
C
㊥
G
㊥
ユ

グ
の
「
心
理
学
」
の
基
本
特
徴
に
つ

元
型
の
解
釈
学
の
基
礎
研
究

、レ

　
ユ
ン
グ
は
特
異
な
思
想
家
で
あ
る
。
彼
自
身
は
自
ら
の
こ
と
を
、
経
験
的
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

実
の
基
盤
に
立
脚
す
る
自
然
科
学
者
だ
と
考
え
て
い
た
が
、
し
か
し
、
通
常
の

意
味
で
の
心
理
学
に
ユ
ン
グ
の
「
分
析
心
理
学
」
を
区
分
す
る
こ
と
に
は
大
き

な
間
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
方
法
論
が
自
然
科
学
と

し
て
の
心
理
学
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の

点
で
、
湯
浅
泰
雄
教
授
は
、
ユ
ン
グ
の
研
究
を
西
洋
精
神
史
の
底
層
流
を
掘
り

お
こ
す
も
の
と
考
え
、
「
メ
タ
。
プ
シ
キ
カ
8
9
岩
昌
O
圧
8
」
と
い
う
キ
ー
。

ワ
ー
ド
の
も
と
に
、
そ
れ
と
東
洋
の
形
而
上
学
の
伝
統
と
の
接
点
を
見
出
し
て

　
（
2
）

い
る
。

　
世
界
的
に
見
て
、
心
理
学
界
や
精
神
分
析
学
界
に
お
い
て
、
ユ
ン
グ
心
理
学

が
あ
く
ま
で
党
派
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
影
響
力
が
ほ
と
ん
ど
な
い
に

等
し
い
ー
今
日
の
日
本
の
状
況
は
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
る
1
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
神
話
学
や
宗
教
学
や
神
学
な
ど
の
人
文
科
学
の
分
野
に
対
す
る
影
響
に

は
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
三
年
の
時
点
で
ハ
イ
ジ
ッ
ク
の

文
献
目
録
的
研
究
『
ユ
ン
グ
と
神
学
』
は
す
で
に
四
百
四
十
二
に
の
ぼ
る
文
献

　
　
　
　
　
（
3
）

を
あ
げ
て
い
る
し
、
最
近
で
は
、
ユ
ン
グ
心
理
学
の
方
法
に
よ
る
神
学
の
基
盤

渡
　
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
再
検
討
に
関
す
る
ド
ヲ
ン
の
研
究
が
注
目
に
価
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
、
哲
学
な
ど
の
思
想
界
に
対
す
る
ユ
ン
グ
の
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
s
）

と
な
る
と
、
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
リ
ク
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る

哲
学
者
た
ち
が
、
解
釈
学
と
の
関
連
な
ど
で
、
今
日
フ
ロ
イ
ト
を
こ
ぞ
っ
て
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

り
あ
げ
て
い
る
の
と
、
す
る
ど
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
思
想
界
に
対
す
る
ユ

ン
グ
の
影
響
の
希
薄
さ
の
理
由
と
し
て
は
、
ユ
ン
グ
の
用
語
法
の
荒
さ
や
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

的
方
法
論
的
基
盤
の
不
分
明
さ
に
あ
る
こ
と
が
、
今
日
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
ユ
ン
グ
を
思
想
研
究
の
娼
上
に
の
せ
、
そ
の
方
法
論
を
思
想
研
究

に
生
か
す
た
め
に
は
、
ま
ず
、
ユ
ン
グ
の
理
論
的
方
法
論
的
基
盤
を
明
確
化

し
、
そ
れ
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
は
、
最
近

の
ユ
ン
グ
研
究
を
土
台
と
し
て
、
ユ
ン
グ
の
思
想
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
い

と
思
う
。

　
一
般
に
ユ
ン
グ
心
理
学
は
カ
動
心
理
学
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で
そ

れ
に
は
解
釈
学
の
問
題
、
と
り
わ
け
先
行
理
解
の
間
題
を
め
ぐ
る
反
省
が
み
ら
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れ
る
。
こ
こ
で
い
う
先
行
理
解
と
は
、
物
事
の
理
解
や
把
握
に
先
立
ち
、
そ
の

前
提
と
な
る
理
解
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
と
り
わ
け
言
語
が
人
間
が
人

間
と
し
て
物
事
を
認
識
し
理
解
す
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ユ
ン
グ
は
こ
う
し
た
先
行
理
解
の
間
題
を
、
む
し
ろ
生
得
的
な

根
本
態
度
の
間
題
や
無
意
識
の
中
の
諸
前
提
と
し
て
の
元
型
の
問
題
と
し
て
提

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
『
心
理
学
的
類
型
』
（
一
九
二
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
根
本
に
は
こ
う
し
た
間
題
意
識
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ユ
ン
グ
は
そ
の
著
の
中

で
、
内
向
。
外
向
と
い
う
人
間
の
根
本
的
な
あ
り
方
の
ち
が
い
が
、
単
に
性
格

上
の
対
立
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
思
想
史
上
の
対
立
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る

こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
「
哲
学
の
歴
史
は
そ
の
大
部
分
が
人
間
の
気
質
の
衝
突

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
も
い
う
べ
き
も
の
の
歴
史
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
の
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
。
ジ
ェ

イ
ム
ズ
で
あ
る
が
、
ユ
ン
グ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
の

だ
っ
た
。

　
さ
て
、
す
べ
て
の
人
閲
が
そ
の
よ
う
な
生
得
的
な
根
本
態
度
を
も
ち
、
そ
れ

に
よ
っ
て
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ほ
か

な
ら
ぬ
深
層
心
理
学
の
諸
学
説
に
も
そ
の
影
響
が
当
然
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
の
『
無
意
識
の
心
理
』
（
一
九
ニ
ハ
）
は
、

深
層
心
理
学
に
お
け
る
外
向
的
理
論
で
あ
る
フ
四
イ
ト
の
精
神
分
析
学
と
内
向

的
理
論
で
あ
る
ア
ー
ド
ラ
ー
の
個
人
心
理
学
と
の
対
立
を
扱
っ
た
も
の
で
あ

（
3
）

る
。
ユ
ン
グ
は
そ
れ
ら
の
立
場
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
同
様
、
自
ら
の
立
場
も
ま

た
相
対
的
な
妥
当
性
し
か
も
た
な
い
の
だ
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
い
か
な
る

人
閲
も
、
自
ら
の
気
質
的
環
境
的
諸
前
提
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め

に
、
普
遍
妥
当
的
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
彼
は
考
え
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ユ
ン
グ
は
そ
れ
な
り
の
相
対
的
妥
当
性
を
有
す

る
バ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
と
ア
ー
ド
ラ
ー
の
理
論
と
自
ら
の

理
論
と
の
並
存
を
容
認
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ユ
ン
グ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
心
理
学
の
諸
前
提
、
そ
れ
も
無
意
識

的
諸
前
提
が
そ
の
理
論
構
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
て
い
る

＾
4
）

が
、
そ
の
考
え
方
は
彼
の
研
究
態
度
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
彼
に
よ

る
と
、
哲
学
と
心
理
学
と
の
間
に
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
連
が
あ
り
、
哲
学

と
同
じ
数
だ
け
そ
れ
に
対
応
す
る
心
理
学
が
存
在
す
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
心

理
学
が
自
ら
の
諸
前
提
に
対
し
て
、
よ
り
自
覚
的
な
理
論
で
あ
る
た
め
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

心
理
学
は
「
哲
学
的
批
判
」
を
必
要
と
す
る
と
ユ
ン
グ
は
主
張
す
る
。
そ
の
こ

と
は
、
他
方
で
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
は
じ
め
と
す
る
哲
学
に
対
し

て
も
「
心
理
学
的
批
判
」
が
必
要
だ
と
す
る
彼
の
主
張
と
相
補
的
な
関
係
に
あ

　
　
　
　
　
（
6
）

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
諭
的
反
省
の
観
点
か
ら
、
ユ
ン
グ
は
自
ら
と
フ
ロ
イ
ト
の

立
場
を
区
別
す
る
徴
表
を
ニ
ク
挙
げ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
自
ら
が
フ
ロ
イ
ト

と
ち
が
っ
て
、
「
ど
ん
な
心
理
学
も
個
人
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
か
ら

主
観
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
洞
察
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
も

う
ひ
と
つ
は
、
自
ら
が
「
無
意
識
的
で
無
批
判
な
批
界
観
的
前
提
を
も
た
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

よ
う
に
こ
こ
ろ
が
け
て
い
る
と
い
う
事
実
」
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
は
そ
う
し
た
問

題
意
識
を
「
哲
挙
的
批
判
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
批
判
を
自
ら
に
対
し
て
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
立
場

を
よ
り
自
覚
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ユ
ン
グ

は
何
ら
か
の
形
で
自
ら
の
立
場
を
反
省
的
に
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え

よ
う
。
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■

　
ユ
ン
グ
は
方
法
論
的
に
不
分
明
な
ま
ま
学
際
的
に
研
究
を
進
め
た
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

き
わ
め
て
様
々
な
批
判
を
あ
び
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ユ
ン
グ
は
自
分
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

徹
頭
徹
尾
経
験
論
者
な
の
だ
と
主
張
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
認
識
論
上
の
経
験

論
だ
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ユ
ン
グ
は
あ
く
ま
で
認
識
上
の
ア
。
プ
リ
オ

リ
の
存
在
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
の
い
う
経
験
論
と
は
方
法

論
上
の
も
の
で
あ
り
、
ハ
イ
ジ
ヅ
ク
が
い
う
よ
う
に
「
経
験
の
優
位
」
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

め
る
立
場
と
い
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
は
ユ
ン
グ
に
お
け
る
「
経
験
の
優

位
」
を
、
第
一
に
「
現
象
学
的
立
場
」
（
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
こ
れ
は
フ
ヅ
サ

ー
ル
の
現
象
学
と
は
異
な
る
）
、
第
二
に
心
理
挙
的
方
法
の
「
経
験
論
的
基
盤
」

と
し
て
経
験
を
認
め
る
こ
と
、
第
三
に
心
理
学
の
理
論
と
い
う
も
の
が
概
し
て

暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
仮
説
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
の
三
つ
に
分
け

　
　
（
4
）

て
い
る
が
、
き
わ
め
て
適
切
な
分
類
で
あ
る
と
い
え
。
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
前
提
に
も
と
づ
い
て
、
ユ
ン
グ
は
経
験
的
に
与
え
ら
れ
な
い
間

題
に
対
し
て
答
え
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ぱ
ユ
ン
グ
は

一
方
で
、
し
ば
し
ば
神
体
験
に
つ
い
て
語
る
が
、
他
方
で
、
神
自
体
の
実
在
に

つ
い
て
は
沈
黙
を
守
る
。
ま
た
、
ユ
ン
グ
は
物
自
体
の
存
在
を
否
定
し
は
し
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
物
自
体
が
経
験
的
に
与
え
ら
れ
な
い
以
上
、
そ
の

存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
悟
性
の
越
権
行
為
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
物
自
体
と
自
ら
の
見
解
が
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

致
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
と
ユ
ン
グ
は
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ユ
ン

グ
自
身
は
否
定
し
て
い
る
が
、
ユ
ン
グ
心
理
学
は
一
方
で
物
自
体
の
存
在
を
容

認
し
、
他
方
で
そ
れ
を
知
り
え
な
い
と
す
る
不
可
知
論
の
特
徴
を
か
ね
そ
な
え

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
ユ
ン
グ
自
身
が
そ
れ
に
基
づ
く
と
明
言
し
て
い
る
カ
ン

　
　
　
　
（
6
）

ト
の
認
識
批
判
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
と
サ
ン
フ
ォ
ー

ド
が
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
ょ
れ
ば
、
ま
ず
第
一
に
物
自
体
が
把
握
さ
れ
え

　
　
　
　
　
（
7
）

な
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
第
二
に
意
識
を
超
え
る
実
在
の
存
在
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

く
ま
で
仮
定
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
の
二
点
が
、
そ
の
実
質
的
内
容
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
ユ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
物
自
体
と
現
象

と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
現
象
に
つ
い
て
し
か
語
り
え
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
i
ル
と
は
異
な
り
、
ユ
ン
グ
は
、
科

学
が
「
自
然
的
態
度
」
の
ま
ま
で
現
象
学
－
物
自
体
で
は
な
く
現
象
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
の
学
　
　
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
ま
た
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
は
ユ
ン
グ
が
「
準
カ
ン
ト
的
主
観
主
義
」
の
立
場
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
っ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
立
場
と
は
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
前
提
な

く
し
て
は
認
識
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
認
識
も
科
学
も
何

ら
か
の
諸
前
提
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
に
は

絶
対
的
客
観
性
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明

ら
か
に
、
前
節
に
お
い
て
私
が
指
摘
し
た
ユ
ン
グ
の
問
題
意
識
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
。
ユ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
心
理
学
の
場
合
、
心
は
研
究
の
主
体

で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
客
体
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
外
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

な
参
照
点
」
は
存
在
し
な
い
。
ゆ
え
に
、
ユ
ン
グ
は
一
種
の
「
心
理
学
的
循
環
」

と
い
う
も
の
を
認
め
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
私
は
、
白
分
が

自
ら
の
心
の
申
に
と
ら
わ
れ
、
自
分
に
ふ
り
か
か
る
諸
経
験
を
記
述
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

以
外
に
は
何
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
完
全
に
自
覚
し
て
い
る
。
」
と
ユ

ン
グ
は
い
う
の
で
あ
る
。
（
湯
浅
教
授
は
、
ま
た
別
の
文
脈
で
ユ
ン
グ
の
基
本
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（
∬
）

的
立
場
を
心
理
学
的
主
観
主
義
と
規
定
し
て
い
る
。
）

　
以
上
の
よ
う
な
不
可
知
論
と
主
観
主
義
と
が
あ
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

種
独
特
な
「
認
識
論
上
の
人
間
観
」
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ン
フ

才
－
ド
は
、
そ
れ
を
「
箱
の
中
の
人
間
庄
⑦
昌
彗
ぎ
庄
Φ
び
員
」
の
イ
メ
ー

　
　
　
　
（
1
4
）

ジ
に
集
約
す
る
。
箱
と
は
、
縦
横
と
高
さ
の
三
次
元
的
な
枠
組
を
も
っ
た
意
識

構
造
の
象
徴
で
あ
る
。
「
人
間
は
あ
た
か
も
意
識
を
趨
え
る
実
在
に
間
接
的
に

し
か
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
自
ら
の
意
識
の
箱
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
盆
）

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
と
彼
は
ユ
ン
グ
の
人
間
像
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の

老
え
方
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
ど
う
あ
が
い
て
も
、
自
ら
の
認
識
論
的
枠
組
を
超

え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
「
心
の
申
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
狂
気
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
て
さ
え
そ
れ
を
趨
え
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
し
、
「
考
え
ら
れ
感
じ
ら
れ

知
覚
さ
れ
た
こ
と
は
、
全
て
心
像
で
あ
り
、
世
界
そ
の
も
の
は
わ
れ
わ
れ
が
そ

の
像
を
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
で
の
み
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
自
身
の
心
の
申
へ
の
幽
閉
、
心
に
よ
る
隈
定
づ
け
と
い
う
事
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

よ
っ
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
」
そ
う
ユ
ン
グ
は
言
っ
て
い
る
。

　
実
際
、
こ
の
考
え
方
は
ユ
ン
グ
理
解
の
鍵
を
な
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

う
し
た
文
脈
の
中
で
ユ
ン
グ
の
全
て
の
言
明
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、
ユ
ン
グ
に
お
い
て
は
究
極
的
な
も
の
へ
の
問
い
は
全
て
無
効
化
さ

れ
て
し
ま
う
。
「
存
在
の
原
理
を
『
神
』
と
呼
ぽ
う
が
『
物
質
』
と
呼
ぽ
う
が
、

『
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
と
呼
ぼ
う
が
、
ま
た
好
み
の
何
と
呼
ぽ
う
が
、
何
も
創
り
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

し
は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
象
徴
を
変
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
」

　
以
上
が
ユ
ン
グ
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
。

皿

　
前
述
の
前
提
の
ほ
か
に
、
ユ
ン
グ
は
そ
れ
と
密
接
に
か
か
わ
る
「
心
的
現
実

の
立
場
し
と
い
う
も
の
を
、
か
な
り
明
示
的
に
自
ら
の
立
場
と
し
て
い
た
。
し

か
し
残
念
な
こ
と
に
、
あ
ま
り
厳
密
に
は
そ
の
立
場
を
論
じ
て
は
い
な
い
。
わ

ず
か
の
論
文
に
お
い
て
、
手
短
か
に
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
わ

れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に
対
す
る
ユ
ン
グ
の
短
い
言
及
を
た
よ
り
に
そ
の
立
場
の
本

質
を
さ
ぐ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
順
を
追
っ
て
議
論
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
確
か

に
、
「
知
性
に
お
け
る
存
在
①
窃
①
甘
ま
2
8
9
」
と
「
物
に
お
け
る
存
在

窪
霊
庄
・
Φ
」
と
い
う
論
理
的
二
者
択
一
の
間
に
は
、
論
理
上
の
第
三
の
も
の

は
存
在
し
な
い
。
「
し
か
し
、
『
知
性
と
物
』
と
の
間
に
は
な
お
、
『
心
』
が
あ

り
、
『
心
に
お
け
る
存
在
①
鶴
⑦
甘
彗
ぎ
巴
は
す
べ
て
の
存
在
論
的
論
証
を

　
　
　
（
1
）

不
要
に
す
る
。
し

　
そ
の
こ
と
ば
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
も
う
少
し
彼
の
説
明
を
追
っ
て
み
よ

う
。
「
『
知
性
に
お
け
る
存
在
』
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
現
実
を
欠
き
、
『
物

に
お
け
る
存
在
』
は
精
神
を
欠
く
。
し
か
し
、
観
念
と
物
と
は
人
間
の
心
の
中

で
出
会
い
、
心
は
両
者
の
平
衡
を
と
る
。
も
し
、
心
が
生
き
生
き
と
し
た
価
値

を
与
え
な
か
っ
た
な
ら
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
観
念
な
ど
何
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
も
し
心
が
感
覚
的
印
象
の
決
定
的
な
力
を
引
き
戻
し
た
と
し
た
ら
、
客

観
的
な
物
な
ど
何
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
現
実
、
つ

ま
り
『
心
に
お
け
る
存
在
』
で
な
か
っ
た
ら
、
実
際
、
現
実
と
は
何
だ
ろ
う

か
。
生
き
生
き
と
し
た
現
実
は
、
も
っ
ぱ
ら
物
質
の
顕
在
的
か
つ
客
観
的
な
活

動
の
産
物
で
も
な
く
、
観
念
的
形
式
の
産
物
で
も
な
く
、
む
し
ろ
生
き
生
き
と
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し
た
心
理
的
諸
過
程
に
お
け
る
両
者
の
組
合
わ
せ
、
つ
ま
り
『
心
に
お
け
る
存

在
』
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
心
の
生
き
生
き
と
し
た
特
定
の
活
動
に
よ
っ
て
の

み
、
感
覚
知
覚
は
印
象
の
強
度
を
得
、
観
念
は
影
響
力
を
得
る
の
で
あ
り
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

者
は
生
き
生
き
と
し
た
現
実
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
構
成
要
素
で
あ
る
。
」

こ
う
し
て
、
ユ
ン
グ
は
一
方
で
観
念
を
感
性
的
な
も
の
を
欠
い
た
精
神
的
表
象

と
し
て
考
え
、
他
方
で
物
を
精
神
を
欠
い
た
感
性
的
な
存
在
と
し
て
考
え
て
お

り
、
わ
れ
わ
れ
の
体
験
的
現
実
と
い
う
も
の
が
、
両
者
を
ふ
く
み
、
か
つ
、
意

識
の
志
向
性
に
よ
っ
て
そ
の
知
性
的
特
徴
や
感
性
的
特
徴
や
感
情
的
価
値
的
特

徴
な
ど
を
ひ
き
た
た
せ
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ

て
、
一
方
で
心
は
わ
れ
わ
れ
の
体
験
的
現
実
の
場
で
あ
り
、
他
方
で
体
験
と
意

識
の
志
向
性
の
主
体
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ユ
ン
グ
は
そ
の
立
場
を
「
心
理
学
」
の
立
場
と
も
呼
ん
で
い
る
。
む

ろ
ん
、
こ
れ
は
ユ
ン
グ
に
と
っ
て
の
「
心
理
学
」
で
あ
っ
て
、
通
常
の
心
理
学

概
念
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
が
世
界
に
つ
い
て
何
を
知
っ

て
い
よ
う
と
知
覚
し
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
は
、
は
る
か
な
暗
い
源
泉
か
ら
流
れ

出
て
き
た
意
識
内
容
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
実
在
論
の
立
場
で
あ
る
『
物
に
お

け
る
存
在
』
の
相
対
的
妥
当
性
に
つ
い
て
も
、
観
念
論
の
立
場
で
あ
る
『
知
性

の
み
に
お
け
る
存
在
』
の
相
対
的
妥
当
性
に
つ
い
て
も
論
議
す
る
つ
も
り
は
な

い
。
わ
た
し
は
た
だ
、
こ
れ
ら
の
極
端
な
対
立
を
『
心
に
お
け
る
存
在
』
、
つ

ま
り
心
理
学
の
立
場
で
結
び
つ
け
た
い
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
直
接
的
に
は
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

像
の
世
界
の
印
に
し
か
生
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
こ
う
し
て
、
意
識
内
容

た
る
心
像
こ
そ
が
直
接
的
現
実
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
心
像
は
そ
れ
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
一
個
の
事
実
と
し

て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
立
場
を
真
剣
に
う
け
と
る

な
ら
ば
、
一
種
独
特
な
結
論
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
そ
の
場
合
に
は
、
心
的
諸
事

実
の
妥
当
性
は
、
認
識
批
判
に
も
自
然
科
学
上
の
経
験
に
も
従
属
さ
せ
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
唯
一
の
間
い
は
、
意
識
内
容
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
も
し
存
在
す
る
な
ら
ば
、
意
識
内
容
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
妥
当
す

る
。
自
然
科
学
が
ひ
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
意
識
内
容
が
外

的
経
験
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
事
物
に
つ
い
て
の
陳
述
で
あ
る
こ
と
を
請
求
す

る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
認
識
批
判
が
ひ
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
認
識
不
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
埠
）

能
な
も
の
が
認
識
可
能
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
」
こ

う
し
て
、
ユ
ン
グ
は
日
常
的
諸
経
験
の
み
な
ら
ず
、
見
神
体
験
な
ど
の
宗
教
体

験
や
幻
像
や
夢
や
白
昼
夢
な
ど
の
非
日
常
的
体
験
を
も
含
む
ひ
と
つ
の
地
平
と

し
て
心
的
現
実
の
立
場
を
措
定
し
、
い
わ
ば
そ
れ
を
物
理
的
現
実
と
も
い
う
べ

き
も
の
か
ら
切
り
離
し
て
、
そ
れ
自
体
の
地
平
に
お
い
て
全
て
の
心
的
体
験
を

扱
お
う
と
す
る
。

　
ま
た
、
ユ
ン
グ
は
別
の
文
脈
で
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
「
結
局
、
わ
れ
わ
れ

は
概
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
事
物
の
本
質
へ
と
突
き
進
む
こ
と
が
で
き
な

い
ほ
ど
、
心
的
形
象
の
中
に
す
っ
か
り
包
み
込
ま
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
実

際
に
知
り
う
る
も
の
は
、
全
て
心
的
素
材
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
心
は
唯
一

直
接
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
最
も
現
実
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
心
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

学
者
は
こ
の
現
実
、
つ
ま
り
心
的
な
も
の
の
現
実
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
」

こ
こ
で
は
、
心
が
全
て
の
可
知
性
の
源
で
あ
る
が
ゆ
え
に
直
接
的
で
あ
り
、
最

も
現
実
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
こ
の
概
念
を
も
っ
と
つ
き
つ
め
る
と
、

あ
る
一
定
の
内
容
や
形
象
は
、
私
の
肉
体
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る
物
理
的
環
境
世

界
に
由
来
し
、
ま
た
あ
る
一
定
の
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
精
神
的
源
泉
ー
そ
れ

は
物
理
的
事
物
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
よ
り
も
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（
6
）

現
実
性
が
と
ぼ
し
い
わ
け
で
は
な
い
－
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
L

結
局
の
と
こ
ろ
、
心
的
現
実
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
説
明
根
拠
と
し
て
の
自
然

と
精
神
と
は
互
い
に
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
両
者
は
心
的
内
容
の
起
源
を
あ

ら
わ
す
青
葉
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
心
像
連
関
の
源
を
あ
ら
わ

す
鍵
概
念
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に

「
不
可
知
諭
的
判
断
中
止
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
火
の
存
在
も
幽

霊
に
対
す
る
恐
怖
も
、
究
極
的
に
は
知
り
え
な
い
或
る
存
在
に
つ
い
て
の
心
的

形
像
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
逆
に
い
え
ば
、
心
に
お
け
る
現
実
性
の
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
両
者
に
か
わ
り
は
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
そ
の
立
場
の
間
題
点
を
整
理
し
、
ユ
ン
グ
の
い
わ
ん
と

す
る
と
こ
ろ
を
敷
術
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
日
々
の
体
験
的
世
界
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
印
象
や
心
像

を
直
接
的
に
知
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
全
体
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
単
に
形
象

的
心
像
だ
け
で
は
な
く
、
感
情
価
を
に
な
っ
た
印
象
で
も
あ
る
し
、
思
老
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

や
そ
の
内
容
で
も
あ
る
し
、
直
観
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
多

様
な
体
験
内
容
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
間
題
な
の
は
、
そ
う
し
た
体
験
内
容
と
し
て
の
現
実
が
、
ど
の
よ

う
に
成
り
立
た
し
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
名
。
ユ
ン
グ
は
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
、
日
々
現
実
を
創
造
し
て
い
る
の
は
心
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
心
の
活
動
は
す
な
わ
ち
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
勺
臣
算
霊
討
」

な
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
ギ
リ
シ
ア

語
の
フ
ァ
ン
タ
シ
ァ
息
§
叶
§
ぎ
に
由
来
し
、
ラ
テ
ン
語
で
は
イ
マ
ギ
ナ
チ
オ

巨
晶
一
冨
ま
と
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
表
象
く
◎
曇
2
暮
α
q
や
構
想

カ
崇
臣
麸
實
α
q
降
富
津
の
意
味
で
使
わ
れ
る
。
（
こ
こ
で
、
わ
ざ
わ
ざ
語
源
的

説
明
を
加
え
た
の
は
、
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
空

想
と
訳
す
と
、
そ
れ
が
場
合
に
よ
っ
て
は
構
想
力
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
で

あ
る
。
）
さ
て
、
ユ
ン
グ
自
身
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
勺
｝
彗
－

蟹
ω
慶
φ
即
ち
構
想
さ
れ
た
表
象
と
、
想
像
活
動
巨
晶
｝
墨
芽
Φ
↓
壁
σ
q
訂
岸
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ま
り
構
想
作
用
と
に
分
類
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ユ
ン
グ
に
お
い
て
現
実

と
は
、
構
想
カ
の
働
き
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
表
象
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
安
易
に
比
較
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
ユ
ン
グ
が
依
っ
て

立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
カ
ン
ト
の
構
想
カ
の
理
論
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

「
お
よ
そ
総
合
は
・
－
構
想
カ
の
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
構
想
力
は
わ
れ
わ
れ

の
心
の
盲
目
的
で
は
あ
る
が
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
機
能
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し

て
は
い
か
な
る
認
識
も
生
じ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を
意
識
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

と
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
」
と
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
の
認
識

批
判
に
も
と
づ
く
と
宜
言
し
て
い
る
ユ
ン
グ
が
、
こ
の
カ
ン
ト
の
考
え
を
自
明

な
も
の
と
し
て
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
い
に
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ

、
つ
o

　
と
こ
ろ
で
、
ヵ
ン
ト
は
構
想
カ
を
定
義
し
て
、
「
対
象
を
そ
れ
が
現
に
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

し
て
い
な
く
と
も
直
観
に
お
い
て
表
象
す
る
能
力
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ユ
ン
グ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
同
様
、
対
象
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
あ
る
対
象
を
心
像
と
し
て
構
成
す
る
能
カ
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
こ
の
構
想
力
を
、
カ
ン
ト
は
周
知
の
よ
う
に
「
産
出
的
」
構
想
カ
と
「
再

生
的
」
構
想
力
と
に
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
み
が
認
識
の
ア
・
プ
リ
オ

リ
な
可
能
を
説
明
す
る
の
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
役
に
は
立
た
ず
、
超
越
論
的
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哲
学
に
で
は
な
く
、
心
理
学
に
属
す
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
要
す
る
に
、
後
者

は
記
憶
像
に
も
と
づ
く
心
像
の
再
構
成
に
の
み
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
他
方
で
、
ユ
ン
グ
は
想
像
活
動
と
し
て
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
「
精
神
の
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養
）

生
的
活
動
や
創
造
的
活
動
一
般
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
カ
ン
ト
と
同
じ
く
ユ
ン
グ
も
、
産
出
と
再
生
産
と
い
う
二
種
の
構
想
カ
の

あ
り
方
を
考
え
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
間
題
と
な
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
再
生
的
構
想
力
の
み
を
心
理
学
に
帰

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ユ
ン
グ
が
産
出
的
構
想
力
と
再
生
的
構
想
カ
の
ど
ち

ら
を
も
、
心
的
生
命
活
動
と
す
る
こ
と
で
、
白
ら
の
心
理
学
の
研
究
対
象
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
μ
）

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
経
験
的
直
観
は
そ
れ
が
構

想
カ
に
よ
っ
て
対
象
に
関
す
る
概
念
と
結
合
さ
れ
て
経
験
的
認
識
と
な
る
場
合

に
は
経
験
と
呼
ば
れ
る
が
、
構
想
力
が
意
欲
せ
ず
と
も
構
想
を
生
ず
る
場
合
に

は
、
そ
れ
は
空
想
勺
訂
算
諾
宥
と
よ
ば
れ
、
そ
の
空
想
を
内
的
経
験
や
外
的
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旭
）

験
と
み
な
す
習
慣
の
あ
る
者
は
、
空
想
家
勺
｝
§
當
g
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
カ
ン
ト
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
狭
い
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ユ

ン
グ
は
、
経
験
的
認
識
と
空
想
と
の
境
界
線
を
と
り
は
ら
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

し
て
両
者
を
経
験
一
般
と
し
て
扱
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
ユ
ン
グ
は
「
空
想
家
」
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
積
極

的
に
言
っ
て
、
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
立
場
」
に
立
つ
者
だ
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
現
実
を
創
造
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
研
究
す
る
際
に
、
ユ
ン
グ
は
い
っ
た
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
何

を
研
究
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
を
あ

つ
か
う
前
に
、
ま
ず
、
心
的
現
実
の
立
場
と
密
接
に
か
か
わ
り
の
あ
る
「
心
理

学
的
真
理
」
の
概
念
を
解
明
し
て
み
よ
う
。

　
ユ
ン
グ
は
自
ら
の
立
場
と
心
理
学
的
真
理
の
概
念
と
を
関
連
づ
け
て
、
以
下

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
こ
の
立
場
は
専
ら
現
象
学
的
で
あ
り
、
つ
ま
り
現

象
と
か
出
来
事
と
か
経
験
、
即
ち
事
実
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
真
理
は
事

実
で
あ
っ
て
判
断
で
は
な
い
。
…
そ
の
観
念
〔
例
え
ば
処
女
懐
胎
〕
は
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

存
在
す
る
か
ぎ
り
、
心
理
学
的
に
真
理
で
あ
る
。
」
（
カ
ヅ
コ
内
引
用
者
）
ユ
ン

グ
は
心
理
学
的
真
理
と
い
う
こ
と
ば
を
選
集
の
印
で
数
回
に
わ
た
っ
て
使
っ
て

い
る
が
、
例
に
よ
っ
て
一
種
の
マ
ニ
フ
ユ
ス
ト
（
宣
言
）
と
し
て
述
べ
て
お

り
、
何
ら
の
根
拠
づ
け
も
し
て
い
な
い
。
彼
は
前
の
引
用
箇
所
の
と
こ
ろ
で
、

そ
の
立
場
を
例
え
ば
動
物
学
の
よ
う
な
自
然
科
学
の
立
場
と
同
一
視
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
事
実
に
つ
い
て
の
学
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た

め
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を
呼
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
湯

浅
教
授
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
元
来
の
立

場
か
ら
い
え
ば
、
ま
ず
、
哲
学
と
自
然
科
学
と
を
対
此
し
て
、
前
者
は
経
験
的

事
実
に
対
し
て
判
断
を
下
す
立
場
で
あ
る
と
し
、
後
者
は
判
断
を
停
止
し
て
そ

の
意
味
の
観
察
に
だ
け
専
念
す
る
立
場
で
あ
る
と
い
う
の
は
全
く
お
か
し
い
。

む
し
ろ
逆
に
、
自
然
科
学
の
ほ
う
が
経
験
的
事
実
に
対
し
て
判
断
を
下
す
立
場

で
あ
り
、
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
の
ほ
う
が
事
実
の
意
味
の
追
求
を
任
務
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
ア
）

る
立
場
に
い
る
主
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
こ
こ
で
は
前
述
の
よ
う
に
、
ユ
ン

グ
が
自
然
科
学
と
現
象
学
と
を
同
一
視
し
、
哲
学
を
む
し
ろ
形
而
上
学
と
同
一

視
し
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ユ
ン
グ
が
現

象
と
事
実
と
真
理
と
を
同
一
視
し
、
判
断
と
区
別
し
て
い
る
点
に
関
し
て
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
「
『
真
な
る
も
の
』
と
『
事
実
的
な
る
も
の
』
と
を
結
果
的
に

同
一
視
す
る
態
度
は
、
ユ
ン
グ
の
哲
学
的
用
語
法
の
未
熱
さ
を
あ
ら
わ
す
一
例
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（
㎎
）

で
あ
る
。
そ
の
未
熱
さ
の
た
め
に
、
ユ
ン
グ
は
た
び
た
ぴ
攻
撃
さ
れ
て
い
る
。
L

と
ハ
イ
ジ
ヅ
ク
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ロ
ム
は
直
接
的
に
以
下
の
よ
う
に

批
判
し
て
い
る
。
「
あ
る
観
念
は
そ
れ
が
妄
想
で
あ
る
か
、
ま
た
、
事
実
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
は
無
関
係
に
『
実
在
す
る
。
』
〔
し
た
が
っ
て
〕
観
念

は
実
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
決
し
て
『
真
理
性
』
を
も
つ
も
の
と
は
な
ら
な

（
犯
）い

。
」
そ
し
て
、
臨
床
精
神
科
医
で
さ
え
、
あ
る
観
念
が
真
実
か
妄
想
か
を
判

断
せ
ず
に
は
仕
事
を
な
し
え
な
い
だ
ろ
う
と
、
ユ
ン
グ
を
皮
肉
っ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
問
題
を
い
っ
た
い
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
ユ
ン
グ
の
考
え
が
整
合
性
が
あ
り
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
み
な

さ
れ
る
に
は
、
ど
う
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
ま

ず
、
フ
ロ
ム
の
ユ
ン
グ
批
判
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
ょ
う
。
フ
凹
ム
は

い
わ
ゆ
る
事
実
と
一
致
す
る
観
念
を
真
理
と
考
え
、
一
致
し
な
い
観
念
を
虚
偽

即
ち
妄
想
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
思
考
と
存
在
と
の
一
致
－
在
る
も
の
を

在
る
と
い
い
、
在
ら
ぬ
も
の
を
在
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
1
と
い
う
存
在
論
的
真

理
観
に
基
づ
く
判
断
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
フ
ロ
ム
の
事
実
と

は
存
在
で
あ
っ
て
、
心
的
事
実
で
は
な
い
。
彼
は
い
わ
ば
素
朴
実
在
諭
的
な
思

考
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ユ
ン
グ
は
不
可
知
論

に
も
と
づ
き
、
そ
も
そ
も
心
的
現
象
を
は
な
れ
た
心
的
で
な
い
事
実
の
認
識
可

能
性
は
間
題
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ロ
ム
の
ユ
ン
グ
批

判
は
論
点
が
ず
れ
て
お
り
、
的
は
ず
れ
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
存
在

論
的
真
理
観
に
な
ぞ
ら
え
て
い
え
ば
、
あ
る
観
念
が
存
在
す
る
と
し
て
、
そ
の

観
念
が
存
在
す
る
と
い
う
判
断
が
、
心
的
現
実
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
真
理
な
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
判
断
の
真
理
で
あ
っ
て
、
事
実
の
真
理
で
は
な

い
。
ユ
ン
グ
は
事
実
の
真
理
と
し
て
の
心
理
学
的
真
理
と
い
う
こ
と
で
、
い
っ

た
い
何
を
い
お
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ユ
ン
グ
は
ま
た
、
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
実
際
、
あ
る
種
の
観
念
は
、
ほ
と
ん
ど
至
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ゆ

る
時
代
に
存
在
す
る
し
、
・
伝
播
や
伝
承
か
ら
全
く
独
立
し
て
自
発
的
に
生
ず
る

こ
と
さ
え
あ
る
。
そ
れ
ら
は
個
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ

個
人
に
ふ
り
か
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ら
は
個
人
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

罐
の
中
に
侵
入
さ
え
す
る
。
」
こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ユ
ン

グ
が
あ
る
種
の
諸
観
念
が
意
識
の
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
力
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
意
識
の
統
制
を
趨
え
た
心
の
自
発
性
に
よ
っ
て
構
想
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
心
的
現
実
の
立
場
や

「
箱
の
中
の
人
間
」
の
心
像
や
「
心
の
中
へ
の
幽
閉
」
と
い
う
心
像
を
理
解
す

る
鍵
は
こ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
単
な
る
心
像
の
中
に
ひ
た
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
構
成
さ
れ
た
心
像
の
中
に
ひ
た
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
構
成
の
力
は
、
あ
く
ま
で
意
識
の
巻
意
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
む
ろ

ん
、
能
動
的
に
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
構
想
力
の
パ
タ
ー
ン
そ
の
も
の

に
は
影
響
を
与
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
無
意
識

的
あ
る
い
は
不
随
意
的
で
あ
る
と
い
え
る
（
む
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
「
無
意
識
」

概
念
は
実
体
詞
的
で
は
な
く
形
容
詞
的
で
あ
る
）
。
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
を
無
意
識
的
構
想
カ
と
呼
ぷ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す

る
と
き
、
ユ
ン
グ
に
と
っ
て
、
全
て
の
経
験
世
界
と
観
念
と
は
、
そ
れ
ら
が
人

間
に
と
っ
て
知
覚
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
人
間
の
悉
意
を
超
え
た
無
意

識
的
構
想
カ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
加
工
さ
れ
た
心
像
で
あ
り
、
そ
の
作
用
を
反

映
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
作
用
が
心
の
働
き
で
あ
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る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「
心
的
」
現
象
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
ユ
ン

グ
の
「
心
理
学
的
真
理
」
と
は
、
全
て
の
心
的
形
象
は
無
意
識
的
構
想
カ
の
直

接
的
な
反
映
で
あ
る
と
い
う
彼
の
確
信
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
（
肌
）

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
心
的
事
実
や
観
念
が

無
意
識
的
構
想
力
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
事
実
に
心
理
学
的
真

理
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
ユ
ン
グ
が
な
ぜ
事
実
と
真
理
と
を
混
同
し
た
の
か

が
、
ほ
ぼ
理
解
で
き
る
。

w

　
最
後
に
、
前
に
提
起
し
た
間
題
、
つ
ま
り
心
的
現
実
の
立
場
に
立
っ
て
ユ
ン

グ
は
何
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
間
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
場
合
に
も
、
カ
ン
ト
と
の
比
較
が
そ
の
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　
カ
ン
ト
に
お
け
る
対
象
認
識
の
要
件
は
、
純
粋
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の

と
、
構
想
カ
に
よ
る
多
様
な
も
の
の
総
合
と
、
概
念
に
よ
る
総
合
的
統
一
の
三

つ
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
感
覚
与
件
と
し
て
の
多
様
な
も
の
は
こ
こ
で
は
問
題
に

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
次
に
、
構
想
力
と
い
う
も
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
作
用
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
表
象
の
形
式
で
も
内
容
で
も
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
そ
れ
は
認
識
の
可
能
根
拠
の
作
用
面
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
、
最
後
に
概
念
は
表
象
の
認
識
あ
る
い
は
把
握
に
か
か
わ
る
。
い
わ
ば
カ
ン

ト
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
認
識
の
可
能
根
拠
の
形
相
面
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

カ
ン
ト
は
概
念
を
純
粋
概
念
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
経
験
的
概
念
と
に
わ
け
て

い
る
。
前
者
は
対
象
一
般
と
思
惟
形
式
だ
け
を
含
み
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
可
能

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
た
概
念
で
あ

る
。
こ
の
考
え
方
を
ユ
ン
グ
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
結
局
、
心
的
現
象
と
は

無
意
識
的
構
想
カ
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
広
い
意
味
で
の
概
念
を
反
映
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
ユ

ン
グ
が
心
的
現
実
を
恩
考
。
感
情
・
感
覚
・
直
観
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も

と
で
考
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
「
概
念
」
を
単
に
知
的
な
も
の
と
し
て
だ

け
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
神
体
験
は
ヌ
ミ
ノ
ー

ス
と
い
う
情
緒
体
験
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
一

体
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ユ
ン
グ
は
あ
ら
ゆ
る
心
像
が
心
理
学
的
糞
理
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
心
的
現
実
の
真
理
性
を
平
板
化
し
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
彼
の
考
え
方
に
よ
る
か
ぎ
り
、
あ
る
心
像
が
真
か
偽
か
間
う
こ
と
は
、
も

は
や
意
味
を
な
さ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
心
像
は
、
意
識
的
批
判
を
趨

え
た
資
料
と
し
て
の
価
値
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ユ
ン
グ
が
心
像
を

ど
う
扱
う
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
間
集
団
－
個
人
・
家

族
か
ら
民
族
。
人
類
金
体
に
い
た
る
ま
で
－
に
よ
っ
て
時
代
を
通
じ
て
支
持

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
度
合
、
つ
ま
り
そ
の
集
合
性
内
o
茅
犀
ま
華

に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
と
他
の
内
容
と
の
差
異
性
を
側
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
あ
る
心
像
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
個
別
的
で
あ
り
、
ま
た
ど

れ
だ
け
間
主
観
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
間
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
文
脈
の
中
で
、
ユ
ン
グ
は
ス
ト
ア
学
派
の
真
理
規
準
で
あ
る
「
一
般
的
同
意

8
嘉
彗
ω
易
σ
q
彗
臣
嘗
」
と
か
、
「
全
員
の
同
意
8
霧
彗
竃
ω
O
竃
箏
庄
蟹
」
と
い

う
こ
と
ば
を
口
に
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
規
準
に
か
な
う
心
的
内

容
を
元
型
＞
H
O
ざ
q
署
ω
と
い
う
用
語
で
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
が
、
前
の
議
論

か
ら
、
形
相
面
つ
ま
り
「
概
念
」
と
し
て
の
元
型
そ
れ
自
体
と
、
心
像
と
し
て

の
元
型
的
表
象
と
を
区
別
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

C・G・ユングの「心理学」の基本特徴について67



　
ユ
ン
グ
の
心
理
学
は
以
上
の
よ
う
な
間
題
意
識
と
思
考
の
枠
組
を
前
提
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
無
意
識
的
構
想
カ
の
作
用
と
元
型
を
は
じ
め

と
す
る
「
概
念
」
と
を
基
本
前
提
と
す
る
心
的
現
実
の
立
場
、
も
し
く
は
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
心
像
は
心
理
学
的
に
真
で
あ
り
、
ひ
と
し
く
心
の
超
越
論
的
構
造
と

心
の
動
態
と
を
さ
ぐ
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
資
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ユ
ン
グ
心
理
学
が
、
心
の
内
容
と
し
て
の
心
像
の
文

献
学
、
あ
る
い
は
そ
の
解
釈
を
こ
と
と
す
る
心
の
解
釈
学
、
と
り
わ
け
そ
の
集

合
的
形
式
た
る
元
型
を
さ
ぐ
る
「
元
型
の
解
釈
学
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す

る
。
い
ま
ま
で
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
ユ
ン
グ
の
教
義
解
釈

　
　
　
　
　
（
1
）

学
』
（
一
九
八
一
）
や
ス
テ
ィ
ー
ル
の
『
フ
ロ
イ
ト
と
ユ
ン
グ
ー
解
釈
の
葛

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

藤
』
（
一
九
八
二
）
は
、
私
同
様
、
ユ
ン
グ
心
理
学
を
自
然
科
挙
と
し
て

よ
り
も
、
精
神
科
学
、
と
り
わ
け
解
釈
学
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
方
が
妥

当
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
ハ
イ
ジ
ヅ
ク
の
結
論
で
も

（
3
）

あ
る
。

　
残
さ
れ
た
悶
題
は
、
ユ
ン
グ
の
解
釈
学
の
基
本
的
原
則
の
解
明
に
あ
る
。
そ

の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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