
元
型
概
念
の
成
立
　
　
初
期
ユ
ン
グ
に
お
け
る
解
釈
と
現
実

渡
　
辺

学

　
今
日
、
元
型
ξ
9
g
着
冨
と
い
う
概
念
が
学
問
的
に
使
用
さ
れ
は
じ

め
た
の
は
、
C
・
G
・
ユ
ン
グ
の
功
績
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
は
、

人
類
が
時
代
と
地
域
と
を
超
え
て
、
ま
っ
た
く
独
立
的
に
同
じ
よ
う
な
体

験
内
容
を
持
つ
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
根
拠

を
説
明
す
る
た
め
に
、
元
型
の
概
念
を
導
入
し
た
。
ユ
ン
グ
の
分
析
心
理

学
の
中
心
概
念
で
あ
る
こ
の
元
型
の
概
念
は
、
一
方
で
、
豊
か
な
理
論
的

可
能
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
、
同
時
に
き
わ
め
て
暖
味
な
特
徴
を

帯
び
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
そ
も
そ
も
ユ
ン
グ
が
文
脈
に
よ
っ

て
異
な
っ
た
意
味
内
容
を
元
型
概
念
に
与
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
た
と

え
ば
、
元
型
は
「
説
明
的
モ
デ
ル
」
で
あ
る
と
も
、
「
仮
説
的
構
築
物
」

で
あ
る
と
も
、
「
自
立
的
人
格
像
」
と
か
「
神
々
」
で
あ
る
と
も
い
わ
れ

　
　
一
1
）

て
い
る
。
と
り
わ
け
、
ユ
ン
グ
が
あ
る
者
の
体
験
世
界
を
記
述
す
る
際
に

使
用
す
る
言
語
と
、
そ
れ
を
心
に
位
置
づ
け
説
明
す
る
と
き
の
言
語
に
は
、

大
き
な
落
差
が
見
出
さ
れ
る
。

　
本
論
文
で
は
、
ユ
ン
グ
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
元
型
論
が
ど
の
よ
う
な

形
で
生
じ
て
き
た
か
、
そ
し
て
、
ユ
ン
グ
は
ど
の
よ
う
な
間
い
に
答
え
る

た
め
に
元
型
概
念
を
導
入
し
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
、
ユ

ン
グ
が
フ
ロ
イ
ト
と
決
別
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
『
リ
ビ
ド
ー
の
変
容

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

と
象
徴
』
（
一
九
一
二
一
を
中
心
に
し
て
、
初
期
の
ユ
ン
グ
の
論
文
の
論
旨

を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
そ
の
際
、
ユ
ン
グ
が

ど
の
よ
う
な
現
実
を
捉
え
、
そ
れ
を
説
明
し
た
り
解
釈
し
た
り
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
理
論
化
し
て
い
っ
た
か
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

元
型
概
念
の
先
駆
と
し
て
の
原
像
の
概
念

　
『
リ
ビ
ド
ー
の
変
容
と
象
徴
』
に
お
い
て
は
、
ユ
ン
グ
は
未
だ
「
元
型

ξ
9
9
着
冨
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
原
像

O
『
巨
巨
」
と
い
う
ヤ
ー
コ
プ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
用
語
の
も
と
で
、
元
型
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的
な
も
の
に
つ
い
て
の
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
ユ
ン
グ
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
言
及
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ

て
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
が
魂
の
琴
線
を
振
る
わ
せ
る
典
型
的
な
人
物
像
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
ゲ
ル
マ
ン
人
に
と
っ
て
は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
そ
う
し
た
典
型

的
人
物
で
あ
る
と
い
う
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ

こ
で
の
論
点
は
、
人
々
の
心
を
動
か
す
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
必
ず
し

も
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
に
限
定
さ
れ
ず
、
民
族
に
よ
っ
て
そ
の
典
型
的
な
心
理

は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ユ
ン
グ
は
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
の
相
対
性
を
暗
黙
の
う
ち
に
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
真
に
民

族
心
理
的
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
治
療
の
道
具
で
あ
る
よ
う
な
典
型
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
〕

神
話
が
存
在
す
る
に
違
い
な
い
。
」
と
、
ま
と
め
て
い
る
。

　
元
型
論
と
の
関
違
で
、
こ
の
著
書
で
最
も
注
目
に
値
す
る
の
は
、
そ
の

後
の
論
文
の
中
で
ユ
ン
グ
が
た
び
た
び
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
太
陽

の
男
根
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
最
初
の
叙
述
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
イ

メ
ー
ジ
が
、
い
わ
ば
ユ
ン
グ
の
元
型
論
の
出
発
点
を
な
す
わ
け
で
あ
り
、

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
後
の
版
に
お
い
て
は
、

ユ
ン
グ
は
あ
る
患
者
が
見
た
「
太
陽
の
男
根
」
の
事
例
を
白
分
自
身
の
体

験
と
し
て
語
っ
て
い
る
が
、
初
版
で
は
、
同
僚
の
ヨ
ハ
ン
・
ホ
ー
ネ
ガ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
一

が
報
告
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ー
ネ
ガ
ー
は
、
患
者
が
以
下
の
よ

う
な
幻
覚
を
見
た
の
を
報
告
し
た
。
「
患
者
は
、
勃
起
し
た
男
根
の
よ
う

な
『
直
立
し
た
尾
』
が
太
陽
に
あ
る
の
を
見
る
。
患
者
が
頭
を
前
後
に
動

か
す
と
、
太
陽
の
男
根
も
同
じ
よ
う
に
前
後
に
振
れ
、
そ
こ
か
ら
風
が
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
）

こ
る
。
」
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
、
こ
の
幻
想
は
ホ
i

ネ
ガ
ー
ら
に
と
っ
て
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
妄
想
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ユ
ン
グ
は
、
ミ
ト
ラ
教
の
儀
礼
書
に
き
わ
め
て
似

通
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
か
く
し
て
、
西
方
の
地
・

方
へ
向
か
っ
て
、
あ
た
か
も
無
限
の
東
風
の
ご
と
く
。
し
か
し
、
東
方
の

地
方
に
向
か
う
他
の
風
が
は
た
ら
く
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
、
そ
の
側
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
）

方
に
向
か
っ
て
、
見
ら
れ
た
る
も
の
の
逆
転
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と

い
う
の
が
、
そ
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
の
個
所
以
外
に
も
、
「
同
じ
よ
う

に
し
て
、
奉
仕
す
る
風
の
源
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
筒
が
見
え
る
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
太
陽
か
ら
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
筒
の
よ

う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
ユ
ン
グ
は
、
最
初

の
引
用
箇
所
の
「
見
ら
れ
た
る
も
の
」
が
筒
で
あ
る
と
結
論
し
、
太
陽
面

に
あ
る
そ
の
筒
と
風
と
が
相
関
関
係
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
す
る
。
そ
し
て
、
患
者
の
幻
覚
と
ミ
ト
ラ
教
の
儀
礼
書
の
イ
メ
ー
ジ

と
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
う
し
て
、
両
者
の
平
行
関
係
が

確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
類
似
関
係
が
い
か
に
し
て
生
じ
た
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
間
的
な
先
後
関
係
に
即
し
て
言
え
ば
、
当
然
な

が
ら
ミ
ト
ラ
教
の
イ
メ
ガ
ジ
の
方
が
患
者
の
幻
想
に
先
行
し
て
お
り
、
影

響
関
係
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ミ
ト
ラ
教
の
イ
メ
ー
ジ
が
何
ら
か

の
形
で
患
者
に
伝
わ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ユ
ン
グ

は
、
そ
の
患
者
が
そ
の
文
献
を
読
ん
だ
り
そ
れ
に
つ
い
て
聞
い
た
り
し
て
、

あ
ら
か
じ
め
　
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す

る
。
実
際
上
は
、
そ
の
可
能
性
を
は
っ
き
り
と
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
文
献
を
載
せ
て
い
る
宗
教
史

家
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
著
書
は
初
版
が
一
九
〇
三
年
に
　
　
患
者
は
そ
れ
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以
前
に
病
院
に
収
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
1
す
で
に
出
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
ま
た
、
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
、

「
太
陽
の
男
根
」
の
象
徴
表
現
は
、
一
八
四
一
年
の
時
点
で
す
で
に
第
三

版
が
出
版
さ
れ
て
い
た
『
古
代
民
族
の
象
徴
と
神
話
』
と
い
う
ク
ロ
イ

ツ
ァ
ー
の
著
書
で
扱
わ
れ
て
お
り
、
ユ
ン
グ
も
実
際
に
は
そ
れ
を
熟
知
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ア
）

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
問
題
と
し
て
、
情
報

の
伝
達
や
潜
在
記
憶
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
ユ
ン
グ
は
、
あ
え
て
そ
の
可
能
性
を
否
定
し
よ
う
と
し
、
情
報

の
伝
達
が
な
か
っ
た
と
い
う
前
提
に
お
い
て
仮
説
を
立
て
よ
う
と
し
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ユ
ン
グ
は
、
両
者
の
問
に
伝
播
な
ど

の
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
方
向
で
議
論
を
進
め
る
。

　
両
者
の
問
に
外
的
な
因
果
関
係
が
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
ユ
ン
グ
は
、
そ
れ
を
人
間
の
内
発
的

な
能
力
の
側
に
求
め
る
。
つ
ま
り
、
人
間
に
は
、
時
代
を
超
え
て
同
じ
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
を
産
出
す
る
能
力
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
超
時
問
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
原
像
と
呼
ぶ
。
こ
こ
に
は
す
で
に
、

イ
メ
ー
ジ
と
イ
メ
ー
ジ
と
を
因
果
論
的
に
で
は
な
く
類
比
的
に
結
び
合
わ

せ
る
と
い
う
動
機
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
非
因
果
的
連
関
の
原

理
」
と
し
て
の
共
時
性
と
い
う
後
期
ユ
ン
グ
の
代
表
的
な
思
想
の
基
本
的

な
発
想
が
、
も
と
も
と
当
初
の
元
型
論
の
中
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。
両
者
の
相
違
は
、
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
歴
史
的
流
れ

の
中
で
捉
え
る
か
、
ま
た
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
点
に
お
い
て
空
間
的
な
広
が

り
の
中
で
提
え
る
か
と
い
う
点
に
し
か
存
在
せ
ず
、
そ
も
そ
も
当
初
の
元

型
論
は
、
通
時
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
あ
る
イ
メ
ー
ジ
と
あ
る
イ
メ
ー

ジ
と
を
、
人
間
の
普
遍
的
本
性
に
お
い
て
非
因
果
的
に
関
連
づ
け
る
論
理

で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
ユ
ン
グ
は
、
原
像
に
つ
い
て
論
ず
る
た
め
の
布
石
と
し
て
、
「
二
種
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
〕

の
思
考
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
意
識
的
努
力
に
基
づ
く

論
理
的
な
思
考
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
語
に
よ
る
概
念
的
把
握
の
働
き
を
前

提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
無
意
識
の
働
き
に
基
づ
く
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
の
思
考
で
あ
り
、
こ
れ
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
連
想
的
な
展

開
を
示
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
動
価
を
持
っ
た
象
徴
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
、

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
後
者
に
お
い
て
も
言
語
概
念
は
通
用
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
多
義
性
を
旨
と
し
て
い
て
、
論
理
的
に
言
え
ば
、
一
連
の
誤
謬
推

理
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ユ
ン
グ
が
他

の
論
文
で
挙
げ
て
い
る
例
を
使
え
ば
、
プ
ネ
ウ
マ
（
ミ
＆
葛
一
と
い
う
ギ

リ
シ
ア
語
は
一
方
で
息
吹
を
意
味
し
、
他
方
で
風
を
意
味
し
て
い
る
が
、

新
約
聖
書
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
両
者
は
分
け
が
た
く
結
び
付
い
て
い

一
9
）

る
。
た
と
え
ば
、
「
神
は
プ
ネ
ウ
マ
一
霊
）
で
あ
る
。
」
（
ヨ
ハ
ネ
四
章
二
十

四
節
）
と
言
わ
れ
る
が
、
他
方
で
、
「
プ
ネ
ウ
マ
（
風
）
は
思
い
の
ま
ま
に
吹

く
」
と
い
う
こ
と
が
「
プ
ネ
ウ
マ
（
霊
）
か
ら
生
ま
れ
た
者
」
に
関
し
て
言

わ
れ
（
ヨ
ハ
ネ
三
章
八
節
）
、
霊
と
風
と
が
連
想
の
上
で
ひ
と
つ
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
五
旬
祭
（
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
）
の
と

き
の
出
来
事
に
お
け
る
強
風
と
聖
霊
と
の
連
想
（
使
徒
行
録
二
章
一
節
以

降
）
の
例
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
論
理
的
に
一
一
冒
え
ば
、
霊
は
必
ず
し
も

風
で
は
な
い
し
風
は
必
ず
し
も
霊
で
は
な
い
が
、
両
者
は
少
な
く
と
も
新

約
聖
書
の
文
脈
で
は
、
連
想
の
上
で
強
い
結
び
付
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。
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ユ
ン
グ
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
思
考
に
注
目
す
る
。
そ
し

て
、
古
代
人
や
幼
児
に
お
い
て
同
様
の
運
想
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
大

文
字
の
人
問
」
と
し
て
の
人
類
の
幼
年
期
と
「
小
文
字
の
人
問
」
と
し
て

の
個
人
一
現
代
人
一
の
幼
児
期
と
の
問
に
、
類
比
的
な
関
係
を
認
め
る
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
の
正
当
化
の
た
め
に
導
入
さ
れ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
ヘ
ッ

ケ
ル
の
法
則
、
「
個
体
発
生
は
系
統
発
生
を
繰
。
り
返
す
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ユ
ン
グ
は
そ
の
こ
と
が
器
官
的
な
も
の
に
当
て
は
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、

心
理
的
な
も
の
に
ま
で
及
ぶ
だ
ろ
う
こ
と
を
推
測
す
る
。

　
そ
の
点
に
関
し
て
、
ユ
ン
グ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
う

し
た
経
験
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
古
代
の
空
想
的
神
話
的
思
考
と
同
様

な
子
供
の
思
考
と
の
問
、
ま
た
、
未
開
の
人
類
と
夢
と
の
問
に
、
平
行
関

係
を
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

奇
妙
な
も
の
で
は
な
く
、
比
較
解
剖
学
や
進
化
史
1
そ
れ
ら
は
、
人
体

の
構
造
や
機
能
が
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
同
様
な
変
化
に
対
応
す
る
、
一

連
の
胎
生
的
な
変
化
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
－
の
知
識
か

ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
理
学
に
お
い
て
、

個
体
発
生
は
系
統
発
生
を
繰
り
返
す
と
い
う
仮
説
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
夢
同
様
、
子
供
の
精
神
生
活
に
お
け
る
幼
児
的
な
思

考
の
状
態
は
、
前
史
的
で
古
代
的
な
思
考
の
再
反
響
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
〕

こ
と
が
、
同
じ
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
」

　
こ
う
し
て
、
ユ
ン
グ
は
、
類
比
を
語
る
に
類
比
を
も
っ
て
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
個
体
発
生
は
系
統
発
生
を
繰
り
返
す
と
い
う
、
胎
生

的
変
化
に
お
け
る
個
体
と
種
の
発
生
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
示
す
ロ
マ
ン
主
義

生
物
学
の
命
題
が
、
ま
さ
し
く
類
比
的
に
、
人
類
の
心
に
お
け
る
個
体
と

種
と
の
関
係
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
ヘ
ッ

ケ
ル
の
法
則
に
対
す
る
ユ
ン
グ
の
理
解
の
仕
方
は
転
義
的
で
あ
っ
て
、
そ

の
本
来
の
意
義
を
捉
え
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
法
則

は
、
あ
る
生
物
個
体
が
授
精
卵
の
状
態
か
ら
そ
の
個
体
へ
と
発
生
し
て
い

く
過
程
に
お
い
て
、
原
生
生
物
か
ら
そ
の
種
ま
で
の
系
統
発
生
の
進
化
過

程
を
ほ
ぼ
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る

種
自
体
の
発
達
の
歴
史
を
そ
の
種
の
個
体
が
再
演
す
る
と
い
う
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
ユ
ン
グ
の
考
え
を
、
例
え
ば
類
人
猿

に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
類
人
猿
の
個
体
が
、
類
人
猿
の
発
達
の
「
歴
史
」

を
生
得
的
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま

り
、
本
来
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
人
問
の
個
体
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
は
ず
の
歴
史
や
文
化
が
、
ユ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
「
第
一
の

自
然
」
と
し
て
　
　
少
な
く
と
も
表
象
可
能
性
と
し
て
　
　
生
得
的
に
人

間
の
個
体
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ユ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
思
想
な
ど
の
意
識
的
な
論
理
的
思
考
と
夢
や
幻
想
な

ど
の
無
意
識
的
な
空
想
的
思
考
、
成
人
と
子
供
、
健
常
者
と
精
神
病
患
者
、

文
明
人
と
未
開
人
と
い
ヶ
対
照
的
な
も
の
の
組
が
、
そ
れ
ぞ
れ
発
生
的
に

見
て
、
高
次
の
も
の
と
低
次
の
も
の
と
い
う
二
項
対
立
的
な
形
で
分
類
さ

れ
、
高
次
な
ら
高
次
、
低
次
な
ら
低
次
と
い
う
、
同
じ
傾
向
に
あ
る
も
の

同
士
が
類
比
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
ユ
ン
グ
は
無
意
識
的
に
ふ
る
ま
う
子
供
や
精
神
病
患
者
に

お
い
て
、
古
代
人
と
同
じ
よ
う
な
想
像
力
の
働
き
が
観
察
さ
れ
て
も
不
思

議
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
後
年
に
お
い
て
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
、

「
太
陽
の
男
根
」
を
め
ぐ
る
精
神
病
患
者
と
ミ
ト
ラ
教
の
教
典
と
の
平
行
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関
係
を
も
っ
て
、
元
型
の
存
在
を
示
す
有
力
な
証
拠
と
見
な
す
よ
う
に
な

る
。
た
と
え
ば
、
後
年
の
「
集
合
的
無
意
識
の
概
念
」
（
一
九
三
六
・
三
七
）

に
お
い
て
は
、
元
型
的
な
表
象
を
あ
ら
わ
す
具
体
例
と
し
て
提
示
さ
れ
て

　
＾
H
〕

い
る
。

　
『
リ
ビ
ド
ー
の
変
容
と
象
徴
』
に
お
い
て
、
ユ
ン
グ
は
、
無
意
識
的
な

想
像
力
の
働
き
に
お
い
て
産
出
さ
れ
る
原
像
に
よ
っ
て
現
代
人
と
古
代
人

と
を
結
び
付
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
像
は
、
現
代
人
の
空
想
活
動

と
古
代
人
の
そ
れ
と
を
非
因
果
的
に
結
ぶ
た
め
の
、
い
わ
ば
可
能
根
拠
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
原
像
は
、
あ
る
意
味
で
普
遍
的
な
人
問
性
の

一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
上
、

ユ
ン
グ
は
、
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
平
行
物
と
し
て
の
神
話
的
形
姿
や
モ

チ
ー
フ
に
よ
っ
て
、
現
代
人
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や
夢
を
増
幅
し
て
解
釈
す

る
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
法
は
、
結
果
と
し
て
神
話

的
モ
チ
ー
フ
が
過
去
の
死
ん
だ
遺
物
で
は
な
く
、
現
代
人
の
無
意
識
過
程

の
う
ち
に
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
証
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
は
、
原
像
は
、
あ
く
ま
で
人

類
の
空
想
活
動
の
可
能
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

・
つ
。

二
　
元
型
概
念
の
成
立

　
ユ
ン
グ
が
元
型
と
い
う
用
語
を
は
じ
め
て
使
っ
た
の
は
、
『
リ
ビ
ド
ー

の
変
容
と
象
徴
』
の
七
年
後
に
書
か
れ
た
「
本
能
と
無
意
識
」
（
一
九
一
九
）

　
　
　
　
　
　
一
1
2
一

に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
、
ユ
ン
グ
は
、
生
物
学
に
お
け
る
本

能
の
問
題
と
の
関
連
で
、
心
理
学
に
お
け
る
無
意
識
の
問
題
を
主
題
化
し

て
い
る
。

　
ユ
ン
グ
は
本
能
が
無
意
識
現
象
に
属
す
も
の
と
し
、
そ
の
等
質
性
と
繰

り
返
し
の
規
則
性
を
指
摘
し
て
、
本
能
と
は
、
遺
伝
的
な
、
お
し
な
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竈
）

一
様
で
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
無
意
識
過
程
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
そ

し
て
、
あ
る
無
意
識
現
象
が
本
能
と
呼
ば
れ
得
る
た
め
に
は
、
余
儀
な
き

強
制
と
一
種
の
反
射
的
性
格
が
必
要
だ
と
す
る
。

　
ユ
ン
グ
は
、
本
能
が
個
体
や
種
が
し
ば
し
ば
繰
り
返
す
一
種
の
意
志
行
、

為
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
本
能
の
学
習
説
を
引
き
合
い
に
出
し
、
各
個
体

が
一
生
に
一
度
し
か
し
な
い
行
動
を
種
が
繰
り
返
す
糸
蘭
蛾
の
生
殖
本
能

の
例
を
挙
げ
て
、
必
ず
し
も
学
習
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
を
指
摘

　
一
1
4
〕

す
る
。
そ
こ
で
、
直
観
的
把
握
が
本
能
を
構
成
し
て
い
る
可
能
性
を
挙

げ
る
。
直
観
と
は
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
無
意
識
内
容
が
意
識
へ
入
り
込

み
侵
入
す
る
限
り
で
無
意
識
過
程
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
に
よ
れ

ば
、
一
方
で
、
本
能
は
き
わ
め
て
複
雑
な
活
動
を
目
指
す
合
目
的
的
衝
動

で
あ
る
が
、
他
方
で
、
直
観
は
き
わ
め
て
複
雑
な
状
況
を
合
目
的
的
か
つ

無
意
識
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
は
直
観
が
い
わ
ば
「
本
能

の
裏
返
し
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
ユ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
無
意
識
は
本
能
の
相
補
的
な
概
念
で
あ
る
。
無
意

識
と
は
、
意
識
の
性
質
を
欠
い
て
い
る
よ
う
な
心
的
現
象
の
総
体
で
あ
る
。

無
意
識
に
は
、
個
人
が
経
験
的
に
獲
得
し
た
個
人
的
無
意
識
だ
け
で
は
な

く
、
集
合
的
無
意
識
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
集
合
的
無
意
識
は
本
能
と
直

観
の
元
型
か
ら
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
、
直
観
の
元
型
は
ま
た
、
知
覚

と
把
握
の
元
型
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
個
体
的
に
獲
得
さ
れ
る
こ
と
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な
し
に
遺
伝
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
内
面
的
欲
求
に
基
づ
く
意
識
的
な
動
機

を
持
た
ず
に
生
じ
る
活
動
衝
動
と
し
て
の
本
能
L
に
お
い
て
活
動
し
て
い

る
と
こ
ろ
の
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
、
つ
ま
り
、
生
得
的
な
直

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
）

観
の
形
式
」
で
あ
る
。
　
一
方
で
、
本
能
は
人
間
を
つ
き
動
か
し
て
特
殊

な
生
活
行
動
を
さ
せ
る
が
、
他
方
で
、
元
型
は
人
間
の
知
覚
と
直
観
と
を

触
発
し
て
特
殊
な
形
象
活
動
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
、

「
集
合
的
、
つ
ま
り
普
遍
的
で
一
様
に
広
ま
っ
た
現
象
」
で
あ
る
。

　
ユ
ン
グ
の
考
え
で
は
、
こ
う
し
た
直
観
の
元
型
の
概
念
に
は
思
想
史
上

　
　
　
　
　
元
）

の
先
駆
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
形
而
上
学
的
な
イ
デ
ア
や

範
型
一
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
）
が
そ
れ
に
対
応
す
る
し
、
ま
た
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
や
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
も
そ
う
し
た
考
え
が
あ
る
。
ユ
ン
グ
に
よ

れ
ば
、
カ
ン
ト
の
悟
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
も
と
を
質
せ
ば
、
元
型
に
つ
い

て
論
じ
た
も
の
だ
と
言
う
。
元
型
に
は
も
と
も
と
情
動
的
な
要
因
が
伴
っ

て
い
る
が
、
歴
史
的
に
見
て
、
人
類
は
本
能
的
な
も
の
を
合
理
的
な
動
機

づ
け
の
も
と
に
考
え
る
よ
う
に
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
元
型
的
な

も
の
の
論
理
化
や
形
式
化
が
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
、
ユ
ン
グ
は
考
え
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ユ
ン
グ
が
思
想
史
上
の
先
駆
を
挙
げ
る
こ
と
の
意
味
は

ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
決
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
。

た
だ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
ユ
ン
グ
は
自
分
の
考
え
が
決
し
て
突
飛
な
も

の
で
は
な
い
と
い
う
印
象
を
読
者
に
与
え
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
元
型
あ
る
い
は
原
像
と
い
う
も
の
は
、
本
能
が
自
分

を
直
観
な
い
し
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ユ
ン
グ
の
考
え
で

　
＾
1
7
）

あ
る
。
そ
し
て
、
元
型
と
本
能
と
は
、
本
来
一
つ
の
生
命
活
動
で
あ
る

と
い
う
。
こ
う
し
て
、
ユ
ン
グ
は
生
命
活
動
を
行
動
的
様
相
と
認
識
的
様

相
と
に
分
類
し
、
前
者
を
本
能
に
、
後
者
を
元
型
に
ふ
り
当
て
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
■

　
こ
う
し
て
、
こ
こ
で
の
問
題
提
起
は
、
本
能
行
動
の
も
と
と
な
っ
て
い

る
、
典
型
的
な
状
況
の
直
観
的
把
握
の
可
能
根
拠
は
何
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ユ
ン
グ
は
そ
の
答
え
を
直
観
の
元
型
に
求
め
る
。
『
リ
ビ
ド
ー
の

変
容
と
象
徴
』
に
お
い
て
、
原
像
は
空
想
の
可
能
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
元
型
は
む
し
ろ
認
識
の
可
能
根
拠
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
元
型
論
の
こ
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
、

す
で
に
元
型
概
念
の
二
義
性
－
元
型
は
一
方
で
空
想
の
可
能
根
拠
で
あ

り
、
他
方
で
認
識
の
可
能
根
拠
で
あ
る
こ
と
　
　
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
　
元
型
理
論
と
構
成
的
解
釈
法
と
の
関
係
、

　
以
上
を
見
る
か
ぎ
り
、
元
型
理
論
そ
の
も
の
は
、
ユ
ン
グ
自
身
の
解
釈

法
と
は
直
接
関
係
が
な
一
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
的

に
見
て
、
は
た
し
て
そ
う
断
言
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
ユ
ン

グ
の
解
釈
法
と
元
型
論
と
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
以
下
で
検
討
し
た

い
。

　
『
リ
ビ
ド
ー
の
変
容
と
象
徴
』
一
一
九
二
一
）
と
相
前
後
し
て
書
か
れ
た

著
作
の
中
に
、
司
精
神
病
の
内
容
』
一
一
九
〇
八
一
と
「
心
理
学
的
理
解
に

つ
い
て
」
（
一
九
一
五
）
が
あ
る
。
改
版
を
重
ね
て
『
無
意
識
の
心
理
』

（
一
九
四
二
）
と
な
っ
た
「
心
理
学
の
新
し
い
道
」
二
九
二
一
）
、
ま
た
、
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同
じ
く
改
版
さ
れ
て
『
自
我
と
無
意
識
の
関
係
』
（
一
九
二
八
）
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

「
無
意
識
の
構
造
」
（
一
九
一
六
）
が
、
や
は
り
こ
の
時
期
に
出
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
著
作
の
特
徴
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
精
神
医
学
者
と

し
て
の
ユ
ン
グ
が
、
い
わ
ば
「
精
神
医
学
の
心
理
学
的
転
回
」
と
も
い
う

べ
き
も
の
に
お
い
て
、
理
解
や
解
釈
の
間
題
に
高
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
著
作
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
ま
ず
第

一
に
、
ユ
ン
グ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
精
神
分
裂
病
の
よ
う
な
一
見
不
可

解
な
症
状
を
示
す
病
に
お
い
て
も
、
無
意
識
的
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
精
神

活
動
が
あ
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
了
解
可
能
な
も
の
だ
と
い
う

こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
第
二
に
、
無
意
識
の
産
物

を
未
来
志
向
的
に
理
解
し
解
釈
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
患
者
に
生
き
る
活

力
が
与
え
ら
れ
、
心
の
発
達
を
示
す
一
定
の
線
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
線
と
は
、
後
に
ユ
ン
グ
が
個
体
化
過
程
と
呼
ん
で
い
る
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
中
で
、
ユ
ン
グ
は
心
理
療
法
に
お
け
る
解
釈
の
多
様
性
を
積

極
的
に
認
め
る
。
初
期
の
論
文
の
中
で
、
そ
の
こ
と
が
一
番
は
っ
き
り
と

現
れ
て
い
る
の
が
、
「
心
理
学
的
理
解
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
そ
の
論
文

の
中
で
、
ユ
ン
グ
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
還
元
的
方
法
の
限
界
を
示
し
、
フ
ロ

イ
ト
の
方
法
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
は
有
効
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
早
発
性
痴

呆
」
［
精
神
分
裂
病
の
こ
と
］
に
は
、
む
し
ろ
構
成
的
な
方
法
の
方
が
む

し
ろ
適
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
還
元
的
方
法
と
は
、
現
在
の
症
状
の

原
因
を
過
去
の
出
来
事
や
欲
望
に
求
め
る
解
釈
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自

然
科
学
の
因
果
論
的
な
説
明
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
症
状
を

分
析
し
、
過
去
の
原
因
や
普
遍
的
原
理
に
還
元
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

構
成
的
方
法
と
は
、
現
在
の
症
状
や
夢
な
ど
の
中
か
ら
、
そ
の
後
の
患
者

の
心
の
発
達
や
普
遍
的
な
目
標
を
示
唆
す
る
よ
う
な
象
徴
を
読
み
取
る
解

釈
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
ユ
ン
グ
自
身
、

普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
な
い
思
弁
が
、
構
成
的
理
解
と
同
じ
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
＾
1
9
〕

を
認
め
て
い
る
。
ユ
ン
グ
は
、
患
者
の
無
意
識
が
妄
想
体
系
を
作
っ
て

達
成
し
よ
う
と
し
た
目
標
は
何
な
の
か
と
問
う
こ
と
で
、
い
わ
ば
、
始
動

因
を
問
う
フ
ロ
イ
ト
の
方
法
か
ら
目
的
因
を
問
う
構
成
的
方
法
へ
の
方
向

転
換
を
図
る
。
「
主
観
的
な
も
の
は
、
主
観
的
に
、
つ
ま
り
構
成
的
に
理
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
）

解
さ
れ
判
断
さ
れ
う
る
の
み
」
と
い
う
の
が
、
ユ
ン
グ
の
主
張
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
『
リ
ビ
ド
ー
の
変
容
と
象
徴
』
で
採
用

さ
れ
た
方
法
が
、
こ
の
構
成
的
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
論
文
で
は
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
1
〕

き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
に
よ
る
と
、
あ
る
種

の
患
者
は
、
奇
妙
な
世
界
の
体
系
や
い
わ
ゆ
る
世
界
観
を
作
り
た
い
と
い

う
欲
望
に
よ
っ
て
消
耗
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
目
的
は
、
「
未
知

の
心
理
現
象
を
同
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
一
つ
の
体
系
を
作
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
2
〕

こ
う
し
て
自
分
自
身
の
世
界
に
同
化
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最

初
は
純
然
た
る
主
観
的
な
順
応
で
あ
り
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
世
界
一
般

に
順
応
さ
せ
る
の
に
必
要
な
過
渡
的
な
段
階
で
あ
る
が
、
患
者
は
こ
の
段

階
に
留
ま
る
こ
と
で
他
者
と
の
意
思
の
疎
通
が
不
可
能
に
な
り
、
病
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
心
理
的
順
応
は
哲
学
的
世
界
観
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て

な
さ
れ
み
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
手
段
で
適
応
し
よ
う
と

す
る
こ
と
自
体
が
病
的
な
の
だ
と
い
う
批
判
に
答
え
て
、
ユ
ン
グ
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
心
的
エ
ネ
ル
ギ
i
と
し
て
の
リ
ビ
ド
ー
の
志
向
性
の
違
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
的
な
適
応
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
っ
　
6



ま
り
、
心
的
エ
ネ
ル
ギ
i
が
環
境
世
界
に
向
か
っ
て
い
る
外
向
型
の
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
は
世
界
観
な
く
し
て
世
界
に
適
応
で
き
る
が
、
内
面
世
界
に

向
か
っ
て
い
る
内
向
型
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
は
世
界
へ
の
適
応
の
た
め
に

世
界
観
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ユ
ン
グ
は
、
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
タ
イ
プ
の
差
が
適
応
の
違
い
を
生
み
、
ま
た
、
そ
れ
が
理

解
の
様
式
の
違
い
を
生
む
の
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
問
題
な
の

は
、
自
然
科
学
的
な
立
場
に
お
け
る
普
遍
妥
当
的
な
原
理
の
追
求
で
は
な

く
、
精
神
科
学
的
な
立
場
に
お
け
る
個
性
的
な
人
問
の
あ
り
方
の
理
解
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ユ
ン
グ
は
、
す
べ
て
の
精
神
病
患
者
に
当
て

は
ま
る
全
称
命
題
を
定
立
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
あ
る

特
定
の
患
者
に
の
み
当
て
は
ま
る
よ
う
な
特
称
命
題
を
定
立
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
ユ
ン
グ
は
、
理
解
の
道
に
お
い
て
は
、
「
構
成
的
方
法
と
い
う
も
の
が

そ
の
本
質
上
妄
想
体
系
自
体
の
示
す
手
が
か
り
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
泰
）

い
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
つ
ま
り
、
医
者
は
固
定
的
な
も
の
の
見
方

を
患
者
に
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
患
者
の
妄
想
を
そ
れ
白
体
と
し
て

尊
重
し
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
患
者
の
世
界

観
を
浮
き
彫
り
に
し
、
患
者
が
ど
の
よ
う
な
世
界
に
す
ま
っ
て
い
る
か
を

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
構
成
的
方
法
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
の
は
科
学
理
論
と
言
わ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
個
人
の
心
理
学
的
な
発
達
の
遣
の
後
づ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
、
ユ
ン
グ
の
分
析
心
理
学
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
か
ら
心

理
学
的
な
発
達
の
線
に
関
す
る
一
理
論
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
『
無
意
識
の
構
造
』
の
場
合
に
は
、
端
的
に
、

「
解
釈
学
的
方
法
」
と
い
う
こ
と
ば
が
ユ
ン
グ
自
身
の
方
法
を
表
す
こ
と

ば
と
し
て
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
方
法
と
心
理
学
的
発
達
の
線
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
＾
2
4
）

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
解
釈
学
的
方
法
と
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
記
号
的

に
で
は
な
く
、
真
の
象
徴
と
し
て
理
解
す
る
方
法
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
に
よ

れ
ば
、
解
釈
学
の
本
質
は
、
す
で
に
象
徴
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
類
比
に
、

さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
類
比
を
追
加
し
て
、
最
初
の
象
徴
を
増
幅
し
豊
か
な

も
の
に
す
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
初
の

象
徴
は
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
「
比
較
の
た
め
の
第
三
の
も
の
」
に

還
元
さ
れ
う
る
よ
う
な
無
限
に
複
雑
で
多
様
な
形
象
に
な
り
、
そ
こ
に
、

個
人
的
で
あ
る
と
と
も
に
集
合
的
な
心
理
学
的
発
達
の
線
が
目
だ
っ
て
く

る
と
い
う
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
神
秘
的
融
即
」
の
中
で
心

理
的
に
は
集
合
性
に
浸
っ
て
い
て
、
心
理
学
的
に
は
個
体
性
を
持
た
ず
、

い
わ
ば
社
会
学
的
個
体
で
し
か
な
い
も
の
が
、
心
理
学
的
個
体
に
な
る

－
後
年
ユ
ン
グ
が
個
体
化
過
程
と
呼
ぶ
　
　
過
程
で
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
個
体
化
過
程
を
い
わ
ば
指
導
し
て
い
く
と
こ
ろ
の
統
合
の
象
徴
で
あ

る
。　

こ
こ
で
注
意
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た

と
し
て
、
．
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
記
号
で
あ
る
か
、
象
徴
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
は
、
分
析
家
の
側
の
解
釈
法
に
依
存
し
て
い
る
と
、
ユ
ン
グ
が
考
え
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
な
が
ら
、
記
号
と
象
徴
と
は
、

解
釈
枠
並
び
に
そ
の
方
法
の
相
関
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
第
一
次
的
な
の
は
、
あ
く

ま
で
端
的
な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
解
釈
に
し

た
が
い
、
象
徴
と
は
即
ち
元
型
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
元

62



型
の
存
在
性
格
自
体
が
、
構
成
的
方
法
な
い
し
解
釈
学
的
方
法
と
い
う
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
5
〕

釈
の
枠
組
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
元
型
と
は
、
あ

る
解
釈
者
が
構
成
的
方
法
と
い
う
解
釈
枠
を
と
っ
た
際
に
、
象
徴
と
し
て

現
出
し
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
の
可
能
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
構
成
的
方
法
に
お
い
て
は

じ
め
て
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
は
象
徴
と
し
て
立
ち
現
れ
、
元
型
的
イ
メ
ー
ジ

と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
元
型
的
な
も
の
と

見
な
す
か
ど
う
か
は
、
あ
く
ま
で
分
析
家
の
解
釈
法
に
か
か
っ
て
い
る
と

言
え
る
。四

　
緒
語

　
ユ
ン
グ
の
元
型
概
念
は
、
そ
の
成
立
当
初
か
ら
極
め
て
多
様
で
暖
味
な

意
味
内
容
の
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ユ
ン
グ
の
視
点
の
多
様
性
か
ら
、
そ

の
概
念
は
、
一
方
で
説
明
概
念
で
あ
ろ
う
と
し
、
他
方
で
理
解
概
念
で
あ

ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ユ
ン
グ
自
身
の
自
己
正
当
化
の
論
理
を

離
れ
、
実
際
に
ユ
ン
グ
が
と
っ
て
い
た
方
法
と
、
そ
の
方
法
に
対
す
る
反

省
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
元
型
概
念
は
、
む
し
ろ
、
構
成
的
な
解
釈
法
と

の
積
極
的
な
連
関
の
中
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
た
と
え
ば
、
ユ
ン
グ
は
、
い
わ
ゆ
る
ヘ
ッ
ケ
ル
の
法
則
、
「
個
体
発

生
は
系
統
発
生
を
繰
り
返
す
」
と
い
う
命
題
が
事
実
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
ユ
ン

グ
の
分
析
心
理
学
に
お
い
て
、
人
類
の
歴
史
や
神
話
な
ど
の
文
化
的
遺
産

に
よ
っ
て
現
代
人
の
心
の
所
産
を
照
射
す
る
と
い
う
解
釈
原
理
と
し
て
機

能
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
い
う
な
ら
ば
、
ユ
ン
グ
が
現

代
人
の
心
の
中
に
見
た
も
の
は
、
い
ま
な
お
生
き
生
き
と
し
た
生
命
を

保
っ
て
い
る
人
類
の
文
化
的
遺
産
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
ユ
ン
グ
の
元
型
概
念
を
正
当
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
ユ

ン
グ
の
解
釈
法
を
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

点
に
関
し
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
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。
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］
．
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．
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行
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ど
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か
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。
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つ
か
ら
こ
の
蛾
は
花
粉
を
と
っ
て
ひ
と
つ
の
球
を
こ
ね
あ
げ
る
。

　
　
　
そ
れ
か
ら
第
二
の
花
を
探
し
だ
し
て
、
そ
の
子
房
を
た
ち
わ
る
と
、

　
　
　
自
分
の
卵
を
こ
の
植
物
の
卵
細
胞
の
あ
い
だ
へ
お
き
、
花
粉
の
球
を

　
　
　
そ
の
漏
斗
状
の
穴
へ
詰
め
る
。
こ
の
複
雑
な
行
動
を
蛾
は
一
生
に
た

　
　
　
だ
一
度
き
り
完
遂
す
る
。
L
（
冒
P
O
O
．
H
澤
）

（
正
）
－
σ
μ
o
l
’
o
つ
．
H
切
蜆
．

（
1
6
）
旨
戸
ω
1
H
㎝
。
σ
．

（
〃
）
－
σ
－
α
．
一
〇
0
1
］
．
㎝
⑩
．

（
1
8
）
以
下
に
こ
れ
ら
の
諸
著
を
列
記
す
る
。

　
　
　
－
目
目
α
q
一
．
．
］
）
①
『
H
目
｝
｝
犀
q
①
『
勺
ω
く
〔
ブ
O
ω
①
1
．
．
（
］
．
㊤
O
O
O
）
　
Ω
．
ミ
～
．
由
、
○
岸
①
目
一

　
　
　
H
㊤
べ
㊤
’
o
つ
．
］
．
べ
ω
－
N
］
■
㎝
．

　
　
　
　
　
　
1
．
．
茅
烏
霊
巨
9
忌
・
雰
着
巨
O
α
・
一
①
．
．
．
一
H
旨
N
一
Q
．
ミ
＼
1
睾
。
つ
1

　
　
　
N
①
べ
1
N
㊤
］
：

　
　
　
　
　
　
1
．
．
d
一
U
竃
o
｝
ω
o
ω
く
o
プ
o
－
o
α
q
尉
o
｝
①
く
實
ω
＄
目
o
己
ω
．
．
、
（
H
⑩
H
蜆
）
ρ
ミ
．

　
　
　
｝
由
、
O
つ
1
岩
甲
曽
㎝
．

　
　
　
　
　
　
．
．
．
し
つ
け
H
一
』
片
け
目
『
o
①
ω
　
c
自
σ
①
峯
■
ω
ω
け
①
目
．
．
．
（
］
■
㊤
H
①
）
　
Q
．
　
ミ
．
＼
．
民
、
．
い
I

　
　
　
N
㊤
N
l
ω
ω
べ
■

（
1
9
）
－
目
目
①
q
一
C
一
U
艘
o
農
o
ω
｝
o
巨
o
－
o
σ
q
尻
o
巨
①
く
①
易
＄
目
α
己
ω
1
o
o
．
N
0
①
1

一
2
0
）
冒
戸
o
り
．
N
鼻

一
2
ユ
）
冒
α
．
レ
曽
㊤
1

一
2
2
）
冒
P
一
ω
．
曽
o
．

（
り
つ
ω
）
日
〕
－
o
．
’
o
つ
ー
N
H
ω
－

（
別
）
－
目
■
⑰
q
一
．
．
ω
け
『
■
斤
け
目
『
α
①
ω
O
目
一
U
①
毫
目
ω
ω
け
①
目
－
．
．
ω
1
ω
N
㎝
1
ω
N
ド

（
脆
）
』
印
〔
o
σ
ガ
ー
宍
o
§
も
』
“
着
＼
㌧
§
“
“
ミ
賞
h
＼
臼
§
“
之
l
N
o
ユ
o
｝
一
］
．
㊤
岬
メ
o
o
l
o
o
べ
ー
o
｛
1

　
　
　
ω
薄
一
①
ら
ー
ω
．
、
§
き
迂
旨
曽
恥
一
い
o
邑
o
月
H
轟
N
忌
㊤
o
｛
．

（
わ
た
な
べ
・
ま
な
ぶ
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）

64


