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正常と異常の中間領域

正
常
と
異
常
の
中
間
領
域

　
　
　

 

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
精
神
病
質
概
念
と
人
格
概
念 　
　
　

一　

問
題
意
識

本
論
考
で
取
り
扱
う
の
は
、
主
に
一
九
世
紀
末
期
の
西
欧
に
お
け

る
、
正
常
な
精
神
と
異
常
な
精
神
と
の
﹁
あ
い
だ
﹂
を
め
ぐ
る
精
神

医
学
言
説
の
変
化
に
つ
い
て
で
あ
る
。
大
ま
か
に
認
識
枠
組
み
の
推

移
を
示
す
な
ら
ば
、一
八
世
紀
の
意
識
と
啓
蒙
の
哲
学
に
お
い
て
は
、

両
者
は
単
に
、
そ
こ
に
理
性
が
存
在
す
る
か
不
在
か
の
二
分
法
で

も
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
精
神
医

た
ち
は
す
ぐ
に
そ
う
し
た
古
い
認
識
法
の
限
界
に
気
が
つ
い
た
。﹁
正

常
と
狂
気
の
中
間
領
域
﹂
の
発
見
は
、
精
神
医
学
全
体
に
混
乱
を
惹

起
し
た
が
、
と
り
わ
け
こ
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
扱
い
、
つ
ま
り
そ
れ

を
精
神
疾
患
の
病
名
お
よ
び
診
断
名
に
登
記
し
て
よ
い
か
ど
う
か
の

判
断
に
つ
い
て
は
、
近
代
精
神
医
学
の
黎
明
期
か
ら
現
代
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
的
診
断
（
Ｄ
Ｓ
Ｍ
）
全
盛
期
に
至
る
ま
で
、
長
く
慎
重
な
議
論

が
続
け
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

例
え
ば
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
で
成
立
す
る
精
神
病
質
人
格

本
稿
の
目
的
は
、
西
欧
に
お
け
る
正
常
な
精
神
と
異
常
な
精
神
の
中
間
領
域
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
で
の
精
神
医
学

言
説
の
変
遷
に
着
目
し
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
鍵
と
な
る
の
は
﹁
人
格
﹂
の
病
理
（
二
重
人
格
な
ど
）
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
一
八
八
〇
年

代
以
降
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
モ
レ
ル
の
変
質
論
の
影
響
を
受
け
た
精
神
病
質
概
念
が
ク
レ
ペ
リ
ン
に
よ
っ
て
鋳
直
さ
れ
、
正
常
と
異
常
の
中
間
地
帯
に
﹁
精
神
病
質

人
格
﹂
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
く
流
れ
を
主
な
分
析
対
象
と
す
る
。
こ
う
し
て
異
常
人
格
は
、
疾
患
で
は
な
い
が
病
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
診
断
名
と
共
に
有
徴
性
の
レ
ッ

テ
ル
を
付
与
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
近
代
市
民
社
会
が
﹁
危
険
度
が
高
い
﹂
存
在
に
対
す
る
不
寛
容
の
度
合
い
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
っ
た
。
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二　

精
神
病
質
前
史
：
カ
ン
ト
と
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト

ま
ず
遠
景
の
描
写
か
ら
始
め
よ
う
。
古
代
に
お
け
る
狂
気
は
、
第

三
者
か
ら
見
て
も
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
様
相
を
呈
す
る
。
旧
約
聖

書
に
記
さ
れ
た
初
代
イ
ス
ラ
エ
ル
王
サ
ウ
ル
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
ネ
ブ

カ
ド
ネ
ツ
ァ
ル
は
、
い
ず
れ
も
神
に
逆
ら
っ
た
罪
に
よ
り
呪
い
を
受

け
正
気
を
失
っ
た
。
前
者
は
﹁
恐
怖
、
憤
怒
、
殺
人
欲
、
抑
鬱
に
終

始
囚
わ
れ
﹂、
後
者
は
﹁
牛
の
ご
と
く
に
草
を
食
ひ
て
そ
の
身
は
天

よ
り
く
だ
る
露
に
濡
れ
、
終
に
そ
の
髪
毛
は
鷲
の
羽
根
の
ご
と
く
に

な
り
、
そ
の
爪
は
鳥
の
爪
の
ご
と
く
に
な
り
ぬ︶

2
︵

﹂
と
い
う
。
そ
こ
で

は
狂
気
の
典
型
的
な
目
印
は
、
意
味
不
明
な
こ
と
を
話
し
、
ヒ
ト
の

よ
う
で
は
な
く
な
り
、
ま
た
我
を
失
っ
て
暴
れ
出
す
と
い
っ
た
、
甚

だ
し
い
異
常
行
動
の
派
手
な
顕
現
だ
っ
た
。
古
代
に
お
い
て
そ
れ
ら

は
概
し
て
、
と
い
う
よ
り
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
、
悪
霊
（
な
い
し
そ
れ

に
類
す
る
も
の
）
の
体
内
へ
の
侵
入
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
正
常
と
異
常
と
の
分
水
嶺
は
、
端
的
に
侵
入
者
の
在
不
在

だ
っ
た
。

エ
ー
ゲ
海
に
浮
か
ぶ
コ
ス
島
に
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
が
出
る
の
は
紀
元

前
五
世
紀
頃
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
頃
よ
り
発
展
す
る
古
代
ギ
リ

シ
ャ
医
学
で
は
、
血
液
・
胆
汁
・
黒
胆
汁
・
粘
液
の
四
体
液
説
に
則
っ

て
、
精
神
疾
患
を
含
む
疾
病
の
原
因
を
、
体
液
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
と

い
う
身
体
因
、
お
よ
び
そ
れ
に
影
響
を
与
え
う
る
（
食
物
や
外
部
か

ら
の
刺
激
と
い
っ
た
）
環
境
因
へ
と
求
め
て
い
た
。
メ
ラ
ン
コ
リ
ア

Psychopathische Persönlichkeit

と
い
う
奇
妙
な
概
念
に
つ
い
て
、

エ
ミ
ー
ル
・
ク
レ
ペ
リ
ン
は
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。﹁
病

的
素
因
か
ら
発
す
る
精
神
病
の
型
の
う
ち
、
明
白
な
病
的
状
態
と
、

ま
だ
健
全
さ
の
範
囲
に
入
る
風
変
り
な
人
格
の
間
の
、
広
い
中
間
領

域
に
あ
る
も
の
﹂︶

1
︵

。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
﹁
人
格
の
極
端

な
偏
り
﹂
で
あ
っ
て
精
神
疾
患
で
は
な
い
も
の
と
し
て
定
式
化
さ
れ

た
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら
は
精
神
病
質
人
格
の
概
念
が
、
精
神
疾
患
と

正
常
な
精
神
と
の
あ
い
だ
を
取
り
扱
う
た
め
に
準
備
さ
れ
た
様
子
が

垣
間
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

本
論
考
の
関
心
は
、
こ
う
し
た
正
常
と
狂
気
の
中
間
領
域
の
設
定

を
め
ぐ
る
言
説
の
変
遷
に
置
か
れ
て
い
る
。
中
で
も
着
目
し
た
い
の

は
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
一
八
八
〇
年
代
以
降
に
本
格
的
に
議

論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹁
人
格
﹂
の
概
念
で
あ
る
。
本
稿
で
は
エ

レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
（1970

）、
ダ
ル
モ
ン
（1989
）、
ス
カ
ル
（2015

）

と
い
っ
た
、
精
神
医
学
史
を
扱
っ
た
先
人
た
ち
の
豊
か
な
記
述
を
傍

証
と
し
つ
つ
、と
り
わ
け
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
、リ
ボ
ー
、ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ

ら
の
著
述
を
取
り
上
げ
、一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
精
神
医
学
（
モ
レ
ル
、

マ
ニ
ャ
ン
の
変
質
概
念
）
が
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
精
神
医
学
（
ク
レ
ペ

リ
ン
以
降
の
精
神
病
質
人
格
概
念
）へ
と
接
続
さ
れ
て
い
っ
た
際
に
、

こ
の
人
格
概
念
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
様
子
の
描
出
を
試

み
た
い
。
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ス
テ
リ
ア
と
い
っ
た
比
較
的
軽
度
の
精
神
疾
患
を
、
身
体
に
根
拠
を

持
つ
﹁
神
経
﹂
の
病
へ
と
読
み
替
え
て
い
っ
た
。
中
世
末
期
か
ら
近

世
に
か
け
て
の
西
欧
で
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
に
対
す
る
一
般
的
解
釈

が
﹁
想
像
力
の
病
﹂
す
な
わ
ち
﹁
病
は
気
か
ら
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
る
と
、
チ
ェ
イ
ニ
ー
の
主
張
は
や
は
り
画
期
的
な
も
の

だ
っ
た
と
言
え
る
。
近
代
以
降
の
精
神
疾
患
を
め
ぐ
る
あ
の
根
深
い

問
題
、
す
な
わ
ち
身
体
主
義
的
・
唯
物
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
心
理
主

義
的
・
唯
心
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
あ
い
だ
の
主
導
権
争
い
は
、
何
も

こ
の
時
開
始
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
と
は
い
え
、
デ
カ
ル
ト
の
物
心
二

元
論
を
足
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
一
八
世
紀
に
は
す
で
に
は
っ
き
り

と
し
た
対
立
図
式
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
狂
気
と
い
う
ス
テ
ィ
グ
マ
を
め
ぐ
る
典
型
的
イ
メ
ー
ジ

は
、
ス
カ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
﹁
躁
鬱
い
ず
れ
の

方
向
で
あ
れ
、
情
動
の
制
御
を
失
っ
た
者
、
通
常
の
常
識
的
現
実
と

精
神
世
界
を
共
有
せ
ず
、
幻
覚
と
妄
想
に
囚
わ
れ
た
者
、
共
同
体

内
で
受
け
る
制
裁
的
処
遇
を
ま
っ
た
く
意
に
介
さ
ず
、
文
化
的
な
決

ま
り
事
か
ら
大
幅
に
逸
脱
し
て
周
囲
の
予
期
せ
ぬ
振
る
舞
い
に
及
ぶ

者
、
欲
望
の
抑
制
が
ま
っ
た
く
効
か
ず
、
言
動
が
極
端
に
支
離
滅
裂

な
者
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
に
、
痴
呆
的
な
精
神
生
活
を
露
呈
す

る
者︶

5
︵

﹂
と
い
っ
た
、
派
手
で
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
り
続
け
た
。

一
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
と
意
識
の
哲
学
は
、
こ
れ
ら
を
端
的
に
理
性

の
欠
如
と
位
置
づ
け
た
が
、
そ
こ
で
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
の

は
、﹁
正
常
な
精
神
﹂
を
（
人
間
）
理
性
中
心
に
定
義
し
よ
う
と
い

の
語
源
が
、
黒
胆
汁
だ
っ
た
こ
と
は
有
名
な
逸
話
で
あ
る︶

3
︵

。

四
体
液
の
均
衡
と
そ
の
崩
れ
が
人
の
健
康
状
態
を
左
右
す
る
と
い

う
、
こ
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
学
派
の
考
え
は
―
―
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
―
―
そ
の
後
二
千
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
り

西
欧
医
学
に
影
響
力
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
況

に
よ
う
や
く
変
化
の
兆
し
が
訪
れ
る
の
は
、
一
七
世
紀
に
デ
カ
ル
ト

の
機
械
論
的
思
想
が
提
示
さ
れ
、
脳
・
神
経
系
の
解
剖
が
進
め
ら
れ

て
以
降
の
こ
と
だ
っ
た
。
社
会
学
者
ア
ン
ド
ル
ー
・
ス
カ
ル
は
一
八

世
紀
イ
ギ
リ
ス
で
ジ
ョ
ー
ジ
・
チ
ェ
イ
ニ
ー
が
な
し
た
仕
事
の
イ
ン

パ
ク
ト
を
強
調
し
て
い
る
。

ま
ず
何
よ
り
も
大
事
な
の
は
、
ヴ
ェ
イ
パ
ー
ズ
で
あ
れ
ス
プ

リ
ー
ン
で
あ
れ
、
は
た
ま
た
ヒ
ス
テ
リ
ア
で
あ
れ
ヒ
ポ
コ
ン
ド

リ
ア
で
あ
れ
、
チ
ェ
イ
ニ
ー
が
こ
れ
ら
を
想
像
病
な
ど
で
は
な

く
紛
れ
も
な
い
現
実
の
病
気
だ
と
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し

か
も
彼
は
そ
の
原
因
を
、
当
時
最
先
端
の
医
学
者
た
ち
が
ヒ
ポ

ク
ラ
テ
ス
派
や
ガ
レ
ノ
ス
の
体
液
医
学
に
代
わ
る
人
体
の
新
た

な
生
命
原
理
と
目
し
始
め
て
い
た
器
官
、
す
な
わ
ち
神
経
に
求

め
た︶

4
︵

。

チ
ェ
イ
ニ
ー
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
の
食
餌
療
法
を
専
門
と
す

る
医
師
だ
っ
た
。
彼
は
﹁
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
病
﹂English m

alady

と

い
う
造
語
を
一
七
三
三
年
に
生
み
出
し
つ
つ
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
や
ヒ
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一
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
で
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
の
は
、
後
に
ロ
マ

ン
派
精
神
医
学
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
一
派
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主

義
は
一
般
に
、
啓
蒙
主
義
と
理
性
の
哲
学
に
対
す
る
文
化
的
反
動
と

も
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
と
精
神
医
学
の
分
野
に
話
を
限
れ
ば
、

理
性
や
意
識
と
い
っ
た
概
念
の
助
け
な
し
に
正
常
な
精
神
に
つ
い
て

語
る
の
は
、
ま
だ
ま
だ
困
難
な
時
代
だ
っ
た
。

精
神
医
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
は
、
意
識
こ
そ
が
人
間
存
在
を
植
物
や
動

物
か
ら
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
つ
つ
、
意
識
の
最
低
段
階
を

﹁
子
ど
も
﹂
や
﹁
野
蛮
人
﹂
の
持
つ
世
界
意
識W

elt(-)bew
usstsein

に
見
て
い
た
。
す
な
わ
ち
外
界
の
環
境
か
ら
快
感
ま
た
は
不
快
を
受

け
取
る
だ
け
の
、
受
動
的
で
享
楽
的
な
段
階
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く

第
二
段
階
は
、
悟
性
の
目
覚
め
と
自
己
意
識Selbst(-)bew

usstsein

の
段
階
で
あ
る
。﹁
こ
の
自
己
意
識
が
あ
る
と
、
ま
る
で
焦
点
に
集

め
る
よ
う
に
、
人
間
は
そ
の
全
存
在
を
、
身
体
と
心
と
を
、
集
結
統

合
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
合
一
し
た
、
ば
ら
ば
ら
に
で
き
な
い
全

体
こ
そ
が
自
我Ich

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
間
は
不

可
分
の
個
人
と
な
る︶

6
︵

﹂。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
延
長
線
上
に
現
れ
る
意
識
の
最
高
段
階
が
良

心G
ew

issen

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
道
徳
的
な
善
悪
の
判
断
を
司
る

意
識
で
あ
り
、
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
は
こ
れ
を
、
あ
ら
ゆ
る
者
に
そ
の
萌

芽
は
あ
る
も
の
の
、
た
い
て
い
の
者
に
お
い
て
は
（
所
有
欲
や
生
存

欲
と
い
っ
た
）
利
己
的
な
自
己
意
識
に
埋
没
し
て
し
ま
う
も
の
と
位

置
づ
け
て
い
た
。﹁
良
心
、
す
な
わ
ち
我
々
の
自
我
の
中
の
こ
の
よ

う
一
貫
し
た
態
度
で
あ
り
、
狂
気
は
そ
こ
か
ら
完
全
に
一
線
を
画
す

る
何
か
だ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
例
え
ば
普
段
は
正
常
者
と
し
て
振

る
舞
う
が
、
そ
の
裏
で
密
か
に
狂
気
の
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
時
と

場
合
に
よ
っ
て
そ
れ
が
表
出
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な﹁
隠
れ
た
狂
気
﹂

の
モ
デ
ル
は
ま
だ
影
も
形
も
な
か
っ
た
。
ま
た
同
様
に
、
あ
る
面
で

は
正
常
だ
が
あ
る
面
で
は
異
常
で
あ
る
と
い
っ
た
、
一
九
世
紀
以
降

に
現
れ
る
部
分
的
狂
気
の
モ
デ
ル
も
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。

転
換
期
は
一
八
世
紀
の
末
に
訪
れ
る
が
、
こ
の
時
の
キ
ー
ワ
ー
ド

も
や
は
り
神
経
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ク
サ
ヴ
ィ
エ
・
ビ
シ
ャ

に
よ
る
無
意
識
的
な
反
射
動
作
へ
の
注
目
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
バ
ニ

ス
に
よ
る
人
間
精
神
へ
の
生
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
っ
た
も
の
が

先
鞭
を
つ
け
る
。そ
う
し
て
、当
時
よ
う
や
く
黎
明
を
迎
え
つ
つ
あ
っ

た
近
代
精
神
医
学
の
分
野
で
は
、
ピ
ネ
ル
や
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
と
い
っ

た
初
期
の
巨
人
た
ち
の
指
導
下
で
、神
経
学
・
生
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
と
哲
学
・
心
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
双
方
が
許
容
さ
れ
る
よ
う

な
空
気
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
時
ま
た
、
一
八
世

紀
ま
で
の
西
欧
に
お
い
て
ど
こ
か
ヒ
ト
で
は
な
い
も
の
と
す
ら
考
え

ら
れ
て
い
た
狂
気
が
―
―
精
神
の
疾
患
と
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
で
―

―
そ
の
立
ち
位
置
を
変
化
さ
せ
始
め
て
い
る
点
に
も
注
意
が
必
要
で

あ
る
。
一
九
世
紀
前
半
と
は
、
狂
気
治
療
の
方
法
の
確
立
を
め
ざ
し

て
、
ほ
ぼ
手
探
り
の
状
況
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
模
索
さ
れ
た

時
期
で
も
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
ピ
ネ
ル
や
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
が
出
た
の
と
同
じ
頃
、
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ト
は
こ
の
語
を
自
我Ich

お
よ
び
自
己
意
識
―
―
カ
ン
ト
の
統
覚

A
pperzeption 

―
―
と
同
じ
意
味
で
用
い
て
お
り
、
こ
う
し
た
意
味

で
彼
は
啓
蒙
の
哲
学
を
基
盤
に
立
論
を
行
っ
て
い
た
。
だ
が
他
方
で

こ
の
（
不
可
分
の
）
個
人
と
い
う
術
語
に
は
、（
理
性
の
重
要
性
を

強
調
す
る
あ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
押
し

込
ん
で
し
ま
っ
た
）
啓
蒙
主
義
に
反
発
す
る
形
で
、
個
人
的
な
も
の

や
個
別
性
を
重
視
す
る
に
至
っ
た
ロ
マ
ン
主
義
的
な
傾
向
も
入
り

込
ん
で
お
り
、
両
者
の
奇
妙
な
合
流
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
。

初
め
て
﹁
精
神
の
医
師
﹂psychischer A

rzt

を
名
乗
り
、
ま
た
優

れ
た
臨
床
家
で
も
あ
っ
た
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
が
、
一
人
一
人
の
患
者
が

示
す
あ
ま
り
に
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
だ
症
状
に
つ
い
て
意
識

し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
の
精
神
医

学
に
個
人
差
の
よ
う
な
も
の
へ
の
関
心
が
生
ま
れ
る
の
は
、
ど
こ
か

時
代
の
要
請
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
こ
の

時
彼
が
参
照
し
た
の
は
、気
質Tem

peram
ent

と
い
う
古
い
概
念
だ
っ

た
。﹁
要
す
る
に
心
情
の
興
奮
性
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
大
き
い
も
の
と

か
少
な
い
も
の
と
か
が
、
い
わ
ゆ
る
粘
液
質
、
多
血
質
、
胆
汁
質

の
気
質
な
ど
と
き
ち
ん
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
我
々
は
認
め
る︶

10
︵

﹂。

一
九
世
紀
に
な
っ
て
な
お
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
学
派
の
四
体
液
説
は
完

全
に
は
否
定
さ
れ
ず
、
そ
の
影
響
力
を
残
し
て
い
た︶

11
︵

。
こ
れ
は
裏
返

し
て
言
え
ば
、
個
人
差
や
個
体
差
に
十
分
な
説
明
を
与
え
る
他
の
統

合
的
理
論
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
者
、
外
か
ら
我
々
の
所
へ
く
る
の
で
な
く
、（
⋮
）
中
か
ら
く
る

こ
の
よ
そ
者
は
、
こ
の
我
々
の
自
我
の
中
で
警
告
者
、
忠
告
者
、
あ

る
べ
き
で
あ
る
が
世
界
の
中
に
も
我
々
の
中
に
も
今
は
な
い
も
の
を

要
求
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る︶

7
︵

﹂。

低
次
か
ら
高
次
へ
と
向
か
う
こ
う
し
た
発
達
段
階
論
的
な
モ
デ
ル

が
、
現
代
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
の
説
得
力
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
の

は
、
ひ
と
え
に
そ
の
明
快
さ
と
適
用
範
囲
の
広
さ
に
負
う
と
こ
ろ
も

大
き
い
。
た
だ
し
そ
れ
で
も
、
こ
こ
に
後
の
フ
ロ
イ
ト
の
第
二
局
所

論
（
エ
ス
・
自
我
・
超
自
我
）
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
出
現
し
て
い
る

の
は
確
か
で
あ
る
。
ラ
イ
ル
や
イ
ー
デ
ラ
ー
ら
と
あ
わ
せ
、
こ
の
時

期
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
精
神
医
学
が
、
ブ
ロ
イ
ラ
ー
、
フ
ロ
イ
ト
、

ユ
ン
グ
ら
の
理
論
的
発
見
お
よ
び
力
動
精
神
医
学
の
﹁
忘
れ
ら
れ
た

源
泉
﹂
で
あ
る
と
し
た
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
見
立
て
は
お
そ
ら
く
正

し
い︶

8
︵

。
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
は
、
精
神
疾
患
の
原
因
を
道
徳
的
そ
し
て
宗

教
的
な
﹁
悪
﹂
に
帰
着
さ
せ
た
こ
と
で
後
世
の
評
価
を
大
き
く
下
げ

た
も
の
の︶

9
︵

、
や
は
り
精
神
医
学
に
重
要
な
遺
産
を
遺
し
た
人
物
の
一

人
で
あ
る
と
言
え
る
。

ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
が
好
ん
で
用
い
た
﹁（
不
可
分
の
）
個
人
﹂

Individuum

と
い
う
術
語
に
は
、
語
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
そ
れ
以

上
は
分
割
（divide

）
で
き
な
い
何
か
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
明
確

に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
人
間
存
在
の
精
神
と
身
体
の
不

可
分
を
謳
い
つ
つ
、
精
神
疾
患
を
あ
く
ま
で
全
人
格
的
な
病
と
捉

え
る
と
い
う
彼
の
基
本
的
態
度
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
ハ
イ
ン
ロ
ー
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﹁
道
徳
的
狂
気folie m

orale

﹂
等
︶々
15
︵

、
力
点
の
違
い
は
あ
れ
ど
も
、
端

的
に
言
え
ば
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
知
性
に
も
意
志
に
も
問
題
は
な
く
、

妄
想
も
生
じ
て
お
ら
ず
、
た
だ
情
動
面
あ
る
い
は
道
徳
面
で
の
深
刻

な
問
題
を
抱
え
て
い
て
、
そ
う
し
て
逸
脱
行
動
に
走
っ
て
し
ま
う
よ

う
な
ケ
ー
ス
を
扱
う
べ
く
用
意
さ
れ
た
概
念
だ
っ
た
。
ダ
ル
モ
ン
の

指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
概
念
の
乱
立
状
況
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・

モ
レ
ル
の
変
質dégénérescence

論
（1857

）
の
登
場
に
よ
っ
て
収

束
に
向
か
う
。
つ
ま
り
モ
レ
ル
は
、
こ
う
し
た
明
晰
な
知
能
を
持
っ

た
逸
脱
者
た
ち
を
、
精
神
病
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
確
か
に
病
的

で
あ
る
よ
う
な
存
在
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
言
え
ば
、
何
か
し
ら
の

遺
伝
的
欠
陥
を
抱
え
た
﹁
退
化
し
た
﹂
人
々
と
み
な
し
た
の
だ
っ
た︶

16
︵

。

こ
の
変
質
論
は
、
進
化
論
の
流
行
に
も
支
え
ら
れ
つ
つ
一
九
世
紀

後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
や
ス

ペ
ン
サ
ー
の
学
説
が
受
容
さ
れ
る
の
は
も
う
少
し
後
の
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
や
や
雑
駁
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
向
か

う
単
線
的
発
展
の
尺
度
上
に
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
再
配
置
し
て
し
ま
う

進
化
論
学
説
は
、
近
代
化
の
最
中
に
あ
っ
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社

会
、
お
よ
び
そ
の
進
歩
主
義
的
な
時
代
の
空
気
に
あ
ま
り
に
も
合
致

し
て
い
た
と
も
言
え
る
。

ド
イ
ツ
で
は
一
九
世
紀
の
末
ま
で
に
、
ユ
リ
ウ
ス
・
コ
ッ
ホ
、
パ

ウ
ル
・
メ
ー
ビ
ウ
ス
と
い
っ
た
（
モ
レ
ル
や
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
学
説

の
影
響
を
受
け
た
）精
神
科
医
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、あ
る
い
は
マ
ッ

ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
の
よ
う
な
文
筆
家
の
手
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
か

や
や
細
部
ま
で
立
ち
入
っ
て
お
く
と
、ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
の
学
説
は
、

こ
の
気
質
に
よ
る
活
発
性
の
大
小
を
ベ
ー
ス
に
、
第
二
要
素
と
し
て

各
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
大
小
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
心
の
障
害
の
内

的
要
素
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た︶

12
︵

。
以
下
に
少
し
例
を
挙

げ
て
お
こ
う
。﹁
う
ぬ
ぼ
れ
の
思
い
上
っ
た
、
虚
栄
心
の
強
い
、
自

負
し
た
人
間
﹂（
誇
大
妄
想
症
）、﹁
子
供
の
ね
じ
け
た
、
た
わ
め
に

く
い
性
分
﹂（
躁
暴
症
）、﹁
頑
丈
な
、
が
っ
ち
り
し
た
体
質
の
人
で
、

活
発
な
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
気
質
﹂（
全
般
的
躁
暴
症
）、﹁
生
れ

つ
き
怖
が
り
の
、内
気
の
、弱
い
心
の
人
﹂（
痴
鈍
症
を
伴
う
憂
鬱
症
）

な
ど︶

13
︵

、
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
に
お
い
て
は
疾
患
の
種
別
に
応
じ
、
罹
患
し

や
す
い
タ
イ
プ
の
具
体
例
が
、
前
駆Vorläufer

（
前
兆
）
の
一
部
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
精
神
疾
患
を
あ
く
ま
で
﹁
不

可
分
な
個
人
﹂
の
全
人
格
的
な
病
と
捉
え
て
い
た
彼
に
と
っ
て
、
そ

の
人
物
が
﹁
ど
ん
な
人
物
﹂
か
は
軽
視
で
き
な
い
点
で
あ
っ
た︶

14
︵

。

三　

�

精
神
病
に
準
じ
る
何
か
と
し
て
の
精
神
病
質
：

　
　

コ
ッ
ホ
と
ク
レ
ペ
リ
ン

正
常
と
狂
気
の
中
間
領
域
の
問
題
は
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
特

に
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
議
論
さ
れ
る
。
ピ
ネ
ル
の
﹁
せ
ん
妄
な
き
躁

病m
anie sans délire

﹂、
そ
れ
を
含
み
込
む
形
で
提
示
さ
れ
た
エ
ス

キ
ロ
ー
ル
の
モ
ノ
マ
ニ
ー
、
さ
ら
に
こ
れ
を
批
判
す
る
形
で
現
れ
た

ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ァ
ル
レ
の
﹁
理
性
あ
る
狂
気folie raisonnante

﹂
や



101

正常と異常の中間領域

き
は
中
間
項
に
位
置
す
る
重
荷
で
あ
る
。
少
し
細
部
に
立
ち
入
っ
て

具
体
例
を
紹
介
し
て
お
く
な
ら
ば
、
コ
ッ
ホ
が
そ
こ
で
遺
伝
的
重
荷

の
症
候
と
し
て
挙
げ
て
い
た
も
の
は
、
苛
立
ち
や
す
さ
、
均
衡
を
欠

い
た
性
格︶

20
︵

、
自
己
中
心
的
な
考
え
、
衝
動
的
な
考
え
や
振
る
舞
い
、

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た︶

21
︵

。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
の
後
、
ド
イ
ツ
で
は
ク
レ
ペ
リ
ン
が
、
メ
ー

ビ
ウ
ス
の
内
因
概
念
を
継
承
し
な
が
ら
精
神
疾
患
の
巨
大
な
分
類
表

を
作
り
上
げ
る
。
そ
の
時
出
現
し
た
の
が
、
有
名
な
精
神
病
質
人
格

psychopathische Persönlichkeit

の
概
念
お
よ
び
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

あ
っ
た
。
ク
レ
ペ
リ
ン
が
医
学
生
向
け
に
著
し
た
教
科
書
﹃
精
神
医

学
教
本
﹄
に
お
い
て
こ
の
概
念
が
出
現
し
た
の
は
、
ク
ロ
ッ
ク
に
よ

れ
ば
一
九
〇
四
年
の
第
七
版
か
ら
で
あ
り
、こ
の
時
の
下
位
類
型
は
、

生
来
性
犯
罪
者
、
不
安
定
者
、
虚
言
者
と
詐
欺
師
、
不
満
家
の
四
つ

だ
っ
た︶

22
︵

。
集
大
成
と
な
っ
た
第
八
版
（
第
四
巻
、
一
九
一
五
年
）
で

は
そ
れ
が
、
興
奮
者
、
軽
佻
者
、
欲
動
者
、
奇
矯
者
、
虚
言
者
と
詐

欺
師
、
社
会
敵
対
者
（
反
社
会
的
人
格
）、
好
争
者
の
七
つ
に
拡
大

さ
れ
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
記
述
も
大
幅
に
充
実
さ
せ
ら
れ
た︶

23
︵

。

興
味
深
い
の
は
こ
の
時
、
ク
レ
ペ
リ
ン
が
コ
ッ
ホ
か
ら
精
神
病
質

の
概
念
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
な
が
ら
も
﹁
低
格M

inderw
ertigkeit

﹂

と
い
う
術
語
を
用
い
ず
、
代
わ
り
に
﹁
人
格Persönlichkeit

﹂
の
語

を
選
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
上
で
見
た
よ
う
に
精
神
病
質
（psycho-

pathisch
：
精
神
病
的
な
）
の
語
に
は
、
正
常
と
異
常
の
﹁
あ
い
だ
﹂

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、
他
方
で
低
格
の
語
に
は
劣
化
と
退
化
の
色

ら
変
質D

egeneration, Entartung

論
が
輸
入
さ
れ
紹
介
さ
れ
た︶

17
︵

。

ユ
リ
ウ
ス
・
コ
ッ
ホ
は
一
八
九
〇
年
代
の
初
め
に
、
三
巻
か
ら
な

る
大
著
﹃
精
神
病
質
低
格D

ie psychopathischen M
inderwertigkeiten

﹄

（1891- 1893
）
を
刊
行
し
て
い
る
。﹁
精
神
病
質
﹂
は
、
誰
が
初
め

て
用
い
た
表
現
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
ク
ラ
フ
ト
・

エ
ー
ビ
ン
グ
（1886
）
の
﹃
性
の
精
神
病
理Psychopathia Sexual

︶
18
︵is

﹄

以
降
有
名
に
な
っ
た
語
で
、
精
神psycho

の
病
理pathos

に
準
ず

る
も
の-isch

（
～
の
よ
う
な
も
の
、
～
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
）
を
指

し
て
い
た
。
ま
た
﹁
低
格
﹂
と
は
こ
の
場
合
、
質
的
な
変
性
・
劣
化

を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
コ
ッ
ホ
は
モ
レ
ル
の
変
質
論
の
影
響
を
強

く
受
け
な
が
ら
、
こ
の
著
作
の
第
一
巻
の
冒
頭
で
、
精
神
病
質
低
格

を
﹁
遺
伝
性
の
も
の
で
あ
れ
後
天
性
の
も
の
で
あ
れ
、
人
の
個
人
的

生
活
に
影
響
を
与
え
る
心
的
な
不
規
則
性R

egelw
idrigkeit

﹂、
つ

ま
り
メ
ン
タ
ル
面
の
イ
レ
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
と
位
置
づ
け
た
。
そ
れ
は

最
悪
の
場
合
で
も
精
神
病
に
は
数
え
ら
れ
な
い
が
、
他
方
で
最
良
の

場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
者
は
心
身
が
健

全
で
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
と
い
う︶

19
︵

。

コ
ッ
ホ
は
こ
の
精
神
病
質
低
格
を
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
、

軽
度
の
も
の
、
す
な
わ
ち
正
常
に
近
い
も
の
か
ら
順
に
素
質

（D
isposition

：
傾
向
）、
重
荷
（B

elastung

：
背
負
っ
て
い
る
も
の
）、

変
質
（D
egeneration

：
退
化
）
と
呼
ん
だ
。
最
も
軽
度
の
素
質
に

は
少
年
期
の
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
傾
向
な
ど
が
含
ま
れ
、
逆
に
最
も
重
度

の
変
質
は
モ
レ
ル
の
学
説
を
踏
襲
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
注
目
す
べ
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て
い
た
痕
跡
が
あ
る
。あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、コ
ッ

ホ
や
ク
レ
ペ
リ
ン
が
用
い
た
精
神
病
質
の
概
念
が
モ
レ
ル
の
変
質
概

念
の
密
か
な
後
継
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
と
は
別
に
、
人
格
概
念
も
ま

た
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
精
神
医
学
と
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
精
神
医
学

と
の
重
要
な
接
続
路
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

内
容
面
の
変
遷
に
着
目
し
て
み
る
と
、
Ｄ
Ｓ
Ｍ
の
﹁
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
障
害
﹂（
旧
訳
で
は
人
格
障
害
）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
、
今
日
の
精
神
医
学
に
お
け
る
人
格
は
、
主
に
二
〇

世
紀
以
降
の
ア
メ
リ
カ
心
理
学
を
ベ
ー
ス
と
し
た
、
ど
こ
か
性
格

類
型
の
色
彩
を
伴
っ
た
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
つ
て

の
用
法
は
こ
れ
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

心
理
学
で
は
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
人
格
（
独Persönlichkeit

、
仏

personnalité

）
は
自
我
（
独das Ich

、仏le m
oi

）
の
同
義
語
で
あ
り
、

つ
ま
り
一
八
一
八
年
の
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
同
様
、
明
晰
な
自
己
意
識
の

こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
統

覚
は
（
認
識
の
能
力
た
る
）
悟
性
の
綜
合
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

し
、
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
に
お
け
る
自
我
も
、
あ
く
ま
で
分
割
不
可
能
な

も
の
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
の
後
半

に
な
る
と
、
こ
の
暗
黙
の
前
提
に
対
し
て
、
不
意
に
大
き
な
楔
が
打

ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
―
―
﹁
二
重
人
格
﹂
お
よ
び
﹁
多
重
人
格
﹂

の
発
見
が
そ
れ
で
あ
る
。

エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
西
欧
で
は
一
八
世
紀
末
以
降
に

多
重
人
格
の
症
例
報
告
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の

彩
が
強
く
現
れ
て
い
た
。
先
ほ
ど
の
﹃
精
神
医
学
教
本
﹄
第
七
版
の

精
神
病
質
人
格
リ
ス
ト
の
冒
頭
に
﹁
生
来
性
犯
罪
者
﹂
が
挙
げ
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に︶

24
︵

、
ク
レ
ペ
リ
ン
は
ロ
ン
ブ
ロ
ー

ゾ
ら
の
学
説
に
早
く
か
ら
親
し
み
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
輸
入
さ
れ
た
変

質
論
に
も
大
き
な
興
味
を
抱
い
て
い
た
が
、
他
方
で
と
も
す
れ
ば
あ

ら
ゆ
る
病
理
現
象
を
遺
伝
因
と
し
て
処
理
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
極

端
な
変
質
＝
退
化
論
に
は
、
一
定
の
距
離
を
取
っ
て
い
た
様
子
も
伺

い
知
れ
る
。

さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
言
う
な
ら
ば
、
ク
レ
ペ
リ
ン
が
こ
こ

で
人
格
の
語
を
採
用
し
た
の
は
、
実
は
少
し
奇
妙
な
こ
と
で
も
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
一
八
九
〇

年
代
の
コ
ッ
ホ
も
メ
ー
ビ
ウ
ス
も
、
人
格
の
語
を
ほ
と
ん
ど
用
い
て

い
な
い
か
ら
だ
。
全
く
用
い
な
い
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
そ
の
使
用

頻
度
は
極
め
て
低
く
、
彼
ら
は
む
し
ろ
（
異
常
）
性
格A

bnorm
e 

C
harakter

の
語
を
好
ん
で
用
い
て
い
た
。
ク
レ
ペ
リ
ン
は
な
ぜ
あ

え
て
（
精
神
病
質
）
性
格
で
は
な
く
、
人
格
の
語
を
選
ん
だ
の
だ
ろ

う
か
。

四　

人
格
概
念
を
め
ぐ
っ
て
：
リ
ボ
ー
と
ジ
ャ
ネ

こ
こ
か
ら
は
当
時
の
人
格
概
念
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
。
ラ
テ
ン
語
の
ペ
ル
ソ
ナpersona

を
起
源
に
も
つ
人
格
の

語
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
よ
く
使
わ
れ



103

正常と異常の中間領域

す
る
上
位
の
審
級
で
あ
り
続
け
た
し
、
人
格
は
そ
の
同
義
語
と
し
て

用
い
ら
れ
続
け
て
は
い
た
が
、
他
方
で
一
八
八
〇
年
代
以
降
に
は
、

そ
う
し
た
古
く
か
ら
の
用
法
と
は
若
干
の
齟
齬
を
き
た
す
よ
う
な
物

言
い
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

当
時
の
心
理
学
に
人
格
の
同
一
性
の
問
題
が
浮
上
し
た
の
は
、
上

述
の
点
に
鑑
み
れ
ば
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
。
リ
ボ
ー
は
同
一
性

の
概
念
そ
の
も
の
の
守
備
範
囲
を
や
や
押
し
拡
げ
る
こ
と
で
、
こ
の

ア
ポ
リ
ア
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
。

客
観
的
か
つ
主
観
的
に
見
て
人
格
の
特
徴
と
は
、
時
間
に
お

け
る
こ
の
連
続
性
に
、
ま
た
我
々
が
同
一
性identité

と
呼
ぶ

こ
の
永
続
性
に
あ
る
―
―
［*

こ
の
仮
説
は
］
こ
こ
で
繰
り
返

す
に
は
あ
ま
り
に
よ
く
知
ら
れ
た
理
由
に
よ
り
、
有
機
体
に
お

い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。（
⋮
）
あ
ら
ゆ
る
高
等
生
物
は
そ
の

複
雑
性
に
お
い
て
単
一
で
あ
る
と
い
う
こ
の
指
摘
は
、
少
な
く

と
も
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
書
物
と
同
じ
く
ら
い
古
い
が
、
ビ
シ
ャ

以
降
こ
の
統
一
性unité

を
不
可
解
な
生
命
原
理
へ
と
帰
す
る

者
は
誰
も
い
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
あ
る
人
々
は
、
こ
の
目

ま
ぐ
る
し
く
切
れ
目
の
な
い
分
子
の
刷
新
を
重
く
見
て
、
い
っ

た
い
同
一
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
尋
ね
る
。だ
が
実
際
に
は
、

誰
も
が
有
機
体
の
こ
の
同
一
性
を
信
じ
て
い
る
し
、
ま
た
そ
れ

を
事
実
と
し
て
認
め
て
い
た
り
す
る
。
同
一
性
と
は
、
不
動
で

あ
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る︶

29
︵

。

研
究
が
本
格
化
し
た
の
は
一
八
八
〇
年
代
以
降
の
こ
と
だ
っ
た︶

25
︵

。

一
八
八
五
年
に
﹃
人
格
の
病
﹄
を
著
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
心
理
学
者
テ

オ
デ
ュ
ー
ル
・
リ
ボ
ー
は
、
自
我
が
高
次
の
心
的
機
能
で
あ
る
こ
と

は
認
め
つ
つ
も
、
従
来
の
形
而
上
学
的
な
心
理
学
に
お
い
て
は
自
我

の
単
一
性
・
同
一
性
が
自
明
視
さ
れ
て
い
た
点
を
批
判
し
て
、
実
証

主
義
的
心
理
学
の
立
場
か
ら
二
重
人
格double personnalité

の
分

析
へ
と
取
り
掛
か
る︶

26
︵

。
ま
た
、後
に
（
一
九
〇
二
年
）
コ
レ
ー
ジ
ュ
・

ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
実
験
心
理
学
講
座
の
教
授
職
を
リ
ボ
ー
か
ら
受
け

継
ぐ
こ
と
に
な
る
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
も
、
彼
の
﹃
心
理
学
的
自
動

症L ՚autom
atism

e psychologique
﹄
の
第
二
版
序
文
（1894

）
に

お
い
て
、
自
我
と
人
格
を
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
用
い
つ
つ
、
心
理
自

動
症
現
象
の
主
要
な
問
題
と
し
て
、
や
は
り
人
格
の
分
割division

や
二
重
化dédoublem

ent

を
議
論
の
俎
上
に
上
げ
て
い
た︶

27
︵

。

こ
の
よ
う
に
一
九
世
紀
の
末
期
に
、
自
我
と
人
格
は
重
な
り
合
う

部
分
を
残
し
た
ま
ま
、
静
か
に
距
離
を
取
り
始
め
て
い
た
。
例
え
ば

一
人
の
個
人individu

は
一
つ
の
自
意
識
（
自
我
）
を
持
つ
が
、
場

合
に
よ
っ
て
複
数
の
人
格
を
内
部
に
共
存
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
、
と

い
っ
た
見
方
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る︶

28
︵

。こ
こ
に
お
い
て
、

カ
ン
ト
や
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
（1903

）
の
よ
う
な
、
時
に
は

政
治
的
文
脈
と
も
結
び
つ
く
形
で
の
人
格
主
義（
ペ
ル
ソ
ナ
リ
ズ
ム
）

と
は
ま
た
少
し
位
相
の
ず
れ
た
と
こ
ろ
で
、
新
た
に
心
理
学
の
人
格

概
念
が
形
成
さ
れ
始
め
た
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
リ

ボ
ー
に
お
い
て
も
ジ
ャ
ネ
に
お
い
て
も
、
自
我
は
心
的
機
能
を
統
合
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い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。（
⋮
）
あ
る
人
た
ち
に
は
視
覚
が
、

ま
た
別
の
人
た
ち
に
は
咽
頭
の
運
動
感
覚
が
、
ま
た
あ
る
人
た

ち
に
は
手
足
の
運
動
イ
メ
ー
ジ
が
、
さ
ら
に
別
の
人
た
ち
に
は

飢
え
や
渇
き
の
感
情
が
、
欠
落
す
る
。（
中
略
）

こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
構
成
体
は
遠
か
ら
ず
解
体
し
、
正
常

な
生
を
形
づ
く
っ
て
い
た
完
成
度
の
高
い
古
い
構
成
体
が
再
び

現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
偶
然
の
も
と

で
多
く
の
知
的
原
子
が
出
合
い
、
よ
り
完
璧
で
安
定
し
た
構
成

体
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
想
像
さ
れ
よ
う
。
新
し
い
心
理
学
的

存
在
の
出
現
で
あ
る
。（
⋮
）
多
く
の
心
理
学
的
な
原
初
的
要

素
が
、こ
れ
ま
で
と
は
別
な
と
こ
ろ
を
中
心
に
し
て
結
び
つ
く
。

こ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る︶

30
︵

。

一
八
八
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
に
は
、
一
人
の
個
人
の
中
に
第
二
、

第
三
の
人
格
を
宿
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
の
だ

が
、
そ
こ
で
人
格
は
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
人
物
の
認
知
お
よ
び
行
動

傾
向
に
見
ら
れ
る
中
小
規
模
の
ま
と
ま
り
と
一
貫
性
の
こ
と
を
指
す

に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
、
よ
り
具
体
性
の
高
い
分
析
概
念
の
位
置
に
ま

で
後
退
し
て
い
る
。ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
の
時
代
の
、抽
象
度
の
高
い﹁（
不

可
分
な
）
個
人
﹂
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
隔
世
の
感
が
あ
る
と
も
言
え

る
が
、
こ
の
変
化
は
、
か
つ
て
理
性
の
不
在
と
し
て
大
雑
把
に
扱
わ

れ
て
い
た
精
神
病
理
現
象
に
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
た
こ
と
の
結
果
で
も
あ
っ
た
。

リ
ボ
ー
は
こ
の
よ
う
に
、
同
一
性
概
念
ひ
い
て
は
人
格
概
念
に
し

な
や
か
な
強
度
を
付
け
加
え
て
み
せ
た
。
川
の
流
れ
が
日
々
同
じ
に

見
え
つ
つ
も
、流
れ
て
い
る
水
は
常
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、

あ
る
い
は
テ
セ
ウ
ス
の
方
舟
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
よ
う
に
、
彼
は
あ
る

種
の
新
陳
代
謝
モ
デ
ル
に
訴
え
る
こ
と
で
人
格
に
動
態
的
（
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
）
な
同
一
性
と
い
う
免
罪
符
を
付
与
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
う

な
る
と
人
格
は
、
そ
の
人
物
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
の
傾
向
、
あ

る
い
は
行
動
傾
向
と
い
っ
た
、
日
々
全
く
同
一
で
は
な
い
に
せ
よ
、

あ
る
種
の
慣
性
の
作
用
に
よ
っ
て
高
確
率
で
繰
り
返
し
発
現
す
る

（
レ
ギ
ュ
リ
エ
ー
ル
な
）
事
象
を
含
み
込
む
概
念
と
な
っ
て
い
く
。

他
方
で
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
は
も
っ
と
は
っ
き
り
と
、
人
格
の
本

質
が
そ
の
安
定
性
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
（
ヒ
ス
テ

リ
ー
朦
朧
状
態
に
あ
っ
て
別
人
格
を
出
現
さ
せ
る
）
モ
ル
ジ
ー
ヌ
地

方
の
憑
依
者
た
ち
を
例
に
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

娘
た
ち
は
悪
魔
の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
が
、
い
つ
も

は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
相
互
に
異
な
っ
た
別

の
存
在
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ヒ
ス
テ
リ
ー

朦
朧
状
態
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
現
象
を
呈
す
る
と
い
っ
て

よ
い
。（
中
略
）

一
般
に
こ
の
種
の
発
作
は
、
短
時
間
し
か
持
続
し
な
い
。
そ
れ

は
、
こ
こ
で
出
現
す
る
人
格
が
ま
だ
十
分
に
完
成
さ
れ
て
い
な
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こ
ろ
が
一
八
八
九
年
の
第
二
回
パ
リ
大
会
で
は
、
犯
罪
の
遺
伝
因
を

あ
ま
り
に
強
調
す
る
イ
タ
リ
ア
学
派
に
対
し
て
、
マ
ヌ
ヴ
リ
エ
や
ラ

カ
サ
ー
ニ
ュ
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
犯
罪
人
類
学
者
た
ち
か
ら
手
厳

し
い
批
判
が
飛
び
、
激
し
い
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
こ
の
第
三
回

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
大
会
は
、
し
た
が
っ
て
、
遺
伝
因
（
イ
タ
リ
ア
学
派
）

と
環
境
因
（
フ
ラ
ン
ス
学
派
）
の
全
面
対
決
の
場
と
な
る
こ
と
が
早

く
か
ら
予
想
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
直
前
に
な
っ
て
イ
タ
リ
ア
学
派

が
全
員
欠
席
の
旨
を
知
ら
せ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

大
会
は
、
予
定
通
り
八
月
七
日
に
開
会
式
を
行
っ
て
ス
タ
ー
ト
す

る
。
翌
八
日
の
午
前
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
―
―
こ
の
枠
は
本
来
イ
タ
リ
ア

学
派
が
最
新
の
研
究
結
果
を
披
露
す
る
は
ず
だ
っ
た
―
―
に
お
い
て

ま
ず
壇
上
に
立
っ
た
の
は
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
最
も
高
名
な
精
神
科

医
の
一
人
に
し
て
サ
ン
タ
ン
ヌ
学
派
の
長
、ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
・
マ
ニ
ャ

ン
だ
っ
た
。
モ
レ
ル
の
変
質
論
か
ら
宗
教
色
を
抜
き
去
っ
て
科
学
的

理
論
へ
と
鋳
直
す
こ
と
で
、
一
九
世
紀
末
期
の
変
質
論
の
再
流
行
を

生
み
出
し
た
人
物
で
あ
る
。
フ
ロ
ア
に
は
、
ル
イ
・
ラ
ダ
ム
、
ポ
ー

ル
・
ガ
ル
ニ
エ
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
と
い
っ
た
精
神
科
医
た
ち
が
顔
を

揃
え
て
お
り
、
実
際
こ
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
大
会
は
、
犯
罪
研
究
そ
の

も
の
に
対
し
て
精
神
医
学
が
影
響
力
を
増
し
て
い
く
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ

イ
ン
ト
に
な
っ
た
大
会
で
も
あ
っ
た
。

マ
ニ
ャ
ン
の
﹁
病
的
な
犯
罪
衝
動
﹂
に
関
す
る
報
告
と
長
い
討
議

の
後
、
壇
上
に
は
第
二
報
告
者
と
し
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
病
院
の
医

師
に
し
て
検
死
部
門
の
長
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
が
上
が
っ

や
や
視
点
を
変
え
て
言
う
な
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
意
味
す
る
の

は
、
フ
ラ
ン
ス
心
理
学
で
醸
成
さ
れ
る
人
格
概
念
が
、（
自
我
や
カ

ン
ト
の
統
覚
の
よ
う
な
）
も
と
も
と
の
哲
学
的
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
意

味
合
い
か
ら
や
や
離
れ
、
む
し
ろ
そ
の
人
物
の
行
動
傾
向
や
、
あ
る

い
は
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
る
個
別
で
具
体
的
な
諸
性
質
と
い
っ
た
、

実
証
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ︶

31
︵

に
よ
っ
て
観
察
可
能
な
も
の
と
の
親
和
性

を
持
ち
始
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

五　

�

人
格
概
念
の
拡
大
：
ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
生
物
学
的

ア
プ
ロ
ー
チ

上
述
の
よ
う
な
人
格
概
念
の
拡
大
・
変
容
の
傾
向
は
、
一
九
世
紀

末
期
に
向
か
っ
て
さ
ら
に
加
速
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
以
下
し
ば

ら
く
そ
の
様
子
を
少
し
丁
寧
に
描
写
し
て
み
た
い
。

舞
台
は
一
八
九
二
年
の
ベ
ル
ギ
ー
に
移
る
。
こ
の
年
の
八
月
七
日

か
ら
一
四
日
に
か
け
て
、
第
三
回
国
際
犯
罪
人
類
学
会
が
ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
の
ア
カ
デ
ミ
ー
宮
殿
で
開
催
さ
れ
た
。
大
会
テ
ー
マ
は
﹁
生
物

学
・
社
会
学
と
の
関
連
に
お
け
る
人
間
の
犯
罪
性
に
つ
い
て
﹂
だ
っ

た
。
こ
の
第
三
回
大
会
は
、
一
九
一
一
年
の
第
七
回
ケ
ル
ン
大
会
ま

で
続
け
ら
れ
る
国
際
犯
罪
人
類
学
会
大
会
の
、
前
半
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る︶

32
︵

。一
八
八
五
年
の
第
一
回
ロ
ー
マ
大
会
で
は
、

ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
率
い
る
イ
タ
リ
ア
学
派
が
生
来
性
犯
罪
者
説
を
ひ
っ

さ
げ
て
登
場
し
、
犯
罪
人
類
学
の
成
立
を
華
々
し
く
宣
言
し
た
。
と
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を
及
ぼ
す
の
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
栄
養
摂
取nutrition

こ
そ
が

重
視
さ
れ
る
べ
き
点
な
の
だ
―
―
ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
こ
う
し
た
物
質

主
義
的
な
主
張
は
、
即
座
に
フ
ロ
ア
か
ら
の
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ

れ
た
。
一
方
で
は
人
間
の
（
道
徳
的
）
意
志
の
力
を
全
く
考
慮
し
て

い
な
い
と
、
ま
た
他
方
で
は
社
会
学
的
影
響
を
あ
ま
り
に
軽
視
し
て

い
る
と
論
難
さ
れ
た
の
で
あ
る︶

35
︵

。
確
か
に
食
糧
の
問
題
は
、
モ
レ
ル

の
変
質
論
（1857

）
で
も
扱
わ
れ
て
い
た
（
犯
罪
研
究
に
と
っ
て
あ

る
意
味
で
は
由
緒
正
し
い
）
主
題
で
は
あ
っ
た
し
、
ま
た
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
飢
饉
（
一
八
四
五
︲
一
八
四
九
、
死
者
一
〇
〇
万
人
）
や
ロ
シ

ア
飢
饉
（
一
八
九
一
︲
一
八
九
二
、
死
者
三
七
万
人
）
な
ど
、
一
九

世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
と
っ
て
食
糧
危
機
は
現
実
味
の
あ
る
リ

ス
ク
だ
っ
た
。
た
だ
そ
う
し
た
点
を
差
し
引
い
て
考
え
て
も
、
こ
の

時
の
ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
主
張
は
や
や
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
欠
い
て
い
た

―
―
少
な
く
と
も
当
時
の
精
神
科
医
た
ち
の
目
に
は
そ
う
映
っ
た
よ

う
だ
。

そ
の
三
年
後
の
一
八
九
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
変
質
者
と
均
衡
喪

失
者D

égénérés et déséquilibrés

﹄
に
お
い
て
、
彼
は
自
説
の
修

正
版
を
提
示
し
て
い
る
。
生
物
学
に
立
脚
し
栄
養
摂
取
を
最
重
視
す

る
と
い
う
基
本
的
ス
タ
ン
ス
は
変
化
し
て
い
な
い
が
、
学
会
で
指
摘

を
受
け
た
諸
点
に
も
言
及
が
あ
る
。
と
は
い
え
こ
こ
で
我
々
が
注
視

し
た
い
の
は
、
彼
が
こ
の
大
部
の
著
作
の
冒
頭
を
、
人
格
の
話
か
ら

始
め
て
い
る
点
で
あ
る
。

ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
人
格personnalité hum

aine

た
。
彼
は
当
時
弱
冠
三
四
歳
で
、
お
そ
ら
く
は
（
大
会
主
催
者
の
一

人
に
名
を
連
ね
て
い
た
）
師
ポ
ー
ル
＝
ク
サ
ヴ
ィ
エ
・
エ
ジ
ェ
ー
ル

に
推
挙
さ
れ
て
の
、
イ
タ
リ
ア
学
派
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
穴
を
埋
め
る
急

な
登
壇
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
略
歴
を
ご
く
手
短
か
に
確
認
し
て
お
く

と
、
一
八
五
八
年
に
生
ま
れ
た
彼
は
、
新
聞
へ
の
寄
稿
で
学
費
を
工

面
し
な
が
ら
リ
エ
ー
ジ
ュ
と
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
医
学
を
修
め
、
し
ば

ら
く
医
師
と
し
て
働
い
た
後
に
、
一
八
九
四
年
か
ら
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

自
由
大
学
医
学
部
の
法
医
学
教
授
と
な
る︶

33
︵

。
生
物
学
者
エ
ジ
ェ
ー
ル

に
師
事
し
て
い
た
彼
は
、
基
本
的
に
生
物
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
る

が
、
社
会
問
題
に
強
い
関
心
を
寄
せ
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
学
説
や
フ
ロ

イ
ト
理
論
に
も
高
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
な
お
、
後
世
に
な
っ
て

エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
、
ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
を
幼
児
期
の
性
体
験
の
影
響

に
つ
い
て
最
初
に
指
摘
し
た
人
物
と
し
て
評
価
し
、
ま
た
ダ
ル
モ
ン

は
、
イ
タ
リ
ア
学
派
と
フ
ラ
ン
ス
学
派
の
調
停
に
心
を
砕
い
た
人
物

と
し
て
描
い
て
い
る︶

34
︵

。

さ
て
若
き
日
の
ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
は
、
こ
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
大
舞

台
で
﹁
犯
罪
の
機
能
的
病
因
﹂
と
題
さ
れ
た
報
告
を
行
い
、
自
説
を

展
開
し
た
。
イ
タ
リ
ア
学
派
の
（
ス
テ
ィ
グ
マ
に
関
す
る
）
解
剖
学

的
な
指
摘
は
狭
量
で
あ
り
、
も
っ
と
外
界
す
な
わ
ち
環
境
か
ら
の
影

響
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
き
に
、
犯
罪
に
至
る
動
機
の

裏
に
は
食
欲
、
性
欲
、
社
会
的
欲
求
と
い
っ
た
人
間
の
欲
求
が
あ
る

が
、
人
体
を
形
成
す
る
の
は
食
物
で
あ
る
。
そ
れ
が
精
神
に
も
影
響
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我
々
が
考
え
る
人
格
は
、
人
間
を
器
質
的
か
つ
機
能
的
な
一

つ
の
全
体
と
し
て
形
成
さ
せ
る
何
か
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、

生
命
体
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
も
の
の
作
用
・
反
作
用
の
吟
味
と

い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
。
つ
ま
り
人
格
と
は
、
人
間
存
在
と

外
界
の
あ
い
だ
の
二
重
の
適
応
作
業
の
結
果
な
の
だ
。
言
い
過

ぎ
を
恐
れ
ず
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
人

格
は
、
次
の
二
つ
の
見
地
か
ら
考
察
可
能
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
環

境
か
ら
受
け
た
変
化
に
関
し
て
は
、
生
物
学
的
も
し
く
は
心
理

学
的
な
側
面
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
が
周
囲
を
取
り
巻
く
世
界
に

及
ぼ
し
た
変
容
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
は
、
社
会
学
的
な
側

面
か
ら
［*

人
格
を
眺
め
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
る︶

37
︵

］。

多
少
荒
削
り
な
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
今
日
の
精
神
医
療
を
取
り

巻
く
バ
イ
オ
・
サ
イ
コ
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
考
え
方
の
原
型
が
、
こ
の

時
期
に
す
で
に
出
揃
っ
て
い
る
点
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
エ
ン

リ
コ
・
フ
ェ
ッ
リ
に
も
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
も
と
も

と
は
犯
罪
人
類
学
の
学
派
間
の
対
立
か
ら
生
ま
れ
た
後
世
へ
の
果
実

で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
重
要
な
点
だ
が
、
ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
人
格
概
念
に
は
か

つ
て
の
自
我
や
統
覚
の
概
念
と
同
様
、人
間
精
神
に
﹁
一
つ
の
全
体
﹂

を
確
保
さ
せ
る
上
位
の
心
的
統
合
機
能
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と

多
重
人
格
の
事
例
と
を
考
え
合
わ
せ
た
際
に
発
生
す
る
矛
盾
を
、
彼

は
下
位
人
格
と
い
う
奇
妙
な
補
助
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
乗
り
越
え

は
器
質
と
環
境
の
双
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
で

犯
罪
人
類
学
自
体
が
二
つ
の
学
派
に
分
裂
さ
え
し
た
が
、
両
者
は
相

互
に
関
連
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
連
続
性
が
あ
る
と
い
う
。
彼
は
そ
の

こ
と
を
、
有
機
体
（organism

e

：
生
命
体
）
と
環
境m

ilieu

と
が

お
互
い
を
変
容
さ
せ
合
い
な
が
ら
パ
ラ
レ
ル
に
発
達
す
る
と
い
う
、

進
化
論
の
学
説
を
援
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
っ
た
。
彼
は
、
デ
カ

ル
ト
や
カ
ン
ト
の
意
識
と
自
我
の
哲
学
を
﹁
神
学
的
で
唯
心
論
的

spiritualiste

な
古
い
考
え
方︶

36
︵

﹂
と
退
け
て
、
ラ
マ
ル
ク
や
ダ
ー
ウ
ィ

ン
、
そ
し
て
脳
局
在
論
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
人
間
精
神
に

関
す
る
生
理
学
的
・
生
物
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
推
し
進
め
よ
う
と

す
る
。
そ
こ
で
は
ビ
ネ
ー
や
ジ
ャ
ネ
の
夢
遊
病
お
よ
び
ヒ
ス
テ
リ
ー

に
関
す
る
記
述
を
踏
ま
え
つ
つ
（
意
識
の
み
な
ら
ず
）
無
意
識
ま
で

を
射
程
に
含
み
込
ん
だ
、
ま
た
そ
れ
を
さ
ら
に
越
え
ゆ
く
よ
う
な
形

で
の
、
新
た
な
人
格
・
自
我
の
概
念
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。

人
格
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、こ
う
し
た
［*

ビ
ネ
ー
や
ジ
ャ

ネ
の
］
た
だ
た
だ
心
理
学
的
な
方
法
は
、
我
々
に
限
定
的
な
有

用
性
を
も
た
ら
す
に
過
ぎ
な
い
。
変
質
者
の
グ
ル
ー
プ
は
さ
ま

ざ
ま
な
タ
イ
プ
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
の
特
徴
が
す
べ
て
心

理
学
的
に
解
釈
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。し
た
が
っ
て
我
々
は
、

人
格
に
関
す
る
考
え
方
を
拡
大
し
た
い
。
我
々
は
そ
れ
を
一
つ

の
心
的
実
体
と
み
な
す
代
わ
り
に
一
つ
の
生
物
学
的
実
体
と
考

え
る
。（
中
略
）
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六　

�

結
び
に
代
え
て
：
精
神
病
質
概
念
と
人
格
概
念
の

合
流

本
稿
で
は
こ
こ
ま
で
、
一
九
世
紀
末
期
ま
で
の
精
神
病
質
概
念
お

よ
び
人
格
概
念
の
形
成
と
変
遷
に
つ
い
て
俯
瞰
し
て
き
た
。
以
下

で
は
小
括
を
兼
ね
て
、
先
に
提
示
し
て
あ
っ
た
問
い
、
す
な
わ
ち

一
九
〇
四
年
の
ク
レ
ペ
リ
ン
が
精
神
病
質
に
つ
い
て
書
い
た
時
、
な

ぜ
（
低
格
や
性
格
で
は
な
く
）
人
格
の
語
を
選
ん
だ
か
に
つ
い
て
考

察
を
試
み
る
こ
と
で
本
稿
の
結
び
に
代
え
た
い
。
ま
さ
に
こ
こ
が
精

神
病
質
概
念
と
人
格
概
念
と
の
合
流
地
点
で
あ
っ
た
。

前
提
条
件
か
ら
考
え
て
い
く
と
す
れ
ば
、
精
神
疾
患
の
巨
大
な
分

類
表
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ク
レ
ペ
リ
ン
は
一
九
世
紀
を
通
じ

て
議
論
さ
れ
て
き
た
﹁
正
常
と
異
常
の
中
間
領
域
﹂
の
問
題
を
回
避

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。別
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、

精
神
疾
患
の
遺
伝
研
究
を
試
み
る
に
あ
た
り
、
当
時
広
い
関
心
を
集

め
て
い
た
変
質
論
を
無
視
す
る
こ
と
は
、ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
っ
た
。

そ
う
し
て
ま
ず
彼
は
、
精
神
病
質
人
格
を
（
変
質
論
の
あ
ま
り
の
広

大
さ
と
曖
昧
さ
に
言
及
し
つ
つ
）﹁
明
白
な
病
的
状
態
と
、
ま
だ
健

全
さ
の
範
囲
に
入
る
風
変
り
な
人
格
の
間
の
、
広
い
中
間
領
域
に
あ

る
も
の
﹂
と
位
置
づ
け
る︶

39
︵

。
こ
れ
で
合
流
の
前
提
が
整
う
。

精
神
病
質
の
語
に
関
し
て
は
コ
ッ
ホ
か
ら
直
接
継
承
し
た
形
跡
が

あ
る
が
、
問
題
は
人
格
概
念
の
側
で
あ
る
。
結
論
か
ら
す
れ
ば
、
我
々

は
こ
れ
が
あ
る
種
の
消
極
的
選
択
の
結
果
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え

て
い
た
。
彼
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
や
暗
示
に
よ
る
人
格
変
容
に
つ
い
て
触

れ
た
直
後
に
こ
う
述
べ
る
。

し
た
が
っ
て
人
格
と
は
、
そ
の
見
か
け
上
の
統
一
性
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
下
位
人
格
の
集
ま
りune collection de sous-

personnalités
な
の
で
あ
る
。
自
我
は
代
行
者
た
ち
を
備
え
て

お
り
、
そ
れ
ら
は
頻
繁
か
つ
目
立
た
ぬ
形
で
日
々
の
生
活
領
域

に
割
り
込
ん
で
く
る
。
我
々
に
代
わ
っ
て
歩
き
、
食
べ
、
話
し

て
い
る
の
は
下
位
自
我sous-m

oi

な
の
で
あ
り
、
そ
の
時
我
々

の
真
の
自
我
は
他
ご
と
で
手
が
ふ
さ
が
っ
て
い
る︶

38
︵

。

ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
は
ジ
ャ
ネ
と
同
じ
く
、
普
段
は
表
出
し
な
い
低
位

の
人
格
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
彼
が
（
半
ば
無
意

識
的
に
行
わ
れ
る
）
日
常
の
何
気
な
い
所
作
に
触
れ
つ
つ
、
さ
ら
り

と
﹁
我
々
﹂
―
―
正
常
な
精
神
の
持
ち
主
―
―
に
ま
で
話
を
拡
張

し
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
確
か
に
リ
ボ
ー
や
ジ
ャ
ネ

に
比
べ
れ
ば
、
ダ
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
研
究
は
同
時
代
お
よ
び
後
世
の
知

識
人
た
ち
に
さ
ほ
ど
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
残
し
た
と
は
言
え
な
い

が
、
一
九
世
紀
末
期
の
人
格
や
自
我
の
概
念
が
こ
の
よ
う
に
、
世
紀

初
頭
の
自
我
概
念
に
比
し
て
格
段
に
ゆ
る
や
か
な
解
釈
を
許
す
も
の

へ
と
変
化
し
て
い
た
こ
と
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
も
十
分
に
指
摘
で

き
る
だ
ろ
う
。
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イ
ツ
で
は
古
く
も
新
し
い
言
わ
ば
手
垢
の
付
い
て
い
な
い
概
念
だ
っ

た
。
先
天
的
な
も
の
の
影
響
と
、
幼
少
期
よ
り
後
天
的
に
形
成
さ

れ
獲
得
さ
れ
た
も
の
の
混
合
体
と
し
て
、
あ
る
人
物
の
行
動
傾
向
の

ま
と
ま
り
を
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
指
し
示
す
目
的
で
用
い
る
に
は
、
か

え
っ
て
適
し
て
い
た
と
言
え
る︶

40
︵

。も
ち
ろ
ん
人
格
の
概
念
は
同
時
に
、

上
位
の
心
的
統
合
機
能
（
自
我
の
同
義
語
）
と
い
う
以
前
か
ら
の
役

割
も
担
っ
て
い
た
が
、
新
た
な
人
格
概
念
は
、
ジ
ャ
ネ
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
意
識
の
み
な
ら
ず
無
意
識
の
領
域
を
も
、
ま
た
ダ
ル
マ
ー

ニ
ュ
に
最
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
物
学
・
生
理
学
の
知
見

を
含
み
込
ん
だ
実
証
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
許
容
す
る
よ
う
な
、

柔
軟
な
概
念
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た︶

41
︵

。

二
〇
世
紀
初
頭
の
精
神
病
質
概
念
と
人
格
概
念
の
合
流
は
、
こ
の

よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
の
頃
の
よ

う
な
（
不
可
分
な
）
個
人
の
概
念
に
比
べ
、
多
重
人
格
に
関
す
る
議

論
を
経
て
格
段
に
小
回
り
の
利
く
ツ
ー
ル
と
な
っ
て
い
た
人
格
概
念

は
、例
え
ば
普
段
は
正
常
者
だ
が
あ
る
場
面
に
お
い
て
の
み
発
作
的
・

衝
動
的
に
異
常
行
動
を
見
せ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
も
、
し
っ
か
り
と

受
け
止
め
る
だ
け
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
備
え
て
い
た
。
そ
う
し
て
正

常
と
異
常
の
中
間
領
域
の
拡
大
お
よ
び
、
観
察
記
述
時
の
自
由
度
上

昇
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
こ
の
ク
レ
ペ
リ
ン
の
﹃
精
神
医
学
教
本
﹄
に
お
い
て
、

精
神
病
質
人
格
の
名
の
下
に
、
当
時
の
新
派
（
実
証
主
義
的
）
刑
法

学
の
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
反
社
会
性
の
高
い
危
険
者
﹂
の
特
徴
が
、﹁
精

て
い
る
。
と
い
う
の
は
当
時
の
性
格Charakter

の
語
に
は
、
そ
の
見

か
け
上
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
外
に
い
く
つ
か

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
お
そ
ら
く
ク
レ
ペ

リ
ン
が
距
離
を
置
き
た
が
っ
て
い
た
も
の
は
、
一
つ
に
は
古
い
気
質

論
（
四
体
液
説
）
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
に
は
過
度
に
遺
伝
因
を
強
調

す
る
初
期
の
イ
タ
リ
ア
学
派
犯
罪
人
類
学
の
よ
う
な
立
場
だ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
﹃
人
間
学
﹄
に
お

け
る
性
格
論
に
も
、
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
が
精
神
疾
患
の
前
駆
症
状
と
し

て
挙
げ
た
も
の
に
も
、
一
八
世
紀
の
気
質Tem

peram
ent

論
お
よ
び

古
風
な
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
学
派
の
影
響
が
残
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
性
格

の
語
を
避
け
る
べ
き
理
由
の
第
一
で
あ
る
。
他
方
、
コ
ッ
ホ
の
用
い

た
低
格
の
語
は
、
最
初
か
ら
遺
伝
的
劣
化
の
色
彩
を
強
く
帯
び
て
い

た
。
コ
ッ
ホ
自
身
は
先
天
的
要
因
と
後
天
的
要
因
の
双
方
に
目
を
配

り
つ
つ
、
そ
こ
に
（
素
因
・
重
荷
・
変
質
と
い
う
）
三
つ
の
レ
ベ
ル

の
区
分
を
導
入
し
た
と
は
い
え
、
祖
先
か
ら
子
孫
に
連
な
る
遺
伝
的

影
響
を
重
視
す
る
点
で
は
、
や
は
り
モ
レ
ル
の
変
質
論
の
変
奏
の
域

を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
結
果
、
ド
イ
ツ
に
変
質
論
を
輸
入
し

た
コ
ッ
ホ
が
、
モ
レ
ル
や
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
を
引
き
な
が
ら
（
異
常
）

性
格
に
つ
い
て
述
べ
る
時
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
遺
伝
性
（
生
ま
れ

つ
き
）
の
性
質
と
い
う
色
合
い
が
に
じ
み
出
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ

れ
が
当
時
こ
の
語
を
避
け
る
べ
き
第
二
の
理
由
だ
っ
た
。

対
照
的
に
、
リ
ボ
ー
や
ジ
ャ
ネ
と
い
っ
た
一
八
八
〇
年
代
以
降
の

フ
ラ
ン
ス
心
理
学
が
検
討
を
重
ね
て
再
構
築
し
た
人
格
概
念
は
、
ド
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の
役
目
さ
え
果
た
し
て
お
り
、
精
神
病
質
人
格
も
、
そ
の
よ
う
に
し

て
産
出
さ
れ
た
概
念
の
一
つ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

﹁
人
格
の
極
端
な
偏
り
﹂
と
し
て
の
精
神
病
質
人
格
は
、
ま
さ
に

一
九
世
紀
を
通
じ
て
完
成
に
向
か
う
近
代
市
民
社
会
（
ひ
い
て
は
国

民
国
家
）
か
ら
排
除
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
、
も
し
く

は
包
摂
と
排
除
の
せ
め
ぎ
合
い
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
そ
こ
に
あ
っ

た
。
何
を
も
っ
て
異
常
性
を
指
摘
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
何
を
も
っ

て
正
常
と
み
な
す
か
の
基
準
に
関
し
て
は
、
後
に
一
九
二
三
年
の
ク

ル
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
が
精
神
病
質
人
格
を
﹁
平
均
か
ら
の
偏
差
﹂

と
再
定
式
化
し
た
時
に
、よ
う
や
く
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
の
だ
が
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
正
常
性
と
は
、
周
囲
の
多
数
の
他
者
た
ち
と
似

た
よ
う
な
、
目
立
た
ぬ
﹁
無
徴
﹂
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
と
考
え
て
お
い
て
、
ひ
と
ま
ず
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
末
期
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
精

神
医
学
に
お
け
る
正
常
と
異
常
の
中
間
領
域
の
設
定
お
よ
び
拡
大
に

際
し
て
、
精
神
病
質
概
念
の
み
な
ら
ず
人
格
概
念
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
側
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
流
れ
の
延

長
線
上
に
、
そ
れ
以
降
の
性
格
類
型
論
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
研
究
が

出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。こ
の
こ
と
と
も
深
く
関
連
す
る
個
人
差（
個

性
）
の
問
題
、
ま
た
正
常
性
を
め
ぐ
っ
て
現
れ
る
マ
ニ
ャ
ン
以
降
の

精
神
の
均
衡
（
バ
ラ
ン
ス
）
と
偏
り
に
関
す
る
言
説
の
変
遷
に
つ
い

て
は
、
本
稿
で
は
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
ど
う

か
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

神
疾
患
で
は
な
い
が
そ
れ
に
近
い
存
在
﹂
の
特
徴
と
し
て
展
示
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
は
、
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
だ
ろ
う
。
直
接
的

に
せ
よ
間
接
的
に
せ
よ
、
犯
罪
者
と
精
神
疾
患
患
者
を
重
ね
見
る
の

は
、
変
質
論
に
お
い
て
は
モ
レ
ル
以
降
の
伝
統
で
あ
り
、
そ
の
悪
し

き
部
分
を
ク
レ
ペ
リ
ン
も
継
承
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
あ
る
い
は
彼

自
身
は
慎
重
を
期
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
度
著
者
の
手
を

離
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
同
時
代
の
読
者
が
ど
う
読
み
取
る
か
は
別
の
問

題
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
に
ク
ル
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー

が
深
い
嘆
き
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

ま
た
別
稿
を
期
し
た
い
。

最
後
に
本
研
究
の
今
後
の
展
望
と
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
、
こ
の

小
さ
な
論
考
を
閉
じ
よ
う
。
も
し
も
﹁
包
摂
の
た
め
の
医
療
化
﹂
と

い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
実
践
者
は
一
九
世
紀
前
半

の
ピ
ネ
ル
で
あ
り
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
で
あ
る
。成
否
の
別
は
さ
て
お
き
、

彼
ら
は
（
モ
ノ
マ
ニ
ー
な
ど
）
正
常
と
異
常
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る

と
思
し
き
存
在
を
、
フ
ラ
ン
ス
一
八
三
八
年
法
の
適
用
範
囲
内
に
含

ま
せ
て
、
監
獄
か
ら
病
院
へ
と
引
き
入
れ
る
た
め
の
活
動
に
尽
力
し

た
。
と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
徐
々
に
増
加
す
る
の
は
、
む

し
ろ
﹁
排
除
の
た
め
の
医
療
化
﹂
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
モ
レ

ル
も
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
も
、
身
体
の
み
な
ら
ず
精
神
面
や
行
動
傾
向
の

中
に
も
危
険
人
物
の
証
―
―
ス
テ
ィ
グ
マ
―
―
を
探
し
求
め
、
そ
れ

に
応
え
る
形
で
数
々
の
病
名
や
診
断
名
が
発
明
さ
れ
て
い
っ
た
。
当

時
の
精
神
医
学
は
ど
こ
か
で
そ
の
た
め
の
工
場
（
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
）
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ド
イ
ツ
語
の
変
質Entartung

は
そ
れ
に
加
え
て
﹁
退
廃
﹂
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
で
も
用
い
ら
れ
た
。cf. 

中
谷
陽
二
（2020

）﹃
危
険
な
人
間
の
系
譜
﹄、

pp.72-75

。

（
18
） 

サ
ド
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
命
名
を
行
っ
た
有
名
な
書
物
で
、
日
本
で
は
﹃
変
態

性
慾
心
理
﹄（1913

）
の
邦
訳
タ
イ
ト
ル
で
知
ら
れ
る
。

（
19
） K

och, 1891, I, p.1; G
uttm

an, 2011, p.210

。
な
お
英
訳
で
は﹁
不
規
則
性
﹂

が
異
常abnorm

alities

と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 

均
衡
を
欠
く
（M

angel an Ebenm
aß

）
と
は
、
こ
こ
で
は
主
に
心
の
平

静
さ
や
落
ち
着
き
を
欠
い
た
情
緒
不
安
定
な
状
態labiles G

leichgew
icht

を
意
味
す
る
も
の
の
、
コ
ッ
ホ
は
ま
た
空
想
の
生
活Phantasieleben

と

現
実
世
界
（
釣
り
合
い
錘G

egengew
icht

）
と
の
均
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