意
味
し
た
。
前
章
の
症
例
H
・
N
の
場
合
と
同
じ
く
、
本
症
例
に
お
い
て
も
役
割
同
一
性
の
喪
失
が
発

病
の
誘
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　そ
の
後
の
数
年
間
は
新
し
い
役
割
同
一
性
の
探
求
に
費
や
さ
れ
る
。
息
子
た
ち
も
大
学
を
卒
業
し
、
父
親
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
了

え
た
M
・
K
は
、
使
命
感
に
燃
え
て
教
会
活
動
に
専
念
す
る
。
面
接
で
い
つ
も
彼
が
口
に
し
た
の
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
「
今
の
教

会は
権
力
に
お
も
ね
り
小
さ
き
者
を
軽
ん
じ
て
い
る
」
、
「
そ
ん
な
教
会
を
改
革
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
、
「
私
は
改
革
の
種
を
ま
い
て
い
る
」
。
し

かし
、
こ
う
し
た
彼
の
言
動
は
他
の
教
会
員
か
ら
は
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
会
内
で
の
地
歩
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
信
徒
会

長
選
挙
に

立
候
補
す
る
が
、
落
選
す
る
。
結
局
、
教
会
活
動
に
役
割
同
一
性
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
M
・
K
の
努
力
は
実
を
結
ば
ぬ
ま
ま



に

終わ
り
、
病
状
は
重
篤
で
は
な
い
が
遷
延
化
す
る
。

　こ
の
よ
う
な
内
的
生
活
史
を
辿
っ
て
最
後
に
M
・
K
が
見
い
だ
し
た
役
割
は
、
郷
土
の
カ
ト
リ
ッ
ク
史
の
研
究
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

テ

レ

ン

バ
ッ
ハ
や
ビ
ン
ス
ブ
ン
ガ
ー
が
引
用
し
て
い
る
患
者
M
・
B
・
K
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
不
安
の
国
で
道
に
迷
っ
た
魂
が
頼
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

す
る
最
後
に
残
っ
た
道
標
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
図
書
館
で
古
い
資
料
を
見
つ
け
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
郷
土
史
研
究
会
に
入

会し
、
資
料
探
索
に
没
頭
す
る
。
そ
の
結
果
、
病
状
が
一
時
軽
快
し
、
数
年
ぶ
り
に
求
職
の
意
欲
が
生
ま
れ
た
。
や
が
て
、
自
分
の
属
す

る
教
会
が
創
立
百
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
研
究
成
果
を
自
費
出
版
で
発
表
し
よ
う
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
た
め
に
銀
行
預
金

から
五
〇
万
円
ほ
ど
出
せ
な
い
か
と
妻
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
「
あ
な
た
の
書
く
も
の
な
ど
、
だ
れ
が
読
み
ま
す
か
」
と
全
く
相
手
に
さ
れ

ず
、
長
男
か
ら
も
「
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
だ
」
と
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
。
こ
れ
が
今
回
の
発
症
の
直
接
的
な
誘
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
よ
う
や
く
手
に
入
れ
た
新
し
い
役
割
同
一
性
が
だ
れ
か
ら
も
認
め
ら
れ
ず
、
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
、
と

いう
こ
と
で
あ
る
。
加
う
る
に
、
出
版
へ
の
固
執
と
不
安
と
い
う
役
割
内
葛
藤
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
役
割
同
一
性
危
機
に

含め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二

　
役
割同
一
性
の
危
機
が
う
つ
病
の
発
病
誘
因
と
し
て
最
も
多
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
前
章
で
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
A
・
ク
ラ
ウ
ス
は
精
神
分
裂
病
の
発
病
状
況
と
比
較
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
分
裂
病
の
発
病
に
と
っ
て

特
別
の

意
味を
も
つ
の
は
特
定
の
役
割
関
係
を
作
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
う
つ
病
は
そ
う
し
た
役
割
関
係

罪
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五〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
エ

を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
な
い
時
に
発
病
す
る
こ
と
が
多
い
。
役
割
関
係
を
作
る
と
い
う
点
で
は
、
う
つ
病
者
は
何
ら
問
題
が
な
く
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
極
め
て
優
れ
た
能
力
を
発
揮
す
る
。
対
照
的
に
、
分
裂
病
者
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
か
。
こ
の
違
い
は
、
う
つ
病
者
と
分

裂
病者
に
お
け
る
自
己
同
一
性
の
差
異
に
起
因
す
る
。

　う
つ
病
の
場
合
に
も
、
精
神
分
裂
病
の
場
合
に
も
、
発
病
の
誘
因
に
な
る
の
は
自
己
同
一
性
危
機
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
全く
異
な
る
。
う
つ
病
の
誘
因
に
な
る
自
己
同
一
性
危
機
は
役
割
同
一
性
の
危
機
で
あ
り
、
そ
れ
が
成
立
す
る
根
底
と
し
て
の
自
己
同

一性
は
、
う
つ
病
者
に
お
い
て
は
揺
る
ぎ
な
く
確
立
し
て
い
る
。
ク
ラ
ウ
ス
は
こ
の
役
割
的
自
己
な
い
し
ノ
エ
マ
的
自
己
が
成
立
す
る
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
り

底
を
「
無
」
と
規
定
す
る
。
彼
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
れ
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
点
で
無
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
す
べ
て
で
あ
り
う
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
リ

つま
り
、
無
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
ど
ん
な
役
割
も
そ
こ
に
入
り
得
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
無
の
場
所
と
し
て
の
自
己
が
成
立
し
て
初

め
て
役
割
的
自
己
も
成
立
す
る
。
こ
の
無
の
場
所
と
し
て
の
自
己
を
、
前
章
で
言
及
し
た
と
お
り
、
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
は
「
超
越
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

自
己
」
と
言
い
、
木
村
敏
は
「
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
」
と
言
う
。
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
は
、
そ
こ
に
お
い
て
ノ
エ
マ
的
自
己
が
成
立
す
る
と
い

う
意
味
で
は
「
場
所
」
で
あ
る
が
、
限
定
さ
れ
た
場
所
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
発
的
な
無
限
定
の
自
己
生
成
作
用
と
い
う
べ
き
営
み
で
あ

り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
風
に
言
え
ば
「
自
己
の
う
ち
の
自
然
」
あ
る
い
は
「
先
行
す
る
暗
黒
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
は
、

神学
に
お
い
て
「
無
か
ら
の
創
造
」
と
言
わ
れ
る
場
合
の
「
無
」
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。

　さ
て
、
こ
の
自
己
生
成
作
用
は
「
述
語
と
し
て
主
語
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
主
語
的
自
己
を
成
立
さ
せ
る
自
然
な
働
き
」

と
規
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
十
全
で
あ
れ
ば
、
「
わ
た
し
は
…
…
だ
」
（
こ
の
ブ
ラ
ン
ク
に
は
、
例
え
ば
役
割
が
入
る
）
と
い
う
陳
述
が
可

能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
言
表
に
先
立
っ
て
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
「
わ
た
し
は
わ
た
し
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
の
で
き
る
「
わ
た

し
」
が
既
に
成
立
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
「
わ
た
し
」
を
主
語
に
し
て
「
わ
た
し
ほ
…
…
だ
」
と
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。



と
こ
ろ
が
、
分
裂
病
者
の
場
合
に
は
、
「
わ
た
し
は
…
…
だ
」
と
言
お
う
と
し
て
も
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
わ
た
し
は
わ
た
し
で
あ
る
」
と
い

う
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
の
自
明
性
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
、
主
語
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
が
成
立
し
な
い
た
め
に
な
い
し
は
明
証
性
を
欠
く

た
め
に
、
「
わ
た
し
は
…
…
だ
」
と
い
う
陳
述
そ
の
も
の
が
不
可
能
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
分
裂
病
者
に
と
っ
て
は
役
割
関
係
を
作
る
こ
と

が難
し
く
な
る
。

　こ
れ
に
対
し
て
う
つ
病
者
は
ノ
エ
マ
的
自
己
す
な
わ
ち
主
語
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
が
確
立
し
て
い
る
の
で
、
「
わ
た
し
は
…
…
だ
」
と

陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
述
語
の
部
分
を
空
白
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
空
白
を
常
に
何
ら
か
の

役割
で
埋
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
述
語
が
空
白
の
ま
ま
「
わ
た
し
は
…
…
」
と
絶
句
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
主
語
と
し
て
の
「
わ
た

し
」
を
成
立
さ
せ
て
い
る
「
わ
た
し
が
わ
た
し
で
あ
る
」
こ
と
或
い
は
「
わ
た
し
が
あ
る
」
こ
と
に
自
足
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

い

から
で
あ
る
。
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
が
う
つ
病
者
の
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
し
た

の
は
、
こ
の
事
態
を
指
し
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
言
え
ば
、
い
っ
た
ん
主
語
的
自
己
が
成
立
し
て
し
ま
う
と
、
ノ
エ
シ
ス
的
自
発

性
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
自
己
が
生
成
す
る
と
い
う
動
的
構
造
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
わ
た
し
が
わ
た
し
で
あ
る
」
こ
と
は
「
わ
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

がわ
た
し
に
な
る
」
と
い
う
動
的
な
生
成
過
程
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
が
失
わ
れ
る
と
、
主
語
的
自
己
は
化
石
化
す
る
。
前
述
の
テ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

ン

バッ
ハ
の
患
者
M
・
B
・
K
は
、
動
的
な
自
己
生
成
過
程
の
消
失
を
「
石
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ク
ラ
ウ
ス
は
「
無

であ
る
か
ら
こ
そ
、
す
べ
て
で
あ
り
う
る
」
と
言
う
が
、
自
己
生
成
過
程
の
消
失
は
「
す
べ
て
で
あ
り
う
る
」
と
い
う
「
無
の
可
能
性
」

の消
失
を
意
味
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
無
の
場
所
と
し
て
の
自
己
に
自
足
で
き
る
の
は
、
そ
の
無
が
可
能
性
を
孕
ん
だ
創
造
的
な
無
だ
か
ら

であ
る
。
そ
の
可
能
性
が
失
わ
れ
れ
ば
、
無
に
耐
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
う
つ
病
者
や
う
つ
病
親
和
的
な
人
々
が
無
為
に
耐
え
る

こ
と
が
で
き
ぬ
所
以
で
あ
る
。
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五
二

　う
つ
病
者
は
役
割
同
一
性
を
失
う
と
、
ノ
エ
マ
的
自
己
が
化
石
と
化
し
、
空
無
化
す
る
。
そ
の
空
無
を
満
た
す
に
は
、
あ
ら
た
な
役
割

を
探
す
よ
り
他
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
患
者
M
・
K
は
発
病
以
来
十
年
間
、
役
割
同
一
性
の
喪
失
と
探
求
を
何
度
も
繰
り
返

し
た
の
で
あ
る
。

三

　
役割
は
対
人
関
係
の
中
で
の
自
己
の
価
値
で
あ
る
か
ら
、
う
つ
病
な
い
し
う
つ
病
親
和
的
存
在
様
式
に
お
い
て
は
他
者
が
重
要
な
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

を
も
つ
。
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
患
者
M
・
B
・
K
は
他
者
の
支
え
の
必
要
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　
「
冷
却
し
た
宇
宙
の
な
か
の
こ
の
石
こ
ろ
が
、
不
安
と
絶
望
の
淵
に
立
た
さ
れ
た
人
間
が
、
言
う
に
い
わ
れ
ぬ
切
実
な
気
持
ち
で
、
な
ん

と
か
手
の
届
く
か
ぎ
り
の
す
べ
て
の
も
の
に
（
人
間
や
動
物
や
物
に
）
必
死
で
し
が
み
つ
き
、
支
え
を
求
め
る
の
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ

と
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
。

　
木
村
敏も
、
前
う
つ
病
者
の
「
自
己
」
に
と
っ
て
の
重
大
な
問
題
は
、
「
自
己
が
身
辺
の
重
要
な
他
者
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
か
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

かと
い
う
点
に
あ
る
」
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
他
者
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
場
合
、
彼
は
絶
望
と
自
己
非
難
の
う
ち
で
気
力
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
他
者
に
よ
る
受
容
は
、
前

う
つ
病
者
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
生
命
的
要
求
の
ご
と
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
。

　
患者
M
・
K
の
症
例
で
は
、
「
身
辺
の
重
要
な
他
者
」
は
家
族
と
教
会
で
あ
っ
た
。
M
・
K
に
と
っ
て
は
、
実
際
に
、
家
族
と
教
会
に
よ

る
受
容
が
「
生
命
的
要
求
」
で
あ
っ
た
。
家
族
か
ら
は
も
と
も
と
受
容
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
「
教
会
ば
か
り
に
熱
中
し
て
家
庭
を
か
え



り
み
な
い
」
と
非
難
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
発
病
に
至
る
伏
線
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
・
る
。
初
回
病
相
期
が
始
ま
る
直
前
の
日
記
に
は
、
こ

の

非
難を
受
け
と
め
る
形
で
、
不
甲
斐
な
い
父
親
だ
と
自
分
を
責
め
る
言
葉
を
書
き
綴
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
教
会
で
は
、
月
報
の
編
集

を
任
さ
れ
る
な
ど
、
活
動
ぶ
り
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
応
え
る
べ
く
、
重
要
な
教
会
行
事
が
あ
る
と
、
時
間
と
費
用
を
か
け
て
で

も
出
稼
ぎ
先
か
ら
帰
省
し
て
そ
れ
に
参
加
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
初
回
お
よ
び
第
二
回
病
相
期
の
抑
う
つ
症
状
が
軽
快
し
た
後
、
定
職

も
な
か
っ
た
の
で
教
会
活
動
に
専
念
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
教
会
の
仲
間
か
ら
歓
迎
さ
れ
ず
、
迷
惑
が
ら
れ
る
羽
目
に
な
っ
た
。
こ
れ

は
M
・
K
に
と
っ
て
は
耐
え
が
た
い
衝
撃
で
あ
っ
た
。
面
接
の
中
で
こ
の
こ
と
に
話
が
お
よ
ぶ
と
、
激
し
い
感
情
表
出
を
見
せ
、
激
昂
し

た

かと
思
う
と
涙
を
流
し
、
こ
ぶ
し
を
握
り
し
め
、
全
身
を
震
わ
せ
た
。
興
奮
が
し
ず
ま
る
の
に
し
ば
ら
く
の
時
間
を
要
し
た
。
そ
の
後
、

信
徒
会
長
選
挙
や

長
老
選
挙
に
も
立
候
補
し
て
支
持
を
求
め
る
が
、
い
ず
れ
も
落
選
し
、
教
会
で
も
受
容
さ
れ
な
い
と
い
う
絶
望
感
を
味

わ
っ
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
も
う
一
度
、
だ
め
押
し
の
よ
う
に
、
家
族
の
拒
絶
に
直
面
す
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
う
や
く
見
つ
け
た
郷
土
の

カ
ト
リ
ッ
ク
史
の
発
掘
と
い
う
「
役
割
」
へ
の
理
解
と
支
援
を
妻
に
求
め
る
が
、
そ
れ
を
全
面
的
に
否
定
さ
れ
、
長
男
に
も
「
身
の
程
を

知れ
」
と
「
侮
辱
」
さ
れ
る
。
こ
れ
が
引
き
金
に
な
っ
て
不
安
発
作
が
続
発
し
、
入
院
に
至
っ
た
。

　
発
病
以前
か
ら
病
相
期
に
至
る
患
者
と
身
近
な
他
者
と
の
関
係
の
変
遷
曲
折
を
こ
の
よ
う
に
辿
っ
て
み
る
と
、
M
・
K
も
、
M
・
B
・

Kの言
葉
の
と
お
り
、
何
度
も
拒
絶
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
な
ん
と
か
手
の
届
ぐ
か
ぎ
り
の
す
べ
て
の
も
の
に
、
必
死
に
し
が
み
つ
き
」
、
支

え
を
求
め
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
痛
ま
し
い
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
る
と
、
M
・
K
は
他
者
と
の
生
の
共
同
を
ひ
た
す
ら
に

求め
て
お
り
、
そ
れ
が
彼
の
存
在
様
式
の
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
対
人
関
係
な
い
し
他
者
と
の
生
の
共
同
に
関
し
て
、
う

つ

病的
・
う
つ
病
親
和
的
存
在
様
式
の
特
質
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
も
う
一
歩
先
へ
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

罪
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自
覚
（
内
村
）
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四

四

　テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
親
和
型
の
う
つ
病
者
の
対
人
関
係
を
定
式
化
し
て
、
「
他
人
の
た
め
に
尽
く
す
」
と
い
う
形
で
「
他
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

の
た
め
に
あ
る
」
と
い
う
関
係
だ
、
と
規
定
す
る
。
そ
れ
は
、
他
者
へ
の
気
づ
か
い
と
献
身
を
特
徴
と
す
る
生
き
か
た
、
と
言
っ
て
も
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

い
。
芝
伸
太
郎
は
幾
つ
か
の
症
例
を
通
し
て
う
つ
病
者
の
対
人
関
係
の
あ
り
か
た
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
「
ふ
だ
ん
自
分
と
接
触
し
て
い
る
周
囲
の
人
々
を
非
常
に
大
切
に
扱
う
。
い
つ
も
、
相
手
を
傷
つ
け
ま
い
、
相
手
に
迷
惑
を
か
け
ま
い
、

相
手
の
こ
と
を
粗
略
に
は
扱
う
ま
い
、
と
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
押
し
付
け
が
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、

常
に
相
手
を
観
察
し
て
い
て
相
手
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
だ
け
を
さ
り
げ
な
く
さ
っ
と
横
か
ら
差
し
出
す
と
い
っ
た
具
合
の
、
控
え
め

で
はあ
る
が
要
所
を
押
さ
え
た
見
事
な
気
配
り
で
あ
る
」
。

　し
た
が
っ
て
、
う
つ
病
者
は
周
囲
の
人
々
の
目
に
は
模
範
的
な
「
対
人
関
係
の
達
人
」
と
映
る
。
M
・
K
も
入
院
し
た
と
き
、
主
治
医

に

対し
て
丁
寧
で
愛
想
が
よ
か
っ
た
。
筆
者
と
の
面
接
中
も
、
前
節
で
触
れ
た
一
時
的
な
感
情
表
出
以
外
は
、
不
眠
や
食
欲
不
振
を
訴
え

な
が
ら
も
笑
顔
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
。
彼
の
生
活
信
条
は
、
「
殉
教
者
を
模
範
と
し
て
、
自
分
の
生
活
を
犠
牲
に
し
て
も
隣
人
に
仕
え
る
」

こ
と
で
あ
つ
た
。

　し
か
し
、
こ
の
他
者
と
の
関
係
は
義
務
な
い
し
役
割
を
果
た
す
と
い
う
形
で
営
ま
れ
る
。
配
偶
者
や
子
ど
も
と
の
関
係
も
「
果
た
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ね

き
つ
と
め
と
し
て
、
普
遍
的
規
範
の
実
現
と
し
て
」
（
マ
ト
ゥ
セ
ッ
ク
）
遂
行
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
尽
く
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
テ
ン

ン

バッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
親
和
型
う
つ
病
者
は
、
「
具
体
的
な
尽
力
を
伴
わ
な
い
で
た
だ
純
粋
に
他
人
の
た
め
に
あ
る
、
と
い

う
よ
う
な
あ
り
か
た
」
は
考
え
ら
れ
ず
、
「
自
分
が
た
だ
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
他
の
人
を
幸
福
な
気
持
ち
に
し
た
り
、
喜
ば
れ
た
り
す
る
こ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

と
が
で
き
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
」
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
愛
も
ま
た
、
マ
ト
ゥ
セ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
独
自
の
個
性
を
も
っ
た
独
立
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ

人格
を
肯
定
す
る
こ
と
と
し
て
で
は
な
く
、
相
手
の
愛
を
要
求
し
う
る
た
め
に
必
要
な
行
為
の
遂
行
と
し
て
生
き
ら
れ
る
」
。
つ
ま
り
、
人

格関
係
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
て
も
、
相
手
に
対
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
を
果
た
す
と
い
う
関
係
に
な
り
、
自
他
と
も
に
役
割

に

お

い
て

見ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
我
と
汝
」
と
い
う
関
係
は
成
立
せ
ず
、
対
人
関
係
は
総
じ
て
、
役
割
同
一
性
の
確
立
の
た
め
に
役
割

的
自
己
と
役
割
的
他
者
が
相
互
に
補
完
し
合
う
関
係
に
な
る
。
約
言
す
れ
ば
、
役
割
交
換
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
役
割
交

換
が
終
わ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
濃
密
で
あ
っ
た
関
係
が
た
ち
ま
ち
淡
白
な
も
の
に
変
わ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
臨
床
家
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で

　
ま
ロ

あ
り
、
筆
者
の
臨
床
例
で
も
散
見
す
る
。

　
患者
M
・
K
の
場
合
に
は
、
妻
と
の
関
係
に
こ
の
対
人
関
係
の
特
質
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
今
回
の
不
安
発
作
の
少
し
前

から
妻
と
の
離
婚
を
考
え
始
め
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
郷
土
カ
ト
リ
ッ
ク
史
を
執
筆
し
て
出
版
す
る
企
て
に
対
し
て
妻
の
反
対
が
障
害
に

な
る
の
で
、
そ
の
障
害
を
な
く
す
た
め
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
離
婚
す
れ
ぼ
「
教
会
で
の
信
用
を
落
と
す
こ
と

にな
る
」
、
そ
れ
を
恐
れ
て
躊
躇
し
て
い
た
、
と
も
い
う
。
一
方
で
は
、
郷
土
カ
ト
リ
ッ
ク
史
研
究
と
い
う
新
し
い
役
割
に
打
込
む
自
分
を

妻
に

受
容し
て
も
ら
い
た
い
と
必
死
で
願
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
拒
絶
さ
れ
て
役
割
的
自
己
の
価
値
や
存
在
理
由
が
否
定
さ
れ
る
と
、
恐
ら

く
自
己
喪
失
の
危
機
に
対
す
る
第
二
の
防
衛
戦
略
で
あ
ろ
う
が
、
一
転
し
て
、
妻
を
自
己
の
役
割
同
一
性
確
立
の
障
害
と
し
て
排
除
し
よ

う
と
す
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
た
め
ら
う
理
由
も
ま
た
「
教
会
で
の
信
用
失
墜
」
と
い
う
別
種
の
役
割
同
一
性
危
機
に
対
す
る
危
惧
で
あ
っ

て
、
最
後
ま
で
自
分
の
役
割
同
一
性
に
固
執
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
M
・
K
に
と
っ
て
妻
は
、
自
他
の
境
界
が
消
え
る
よ
う
な
ノ
エ
シ

ス

的な
根
源
的
経
験
を
共
有
し
つ
つ
、
し
か
も
我
な
ら
ぬ
他
者
と
し
て
出
会
う
人
格
で
は
な
く
、
単
に
自
己
の
役
割
同
一
性
を
補
完
す
る

た
め
の
非
人
格
的
機
能
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
妻
は
「
自
己
存
在
に
対
す
る
肯
定
的
原
理
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
だ

罪
の
自
覚
（
内
村
）
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五
六

け
で
あ
り
、
妻
が
そ
の
役
割
を
果
た
さ
ず
、
「
自
己
存
在
に
対
す
る
否
定
的
原
理
」
に
転
ず
る
な
ら
ば
、
直
ち
に
意
味
を
失
う
の
で
あ
る
。

木
村
敏は
こ
の
事
態
を
指
し
て
、
「
他
者
が
自
己
の
構
成
分
と
し
て
、
真
の
他
者
性
を
失
っ
て
自
己
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
」
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ム
　

い
、
そ
れ
を
前
う
つ
病
者
お
よ
び
う
つ
病
者
の
「
自
己
中
心
性
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
以
上
の考
察
か
ら
、
「
他
者
と
の
共
生
を
求
め
、
他
者
の
た
め
に
生
き
る
」
と
い
う
「
去
私
的
」
な
う
つ
病
者
の
対
人
関
係
の
中
核
を
な

す
の
が
、
実
は
、
自
己
中
心
性
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
他
者
を
自
己
の
構
成
分
と
し
て
自
己
の
中
に
取
り
入
れ
る
の
は
、
う
つ

病者
の
存
在
様
式
に
お
い
て
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
自
分
自
身
が
自
分
の
内
容
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
っ
て
、
自
己
中

心性
は
う
つ
病
親
和
型
存
在
様
式
の
根
本
規
定
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
章
未
完
）

　
付記
。
症
例
M
・
K
の
素
描
を
通
し
て
、
う
つ
病
者
の
存
在
様
式
の
根
本
規
定
と
し
て
「
自
己
中
心
性
」
と
い
う
概
念
を
取
り
出
す
こ

と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
う
や
く
罪
の
本
質
に
つ
い
て
論
及
す
る
段
階
に
達
し
た
が
、
今
回
は
時
間
的
制
約
も
あ
り
、
こ
こ
で
筆
を
と

ど
め
る
。
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