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級

―
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フ
ロ
イ
ト
・
ユ
ン
グ
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論
と
の
照
合
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＊
は
じ
め
に

前
回

「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
に
お
け
る
「
無
意
識
」
と
い
う
用
語
の
「
私
の

、

物
語
」
に
お
け
る
使
用
法
に
つ
い
て
、
精
神
分
析
学
的
な
使
わ
れ
方
と
作
品

。

、

内
部
で
の
用
い
ら
れ
方
の
違
い
に
つ
い
て
確
認
し
た

簡
単
に
述
べ
れ
ば

1

「
無
意
識
」
と
い
う
用
語
を
「
私
の
物
語
」
に
断
定
し
導
入
の
糸
口
を
提
供

「

」

、

で
き
る
唯
一
の
者
で
あ
る

精
神
分
析
医

と
い
う
存
在
の
専
門
性
に
対
し

勝
呂
の
場
合
は

「
自
分
」
で
「
自
分
の
無
意
識
」
を
「
夢
そ
の
も
の
」
と
し

、

て
発
見
し
「
私
の
物
語
」
に
導
入
す
る
と
い
う
、
そ
の
専
門
性
の
欠
如
が
認

め
ら
れ
、
両
者
の
間
に
は
決
定
的
な
距
離
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ

う
考
え
て
み
れ
ば

「
精
神
分
析
学
」
に
お
け
る
「
無
意
識
」
と
「
ス
キ
ャ
ン

、

ダ
ル
」
作
品
内
部
に
お
け
る
「
無
意
識
」
は
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
語
と
し
て

あ
り
、
そ
れ
ら
を
同
列
の
次
元
に
並
べ
て
問
題
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の

で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
だ
が
、
例
え
ば
ロ
レ
ン
ス
が
〈
無
意
識
は

決
し
て
抽
象
物
で
は
な
く
、
け
っ
し
て
抽
象
さ
れ
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
け
っ
し
て
観
念
的
な
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
は
つ
ね
に
具
体
的
で
あ
る
〉

と
言
っ
た
こ
と
な
ど
を
思
い
起
こ
し
て
み
た
り
、
両
者
が
と
も
に
「
無
意

2識
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
み
る
視

点
を
導
入
し
た
と
き
、
そ
の
思
い
は
一
歩
立
ち
止
ま
る
べ
き
姿
を
私
た
ち
に

。

「

」

み
せ
る

レ
ベ
ル
が
違
う
か
ら
と
い
っ
た
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い

言
葉

の
亡
霊
が
私
た
ち
を
襲
う

「
無
意
識
」
と
い
う
語
の
持
つ
力
は
「
専
門
性
」

。

の
み
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
既
に
「
私
の
物
語
」
と

し
て
獲
得
し
た
状
態
で
語
ら
れ
る
成
瀬
美
津
子
・
糸
井
素
子
ら
に
ま
つ
わ
る

「
無
意
識
」
と
い
う
語
の
使
わ
れ
方
や
自
ら
獲
得
し
た
勝
呂
の
場
合
の
そ
れ

も
「
無
意
識
」
の
流
通
の
ひ
と
つ
の
形
態
と
し
て
捉
え

「
精
神
分
析
」
的
な

、

「
無
意
識
」
の
意
味
内
容
を
視
野
に
い
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
」
に
お
け
る
「
私
の
物
語
」
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
く
の
か
を

検
証
し
て
い
く
作
業
が
待
っ
て
い
る

そ
う
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
よ
り

精

。

、「

神
分
析

的
な
用
語
と

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

と
い
う
文
学
作
品
に
お
け
る

無

」

「

」

「

意
識
」
の
使
わ
れ
方
の
差
異
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
か
と
お
も
わ
れ
る
。

「

」（

）

＊

性
は
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
心
の
奥
の
秘
密
を
み
せ
ま
す
も
の

成
瀬

精
神
分
析
理
論
を
特
殊
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
探
求
分
野

を
欲
望
の
意
味
論
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
理

、

、

論
は
人
間
に
つ
い
て
の
精
神
分
析
的
観
点
を
決
定
す
る

換
言
す
れ
ば

開
く
と
同
時
の
範
囲
を
確
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
で
私
が
言
お

う
す
る
の
は
、
精
神
分
析
理
論
の
機
能
は
、
欲
望
の
領
域
に
解
釈
の
作

業
を
位
置
づ
け
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
3

精
神
分
析
が
可
能
に
す
る
患
者
の
「
私
の
物
語
」
の
因
果
律
の
回
復
は
「
欲

望
の
意
味
論
」
と
い
う
パ
イ
の
な
か
に
あ
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
勝
呂
の
「
私
」
も
ミ
ツ
と
の
性
行
為
の
欲
望
が
ど
こ
に
あ
る

の
か
の
探
求
の
末
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
う
し
た
欲
望
が

ど
の
よ
う
な
「
勝
呂
」
の
「
私
の
物
語
」
と
し
て
あ
る
の
か
を
フ
ロ
イ
ト
・

ユ
ン
グ
の
場
合
と
と
も
に
考
え
て
み
た
い
。

「
欲
望
」
ハ
何
故
ニ
単
ナ
ル
欲
望
デ
ハ
ナ
ラ
ナ
イ
ノ
カ
。
ソ
コ
ニ
意
味
ヲ

見
出
ス
ノ
ハ
ナ
ゼ
ナ
ノ
カ
。

ち
ょ
っ
と
休
憩
し
て
、
仮
に
こ
う
問
い
を
立
て
て
み
る
。
そ
れ
は
世
界
に
安

定
を
獲
得
す
る
た
め
だ
と
も
、
主
体
が
「
正
常
に
」
成
立
す
る
た
め
だ
と
も



言
え
る
。
例
え
ば

「
私
が
こ
こ
に
い
る
の
は
、
神
様
の
お
ぼ
し
め
し
で
す
」

、

も
「
私
が
こ
こ
に
い
る
の
は
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
の
夜
の
営
み
の
結
果
で

す
」
も
「
私
が
こ
こ
に
い
る
の
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
運
ん
で
き
た
結
果
で
す
」

も
「
私
が
こ
こ
に
い
る
の
は
な
ん
で
だ
ろ
う
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
答
え
方
で
あ
る
。
だ
が
、
私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
答
え
る
術
を
獲

得
し
て
も
な
お

「
な
ん
で
こ
こ
に
私
は
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
問
い
を
完

、

全
に
停
止
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
に
対
す
る
「
嫌
疑
」
は
解
消
し
つ

く
さ
れ
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
精
神
分
析
が
意
味
づ
け
て
い
く
「
私
と

い
う
現
象
」
＝
「
欲
望
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
私
た
ち
が
「
私
」
を
獲
得

す
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
「
私
」
を
物
語
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
な
ら
、
ま
た

私
た
ち
が
常
に
自
分
の
姿
を
監
視
す
る
ま
な
ざ
し
の
な
か
で
行
動
し
て
い
る

と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
常
に
そ
の
行
動
に
対
す
る
意
味
を
見
出
す
こ
と

を

「
私
」
と
い
う
現
象
を
獲
得
す
る
う
え
で
内
在
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。

、
さ
て
、
も
う
一
度
「
精
神
分
析
」
と
い
う
場
合
に
戻
っ
て
上
述
の
こ
と
を
鑑

み
る
と

「
欲
望
の
意
味
論
」
に
限
定
さ
れ
た
「
私
の
欲
望
」
の
解
釈
学
と
し

、

て
、
ど
の
よ
う
な
「
私
」
の
範
囲
（

）
が
限
定
さ
れ
て
く
る
の

要
素
と
全
体
化

か
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
、
そ
の
後
そ
れ
が
決
定
的
な
欲
望
の
「
意

味
」
で
あ
る
の
か
否
か
。
も
し
決
定
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
力
学
の
な
か
で
可
能
と
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
証
し

て
い
き
つ
つ
、
最
後
に
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
と
い
う
場
に
立
ち
戻
っ
て
「
私

の
物
語
」
に
お
け
る
「
欲
望
」
と
し
て
の
「
無
意
識
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

（
「

」

、「

」

「

」

）

私

の
欲
望

み
ん
な

の
欲
望

～
結
局

誰

の
欲
望
な
の
？
～

周
知
の
通
り
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
意
識
・
前
意
識
・
無
意
識
」
と
い
う
三
層

構
造
に
対
し
て
、
ユ
ン
グ
は
更
な
る
下
層
と
し
て
「
集
合
的
無
意
識
」
を
措

定
し
た

「
私
の
物
語
」
を
構
成
す
る
際
、
こ
の
ど
ち
ら
に
「
私
」
の
キ
モ
を

。

置
く
の
か
で

「
私
」
と
い
う
現
象
の
立
ち
表
れ
方

に
は
差
異
が
生
じ
る
。

、

4

フ
ロ
イ
ト
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
無
意
識
」
は
ユ
ン
グ
を
し
て
〈
意

識
の
付
随
物
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
意
識
と
両
立
し
な
い
も
の
が
ぜ
ん
ぶ
押

し
込
め
ら
れ
て
い
る
〉

と
い
わ
し
め
る
よ
う
な
代
物
で
あ
る
。
言
い
換
え

5

れ
ば
、
患
者
の
生
活
史
を
掘
り
起
こ
し
、
あ
る
原
因
が
無
意
識
下
に
埋
没
し

て
い
る
こ
と
を
発
掘
し
て
や
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

。
そ
し
て
そ
の

6

発
掘
さ
れ
た
原
因
は
「
無
意
識
」
と
い
う
「
欲
望
」
で
あ
り
、
そ
の
と
き
に

「
私
」
と
い
う
主
語
も
同
時
に
獲
得
す
る

。
そ
う
し
た
土
台
の
上
に
フ
ロ

7

イ
ト
の
解
釈
作
業
は
「
還
元
解
釈
法
」

で
あ
り
か
つ
「
多
元
決
定
」

と

8

9

し
て
「
私
」
が
生
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
「
顕
在
夢
」
の
夢
語
り
を

聞
き
出
し
た
分
析
医
が
、
治
癒
を
目
的
と
し
て
そ
の
象
徴
と
し
て
の
「
顕
在

夢
」
を
、
患
者
と
い
う
「
私
」
の
人
生
に
お
け
る
物
語
の
中
に
あ
っ
て
必
ず

や
思
い
出
し
容
認
さ
れ
る
べ
き
「
過
去
の
忘
れ
た
い
嫌
な
出
来
事
」
の
表
れ

と
し
て
解
釈
し
て
い
く
と
き

そ
れ
が

私

と
成
る
の
あ
る

同
時
に

過

、

「

」

。

、「

去
の
忘
れ
た
い
嫌
な
出
来
事
」
は

（

）
オ
イ
デ
ィ
プ
ス

、

あ
く
ま
で
比
喩
と
し
て

神
話
に
お
け
る
近
親
相
姦
が

し
た
い
け
ど
で
き
な
い

私

、「

」（

）「

と
い
う
筋
の

の
物
語
」
に
お
け
る
「
私
」
の
欲
望
の
表
れ
と
し
て
肉
付
け
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
場
合
は
「
無
意
識
」
の
措
定
条

件
・
解
釈
方
法
か
ら
し
て
常
に
患
者
の
私
の
欲
望
と
し
て
「
無
意
識
」
が
語

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ユ
ン
グ
の
場
合
は
「
集
合
的
」
と
い

う
名
づ
け
・
レ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
し
て
「
私
」
と
い
う
個
別
性
は
薄
れ
る
。
そ

の
違
い
が
具
体
的
に
現
れ
て
い
る
の
は
ユ
ン
グ
の
以
下
の
言
及
で
あ
ろ
う
。

こ
の
因
果
づ
け
は
個
人
的
で
あ
る
。
私
は
こ
の
構
図
が
レ
オ
ナ
ル
ド
以

外
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
や
、
ま
た
聖
ア
ン
ナ
は
キ
リ
ス
ト
の
祖



母
で
あ
っ
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
解
釈
が
要
求
す
る
よ
う
な
母
で
は
な
い
と

い
う
小
さ
な
矛
盾
に
こ
だ
わ
る
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
私
が
強
調
し

た
い
の
は
、
一
見
個
人
的
な
真
理
に
、
他
の
分
野
で
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
非
個
人
的
な
モ
チ
ー
フ
が
絡
ま
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
モ
チ
ー
フ
と
は
二
人
の
母
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
こ
れ

は
元
型
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
神
話
学
や
比
較
宗
教
学
の
領
域
に
い
ろ
い

ろ
な
形
で
現
わ
れ
、
ま
た
多
く
の
「
集
団
表
象
」
の
基
礎
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

（

）

筆
者
注
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る

10

こ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
が
同
じ
「
処
女
マ
リ
ア
と
幼
な
子
キ
リ
ス
ト
と
も
あ
る
聖

ア
ン
ナ
」
と
い
う
絵
に
つ
い
て
〈
レ
オ
ナ
ル
ド
自
身
が
二
人
の
母
を
持
っ
て

〉

。

い
た

こ
と
か
ら
こ
の
絵
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
反
駁
で
あ
る

11

そ
も
そ
も
ユ
ン
グ
の
集
合
的
無
意
識
と
い
う
「
存
在
」
は
元
型
を
探
し
当
て

る
こ
と
に
よ
り
可
視
化
さ
れ
る

。
12

ま
た
ユ
ン
グ
は
神
経
症
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
と
同
じ
出
発
点
に
わ
ざ
わ
ざ
立

っ
て
、
個
人
史
的
次
元
か
ら
だ
け
で
は
原
因
を
探
し
当
て
る
こ
と
の
意
味
が

な
く
〈
大
多
数
の
個
々
人
に
神
経
症
を
起
こ
し
や
す
い
危
険
な
状
況
に
な
っ

て
い
る
場
合
に
は
、
元
型
が
布
置
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
〉

と
し
て
い
た
り

〈
も
し
詩
人
た
ち
に
集
合
的
無
意
識
を
読
み
取
る
力

、

13

が
な
け
れ
ば
、
誰
も
ふ
り
向
き
は
し
な
い
〉

な
ど
と
も
言
う
。
時
代
や
状

14

況
に
お
い
て
似
て
い
る
現
象
の
原
因
は
全
部
集
合
的
無
意
識
と
い
う
言
葉
で

原
因
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
先
の
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
例
に
戻
っ
て
言

う
の
な
ら
、
フ
ロ
イ
ト
が
自
分
の
名
の
も
と
に
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
あ
の
絵
を

書
い
た
と
き
の
心
理
の
原
因
を
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
幼
年
期
の
体
験
と
し
て
確

定
す
る
の
に
対
し
、
ユ
ン
グ
の
場
合
は

「
私
た
ち
」
が
問
題
に
な
る
。
フ
ロ

、

イ
ト
が
彼

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
「
絵
」
を
使
っ
て
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
「
無
意

/

識
」
を
探
っ
た
の
と
は
別
の

「
わ
れ
わ
れ
」
の
「
元
型
（

」
が
、

、

）

無
意
識

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
「
絵
」
を
起
因
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
作
品
に
戻
っ
て
み
た
い

「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
に

。

お
け
る
勝
呂
の
「
無
意
識
」
を
媒
介
さ
せ
た
「
私
の
物
語
」
は
、
勝
呂
の
個

人
史
（

）
を
辿
り
、
そ
れ
が
成
瀬
の
「
人
間
誰
に

ミ
ツ
と
の
セ
ク
シ
ャ
ル
な
夢

で
も
あ
る
も
の
」
と
い
う
成
瀬
の
言
葉
に
よ
り
一
般
化
さ
れ
る
と
い
う
特
徴

を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
史
で
あ
り
な
が
ら
常
に
固
有
名
の
も
と
に

一
般
化
さ
れ
る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ユ
ン
グ

こ
の
言
い
方
は
ち
ょ
っ
と

の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
治
療
の
場
で
は
患
者
何
某
（

）
さ
ん
に
向
か
っ
て
「
無
意
識
」
を
発
動
さ
せ
る
わ
け
だ
か

お
か
し
い
で
す
が

ら
、
個
別
性
と
一
般
性
と
い
う
の
は
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
け
れ

ど
も
、
例
え
ば
先
の
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
絵
の
説
明
な
ど
を
例
と
す
れ
ば

「
人

、

類

の

集
合
的
無
意
識

が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
が

ス

（

）
」

「

」

。

、「

我
々

キ
ャ
ン
ダ
ル
」
の
場
合
は
、
誰
に
で
も
あ
る
欲
望
と
し
て
勝
呂
の
「
私
の
物

語
」
の
な
か
の
「
欲
望
」
の
み
が
一
般
化
さ
れ
る
こ
と
に
目
を
留
め
た
い
。

ユ
ン
グ
は
元
型
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
「
宗
教
的
な
言
説
」
や
「
神
話
」
に

お
い
て
寓
話
化
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
を
再
び
寓
話
化
し
な
お
す
。
個
人
史
と
は

別
の
く
く
り
（

）
で
再
物
語
化
し
、
一
般
化
し
て
い
く
。
こ
の
部
分
に

文
脈

違
い
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
勝
呂
の
場
合
の
欲
望
は
寓
話
化
さ
れ
て
い
く

次
元
が
違
う
。
そ
こ
に
あ
る
「
欲
望
」
は
、
ミ
ツ
の
パ
ン
テ
ィ
だ
け
の
姿
を

慾
情
的
に
み
た
と
い
う
「
夢
」

が
表
す
あ
く
ま
で
も
勝
呂
の
「
欲
望
」
と
し
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て
語
ら
れ
る
。
勿
論
、
ユ
ン
グ
が
措
定
し
た
元
型
の
中
に
は
フ
ロ
イ
ト
が
提

唱
す
る
よ
う
な
「
性
欲
」
は
な
い

「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
を
フ
ロ
イ
ト
・
ユ
ン

。

グ
理
論
と
の
対
置
の
な
か
で
読
も
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
あ
る
「
欲
望
」

は
「
人
間
誰
に
で
も
あ
る
も
の
」
と
さ
れ
る
性
欲
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
ス
キ

ャ
ン
ダ
ル
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
物
語
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
問
う
て
み

た
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
に
入
る
前
に
ま
ず
、
原
理
と



し
て
「
性
欲
」
が
ど
の
よ
う
に
作
品
中
で
機
能
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

ま
た
、
少
し
で
も
「
遠
藤
周
作
」
と
冠
の
つ
い
た
著
作
に
触
れ
た
こ
と
が

あ
る
読
者
で
あ
る
の
な
ら
「
性
欲
論
三
篇
」
で
フ
ロ
イ
ト
が
人
間
の
本
能
と

し
て
説
い
た
「
幼
児
性
欲
」
に
つ
い
て
、
遠
藤
が
「
納
得
い
か
な
い
」
と
述

べ
て
い
た
こ
と
は
、
今
更
繰
り
返
し
述
べ
ず
と
も
思
い
起
こ
さ
れ
る
で
あ
ろ

う

。
こ
の
こ
と
を
背
景
に
し
て
み
る
と
、
な
ぜ
に
受
け
入
れ
が
た
い
と
言
っ

16
た
「
性
欲
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
ば
か
り
を
用
い
て
、
作
品
内
の
「
無
意
識
」

を
彩
っ
た
の
か
が
、
気
に
か
か
る
。
そ
う
し
た
疑
問
も
含
め
て
、
ど
う
し
て

な
の
か
を
問
う
た
め
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
場
合
に
お
け
る
性
欲
の
扱
い
方
と
、

、

「

」

作
品
内
部
の
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
お
り

そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の

私

を
形
作
る
際
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。

＊
「
本
能
」
や
「
原
理
」
と
し
て
の
「
無
意
識
」
に
つ
い
て

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
作
品
内
部
で
の
「
無
意
識
」
と
い
う

語
の
使
わ
れ
方
は

「
勝
呂
」
個
人
を
指
し
な
が
ら
、
同
時
に
《
性
は
当
人
も

、

、

》

「

」

気
づ
か
な
い

一
番
の
秘
密
を
顕
す

な
ど
と
い
っ
た
語
り
口
は

人
間

17

と
い
う
括
り
で
勝
呂
を
名
指
し
て
い
く
と
い
う
風
に
ま
と
め
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
間
と
し
て
の
本
能
と
さ
れ
る
要
因
が
、
ど
の
よ
う
に

登
場
人
物
の
「
私
」
と
し
て
彩
ら
れ
る
の
か
を
検
証
す
る
。
具
体
的
に
は
成

瀬
美
津
子
が
人
間
誰
に
で
も
あ
る
と
い
う
「
死
の
快
感
」
や
「
性
は
人
間
の

本
性
を
現
す
」
と
言
う
こ
と
と
対
応
さ
せ
て
「
死
の
本
能

「
性
の
本
能

、

」

」

勝
呂
が
東
野
に
サ
デ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
問
う
た
こ
と
に
関
連
さ
せ
て
「
サ
デ

ィ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
照
合
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
三
者
は
フ
ロ
イ

ト
理
論
の
な
か
で
も
作
品
内
部
で
も
お
互
い
関
連
し
あ
い
な
が
ら
、
体
系
立

て
ら
れ
た
り
物
語
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
所
々
重
複
し
た
り
ス
ラ
イ
ド
し
な

が
ら
論
証
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。

（

死
の
本
能

「
性
の
本
能

「
サ
デ
ィ
ズ
ム
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム

）

「

」

」

」

①
「
死
の
本
能
」
に
つ
い
て

こ
こ
で
名
指
し
た
「
死
の
本
能
」
と
は
、
作
中
に
お
い
て
成
瀬
美
津
子
や

、

、

「

」

。

糸
井
素
子

石
黒
比
奈

Ｓ
氏
が
提
唱
す
る

死
の
快
感

の
こ
と
で
あ
る

こ
れ
は
《
醜
の
美
学
》

と
い
う
概
念
と
と
も
に

《
堕
ち
て
い
く
悦
び
》

と

、
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し
て
捉
え
ら
れ
、
具
体
的
に
は
セ
ッ
ク
ス
を
し
な
が
ら
そ
の
恍
惚
の
中
で
死

に
た
い
と
思
う
願
望
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
願
望
は
「
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
」
で
あ
る
勝
呂
に
《
先
生
に
だ
っ
て
わ
か
る
で
し
ょ
う
》
と
成
瀬

か
ら
同
調
を
呼
び
か
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
死
」
へ
の
構
え
は
、
フ
ロ

イ
ト
の
「
死
の
本
能
」
と
影
響
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
そ
れ

と
の
照
合
を
試
み
る
。

結
論
を
先
走
れ
ば

「
片
手
落
ち

、
こ
の
一
言
に
つ
き
る
。
で
は
、
具
体

、

」

的
に
検
証
し
よ
う
。
ま
ず
第
一
点
と
し
て
〈
思
弁
〉
で
あ
る
と
さ
れ
た
「
死

の
本
能
」
が
作
中
で
は
「
誰
に
で
も
あ
る
慾
望
」
と
し
て
成
瀬
等
に
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
は
注
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い

そ
し
て
も
う
一
点
と
し
て
は

死

。

「

の
本
能
」
が
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
て
は
〈
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
〉
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

つ
ま
り

生
き
る
本
能

と
し
て
の
エ
ロ
ス
と

死

。

、「

」

「

の
本
能
」
と
し
て
の
タ
ナ
ト
ス
は
「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
に
お
い
て
両
方
あ

っ
て
こ
そ
の
「
彼
岸
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
の
矢
作
の
以
下
の
言
及
は
示
唆
的
で
あ
る
。

生
と
そ
の
彼
岸
の
関
係
は
有
機
体
と
無
機
体
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
る

べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
無
機
的
世
界
の
静
止

状
態
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
命
が
誕
生
し
、
や
が
て
死
が
訪
れ
て
無
機



的
世
界
へ
と
分
解
す
る
と
い
う
諸
段
階
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て

も
死
の
本
能
は
彼
岸
と
し
て
発
見
さ
れ
て
い
た
た
め
、
生
命
の
活
動
の

中
で
機
能
し
、
快
感
原
則
と
い
う
傾
向
を
生
み
出
し
、
生
命
を
そ
の
快

感
原
則
の
従
わ
せ
る
原
理
と
し
て
、
超
越
論
的
な
地
点
で
立
て
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
死
の
本
能
は
確
か
に
生
命
の
よ
り

深
い
層
に
関
わ
る
は
ず
の
も
の
な
の
だ
が
、
最
終
的
に
は
、
時
間
の
表

象
、
無
機
体
か
ら
有
機
体
と
い
う
順
序
、
そ
し
て
そ
の
始
ま
り
と
終
わ

り
の
ル
ー
プ
を
結
ぶ
機
能
に
し
て
し
ま
っ
た
。
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フ
ロ
イ
ト
が
小
胞
モ
デ
ル
と
い
う
比
喩
を
使
っ
て
快
感
原
則
の
彼
岸
を
説
明

し
た
こ
と
は
今
更
述
べ
立
て
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
注
意
し
た

い
の
は
、
言
う
な
れ
ば
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
採
用
し
た
こ
と
自
体
か
ら
し

て
も
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
を
両
者
合
わ
せ
て
し
か
機
能
し
な
い
原
理
と
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば

〈
有
機
体
か
ら
無
機
体
〉
へ
と
い
う

、

時
間
の
表
象
が
原
理
に
張
り
付
く
と
き
、
そ
こ
に
は
お
互
い
が
お
互
い
を
作

動
さ
せ
る
も
の
と
し
て
し
か
成
り
立
た
な
い
も
の
と
し
て
「
エ
ロ
ス
と
タ
ナ

ト
ス
」
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
こ
で
も
う
一
度
立
ち
止
ま
り
た
い
。
作
品
中
で
成
瀬
は
「
死
の
快
感
」

と
し
て
「
死
」
を
語
る
。
た
だ
た
だ
「
死
ん
で
い
く
こ
と
に
快
感
が
あ
る
」

と
し
て
語
る
。
そ
の
こ
と
を
一
番
物
語
っ
て
い
る
の
は
糸
井
素
子
の
自
殺
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
作
中
に
お
い
て
は
「
本
能
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
「
快

感
」
と
し
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い

「
死
の
本

。

能
」
と
「
生
の
本
能
」
は
、
原
理
と
し
て
両
者
一
対
し
て
し
か
成
り
立
た
な

い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
勿
論
、
糸
井
素
子
が
快
感
の
な
か

で
死
ん
で
い
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
も
、
生
を
よ
り
鮮
や
か
な
も
の
と
し
て
対

比
さ
せ
る
た
め
の
死
だ
っ
た
と
い
う
説
明
も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
死
に
よ

っ
て
逆
説
的
に
生
を
物
語
っ
た
こ
と
と
な
り
、
こ
の
両
者
（

）

「

」

死
」
と
「
生

は
二
項
定
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
フ
ロ
イ
ト
が
〈
被
分

析
者
が
「
わ
た
し
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
か
「
わ
た
し
は
（
絶

対
に
）
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
反
応
し
た
場
合
ほ
ど
、
無

意
識
的
な
も
の
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
証
明
す
る
〉

と
い
う
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、

「

」

解
釈
の
仕
方
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

勝
呂
に
と
っ
て
の

私

に
つ
い
て
も
「
死
の
快
感
」
と
い
う
言
葉
が
物
語
内
に
お
け
る
勝
呂
の
生
に

意
味
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
す
。

だ
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
片
手
落
ち
」
と
い
う
判
断
を
下
し
た
の
は
、

作
中
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
「
死
」
の
あ
り
方
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の

理
由
は
「
エ
ロ
ス
」
の
語
ら
れ
方
に
あ
る
。
こ
こ
で
「
エ
ロ
ス
」
と
言
っ
た

の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
生
の
本
能
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
原
理
と
し

て
は
「
性
欲
動
」
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
性
」
に
つ
い
て
の
語
ら
れ
方

が
、
作
中
に
お
い
て
生
命
の
維
持
を
求
め
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
の
結
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
少
し
論
証
が
先
送
り
に
な
る
が

「
性

、

本
能
」
に
つ
い
て
の
視
点
に
移
り
た
い
。

②
「
性
本
能
」
に
つ
い
て

フ
ロ
イ
ト
は
著
書
「
自
我
と
エ
ス
」
に
お
い
て
「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
で

「
本
能
」
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
指
し
〈
本
能
に
は
二
種
類
は
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
つ
は
、
性
本
能
あ
る
い
は
エ
ロ
ス
で

（

）

、

略

そ
れ
は
、
阻
止
さ
れ
な
い
本
来
の
性
本
能
と
、
そ
こ
か
ら
み
ち
び
か
れ
目
標

を
阻
止
さ
れ
昇
華
さ
れ
た
本
能
を
含
む
だ
け
で
な
く
、
自
己
保
存
本
能
も
含

む
〉

と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば

「
エ
ロ
ス
」
の
方
の
本
能
は

「
タ

、

、
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ナ
ト
ス
（

」
と
は
全
く
反
対
の
「
自
己
保
存
」
と
い
う
目
標
に
向

死
の
本
能
）

か
う
本
能
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
や
っ
と
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
に
お
け
る
「
死
の
快
感
」
に

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
縒
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が

「
ス
キ
ャ
ン

、



ダ
ル
」
の
場
合
に
つ
い
て
少
し
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
成
瀬
が
「
死
の

快
感
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
聞
く
よ
う
な
こ
と
、
更
に
東
野
か
ら
「
子
宮
回

帰
願
望
」
に
つ
い
て
の
話
を
聞
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
。
こ

の
二
つ
を
「
性
」
と
い
う
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
並
べ
る
の
は
、
作
品

の
舞
台
が
「
東
京
」
対
「
長
崎
」
＝
「
成
瀬
美
津
子
と
の
世
界
」
対
「
妻
と

の
世
界
」
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
な
か
、
エ
ア
・
ポ
ケ
ッ
ト
的
な
場
所

と
し
て
仕
事
場
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
仕
事
場
が
《
子
宮
願
望
に
安
心

感
を
与
え
る
部
屋
》

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
う
し
た
意
味

23

の
連
鎖
を
見
出
す
と
き
「
性
理
論
」
と
の
絡
み
で
説
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考

え
る

以
下
引
用
に
挙
げ
る
よ
う
に

作
中
に
お
け
る

死
の
快
感

と

子

。

、

「

」

「

宮
回
帰
願
望
」
は

「
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

、

る
。

ど
う
し
て
か
な
。
高
校
生
の
時
、
わ
た
し
醜
い
男
か
ら
犯
さ
れ
た
場
面

。

、

。

を
夢
に
見
た
こ
と
が
あ
る
の

夢
か
ら
さ
め
て

嫌
じ
ゃ
な
か
っ
た
わ

む
し
ろ
、
ぞ
く
ぞ
く
し
た
の
。
あ
の
時
も
先
生
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
、

唾
だ
ら
け
に
さ
れ
、
最
後
に
頸
し
め
ら
れ
た
時
、
す
ご
く
感
じ
ち
ゃ
っ

て
…
…
こ
の
ま
ま
死
ん
で
も
い
い
快
感
が
あ
っ
た
。
あ
れ
は
先
生
の
体

が
醜
か
っ
た
よ
24

「
死
の
快
感
」
は
《
醜
い
》
も
の
に
抱
か
れ
、
そ
の
腕
の
な
か
で
死
ぬ
こ
と

を
夢
み
る
。
そ
し
て
こ
の
《
醜
い
》
も
の
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
勝
呂
の

老
体
を
指
す
。
つ
ま
り
生
物
学
的
（

）
に
言
っ
て
よ
り
死
に
近
い
存
在

幻
想

。

「

」

。

を
志
向
し
て
い
る

そ
し
て
一
緒
に

子
宮
回
帰
願
望

も
見
て
お
き
た
い

Ｍ
氏
は
、
子
宮
回
帰
の
願
望
と
は
母
の
胎
内
で
生
命
が
ま
だ
動
き
始
め

て
い
な
い
状
態
―
―
つ
ま
り
羊
水
の
な
か
で
眠
っ
て
い
た
状
態
に
戻
ろ

う
と
す
る
ひ
そ
や
か
な
願
望
だ
と
説
明
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
別
の
形

で
い
え
ば
生
の
慾
求
と
い
う
よ
り
永
遠
の
眠
り
や
死
の
慾
望
と
も
言
え

る
の
か
も
し
れ
ぬ
。
25

こ
こ
で
「
子
宮
回
帰
願
望
」
は
《
死
の
慾
望
》
と
し
て
言
い
換
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
ま
た
作
中
に
お
い
て
も
、
こ
の
写
真
家
Ｍ
氏
に
よ
っ
て
語
ら
れ

た
と
さ
れ
る
「
子
宮
回
帰
願
望
」
は
東
野
の
次
の
語
り
と
重
ね
合
わ
せ
る
と

精
神
分
析
的
な
観
点
か
ら
の
慾
望
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

子
宮
を
出
る
時
の
恐
怖
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
、
そ
れ
は
赤
ん
坊
の
心

の
奥
に
残
る
の
で
す
。
決
し
て
消
え
は
し
な
い
。
彼
が
成
長
し
て
も
無

意
識
の
層
の
な
か
に
含
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
が
死
の
不
安
に
も
結
び
つ
く

し
、
ま
た
逆
に
ふ
た
た
び
羊
水
に
戻
り
た
い
、
胎
児
に
戻
り
た
い
と
い

う
烈
し
い
願
望
に
も
な
り
ま
す
。
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
は
、
あ
る
い
は
ふ
た
た

び
羊
水
に
い
た
状
態
で
生
き
た
い
と
い
う
願
い
が
変
形
し
た
も
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
26

マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
は
フ
ロ
イ
ト
が
性
倒
錯
者
の
行
動
を
説
明
す
る
の
に
用
い
た
言

葉
で
あ
る
。
自
分
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
性
癖
を
持
っ
た
人
を
名
指
し
た
言
葉

で
あ
る
。
そ
し
て
《
羊
水
に
戻
る
》
こ
と
は
誕
生
以
後
の
生
の
あ
り
方
を
否

定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
場
合
も
や
は
り
そ
の
目
標
は
「
死
」

に
あ
る
と
言
え
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に

「
性
の
本
能
」
と
い
う
言
葉
で

、

名
指
さ
れ
る
意
味
内
容
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
生
き
る
た
め
の
欲
動
」
に
あ
る
。

筆
者
も
何
も
セ
ッ
ク
ス
や
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
よ
う
な
性
癖
の
一
パ
タ
ー
ン
が
、

絶
対
に
「
生
き
る
た
め
の
欲
動
」
に
な
ら
ぬ
と
は
言
わ
な
い
。
だ
が
、
上
記

引
用
の
三
つ
の
語
り
方
に
は

「
死
」
と
い
う
状
態
へ
入
る
た
め
の
契
機
と
し

、

「

」

。

、

「

」

て
の

性

し
か
語
ら
れ
な
い

そ
う
し
た
意
味
で

筆
者
は

片
手
落
ち

と
断
言
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
作
品
中
に
お
い
て
は
「
死
」
へ
の
入
り
口
と
し
て
の
み
語

ら
れ
る
「
性
」
で
あ
る
が
、
も
う
一
歩
作
品
に
寄
り
添
っ
て
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
の
は
、
そ
の
死
が
「
快
感
」
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ



う
。
で
は
最
後
に

「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
に
お
け
る
「
死
の
快
感
」
に
つ
い
て

、

更
に
考
え
る
た
め
に
サ
デ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

③
サ
デ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て

フ
ロ
イ
ト
は
性
倒
錯
者
の
行
動
を
説
明
す
る
た
め
に
サ
デ
ィ
ズ
ム
・
マ
ゾ

ヒ
ズ
ム
と
い
う
傾
向
を
人
間
一
般
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が

〈
非
常
に

、

多
く
の
人
間
の
性
的
体
質
の
う
ち
に
は
、
攻
撃
的
・
サ
デ
ィ
ズ
ム
的
要
素
の

正
反
対
物
へ
の
転
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
マ
ゾ
キ
ズ
ム
的
要
素
が
存
在
し
て
い

る
〉

と
す
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
こ
の
説
明
の
仕
方
を
見
て
ほ
し
い
。
人
間
の

27

心
や
性
質
を
科
学
す
る
医
者
で
あ
る
フ
ロ
イ
ト
が
、
人
間
に
本
質
と
し
て
備

わ
っ
て
い
る
要
素
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
人
間
の
「
本
能
」
と
し
て
認
め
た

の
は
マ
ゾ
キ
ズ
ム
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
だ
が

「
死
の
本
能
」
と
い
う
こ
と

、

を
視
野
に
入
れ
る
と

「
サ
デ
ィ
ズ
ム
」
が
重
要
に
な
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
〈
結

、

局
わ
れ
わ
れ
は
、
サ
デ
ィ
ズ
ム
を
そ
の
（

）
代
表
的
な

筆
者
注
、
死
の
本
能
の

も
の
と
み
な
す
こ
と
に
な
っ
た
〉

と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
「
死
の
本
能
」

28

と
「
サ
デ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
関
係
性
を
考
え
れ
ば

「
死
の
快
感
」
に
つ
い
て

、

成
瀬
に
説
明
を
受
け
た
勝
呂
が
、
東
野
に
〈
す
る
と
サ
デ
ィ
ズ
ム
は
…
…
〉

別
に
よ
り
一
般
化
さ
れ
た
方
を
採
用
す
る

と
質
問
し
た
こ
と
に
説
明
が
つ
く

（
。

29

。
そ
し
て
ま
た
、
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
マ
ゾ
キ
ズ

必
然
性
も
な
い
し
…
）

ム
と
サ
デ
ィ
ズ
ム
も
表
裏
一
体

で
あ
る
と
い
う
点
だ

「
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト

。
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ス
」
同
様
、
二
つ
で
一
つ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
片

方
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
の
は
何
故
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
今
回
考
え

た
こ
と
で
言
え
る
の
は

「
性
」
が
「
子
宮
回
帰
」
と
し
て
誰
か
の
身
体
の
中

、

へ
移
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
。
サ
デ
ィ
ズ
ム
と
い
う
相
手
へ
志
向
す
る
ベ
ク
ト
ル

を
強
調
す
る
「
本
能
」
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
節
の
小

題
の
タ
イ
ト
ル
と
し
た
よ
う
に
成
瀬
に
よ
っ
て
《
心
の
奥
の
秘
密
》

と
さ
れ

31

る
「
無
意
識
」
が
常
に
相
手
と
自
分
と
い
う
二
つ
の
「
無
意
識
」
と
し
て
並

列
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
で
も
あ
く
ま
で
「
勝
呂
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）

そ
し
て
更
に
言
え
ば

「
本
能
」
と
「

）
私
（

」

、

（

）

勝
呂
と
い
う

と
い
う
現
象

は
違
う
。
フ
ロ
イ
ト
は
以
下
の
よ
う
に
も
言
う

〈
生
命
そ
れ
自
体
は
、
こ
の

。

二
つ
の
傾
向
（

）
の
闘
争
で
あ
り
妥
協
な
の
で

筆
者
注
、
生
の
本
能
と
死
の
本
能

あ
ろ
う
〉

。
つ
ま
り
、
勝
呂
が
贋
者
を
認
め
た
時
点
で
、
原
理
と
し
て
は

32

「
成
瀬
美
津
子
と
の
世
界
」
＝
「
東
京
と
い
う
場
所
」
＝
「
死
の
本
能
」
な

ど
を
「
私
」
と
し
て
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
フ
ロ
イ
ト
的
に
言
え
ば
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
一
要
素
と
し
て
の
「
本
能
」
で
し
か
な
い
。
こ
れ
と
両
輪
を

な
す
も
の
と
し
て
作
中
で
設
定
さ
れ
て
い
る
「
妻
と
の
世
界
」
に
お
け
る
例

え
ば
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
の
勝
呂
」
は
、
そ
れ
ら
「
本
能
」
と
し
て
の

「
私
」
の
要
素
を
獲
得
し
た
後
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
本
能
」
と
い
う
要

素
で
は
な
く
「
快
感
」
と
い
う
言
葉
で
「
私
」
の
物
語
に
取
り
込
ま
れ
て
い

る
た
め
、
精
神
分
析
医
が
欲
望
の
意
味
論
の
パ
ズ
ル
を
ク
リ
ア
し
て
や
ら
な

く
と
も
、
自
分
た
ち
で
そ
れ
を
前
景
化
し
て
語
る
こ
と
が
出
来
る
の
と
同
様

に
、
た
だ
た
だ
覗
き
穴
か
ら
見
た
ミ
ツ
と
の
光
景
が
「
私
」
と
し
て
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
作
中
に
お
い
て
「
死
の
快
感
」
と
し
て
本
能
が
語
ら
れ
た
と
き

「
本

、

能
」
で
は
な
く
、
あ
る
「
私
」
が
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も

の
へ
と
変
容
し
て
い
る
。
勿
論
深
層
心
理
学
者
・
東
野
の
口
か
ら
語
ら
れ
た

こ
と
は
、
人
間
の
本
能
と
か
要
因
と
い
う
言
葉
で
名
指
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

と
し
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
成
瀬
や
素
子
、
比
奈
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る

「
死
の
快
感
」
は
、
そ
も
そ
も
あ
る
よ
う
な
「
本
能
」
と
し
て
捉
え
る
必
然

性
も
ど
こ
に
も
な
い

「
快
感
」
と
し
て
呼
ば
れ
た
と
き
、
自
分
の
内
部
に
あ

。

る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
た
だ
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
欲
す
る
と
い
う
「
対
象
」



へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
無
論
リ
ビ
ド
ー
価
が
上
昇
し
昇
華
が
行
わ
れ
る
と
き

に
は
何
ら
か
の
「
対
象
」
が
見
出
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意

味
で
な
ら
「
無
意
識
」
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
作
中

、

「

」

「

」

で
は

物
語
る
こ
と
の
最
初
か
ら

死
の
快
感

と
し
て
対
象
化
さ
れ
た

死

と
は
そ
う
し
た
欲
動
が
私
た
ち
の
な
か
に
内
在
化
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
な
し
に
対
象
化
さ
れ
、
昇
華
行
為
と
認
定
さ
れ
る
こ

と
も
な
く
「
対
象
」
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り

「
死
の
本
能
」
や
「
性
本
能
」
の
場
合
と
照
合
し
た
結
果
、
フ
ロ

、

イ
ト
理
論
か
ら
す
れ
ば
「
片
手
落
ち
」
と
し
て
原
理
化
さ
れ
た
「
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
」
内
に
お
け
る
人
間
の
原
理
は

「
死
」
が
「
快
感
」
と
し
て
語
ら
れ
る

、

こ
と
＝
私
た
ち
に
そ
も
そ
も
あ
る
欲
望
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

「

」

。

れ
が
勝
呂
の
す
べ
て
で
あ
る
か
の
よ
う
な

私

と
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る

＊
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
照
合
し
て
き
た
が
、
最
終
的
に
今
回
論
証
で
き
た
こ
と
を
言
え

ば

「
精
神
分
析
の
理
論
」
だ
け
で
は
こ
の
小
説
で
語
ら
れ
る
人
間
は
読
め
な

、
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば

「
私
」
と
い
う
一
人
の

、

人
間
の
確
定
の
仕
方
も
違
え
ば
、
人
間
を
意
味
づ
け
た
そ
の
語
り
の
有
り
様

と
い
う
二
段
階
に
分
け
た
精
神
分
析
か
ら
の
観
点
、
そ
の
双
方
と
も
に
つ
い

て
、
精
神
分
析
の
説
明
シ
ス
テ
ム
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
部
分
を
多
分
に
含

有
し
た
「
私
」
と
し
て
勝
呂
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
い
ま
ま

で
筆
者
が
強
調
し
て
き
た
こ
と
は
、
い
か
に
違
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
の
作
業
と
な
っ
た
。
再
度
強
調
す
れ
ば
、
小
説
な
の
だ
か
ら
精
神

分
析
の
理
論
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
使
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
理
も
人
情
も
な
く

て
よ
い
。
だ
か
ら
、
違
っ
て
も
当
た
り
前
だ
。
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
を
ど

の
よ
う
に
違
う
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。

、

以
上
の
よ
う
に
理
論
的
な
部
分
と
し
て
相
違
点
が
確
認
で
き
た
と
こ
ろ
で

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
物
語
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
な
「
私
」
の
物

語
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
視
座
を
移
し
た
い
。
簡

単
に
言
え
ば
、
一
九
八
〇
年
代
に
一
世
を
風
靡
し
た
「
心
理
ゲ
ー
ム
」
と
い

う
場
に
お
け
る
「
私
の
物
語
」
の
獲
得
の
仕
方
を
確
認
し
て
い
き
な
が
ら
、

一
九
八
三
年
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
小
説
を
読
む
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

そ
う
し
た
視
座
を
踏
ま
え
た
上
で

今
回
少
し
だ
け
ふ
れ
た

遠
藤

が

無

、

、「

」

「

意
識
」
を
ど
の
よ
う
に
「
寓
話
化
」
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
も
踏
み
込
め

る
か
と
思
わ
れ
る
。

【
注
記
】

拙
稿

遠
藤
周
作

の
審
級

１

―

精
神
分
析

的
な

私

と
の
距
離
・

勝

「
「

」

（

）

「

」

「

」

「

1
呂
」
の
獲
得
の
仕
方
―

『
九
大
日
文

』
二
〇
〇
二
・
七
・
二
五

」

01

・

ロ
レ
ン
ス

小
川
和
夫
訳

「
精
神
分
析
と
無
意
識

『

・

ロ
レ
ン
ス

」

2
D

H

D

H

紀
行
・
評
論
選
集

５
』
南
雲
堂
一
九
八
七
・
九

七
〇
頁

「
無
意
識
」
的
な
振

。

る
舞
い
―
―
例
え
ば
、
サ
デ
ィ
ズ
ム
や
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
な
ど
―
―
は
、
そ
の
行
為
が

対
象
化
さ
れ
て
そ
う
名
指
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
と
て
も
「
観
念
的
な

経
験
」
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
が
「
自
然
な
」
振
る
舞
い
と
し
て
見
え
て
き
た
り
、

あ
る
ひ
と
つ
の
「
性
質
」
や
「
癖
」
の
よ
う
な
意
識
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も

の
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
場
合
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し

た
場
合
を
指
し
て
の
「
観
念
的
な
存
在
で
は
な
い
」
と
言
え
る
場
合
を
筆
者
は
想

定
し
て
い
る
。

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル

久
米
博
訳

『
フ
ロ
イ
ト
を
読
む
』
弘
文
堂
一
九
八
二
・
三

3
四
〇
八
頁

筆
者
は
鷲
田
清
一
の
い
う
〈
わ
た
し
の
存
在
が
名
前
を
失
う
位
相
が
ま
ず
問
題
と
な

4



る
。
次
い
で
、
わ
た
し
と
、
身
体
と
い
う
「
わ
た
し
よ
り
も
も
っ
と
古
い
わ
た
し
」

と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る

（

人
称
と
行
為
』
昭
和
堂
一
九
九
五
・
二

ⅰ
頁
）

〉
『

と
い
う
問
題
系
を
想
定
し
て
い
る
。

・

ユ
ン
グ

松
代
洋
一
訳
「
ヨ
ー
ガ
と
西
洋

『
現
在
と
未
来
』
平
凡
社
ラ
イ

」

5
C

G

ブ
ラ
リ
ー
一
九
九
六
・
一
一

一
八
〇
頁

例
え
ば
症
例
の
記
述
に
先
立
っ
て
〈
こ
の
患
者
の
生
活
史
を
純
粋
に
歴
史
的
に
だ
け

6
記
述
す
る
こ
と
も
、
実
際
に
必
要
な
部
分
だ
け
を
実
用
的
に
記
述
す
る
こ
と
も
許

さ
れ
な
い
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
分
析
治
療
の
経
過
や
病
歴
だ
け
を
報
告
す
る

わ
け
に
も
い
か
な
い

（

・
フ
ロ
イ
ト
小
此
木
啓
吾
訳
「
あ
る
幼
児
期
神
経
症
の

〉

S

」『

』

）

病
例
よ
り

フ
ロ
イ
ド
選
集

日
本
教
文
社
一
九
六
九
・
一
二

二
三
一
頁

16

〈
本
患
者
の
幼
児
時
代
の
環
境
を
描
写
し
、
そ
の
幼
児
期
の
歴
史
に
つ
い
て
抵
抗

な
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
、
長
い
年
月
を
経
て
い
て
そ
れ
以
上
完
全
に
理
解
さ

れ
る
こ
と
も
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
も
の
を
あ
わ
せ
て
報
告
す
る

二
〉（

三
二
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

リ
ク
ー
ル
が
〈
談
話
療
法
〉
を
〈
こ
と
ば
に
お
い
て
主
語
を
構
成
す
る
こ
と
と
、
相

7
互
主
観
性
に
お
い
て
欲
望
を
構
成
す
る
こ
と

（

フ
ロ
イ
ト
を
読
む
』
四
一
二
頁
）

〉
『

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
参
照
。

久
米
博
『
象
徴
の
解
釈
学
』
新
曜
社
一
九
八
七
・
七

二
六
頁
、
五
三
～
五
四
頁
な

8
ど
参
照

〈
幻
影
を
縮
減
し
、
象
徴
を
単
な
る
付
帯
現
象
、
結
果
、
上
部
構
造
に
す

。

ぎ
な
く
し
て
し
ま
う
も
の

（
二
六
頁
）
と
し
て
精
神
分
析
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。

〉

筆
者
は
象
徴
の
解
釈
を
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
う
物
語
の
筋
に
還

元
し
て
い
く
解
釈
法
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

エ
ル
マ
ー
・
ホ
ー
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

村
井
則
夫
訳

「
生
、
そ
し
て
夢
：
多
元
決

9
定
さ
れ
た
も
の

『
現
代
思
想
』
青
土
社

二
〇
〇
〇
年
四
月
号
所
収
を
参
照

〈
夢

」

。

の[

明
白
な]

要
素
が[

潜
在
的
な]

夢
の
思
考
に
よ
っ
て
多
義
的
に
規
定
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
夢
の
思
考
も
ま
た
、
夢
の
中
で
は
い
く
つ
か
の
要
素
に

よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
夢
の
一
つ
の
要
素
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
夢
の
要
素
へ

と
繋
が
っ
て
い
る
の
だ

（
一
九
四
頁
）

〉

・

ユ
ン
グ

林
道
義
訳
『
元
型
論
』
紀
伊
国
屋
書
店
一
九
八
二
・
六

一
五
頁

10
C

G
・

ユ
ン
グ
『
元
型
論
』
一
五
頁
。
ユ
ン
グ
の
言
及
で
は
『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・

11
C

G

ヴ
ィ
ン
チ
の
芸
術
論
』
を
参
照
し
た
と
な
っ
て
い
る
が
、
邦
訳
名
が
違
う
の
か
聖

ア
ン
ナ
の
絵
に
つ
い
て
の
解
釈
は
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
ー
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
幼
年
期

の
一
記
憶

（

・
フ
ロ
イ
ト
高
橋
義
孝
訳
『
フ
ロ
イ
ド
選
集

巻
』
日
本
教
文

」

S

7

社

一
九
五
三
・
八
）
し
か
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
仮
に
そ
れ
を
参

照
す
る
と

〈
レ
オ
ナ
ル
ド
の
幼
年
時
代
は
実
際
に
こ
の
絵
（
口
絵
）
の
よ
う
に
奇

、

妙
な
も
の
で
あ
つ
た
。
彼
は
二
人
の
母
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
る

（
略
）
自
分
を

。

入
れ
て
三
人
の
聖
ア
ン
ナ
の
構
図
が
彼
の
裡
に
形
づ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る

（
九

。
〉

五
～
九
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
絵
を
彼
の
無
意
識
の
表
れ
と
し

て
捉
え
そ
れ
を
彼
の
幼
年
期
の
状
況
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
か
確
認
で
き
る
。

・

ユ
ン
グ
『
元
型
論
』
二
二
～
二
三
頁

12
C

G
・

ユ
ン
グ
『
元
型
論
』
二
〇
頁

13
C

G
・

ユ
ン
グ

佐
藤
正
樹
訳
『
心
理
学
的
類
型
Ⅰ
』
人
文
書
院
一
九
八
六
・
五

14
C

G

二
三
一
頁

遠
藤
周
作
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

『
遠
藤
周
作
文
学
全
集

四
』
新
潮
社
一
九
九
九
・

」

15
八

二
八
頁

「
ひ
と
つ
の
小
説
が
で
き
る
ま
で
の
忘
備
ノ
ー
ト

『
三
田
文
學
』
二
〇
〇
一
年
秋

」

16
号
慶
應
義
塾
大
学

二
〇
〇
〇
・
一
一

遠
藤
周
作
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
三
五
頁

17
遠
藤
周
作
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
三
三
頁

18
遠
藤
周
作
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
五
一
頁

19
矢
作
征
男
「
共
犯
者
た
ち

『
現
代
思
想

特
集
心
理
学
へ
の
招
待
』
青
土
社
二
〇

」

20
〇
〇
・
四
月
号

二
七
三
頁



Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト

中
山
元
訳
「
否
定

『
自
我
論
集
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
一
九
九
六

」

21
・
六

三
〇
一
頁

Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト

井
村
恒
郎
・
小
此
木
啓
吾
訳
「
自
我
と
エ
ス

『
フ
ロ
イ
ト
著
作

」

22
集

第
六
巻
』
人
文
書
院
一
九
七
〇
・
三
二
八
五
頁

遠
藤
周
作
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
四
五
頁

23
遠
藤
周
作
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
五
〇
頁

24
遠
藤
周
作
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
二
〇
頁

25
遠
藤
周
作
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
九
五
～
九
六
頁

26
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト

中
山
元
訳
「
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
経
済
論
的
問
題

『
自
我
論
集
』
ち

」

27
く
ま
学
芸
文
庫
一
九
九
六
・
六

二
七
五
頁

Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
「
自
我
と
エ
ス
」

二
八
五
頁

28
遠
藤
周
作
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
九
六
頁

29
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
例
え
ば
〈
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
は
自
分
に
向
け
ら
れ
た
サ
デ
ィ
ズ

30
ム
の
延
長
に
他
な
ら
な
い

（
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト

中
山
元
訳
「
性
理
論
三
篇

『
エ

〉

」

ロ
ス
論
集
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
一
九
九
七
・
五

六
六
頁
）
や
〈
こ
の
サ
デ
ィ
ス

ト
と
い
う
能
動
性
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
い
う
受
動
性
は
同
一
人
物
の
な
か
に
併
存
し

て
い
る
。
サ
デ
ィ
ス
ト
は
、
つ
ね
に
同
時
に
マ
ゾ
ヒ
ス
ト
で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

性
目
標
倒
錯
の
能
動
的
な
面
と
受
動
的
な
面
の
ど
ち
ら
が
強
く
形
成
さ
れ
、
ど
ち

ら
が
性
的
な
活
動
の
優
勢
な
側
面
と
な
る
か
の
違
い
で
あ
る

（

性
理
論
三
篇
」

〉
「

六
八
頁
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

遠
藤
周
作
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
四
一
頁

31

・
フ
ロ
イ
ト
「
自
我
と
エ
ス
」

二
八
五
頁

Ｓ
32

（
九
州
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
一
年
）




