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二
〇
二
五
年
は
、
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
生
誕
一
五
〇
年
を
迎
え
る

年
に
あ
た
る
。

　
彼
は
一
八
七
五
年
に
ス
イ
ス
・
ド
イ
ツ
国
境
に
あ
る
ボ
ー
デ
ン

湖
畔
ケ
ス
ビ
ィ
ル
で
、
牧
師
で
あ
る
パ
ウ
ル
・
ユ
ン
グ
と
エ
ミ
ー

リ
エ
・
プ
ラ
イ
ス
ベ
ル
グ
の
第
一
子
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
の
後
、

ラ
イ
ン
の
滝
近
く
の
シ
ャ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
に
、
さ
ら
に
バ
ー
ゼ
ル
郊

外
の
ク
ラ
イ
ン
ヒ
ュ
ニ
ゲ
ン
に
転
居
し
て
幼
少
期
か
ら
青
年
期
ま

で
を
ス
イ
ス
南
部
で
過
ご
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
バ
ー
ゼ
ル
大
学

で
医
学
を
学
び
、
卒
後
は
、
精
神
科
医
と
し
て
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大

学
精
神
科
医
局
で
講
師
と
な
り
、
そ
の
附
属
施
設
ブ
ル
ク
ヘ
ル
ツ

リ
精
神
科
病
院
を
率
い
て
い
く
。
そ
の
ま
ま
大
学
の
教
授
職
を
嘱

望
さ
れ
て
い
た
が
、
三
十
代
の
終
わ
り
に
み
ず
か
ら
大
学
職
を
辞

し
、
そ
の
後
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
近
郊
の
キ
ュ
ス
ナ
ッ
ハ
ト
で
心

理
療
法
家
と
し
て
活
動
し
な
が
ら
、
分
析
心
理
学
と
呼
ば
れ
る
彼

独
自
の
心
理
学
を
展
開
し
て
い
く
。

　
彼
の
心
理
学
思
想
は
、
年
を
経
て
変
化
発
展
し
て
い
く
が
、
こ

こ
で
は
読
書
案
内
と
し
て
そ
れ
を
著
作
ご
と
に
簡
潔
に
見
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
二
十
代
の
最
初
期
に
は
、「
心
の
解
離
性
」
に
大
き
く
注
目

し
た
『
い
わ
ゆ
る
オ
カ
ル
ト
現
象
の
心
理
学
』
と
『
早
発
性
痴
呆

の
心
理
』
が
代
表
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
で
は
当
時
世
界

的
に
注
目
さ
れ
て
い
た
降
霊
術
会
を
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、

な
ぜ
人
の
心
に
別
の
人
格
が
現
れ
え
る
の
か
、
そ
し
て
一
つ
以
上

の
現
実
を
心
が
リ
ア
ル
に
体
験
す
る
と
い
う
現
象
は
、
ど
の
よ
う

に
成
り
立
つ
の
か
を
問
う
て
い
っ
た
。
ユ
ン
グ
は
、
い
わ
ゆ
る
オ

カ
ル
ト
現
象
を
信
じ
て
い
た
わ
け
で
も
、
疑
っ
て
い
た
わ
け
で
も

な
く
、
あ
る
人
々
が
体
験
す
る
現
実
を
そ
の
現
象
に
即
し
て
問
い

直
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
こ
と
は
、
当
時

猪
股
剛 （
ユ
ン
グ
派
分
析
家
・
帝
塚
山
学
院
大
学
教
授
）

｜
15
分
で
読
む
｜

Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
の
思
想
を
振
り
返
る
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早
発
性
痴
呆
と
呼
ば
れ
て
い
た
統
合
失
調
症
を
患
う
人
々
の
現
実

性
の
検
討
に
も
当
て
は
ま
っ
た
。
そ
も
そ
も
二
十
世
紀
初
頭
の
統

合
失
調
症
の
治
療
は
、
治
療
と
い
う
よ
り
も
、
状
態
像
を
記
述
し

て
名
付
け
て
い
く
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
ユ
ン
グ
が
大

学
病
院
で
目
に
し
た
現
実
は
、
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
だ
け
の
も
の
で
、

症
状
を
見
て
、
そ
の
現
象
に
寄
り
添
い
、
そ
れ
を
理
解
し
て
い
こ

う
と
す
る
も
の
で
さ
え
な
か
っ
た
。
ユ
ン
グ
は
彼
ら
の
現
実
を
そ

の
現
象
か
ら
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
治
療
に
つ
な
が
る
と
考
え
、

一
つ
ひ
と
つ
の
症
状
を
て
い
ね
い
に
見
て
、
そ
の
意
味
を
理
解
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
降
霊
術
も
精
神
病
の
症
状
も
、
多
く
の

場
合
、
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
た
り
、
不
可
解
な
も
の
と
し
て
放

置
さ
れ
た
り
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
意
味
の
あ
る
現
象
と
し
て
理

解
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の

状
況
は
、
現
代
で
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ユ
ン
グ
心
理

学
の
出
発
点
に
あ
る
現
象
に
寄
り
添
う
姿
勢
は
、
抽
象
さ
れ
る
前

の
現
象
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
臨
床
的
な
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て

特
異
な
も
の
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
の
心
理
学
と
哲
学
的
な
現
象
学
に

接
点
は
な
い
が
、
ユ
ン
グ
が
そ
の
著
書
で
繰
り
返
し
、
自
分
は
現

象
に
沿
っ
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
現
象
が
自
律
的
に
語
る

に
ま
か
せ
て
い
る
の
だ
と
言
う
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
ユ
ン
グ
は
一
人
の
思
想
家
で
も
あ
り
、
二
十
巻
に
及
ぶ
全
集

の
執
筆
者
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
彼
も
現
象
か
ら
何
か
を
抽
象
し
て
、

現
象
を
名
付
け
て
、
理
解
し
て
い
こ
う
と
も
す
る
。
実
際
、『
い
わ

ゆ
る
オ
カ
ル
ト
現
象
の
心
理
学
』
で
は
、
現
象
と
し
て
現
れ
る
別

人
格
を
心
の
「
人
格
化
」
と
名
付
け
、
自
我
と
は
異
な
る
そ
の
よ

う
な
人
格
の
展
開
は
、
単
な
る
分
裂
や
解
離
で
は
な
く
、
内
的
な

可
能
性
の
発
現
で
あ
り
、
あ
ら
た
な
人
生
の
展
開
の
準
備
で
あ
る

と
ユ
ン
グ
は
理
解
し
て
い
く
。
ま
た
、『
早
発
性
痴
呆
の
心
理
』
で

は
、
患
者
た
ち
の
語
る
言
葉
を
、
文
字
通
り
、
表
面
的
な
意
味
で

理
解
す
る
こ
と
を
中
止
し
、
ま
だ
意
味
に
な
り
き
ら
な
い
も
の
が
、

現
行
の
文
法
や
意
味
づ
け
で
は
把
握
で
き
な
い
も
の
と
し
て
噴
出

し
て
い
る
の
だ
と
捉
え
て
、
そ
こ
に
は
あ
ら
た
な
意
味
の
創
出
が

含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
く
。
そ
し
て
、
意
味
が
明
確
に
な
る

前
の
彼
ら
の
表
現
を
、
ユ
ン
グ
は
「
象
徴
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、

意
味
が
明
確
に
な
っ
た
あ
と
の
「
記
号
」
と
峻
別
し
て
い
く
。
さ

ら
に
、
そ
の
よ
う
に
言
葉
が
複
合
的
に
な
っ
て
、
象
徴
的
に
何
か

を
表
し
て
い
る
状
態
を
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
う
個
人
の
水
準

で
捉
え
る
視
点
と
、
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
よ
り
広
い
集

合
的
な
水
準
で
捉
え
る
視
点
と
の
両
方
を
も
っ
て
、
現
象
を
理
解

し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
化
す
る
理
解
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を
示
し
て
は
い
く
も
の
の
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
臨
床
家
と
し

て
患
者
と
向
き
合
う
姿
勢
に
常
に
立
ち
戻
り
、
い
つ
も
ゼ
ロ
・
ポ

イ
ン
ト
か
ら
再
出
発
し
て
現
象
に
関
わ
り
続
け
る
の
が
ユ
ン
グ
の

姿
勢
で
あ
る
。「
象
徴
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
を
学
び
な
さ

い
。
そ
し
て
、
夢
を
分
析
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
す
べ
て
忘
れ

な
さ
い1

＊

」。
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
び
、
し
か
し
、
い
ざ
現
象
を
、

患
者
を
、
目
の
前
に
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
手
放
し
、
心

を
開
い
て
ゼ
ロ
・
ポ
イ
ン
ト
か
ら
関
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
二
十
代
の
最
初
期
の
二
つ
の
論
文
で
ユ
ン
グ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
で
博
士
号
と
教
授
資
格
と
を
獲
得
し
て
学
術
領
域
で
の

土
台
を
完
成
さ
せ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
時
期
の
重
要
論
文
と
し

て
は
、
も
う
一
つ
『
診
断
学
的
連
想
研
究
』
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
う
心
の
複
雑
な
あ
り
方
を

言
語
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
ユ
ン
グ
の
代
表

的
な
科
学
研
究
で
あ
る
。
あ
る
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る
別
の
言
葉

を
分
析
的
に
見
て
い
く
の
だ
が
、
そ
こ
に
内
在
す
る
感
情
の
動
き

に
よ
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
言
葉
の
あ
い
だ
に
特
殊
な
つ
な
が
り
が

生
ま
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
ら
れ
、
そ
れ
が
、
そ
の
人
独
自
の
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
生
み
出
し
て
い
る
と
考
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

心
と
い
う
も
の
は
一
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
複
合
体
が
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
や
思
い
が
混
在
し

な
が
ら
、
特
殊
な
ま
と
ま
り
を
い
く
つ
も
生
み
出
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
に
感
情
が
介
在
す
る
と
、
さ
ら
に
複
雑
な
絡
み
合
い

が
成
立
し
て
、
決
し
て
一
つ
の
意
味
や
考
え
方
に
は
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
心
の
複
雑
な
状
態
が
生
ま
れ
て
い
く
。
そ
の
こ
と

を
ユ
ン
グ
は
強
調
し
て
、
感
情
に
彩
ら
れ
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
こ

そ
が
心
の
基
本
的
な
あ
り
方
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

　
こ
の
最
初
期
の
ユ
ン
グ
の
思
想
は
、
心
の
隠
れ
た
構
造
を
見
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
同
時
期
に
「
心
の
抑
圧

性
」
に
注
目
を
し
た
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
と
意
気
投
合
す
る
こ
と
に
な

る
。
日
本
に
お
い
て
ユ
ン
グ
心
理
学
が
紹
介
さ
れ
る
際
に
、
フ
ロ

イ
ト
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

こ
の
二
人
の
関
係
は
ユ
ン
グ
が
三
十
代
前
半
で
あ
っ
た
一
九
〇
七

年
か
ら
一
九
〇
九
年
ま
で
の
二
年
ほ
ど
し
か
継
続
し
て
い
な
い
。

た
し
か
に
こ
の
言
語
連
想
検
査
は
、
フ
ロ
イ
ト
と
近
い
関
心
を
示

す
ユ
ン
グ
の
研
究
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
さ
え
も
は
じ
め
か
ら
大

き
な
違
い
を
含
ん
で
い
た
。
フ
ロ
イ
ト
の
自
由
連
想
と
は
異
な
り
、

ユ
ン
グ
は
一
つ
の
物
事
の
周
り
を
円
を
描
き
な
が
ら
関
わ
っ
て
い

こ
う
と
す
る
キ
ル
ク
ム
ア
ン
ビ
ュ
ラ
テ
ィ
オ
〔
円
環
〕、
あ
る
い
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は
、
拡
充
法
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
ユ
ン
グ
の
生
徒
の

一
人
で
あ
る
ヨ
ラ
ン
デ
・
ヤ
コ
ー
ビ
ー
が
ユ
ン
グ
心
理
学
の
解
説

書
を
書
い
た
と
き
に
、
そ
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
あ
な
た
は
、『
フ
ロ
イ
ト
の
自
由
連
想
は
個
人
的
な
文
脈
に
使
用

さ
れ
、
元
型
的
な
素
材
に
は
使
用
さ
れ
な
い
』
と
書
い
て
い
ま
す

が
、
私
は
、
そ
も
そ
も
自
由
連
想
を
ま
っ
た
く
使
用
し
ま
せ
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

自
由
連
想
は
当
て
に
な
ら
な
い
方
法
で
、
リ
ア
ル
な
夢
の
素
材
を

そ
こ
に
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。（
中
略
）
私
が
夢
の
分
析

を
す
る
際
に
は
、
い
つ
も
そ
の
周
り
を
円
を
描
い
て
巡
り
、
タ
ル

ム
ー
ド
の
格
言
に
従
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
夢
は
そ
れ
自
身
解
釈

な
の
で
す2

＊

」。
フ
ロ
イ
ト
が
自
由
連
想
に
よ
っ
て
心
の
秘
密
を
明

る
み
に
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
ユ
ン
グ
に
と
っ
て

は
明
る
み
に
出
す
こ
と
は
目
的
で
は
な
く
、
言
葉
に
な
ら
な
い
物

事
の
周
り
を
回
り
続
け
、
不
可
解
な
も
の
に
対
し
て
不
可
解
な
ま

ま
に
関
わ
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
現
実
が
二
重

性
を
持
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
を
一
つ
の
意
味
に
回
収
せ
ず
、
二
重
の

ま
ま
に
関
わ
る
。
そ
れ
が
、
抑
圧
よ
り
も
解
離
を
重
視
し
た
ユ
ン

グ
の
姿
勢
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
そ
の
後
、
ユ
ン
グ
は
三
十
代
半
ば
に
差
し
掛
か
り
、
神

話
や
歴
史
や
物
語
の
中
に
眠
る
象
徴
を
探
究
し
て
、『
変
容
の
象

徴
』
を
執
筆
す
る
。
こ
れ
は
ミ
ラ
ー
と
い
う
若
い
女
性
の
短
い
旅

行
記
と
そ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
常
識

的
で
社
会
的
な
語
り
か
ら
自
由
に
な
っ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
中
に

は
、
個
人
的
な
経
験
を
凌
駕
し
た
も
の
が
眠
っ
て
お
り
、
そ
こ
に

は
集
合
的
な
意
味
で
、
こ
の
世
界
の
歴
史
そ
の
も
の
が
埋
も
れ
て

い
る
こ
と
を
ユ
ン
グ
は
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
一
般
的
に
、
人
は

自
分
の
個
人
史
だ
け
を
心
に
携
え
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
私

た
ち
が
こ
の
社
会
や
文
化
や
言
語
の
中
に
生
ま
れ
落
ち
て
い
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
実
は
心
の
中
に
は
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
歴

史
や
文
化
が
お
の
ず
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
人
は
そ
の
影
響
を
受

け
な
が
ら
自
分
の
心
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
ユ
ン
グ
は
考
え
て
い

く
。
そ
う
し
た
集
合
的
な
も
の
は
、
学
ん
で
身
に
つ
け
ら
れ
る
場

合
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
自
分
が
生
ま
れ
て
い
る
世
界
の
風
習
や

生
活
様
式
を
通
じ
て
お
の
ず
か
ら
心
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

使
用
し
て
い
る
言
葉
の
持
つ
音
韻
や
意
味
を
通
じ
て
必
然
的
に
作

用
し
て
く
る
。
こ
れ
は
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
も
思

え
る
が
、
心
と
い
う
も
の
が
そ
の
は
じ
ま
り
か
ら
歴
史
性
や
文
化

性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
た
の
は
ユ
ン
グ
独
自
の
卓
見
で

あ
り
、
そ
れ
を
個
人
的
な
「
無
意
識
」
と
は
峻
別
し
て
、「
集
合

的
無
意
識
」
と
名
付
け
て
、
そ
の
心
理
学
の
特
徴
的
な
概
念
と
し
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て
い
く
。
ま
た
、
そ
の
集
合
的
無
意
識
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
元
型
を

含
ん
で
い
る
と
ユ
ン
グ
は
考
え
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
歴

史
家
が
過
去
の
文
化
を
理
解
し
て
い
く
際
に
、
た
と
え
れ
ば
、
戦

い
や
暴
力
で
世
界
を
捉
え
た
り
、
母
権
性
で
世
界
を
捉
え
た
り
、

交
換
や
贈
与
で
世
界
を
捉
え
た
り
、
神
の
姿
で
世
界
を
捉
え
た
り

す
る
の
と
、
基
本
的
に
は
同
じ
考
え
方
で
あ
る
。
世
界
と
そ
の
歴

史
は
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
象
徴
的

な
元
型
を
持
っ
て
生
き
生
き
と
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
も
の
が
、
そ
れ
独
自
の
動
き
を
持
っ
て
、
人
の
心

を
動
か
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ミ
ラ
ー
の
場
合
に
は
、
英
雄
の
元

型
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
こ
の
書
物
で
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
く
。

　
そ
れ
に
続
い
て
、
ユ
ン
グ
は
み
ず
か
ら
の
夢
や
イ
メ
ー
ジ
に
対

し
て
対
話
的
に
関
わ
り
、『
赤
の
書
』
を
生
み
出
し
て
い
く
。
こ

れ
は
、
ユ
ン
グ
に
よ
っ
て
「
無
意
識
と
の
対
決
」
と
名
付
け
ら
れ

る
取
り
組
み
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
時
期
は
ユ
ン
グ
の
生
涯
の
中

で
刊
行
さ
れ
た
書
物
や
論
文
が
最
も
少
な
い
時
期
で
あ
り
、
彼
が

み
ず
か
ら
の
無
意
識
の
イ
メ
ー
ジ
に
深
く
関
わ
り
、
そ
れ
と
の
対

決
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
割
い
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。『
赤
の

書
』
の
中
で
ユ
ン
グ
は
自
分
の
体
験
す
る
夢
や
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
書

き
と
め
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
と
対

話
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
絵
に
描
い
て
い
く
。
そ
し
て
ま
た
、
そ

う
し
て
書
か
れ
た
も
の
を
、
さ
ら
に
も
う
一
度
み
ず
か
ら
解
釈
す

る
と
い
う
作
業
を
根
気
よ
く
続
け
て
い
く
。
ユ
ン
グ
は
、
二
十
代

に
お
い
て
降
霊
術
や
統
合
失
調
症
と
関
わ
る
中
で
自
己
展
開
し
て

い
く
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
理
解
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、『
赤
の
書
』

と
い
う
自
己
を
対
象
と
し
た
取
り
組
み
に
至
り
、
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
臨
床
の
方
法
を
確
立
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
①
自
己
展
開
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
記
述

し
、
②
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
信
頼
し
て
、
描
き
、
作
り
、
こ
の
世
に

形
あ
る
も
の
と
し
て
表
現
し
、
③
そ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
を
、

提
示
し
、
陳
列
し
、
鑑
賞
し
、
④
最
後
に
み
ず
か
ら
そ
れ
を
解
釈

し
、
理
解
し
言
葉
に
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、

ユ
ン
グ
は
心
の
世
界
に
起
き
て
い
る
出
来
事
を
信
頼
し
、
心
の
展

開
を
促
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
こ
の
共
同
世
界
に
届
け
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
、
現
実
の
世
界
を
生
み
出

し
改
善
し
て
い
く
作
業
と
対
置
さ
れ
、
心
の
世
界
を
生
み
出
し
、

現
実
世
界
と
関
わ
ら
せ
て
い
く
作
業
と
さ
れ
、
の
ち
に
「
ソ
ウ
ル

＝
メ
イ
キ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　『
赤
の
書
』
に
は
い
く
つ
も
注
目
す
べ
き
イ
メ
ー
ジ
や
ヴ
ィ
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ジ
ョ
ン
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
が
フ
ィ
レ
モ
ン
の
イ

メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
ユ
ン
グ
は
、
心
理
学
と
は
宗
教
が
成
り
立
た

な
く
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
成
立
し
た
取
り
組
み
で
あ
り
、
信
仰

な
き
ま
ま
に
人
が
意
味
や
存
在
を
問
う
と
き
に
必
要
に
な
る
活
動

だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
フ
ィ
レ
モ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
実
し

て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
神
話
上
の
フ
ィ
レ
モ
ン
は
、
神
々

を
信
仰
し
、
他
者
や
未
知
の
者
を
歓
待
す
る
こ
と
の
で
き
る
賢
人

で
あ
る
が
、
そ
の
フ
ィ
レ
モ
ン
が
現
代
に
存
在
し
な
い
と
い
う
現

実
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
が
ユ
ン
グ
の
心
理
学
的
実
践
の
大
き

な
テ
ー
マ
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
は
、
こ
の
フ
ィ
レ
モ
ン

の
姿
を
『
赤
の
書
』
の
中
に
記
し
て
い
る
が
、
ボ
ー
リ
ン
ゲ
ン

と
い
う
第
二
の
自
宅
の
中
の
壁
画
に
も
描
い
て
い
る
。
自
己
展

開
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
ユ
ン
グ
は
建
築
と
し
て
も
表
現
し
て
お
り
、

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
湖
の
南
東
岸
の
ボ
ー
リ
ン
ゲ
ン
に
み
ず
か
ら
手
作

り
の
塔
を
建
築
し
始
め
、
一
九
二
三
年
に
そ
の
「
塔
」
の
門
戸
に

「Philem
onis sacrum

, Fausti poenitentia

」、
つ
ま
り
「
フ
ィ
レ

モ
ン
の
聖
域
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
贖
罪
」
と
い
う
碑
文
も
刻
み
込
ん

で
い
る
。
ユ
ン
グ
が
お
そ
ら
く
最
も
影
響
を
受
け
た
書
物
の
一
つ

で
あ
る
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
』
の
終
盤
、
フ
ァ
ウ
ス

ト
は
豊
か
な
街
を
建
設
し
、
そ
の
街
が
津
波
と
い
う
自
然
の
猛
威

に
よ
っ
て
壊
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
海
辺
に
防
波
堤
を
築

い
て
い
く
。
だ
が
、
防
波
堤
用
地
と
し
て
フ
ィ
レ
モ
ン
と
バ
ウ
キ

ス
が
暮
ら
し
て
い
た
小
さ
な
家
を
破
壊
し
て
し
ま
う
。
本
来
は
穏

便
に
土
地
を
譲
っ
て
も
ら
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
部
下
た
ち

が
フ
ィ
レ
モ
ン
と
バ
ウ
キ
ス
の
家
を
無
理
矢
理
奪
い
、
し
か
も
二

人
を
殺
し
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
フ
ィ
レ
モ
ン
と
バ
ウ
キ
ス

は
、
海
か
ら
や
っ
て
来
た
み
す
ぼ
ら
し
い
放
浪
者
を
、
も
し
く
は

あ
や
し
い
異
邦
人
を
、
素
朴
に
受
け
入
れ
て
歓
待
し
た
二
人
で
あ

り
、
そ
の
歓
待
後
に
、
二
人
が
ゼ
ウ
ス
と
ヘ
ル
メ
ス
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
、
神
々
か
ら
讃
え
ら
れ
る
者
た
ち
で
あ
る
。
異
邦
人

を
、
未
知
の
も
の
を
、
自
分
が
理
解
で
き
な
い
者
を
受
け
入
れ
て

歓
待
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
、
防
波
堤
建
築
の
た
め
に
犠
牲
に
し

た
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
贖
罪
を
、
ユ
ン
グ
は
自
分
の
こ
と
と
し
て
感
じ

て
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
塔
の
扉
に
掲
げ
た
の
で
あ
る
。「
後
に

私
は
、
自
分
の
仕
事
を
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
見
過
ご
し
た
も
の
に
結
び

つ
け
た
。
つ
ま
り
、
人
間
の
永
遠
の
権
利
へ
の
配
慮
、
過
去
の

人
々
へ
の
感
謝
、
文
化
と
精
神
史
の
継
続
と
い
っ
た
も
の
に
結
び

つ
け
た
の
で
あ
る3

＊

」
と
ユ
ン
グ
は
記
し
て
い
る
。
信
仰
を
持
っ
た

世
界
観
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
き
、
私
た
ち
が
人
間
の
文
化
や

歴
史
に
対
し
て
、
そ
し
て
人
間
の
心
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
ど
の
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と
い
う
も
の
の
本
質
に
、
よ
く
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
す4

＊

」。
つ

ま
り
、
ユ
ン
グ
は
決
し
て
わ
か
り
や
す
く
タ
イ
プ
を
整
理
し
て
表

現
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
対
立
す
る
も
の
が
混
じ
り
合
う
か

の
よ
う
な
論
述
を
続
け
て
、
あ
い
ま
い
な
も
の
を
あ
い
ま
い
な
ま

ま
に
表
現
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
る
。
た
と
え
ば
、『
タ
イ

プ
論
』
の
中
で
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ピ
ッ
テ
ラ
ー
の
『
プ
ロ
メ
テ
ウ

ス
と
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
』
を
分
析
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
考

え
方
で
そ
れ
を
整
理
し
て
解
釈
し
て
い
く
こ
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
、

ゲ
ー
テ
の
『
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
』
や
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
『
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
』、
老
子
の
『
道
徳
経
』、
キ
リ
ス
ト
教
の
『
ヘ
ル
マ
ス

の
牧
者
』、
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
教
え
な
ど
、
数
多

く
の
別
の
ア
イ
デ
ア
や
物
語
と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を

解
釈
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、「
二

義
的
」
も
し
く
は
「
あ
い
ま
い
な
」
表
現
に
な
る
よ
う
に
あ
え
て

工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、『
赤
の
書
』
と
『
タ
イ
プ
論
』
の
執
筆
を
終
え
た
ユ
ン

グ
は
、
ち
ょ
う
ど
五
十
歳
に
な
る
一
九
二
五
年
に
、
み
ず
か
ら
の

心
理
学
を
概
説
す
る
『
分
析
心
理
学
セ
ミ
ナ
ー
1
9
2
5
』
を

開
催
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
ユ
ン
グ
自
身
が
そ
れ
ま
で
に
体
験

し
論
じ
て
き
た
こ
と
が
、
整
理
さ
れ
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、
ユ
ン

よ
う
に
配
慮
や
感
謝
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
は
ユ
ン

グ
の
大
き
な
問
い
で
あ
り
、
た
と
え
歓
待
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
く

て
も
、
そ
れ
で
も
未
知
の
も
の
を
迎
え
入
れ
て
み
よ
う
と
す
る
の

が
ユ
ン
グ
の
基
本
姿
勢
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ユ
ン
グ
は
こ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
に
積
極
的
に
み
ず
か
ら
を
開

い
て
作
業
し
て
い
く
『
赤
の
書
』
を
執
筆
し
、
そ
れ
と
並
行
し

て
、
よ
り
理
論
的
な
取
り
組
み
と
し
て
、『
タ
イ
プ
論
』
の
執
筆

も
行
っ
て
い
く
。
ユ
ン
グ
の
心
理
学
の
基
本
傾
向
に
、
対
立
物
と

そ
の
結
合
と
い
う
運
動
が
あ
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
に
深
く
関
わ
る
作

業
と
並
行
し
て
、『
タ
イ
プ
論
』
の
よ
う
な
分
析
的
な
書
物
を
執

筆
し
て
い
く
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
ユ
ン
グ
の
二
重
の
取
り
組
み

と
い
う
特
徴
を
と
て
も
よ
く
表
し
て
い
る
事
象
で
あ
る
。
そ
し
て

『
タ
イ
プ
論
』
に
お
い
て
、
人
間
の
性
格
を
考
え
る
際
に
も
、
ユ

ン
グ
は
相
反
す
る
二
つ
の
も
の
を
常
に
考
え
て
い
く
。
二
義
的
に
、

あ
い
ま
い
な
形
で
、
心
の
二
重
の
あ
り
方
を
あ
え
て
行
き
来
し
な

が
ら
表
現
し
て
い
く
。「
私
の
話
す
言
葉
は
、
二
重
の
側
面
を
持

つ
心
の
本
質
に
対
応
し
う
る
よ
う
に
、
二
義
的
で
、
場
合
に
よ
っ

て
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
は
あ
い
ま
い
な
表

現
を
求
め
て
、
意
図
的
か
つ
念
入
り
に
作
業
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
の
論
述
は
一
義
的
な
も
の
よ
り
も
優
れ
て
い
て
、
存
在
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グ
の
五
十
歳
ま
で
の
思
想
を
理
解
す
る
に
は
最
も
適
し
た
入
門
書

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
芸
術
と
心
理
学
の
関
係
も
繰
り
返
し
て
提
示

さ
れ
て
お
り
、
ユ
ン
グ
が
こ
の
二
つ
の
活
動
を
き
わ
め
て
近
し
い

も
の
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
表
現
と
表
現
の
解
釈
と
を

繰
り
返
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
心
理
学
が
現
代
ア
ー
ト
的
な

取
り
組
み
を
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
入
門
書
で
も
あ
る
。

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
に
よ
っ
て
ユ
ン
グ
は
一
度
自
分
の
心
理
学
の
全
体

像
を
提
示
す
る
と
共
に
、
そ
の
三
年
後
の
一
九
二
八
年
に
は
『
自

我
と
無
意
識
の
関
係
』
を
執
筆
し
て
、
あ
え
て
自
我
の
視
点
に

立
っ
て
、
あ
い
ま
い
な
二
重
の
表
現
を
減
ら
し
て
、
わ
か
り
や
す

く
心
理
学
を
提
示
し
て
も
い
る
。

　
さ
て
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
ユ
ン
グ
は
ま
だ
第
二
次
世
界
大
戦

を
経
験
す
る
前
の
ユ
ン
グ
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
中
央
部
や
ア
フ
リ

カ
や
イ
ン
ド
を
旅
す
る
前
の
ユ
ン
グ
で
あ
り
、
錬
金
術
に
出
会
う

前
の
ユ
ン
グ
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
ユ
ン
グ
は
、
他
の
二
十
世
紀

の
知
識
人
同
様
に
、
近
代
社
会
や
近
代
自
我
や
主
体
性
と
い
っ
た

も
の
の
限
界
点
を
意
識
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く
道
筋
と
し

て
、
心
の
持
つ
も
う
一
つ
の
現
実
に
注
目
し
、
そ
の
集
合
性
に
注

目
し
、
そ
う
し
た
も
の
と
関
わ
る
作
業
を
通
じ
て
近
代
を
克
服
し

て
い
く
道
を
歩
ん
で
い
た
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

一
九
三
〇
年
代
に
入
り
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
活
動
が
活
発
に
な
り
、

集
合
性
や
歴
史
性
を
政
治
に
利
用
し
な
が
ら
、
近
代
の
行
き
詰
ま

り
を
全
体
主
義
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
運
動
を
目
の
当
た

り
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
心
の
集
合
性
や
歴
史
性
に
よ
っ
て
、
個

の
暴
力
性
や
孤
立
性
や
虚
無
性
を
越
え
て
い
こ
う
と
し
て
も
、
そ

れ
は
ナ
チ
ス
の
血
と
土
の
運
動
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
個
の
喪
失

に
つ
な
が
る
可
能
性
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
ユ

ン
グ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
エ
ブ
ロ
族
を
訪
ね
、
ア
フ
リ
カ
中
央
部

の
エ
ル
ゴ
ン
山
へ
の
旅
な
ど
を
経
験
し
て
、
古
代
や
原
始
の
心
の

あ
り
方
は
自
然
と
あ
ま
り
に
も
一
体
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
、
彼

ら
が
自
然
に
与
え
ら
れ
た
役
割
と
一
体
で
あ
る
こ
と
に
魅
力
を
感

じ
な
が
ら
も
、
一
方
で
意
識
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
態

に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
く
。

　
つ
ま
り
、
ユ
ン
グ
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
心
の
全
体
」
を
明
確

に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
、
心
が
解
離
性
を
持
っ
て
は
い

る
も
の
の
、
そ
の
解
離
し
た
片
側
を
重
視
し
て
、
も
う
一
方
を
補

償
す
る
だ
け
で
な
く
、
心
の
両
面
が
矛
盾
し
な
が
ら
も
一
つ
の
全

体
性
を
形
成
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
な
の
か
を
考
え

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
心
は
個
人
的
な
部
分
を
持
ち
、
個
人
の
発

想
や
感
情
や
思
い
出
を
携
え
て
い
る
が
、
も
う
一
方
で
、
集
合
的
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な
部
分
を
持
ち
、
家
族
や
仲
間
や
集
団
の
志
向
や
考
え
方
を
持
ち
、

歴
史
や
民
俗
や
信
仰
に
根
ざ
し
て
い
る
。
こ
の
個
人
的
な
心
と
集

合
的
な
心
が
、
共
に
存
在
し
て
い
る
あ
り
方
が
心
の
全
体
性
を
形

成
す
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
矛
盾
を
孕
ん
だ
も
の
と
な
り
、
そ
の
矛

盾
を
解
消
せ
ず
に
矛
盾
と
し
て
抱
え
な
が
ら
成
立
す
る
心
の
状
態

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
ユ
ン
グ
は
思
索
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
錬
金
術
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と

に
気
が
つ
き
、
六
十
代
以
降
の
ユ
ン
グ
は
錬
金
術
に
啓
蒙
さ
れ
た

心
理
学
を
新
た
に
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
錬
金
術
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
は
、
外
側
か
ら
何
か
を
加

え
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
閉
じ
ら
れ
た
レ
ト
ル
ト
の
中
で
、
液
体
が

温
め
ら
れ
て
気
体
に
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
冷
え
て
液
体
に
戻
る
と

い
う
循
環
の
中
で
、
何
も
の
も
付
け
加
え
ら
れ
ず
、
何
も
の
も

取
り
出
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
い
て
そ
の
循
環

が
、
金
を
錬
成
し
て
い
く
作
業
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
こ

ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
液
体
状
態
と
気
体
状
態
が
同
じ
レ
ト
ル
ト

の
中
に
共
存
し
、
二
つ
の
状
態
で
あ
り
な
が
ら
一
つ
で
あ
る
と
い

う
運
動
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ま
さ
し

く
、
矛
盾
を
抱
え
た
心
が
、
両
極
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
っ
て
矛

盾
を
解
決
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま
に
作
業

し
て
い
く
運
動
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
く
。
ユ
ン
グ
は
「
私
た
ち

が
心
に
つ
い
て
何
か
を
語
る
の
で
は
な
い
。
常
に
心
が
そ
れ
自
身

に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る5

＊

」
と
言
い
、
私
た
ち
が
何
か
を
付
け
加

え
な
い
こ
と
を
明
確
に
言
葉
に
し
て
お
り
、
同
時
に
心
理
療
法
に

は
「
告
白
、
啓
蒙
、
教
育
、
変
容6

＊

」
の
四
つ
の
あ
り
方
が
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
の
第
四
段
階
、「
変
容
」
と
呼
ぶ
段
階
だ
け
が
、
深

層
へ
と
向
か
い
、
魂
の
旅
が
必
要
と
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
言

い
に
く
い
何
か
を
人
に
告
白
す
る
こ
と
も
、
新
た
な
考
え
方
に
照

明
さ
れ
る
こ
と
も
、
新
た
な
こ
と
を
学
ん
だ
り
新
た
な
視
点
を
得

る
こ
と
も
、
た
し
か
に
心
理
療
法
的
な
効
果
を
も
た
ら
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
人
の
心
持
ち
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
ユ
ン
グ
が
考
え
る
変
容
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら

三
つ
は
す
べ
て
外
側
か
ら
の
作
用
や
、
外
側
と
の
交
流
に
よ
っ
て

成
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ユ
ン
グ
が
変
容
と
考

え
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
外
側
か
ら
の
働
き
か
け
は
必
要
な
く
、

徹
底
し
て
閉
じ
た
心
そ
の
も
の
が
心
そ
の
も
の
と
し
て
み
ず
か
ら

展
開
さ
せ
て
い
く
作
業
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
全
体
主
義

を
通
じ
た
個
の
喪
失
と
は
異
な
る
形
で
、
人
は
歴
史
性
や
集
合
性

と
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
、
と
ユ
ン
グ
は
考
え
た
の

で
あ
る
。
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ま
た
ユ
ン
グ
は
、「
人
間
は
、
遊
ん
で
い
る
と
き
に
の
み
、
十

全
な
人
間
で
あ
る
」
と
言
い
、「
私
の
目
的
は
、
私
の
患
者
に
、

自
分
の
性
質
を
実
験
し
始
め
る
心
的
状
態

―
何
も
永
遠
に
固

定
さ
れ
ず
、
絶
望
的
に
石
化
す
る
こ
と
も
な
い
流
動
性
、
変
化
、

成
長
の
状
態

―
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る7

＊

」
と
言
う
。
こ
れ

が
ま
さ
し
く
錬
金
術
的
な
運
動
状
態
で
あ
り
、
心
理
学
を
展
開
さ

せ
て
い
く
と
き
の
ユ
ン
グ
の
姿
勢
で
あ
る
。

　
さ
て
、
最
晩
年
の
ユ
ン
グ
の
著
作
の
代
表
作
と
言
え
ば
、『
ヨ
ブ

へ
の
答
え
』
と
『
結
合
の
神
秘
』
と
『
空
飛
ぶ
円
盤
』
が
挙
げ
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ユ
ン
グ
の
心
理
学
の
特
徴
を
よ
く
表

し
た
著
作
だ
が
、
ま
ず
『
ヨ
ブ
へ
の
答
え
』
は
、
ユ
ン
グ
が
心
理

学
を
宗
教
の
後
継
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
書

物
で
あ
り
、
善
と
悪
と
い
う
問
題
や
犠
牲
と
い
う
問
題
を
宗
教
の

教
義
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
各
々
一
人
一
人

が
み
ず
か
ら
の
心
の
課
題
と
し
て
そ
れ
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
一

人
の
人
の
作
業
の
末
に
こ
う
し
た
大
き
な
課
題
が
矛
盾
を
抱
え
る

形
に
ま
で
展
開
す
る
可
能
性
を
論
じ
て
い
っ
た
著
作
で
あ
る
。
宗

教
に
関
し
て
は
、
ユ
ン
グ
が
八
十
三
歳
の
と
き
に
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
、「
あ
な
た
は
神
を
信
じ
て
い
ま
す
か
」
と
問
わ
れ
て
、

「
信
じ
て
は
い
ま
せ
ん
。
知
っ
て
い
る
の
で
す
」
と
答
え
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
有
名
だ
が
、
こ
の
言
葉
だ
け
に
注
目
し
て
し
ま
う
と
ユ

ン
グ
の
本
質
を
捉
え
損
ね
て
し
ま
う
と
も
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
の
映
像
を
見
れ
ば
わ
か
る
の
だ
が
、
ユ
ン
グ
は
、
い
た
ず

ら
っ
ぽ
く
ニ
ヤ
リ
と
笑
い
な
が
ら
、「
信
じ
て
は
い
ま
せ
ん
。
知
っ

て
い
る
の
で
す
」
と
発
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
な
メ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
態
度
で
発
言
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
に
つ
い
て
、
ユ
ン
グ
は
ま
さ
し
く
、
信

じ
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
発
見
的
に
探
究
し
て
い
く
道
を
選

び
、
そ
れ
で
い
て
、
過
度
に
真
剣
に
神
を
追
い
求
め
て
知
ろ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
遊
び
心
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
、
信

仰
と
は
何
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
『
結
合
の
神
秘
』
は
ユ
ン
グ
の
錬
金
術
研
究
の
集
大
成
と

言
え
る
も
の
だ
が
、「
何
よ
り
も
、
そ
こ
に
属
し
て
い
な
い
も
の

を
外
部
か
ら
決
し
て
侵
入
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
必
要
な
も
の
を
す
べ
て
そ
の

内
に
携
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る8

＊

」
と
こ
こ
で
も
明
示
的
に
ユ
ン
グ

は
発
言
し
、
錬
金
術
の
方
法
論
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
二
つ
の
も
の

が
二
つ
の
も
の
の
ま
ま
で
、
そ
れ
で
い
て
一
つ
の
も
の
と
し
て
結

合
す
る
あ
り
方
を
錬
金
術
の
解
体
や
腐
敗
や
昇
華
な
ど
の
化
学
変

化
に
注
目
し
な
が
ら
論
じ
て
い
く
。
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そ
し
て
、
最
晩
年
の
書
で
あ
る
『
空
飛
ぶ
円
盤
』
で
は
、
空
に

見
ら
れ
る
円
盤
は
、
一
つ
の
円
の
象
徴
で
あ
り
、
完
全
性
を
表
す

形
を
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
現
代
に
見
ら
れ
る
神
の
似
姿
で

あ
ろ
う
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
困
難
な
時
代
に

お
い
て
、
人
間
が
何
ら
か
の
解
決
を
問
い
か
け
た
と
き
に
、
姿
を

見
せ
て
く
れ
る
新
た
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
は
そ
の
言
葉
通
り
、
未
確
認
飛
行
物
体
と

い
う
未
知
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
未
知
の
も
の
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
、
そ
の
う
え
で
関
わ
り
が
始
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
行

き
が
不
透
明
な
時
代
に
新
た
な
可
能
性
を
探
究
す
る
作
業
に
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
簡
潔
に
ユ
ン
グ
の
思
想
を
年
代
順
に
紹
介
し
て
き

た
が
、
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
は
、
個
性
化
・
集
合
的
無
意
識
・
元

型
・
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
・
夢
の
臨
床
・
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
の

対
決
・
東
洋
思
想
と
の
対
話
な
ど
、
他
の
心
理
学
と
は
決
定
的
に

異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
や
実
践
で
、
世
に
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
錬
金
術
や
Ｕ
Ｆ
Ｏ
や
易
経
や
死
者
の
書
な
ど
が
論
じ
ら
れ
、

そ
の
心
と
の
関
係
が
語
ら
れ
た
た
め
、
ユ
ン
グ
心
理
学
は
、
オ
カ

ル
ト
的
・
魔
術
的
・
非
科
学
的
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
揶
揄

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
運
動
や
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
関
心
を
持
っ
た
人
々
か
ら
、
同
じ
タ
イ
プ

の
思
想
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
誤
っ
て
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
未
知
の
も
の
と
未
知
の
ま
ま
に
関
わ
る
こ
と
、
矛
盾
を
矛
盾

の
ま
ま
に
運
動
態
と
し
て
関
わ
る
こ
と
は
、
オ
カ
ル
ト
で
も
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
で
も
な
く
、
人
と
そ
の
心
に
ゼ
ロ
・
ポ
イ
ン
ト

か
ら
取
り
組
む
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
困
難
を
抱
え
た
者
に
と
っ

て
こ
そ
必
要
と
さ
れ
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
の
基
盤
は
、

も
ち
ろ
ん
、
素
朴
に
地
道
に
学
ん
で
い
く
こ
と
の
中
に
あ
る
。
ユ

ン
グ
は
、
心
理
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
に
次
の
よ
う
な
要
求
を
課

し
て
い
る
。

　「
ま
ず
何
よ
り
も
臨
床
精
神
医
学
と
器
質
的
神
経
疾
患
の
知
識
を

私
は
求
め
ま
す
。
第
二
に
教
育
分
析
、
第
三
に
あ
る
程
度
の
哲
学

的
教
養
、
第
四
に
先
住
民
の
心
理
学
の
研
究
、
第
五
に
比
較
宗
教

学
の
研
究
、
第
六
に
神
話
学
の
研
究
、
第
七
に
診
断
的
連
想
技
術

や
、
夢
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
解
釈
技
術
の
知
識
か
ら
始
ま
る
分
析

心
理
学
の
研
究
、
第
八
に
自
分
自
身
の
人
格
の
訓
練
、
す
な
わ
ち
、

必
要
な
教
育
に
よ
る
そ
の
機
能
の
発
達
と
分
化
を
、
私
は
求
め
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
私
が
生
徒
た
ち
に
課
し
た
要
求
で
す
。
当
然
、

こ
れ
ら
の
要
求
に
応
え
ら
れ
る
人
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は

と
う
の
昔
に
工
場
生
産
を
や
め
た
の
で
す
。
何
よ
り
も
、
私
が
心
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理
療
法
を
子
ど
も
の
知
的
な
遊
び
だ
と
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
な

印
象
を
与
え
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
人
間
の
心
に
関
す
る

本
当
の
知
識
を
得
る
た
め
に
は
、
膨
大
な
量
の
学
習
だ
け
で
な
く
、

分
化
し
た
人
格
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
人
々
に
向
け
て
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
、
私
は
い
つ
も
苦
心
し
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
切

羽
詰
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
心
は
一
つ
の
技
法
で
扱
う
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
心
理
療
法
で
、
私
た
ち
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、
ま

さ
に
心
で
あ
っ
て
、
決
ま
っ
た
機
械
的
な
方
法
で
扱
え
る
古
い
機

器
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
心
理
療
法
が
簡
単
な
技
法
で

あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
な
の
で
す9

＊

」。

　
世
に
知
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
ユ
ン
グ
思
想
が
ど
ん
な
に
奇

抜
に
見
え
、
非
科
学
的
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
の
基
盤
は
「
患
者

た
ち
が
見
せ
て
く
れ
る
」
も
の
か
ら
多
く
を
学
ぶ
こ
と
に
あ
り
、

同
時
に
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
既
存
の
科
学
の
枠
組

み
を
超
え
て
、
人
間
と
そ
の
現
象
に
関
わ
る
誠
実
な
努
力
と
献
身

を
必
要
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

注＊
1
　C
. G
. Jung, G

W
18 

§483

＊
2
　C
. G
. Jung, Briefe III, an Jolande Jacobi am

 13.III. 1956.

＊
3
　C

. G
. Jung, Erinnerungen, Träum

en, G
edanken von C

.G
.Jung, 

W
alter Verlag, 1971, S.236.

＊
4
　
前
掲
書
3
、S.375.

＊
5
　C
. G
. Jung, G

W
 9 

§483.

＊
6
　C

. G
. Jung, G

W
 16 

§§59ff.

＊
7
　C

. G
. Jung, G

W
 16 

§98-99.

＊
8
　C

. G
. Jung, G

W
 14/II, 

§404.

＊
9
　C

. G
. Jung, BriefeI, p.188, to Körner, 22M

arch 1935.

猪
股
剛（
い
の
ま
た
つ
よ
し
）

1
9
6
9
年
生
ま
れ
、
ユ
ン
グ
派
分
析
家
、
臨
床
心
理
士
／
公
認
心
理

師
。

帝
塚
山
学
院
大
学
教
授
。
精
神
科
や
学
校
臨
床
に
お
い
て
実
践
に
携
わ

る
と
と
も
に
、
ア
ー
ト
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
精
神
性
や
、
現
代
の
心

理
の
深
層
を
思
索
す
る
こ
と
を
専
門
と
し
て
い
る
。
二
〇
二
五
年
三
月

に
『
ユ
ン
グ
心
理
学
の
〈
現
在
・
過
去
・
未
来
〉』（
共
著
、
左
右
社
）を

執
筆
。
そ
の
ほ
か
著
書
に
『
心
理
学
の
時
間
』（
単
著
、
日
本
評
論
社
）、

『
遠
野
物
語　

遭
遇
と
鎮
魂
』（
共
著
、
岩
波
書
店
）、『
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
か

ら
届
く
声

―
非
常
事
態
の
人
の
こ
こ
ろ
』『
私
た
ち
の
な
か
の
自
然
』

『
家
族
の
お
わ
り
、
心
の
は
じ
ま
り

―
ユ
ン
グ
派
心
理
療
法
の
現
場
か

ら
』『
心
理
療
法
と
は
な
に
か
』（
編
著
、
左
右
社
）、
訳
書
に
『
近
代
心
理

学
の
歴
史
』『
意
識
と
無
意
識
』（
い
ず
れ
も
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
著
、
共
訳
、

創
元
社
）、『
仏
教
的
心
理
学
と
西
洋
的
心
理
学
』（
Ｗ
・
ギ
ー
ゲ
リ
ッ
ヒ

著
、
共
訳
、
創
元
社
）、『
夢
と
共
に
作
業
す
る
』（
Ｗ
・
ギ
ー
ゲ
リ
ッ
ヒ
著
、

共
訳
、
日
本
評
論
社
）な
ど
が
あ
る
。
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ユング心理学

出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

みすず書房 ①4622023296
②4622023302

ユング自伝―思い出・夢・
思想（1・2）

C. G. ユング著、ア
ニエラ・ヤッフェ
編、河合隼雄・藤
繩昭・出井淑子訳

①2800
②品切れ

①1972 
②1973

みすず書房 4622023135 分析心理学 C. G. ユング著、小
川捷之訳

2800 1976

創元社 4422117348 意識と無意識（ETHレクチャー
第2巻）　

C. G. ユ ン グ 著、
E.ファルツェー
ダー編、河合俊雄
監修、猪股剛・宮
澤淳滋・長堀加奈
子訳

4000 2024

法政大学出版局 4588182136 いわゆるオカルト現象の心
理学（『心霊現象の心理と
病理（新装版）』所収）

C. G. ユング著、宇
野昌人・岩堀武
司・山本淳訳

1800 2006

青土社 4791760282 早発性痴呆の心理（『分裂病
の心理 （新装版）』所収）

C. G. ユング著、安
田一郎訳

品切れ 2003

人文書院 4409310274 診断学的連想研究 C. G. ユング著、高
尾浩幸訳

6300 1993

ちくま学芸文庫 上4480080097
下4480080103

変容の象徴―精神分裂病
の前駆症状（上・下）

C. G. ユング著、野
村美紀子訳

品切れ 1992

創元社 4422115771 赤の書［テキスト版］ C. G. ユング著、ソ
ヌ・シャムダサー
ニ編、河合俊雄監
訳、河合俊雄・田
中康裕・高月玲子
訳・猪股剛訳

4500 2014

みすず書房 4622021971 タイプ論 C. G. ユング著、林
道義訳

品切れ 1987

創元社 4422117089 分析心理学セミナー1925
―ユング心理学のはじ
まり

C. G. ユング著／ソ
ヌ・シャムダサー
ニ、ウィリアム・
マクガイア編／河
合俊雄監訳、猪股
剛・小木曽由佳・
宮澤淳滋・鹿野友
章訳

3400 2019

第三文明社レグ
ルス文庫

4476012200 自我と無意識（原題『自我
と無意識の関係』）

C. G. ユング著、松
代洋一・渡辺学訳

1000 1995

みすず書房 4622012184 ヨブへの答え C. G. ユング著、林
道義訳

2200 1988

15分で読む　C. G. ユングの思想を振り返る　ブックガイド
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出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

人文書院 Ⅰ 4409310250
Ⅱ 4409310267

結合の神秘―錬金術に見
られる心の諸対立の分離
と結合（Ⅰ・Ⅱ）

C. G. ユング著、池
田紘一訳

各7000 Ⅰ 1995
Ⅱ 2000

ちくま学芸文庫 4480080578 空飛ぶ円盤 C. G. ユング著、松
代洋一訳

品切れ 1993

培風館 4563055110 ユング心理学入門 河合隼雄 1500 1967

講談社学術文庫 4061588110 影の現象学 河合隼雄 1180 1987

岩波現代文庫 4006002244 ユング心理学と仏教（〈心理
療法〉コレクションⅤ）

河合俊雄編、河合隼
雄著

1400 2010

岩波現代文庫 4006000714 昔話と日本人の心 河合隼雄 品切れ 2002

中公新書 4121005151 少年期の心―精神療法を
通してみた影

山中康裕 780 1978

創元社 4422110141 自殺と魂（ユング心理学選
書4）

ジェームス・ヒルマ
ン著、樋口和彦・
武田憲道訳

品切れ 1982

青土社 4791752683 元型的心理学 ジェイムズ・ ヒルマ
ン著、河合俊雄訳

品切れ 1993

日本評論社 4535564138 夢と共に作業する―ユン
グの夢解釈の実際

ヴォルフガング・
ギーゲリッヒ著、
猪股剛監訳、宮澤
淳滋・鹿野友章訳

4800 2023

創元社 4422117720 おとぎ話の心理学 M-L. フォン・フラ
ンツ著 、氏原寛
訳

3500 2022

創元社 4422114903 心理療法の光と影―援助
専門家の《力》

A. グッゲンビュー
ル =クレイグ著、
樋口和彦訳・安溪
真一訳

3000 2019

日本評論社 4535560628 概念の心理療法―物語か
ら弁証法へ

河合俊雄 品切れ 1998

ユング心理学【ユング心理学の周辺領域（人類学・民俗学・宗教学）】

出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

晶文社（オンデ
マンド選書）

4794910769 神話学入門 K. ケレーニイ、C. 
G. ユング著、杉
浦忠雄訳

3500 2007

弘文堂 上4335650260
下4335650277

無意識の発見―力動精神
医学発達史（上・下）

H. F. エレンベル
ガー著・木村敏・
中井久夫監訳

上5600 
下6600

1980
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出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

ちくま学芸文庫 4480510136 儀礼の過程 ヴィクター Ｗ. ター
ナー著、冨倉光雄
訳

1300 2020

みすず書房 4622019725 野性の思考 クロード・レヴィ=
ストロース著、大
橋保夫訳

4800 1976

せりか書房 4796702188 火の精神分析（改訳版） ガストン・バシュ
ラール著・前田耕
作訳

品切れ 1999

岩波文庫 ①4003240625
②4003240632

ファウスト（第一部・第二
部）

ゲーテ作、相良守峯
訳

①1050 
②1300

1958

岩波文庫 4003313817 遠野物語（『遠野物語・山の
人生』所収）

柳田国男 1050 1976

中公文庫 4122034426 山越の阿弥陀如来像の画因
（『死者の書・身毒丸』の
「死者の書」所収）

折口信夫 590 1999

講談社現代新書 4061155053 タテ社会の人間関係―単
一社会の理論

中根千枝 840 1967

弘文堂 4335651298 「甘え」の構造 土居健郎 1300 2007

岩波同時代 
ライブラリー

4002601427 禅仏教―根源的人間 上田閑照 品切れ 1993

岩波文庫 4003318522 意識と本質―精神的東洋
を索めて

井筒俊彦 1160 1991

岩波現代文庫 4006000707 魔女ランダ考―演劇的知
とはなにか

中村雄二郎 品切れ 2001

講談社 
選書メチエ

4065323472 人類最古の哲学　カイエ・
ソバージュ1（新装版）

中沢新一 2000 2023
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西
洋
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
、
単
な
る
歴
史
的
遺
産
で
は

な
い
。
そ
れ
は
哲
学
・
神
学
に
つ
い
て
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
近
代

諸
学
の
揺
籃
と
な
り
、
さ
ら
に
今
日
の
近
代
批
判
の
脈
絡
で
は
直

接
の
参
照
先
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
西
洋
中
世
思
想
は
い
わ
ば
創

造
的
遺
産
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所

（
以
下
、
当
研
究
所
）は
、
学
内
外
の
中
世
研
究
者
、
神
学
・
哲
学
研

究
者
の
知
の
拠
点
た
る
べ
く
、
ま
た
当
研
究
所
自
体
が
こ
の
生
け

る
知
的
探
求
の
一
翼
を
担
う
べ
く
活
動
し
て
い
る
。

当
研
究
所
の
歩
み

　
カ
ト
リ
ッ
ク
の
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
上
智
大
学
に
お
い
て
、

中
世
神
学
・
哲
学
研
究
は
長
い
伝
統
を
有
す
る
。
そ
の
知
的
営
為

は
戦
時
下
も
途
絶
え
る
こ
と
は
な
く
、
戦
後
、
学
的
状
況
が
一
定

の
落
ち
着
き
を
見
せ
る
な
か
、
首
都
圏
の
複
数
の
大
学

―
東

京
大
学
、
慶
應
義
塾
大
学
、
早
稲
田
大
学
、
聖
心
女
子
大
学
、
東

京
都
立
大
学
、
上
智
大
学

―
の
研
究
者
が
中
世
研
究
の
研
究

拠
点
の
確
立
に
向
け
て
合
議
を
し
、
そ
の
上
で
、
上
智
大
学
文
学

部
哲
学
科
教
授
・
江
藤
太
郎
が
1
9
5
6
年
に
文
部
省（
当
時
）
の

｜
図
書
館
レ
ポ
ー
ト
｜

胡
婧（
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
研
究
員
）

佐
藤
直
子（
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
所
長
）

知
の
創
造
的
遺
産 

　
　
　
　

―
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
の
挑
戦
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助
成
を
受
け
、
同
学
哲
学
科
内
に
「
中
世
哲
学
研
究
室
」
を
設
立

す
る
。
こ
れ
が
現
在
の
当
研
究
所
の
前
身
で
あ
り
、
江
藤
は
初
代

室
長
と
な
っ
た
。

　
1
9
7
3
年
、
江
藤
の
後
を
継
ぎ
ク
ラ
ウ
ス
・
リ
ー
ゼ
ン

フ
ー
バ
ー
が
同
研
究
室
の
室
長
に
就
任
す
る
。
若
く
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
次
代
の
哲
学
・
神
学
領
域
を
担
う
人
材
と
し
て
嘱
望

さ
れ
て
い
た
同
人
の
も
と
で
、
1
9
7
6
年
に
中
世
哲
学
研
究

室
は
中
世
思
想
研
究
所
に
改
組
さ
れ
、
研
究
領
域
を
拡
大
さ
せ
て

い
く
。
1
9
8
4
年
に
上
智
大
学
四
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
に
建
設
さ

れ
た
「
中
央
図
書
館
」
完
成
に
伴
い
、
8
階
の
一
室
に
専
用
書
架

を
備
え
た
一
室
を
得
た
。
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
は
30
年
余
、
当
研

究
所
を
率
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
次
代
の
所
長
・
荻
野
弘
之
は

2
0
0
7
年
に
広
い
開
架
書
架
を
備
え
た
現
在
の
形
を
整
え
た
。

　
開
放
的
な
空
間
を
備
え
つ
つ
、
当
研
究
所
は
上
智
大
学
内
外
の

研
究
者
に
図
書
の
閲
覧
・
貸
出
等
で
研
究
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て

い
る
。
当
研
究
所
の
活
動
と
し
て
は
、
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
時
代

を
受
け
継
い
だ
専
門
図
書
蒐
集
お
よ
び
図
書
刊
行
の
他
、
講
演
会

開
催
が
定
着
化
し
、
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
帰
天（
2
0
2
2
年
3
月

31
日
）
の
後
は
同
人
の
遺
稿
等
の
移
管
・
保
管
に
も
注
力
し
て
い

る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
つ
い
て
順
に
記
し
て
い
く1

＊

。

1
　
図
書
蒐
集
と
閲
覧
・
貸
出
サ
ー
ビ
ス

　
図
書
蒐
集
範
囲
は
、
時
代
か
ら
す
れ
ば
2
世
紀
か
ら
17
世
紀

―
キ
リ
ス
ト
教
古
代
か
ら
中
世
を
経
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
近

世

―
で
あ
り
、
内
容
か
ら
す
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
そ
の

隣
接
分
野

―
ユ
ダ
ヤ
哲
学
、
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
、
西
洋
中
世

文
学
、
中
世
美
術
・
音
楽
、
中
世
史（
中
世
史
一
般
、
教
会
史
、
修
道

会
史
、
聖
人
伝
）、
中
世
教
育
史
・
大
学
史
、
中
世
政
治
・
経
済
思

想
・
法
思
想
、
中
世
科
学

―
で
あ
る
。

　
図
書
蒐
集
活
動
に
つ
い
て
は
、
当
研
究
所
で
は
創
設
当
初
よ
り

格
段
に
尽
力
し
て
き
た
。
蔵
書
は
主
に
は
洋
書
で
あ
る
が
和
書
を

含
め
て
お
よ
そ
6
万
1
0
0
0
冊
、
雑
誌
は
96
誌
を
集
め
、
最

新
の
研
究
動
向
を
把
握
で
き
る
環
境
を
整
え
て
い
る
。
蒐
集
に
あ

た
っ
て
は
一
次
文
献
、
原
典
批
判
校
訂
版
と
原
典
の
邦
訳
を
含
め

た
近
代
語
訳
に
高
い
優
先
順
位
を
付
け
て
い
る
。
特
に
批
判
校
訂

版
は
テ
キ
ス
ト
が
「
写
本
」
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
時
代
の
研
究
に

は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
主
要
二
次
文
献
も
揃
え
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
が
、「
西
洋
中
世
」
が
本
邦
で
は
未
だ
馴
染
み
が
薄
い
こ

と
に
鑑
み
、
専
門
研
究
の
入
口
と
な
る
一
般
書
も
蔵
書
に
加
え
て
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図2　貴重図書・資料については、特製の保管箱に入れて所収している

図1　「中世哲学研究室」宛の「アジア財団」からの資金で購入した
図書一覧。すでに図書請求番号が付されている
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い
る
。
当
研
究
所
の
ど
の
活
動
も
、
こ
の
図
書
蒐
集
な
し
に
は
成

立
し
な
い
。

　
当
研
究
所
の
蔵
書
が
質
量
と
も
高
い
水
準
に
至
っ
た
こ
と
は
、

歴
代
所
長
の
注
力
の
賜
物
で
あ
る
。
特
に
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
は
、

外
部
資
金
を
得
て
数
多
の
図
書
を
購
入
す
る
一
方
、
上
智
大
学
が

す
で
に
出
版
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
海
外
出
版
社
よ

り
「
出
版
社
割
引
」
で
購
入
す
る
道
筋
を
つ
け
た
。
現
在
で
も

当
研
究
所
は
直
接
に
海
外
出
版
社
か
ら
購
入
を
行
っ
て
い
る
。
こ

の
方
式
は
財
政
面
で
図
書
蒐
集
を
支
え
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に

海
外
の
学
術
出
版
動
向
・
研
究
動
向
を
い
ち
早
く
把
握
し
、
研
究

者
に
供
す
る
こ
と
に
資
し
て
い
る
。
ま
た
図
書
分
類
も
リ
ー
ゼ

ン
フ
ー
バ
ー
が
創
案
し
た
独
自
の
も
の
を
採
用
し
て
い
る
。
一
例

を
挙
げ
れ
ば
、
本
邦
で
は
洋
書
と
和
書
を
分
け
る
こ
と
が
基
本
で

あ
る
が
、
当
研
究
所
で
は
そ
の
区
切
り
を
取
り
払
い
、
あ
る
著
述

家
・
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
連
続
し
た
分
類
番
号
を
付
け
、
利

便
性
の
高
さ
を
担
保
し
て
い
る
。

雑誌名 出版社 創刊

Analecta Augustiniana Agostiniane 1905

Analecta Praemonstratensia Praemon 1925

Archa verbi Aschendorff 2004

Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte Bistumsarchiv Trier 1949

Archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen âge Vrin 1926

Archivum Fratrum praedicatorum Viella 1931

Augustinian Studies（年2冊） PhDC 1979

Bibliographie Annuelle du Moyen-Age Tardif Brepols 1991

Biblioteque de l’ecole des chartes Droz 1839

Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter KNO 1997

Bulletin du Cange Droz 1924

Byzantinische Forschungen Hakkert 1966

Cahiers de civilisation medievale（年4冊） Cahiers 1958

Carmina Philosophiae : Journal of The International Boethius Society Boethius 1992

Cistercienser-Chronik.（NF） Cistercienser 1889

表　継続購入の洋雑誌



20

雑誌名 出版社 創刊

Citeaux Commentarii Cistercienses （年4冊） Citeaux 1960

Coincidentia Kueser Akademie 2010

Connaissance des Peres de L’Eglise Nouv. Cité 1981

Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale Brepols（vol.14～SISMEL） 1990

Filologia Mediolatina Sismel 1994

Franciscana Centro 1999

Hagiographica Sismel 1994

Hortus Artium Medievalium Brepols 1995

Journal of the Alamire Foundation Brepols 2009

Mediaevalia : An Interdisciplinary Journal of Medieval Global Academic Publishing 1975

Medieval People （旧 Medieval Prosopography） MIP 1980

Medioevo e Rinascimento Centro 1987

Medioevo Latino Sismel 1980

Micrologus : Natura, scienze e societa Brepols 1993

Mittellateinisches Jahrbuch Hiersemann 1964

Nottingham Medieval Studies Nottingham 1959

Ons Geestelijk Erf Peeters 1943

Patristica et mediaevalia 1975

Peritia Brepols 1982

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiv und Bibliotheken Urbs 1961

Reading medieval studies Dawson 1979

Recherches  Augustiniennes Brepols 1958

Revue Mabillon: Nouv. sér. Brepols 1990

Rinascimento, seconda serie Olschiki 1961

Scriptorium 
CEM （CENTRE 
D’ÉTUDES DES 

MANUSCRITS ASBL）
1946

Studies in Medieval and Early Modern Culture
（旧タイトルStudies in medieval culture） MIP 1964

Studi Francescani Francesco 1914

Studi Medievali, Serie Terza Centro 1960

Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und 
seiner Zweige KNV 1882

The Jounal of Medieval Latin Brepols 1991

Viator, medieval and Renaissance Studies Brepols 1972

Vivarium Brill 2000

※2025年2月末現在
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2
　
出
版
活
動

　
中
世
思
想
研
究
所
は
、
そ
の
設
立
当
初
か
ら
出
版
事
業
で
学
界

の
み
な
ら
ず
本
邦
の
出
版
界
に
貢
献
し
て
き
た
。
当
研
究
所
の
企

画
・
監
修
は
、
大
き
く
は
①
企
画
論
文
集
、
②
研
究
書
・
一
般
書

の
翻
訳
、
③
原
典
翻
訳
に
分
け
ら
れ
る2

＊

。

　
①
企
画
論
文
集
は
、
数
多
の
研
究
者
に
寄
稿
を
募
り
編
集
し
た

『
教
育
思
想
史
』（
全
6
巻
、
東
洋
館
出
版
社
）、『
中
世
思
想
研
究
所
紀

要
』（
1
―
15
号
、
創
文
社
／
知
泉
書
館
）
お
よ
び
当
研
究
所
所
員
に
よ

る
モ
ノ
グ
ラ
フ
『
中
世
研
究
叢
書
』（
創
文
社
／
知
泉
書
館
）が
あ
る
。

　
②
研
究
書
・
一
般
書
の
翻
訳
は
、
海
外
刊
行
の
名
著
を
広
く
本

邦
の
読
書
人
に
供
す
る
た
め
に
刊
行
し
て
き
た
。
J
・
ダ
ニ
エ

ル
ー
他
著
『
キ
リ
ス
ト
教
史
』（
全
11
巻
、
講
談
社
／
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
）、
L
・
ブ
イ
エ
他
著
『
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
史
』（
全
3
巻
、

平
凡
社
）、
G
・
バ
ラ
ク
ラ
フ
編
『
図
説
キ
リ
ス
ト
教
文
化
史
』（
全

3
巻
、
原
書
房
）、
W
・
バ
ン
ガ
ー
ト
著
『
イ
エ
ズ
ス
会
の
歴
史
』

（
原
書
房
／
中
公
文
庫
）等
が
あ
る
。

　
③
原
典
翻
訳
シ
リ
ー
ズ
は
、
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
の
博
覧
強
記

ぶ
り
を
遺
憾
な
く
示
す
当
研
究
所
企
画
監
修
原
典
翻
訳
シ
リ
ー
ズ

『
中
世
思
想
原
典
集
成
』（
全
20
巻
＋
別
巻
、
平
凡
社
）
の
名
前
を
挙
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
使
徒
教
父
か
ら
近
世
ス
コ
ラ
学
ま
で
、
時

代
別
に
一
巻
と
し
主
要
著
述
家
の
テ
キ
ス
ト
を
邦
訳
し
た
。
本
シ

リ
ー
ズ
の
な
か
に
は
、
近
代
語
訳
初
の
テ
キ
ス
ト
も
含
ま
れ
る
。

本
シ
リ
ー
ズ
か
ら
さ
ら
に
厳
選
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
文
庫
化
・
電

子
書
籍
化
し
、『
中
世
思
想
原
典
集
成
・
精
選
』（
全
7
巻
、
平
凡
社

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
『
中
世
思
想
原
典
集
成
・

第
Ⅱ
期
』
が
企
画
さ
れ
、
現
在
第
3
巻
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る

（
平
凡
社
）。
原
典
翻
訳
が
世
に
示
す
も
の
は
、
中
世
と
い
う
時
代

の
豊
か
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
人
格
」「
個
」
等
の

哲
学
の
基
礎
概
念
の
み
な
ら
ず
現
代
社
会
で
人
口
に
膾
炙
す
る
用

語
が
、
長
き
に
わ
た
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
形
成
や
霊
性
運
動
の

な
か
で
彫
琢
さ
れ
て
き
た
概
念
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
当
研
究
所
の
図
書
刊
行
事
業
に
際
し
て
は
、
本
学
・
他
大
学
の

研
究
者
、
出
版
関
係
者
、
当
研
究
所
職
員
の
多
大
な
協
力
が
あ
っ

た
。
当
研
究
所
事
務
室
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
は
、
シ
リ
ー
ズ
の
企

画
構
想
資
料
や
生
原
稿
、
関
係
者
と
の
書
簡
等
が
保
管
さ
れ
て
い

る
。
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図3　
『教育思想史』 
東洋館出版社

図4
『教育思想史』に関わる
手書き資料（一部）

図5
『中世思想原典集成』

平凡社
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3
　
講
演
会
・
研
究
会

　
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
所
長
引
退
後
、
当
研
究
所
に
加
わ
っ
た
活

動
と
し
て
は
、
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
が
挙
げ
ら
れ
る
。

当
研
究
所
の
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
あ
る
時
に
は
協
力
関

係
に
あ
る
学
会
の
活
動
と
連
携
し
な
が
ら
、
年
2
回
開
催
し
て
い

る
。
ま
た
講
演
会
の
参
加
者
に
は
研
究
者
や
大
学
生
の
み
な
ら
ず
、

一
般
社
会
人
や
高
校
生
も
念
頭
に
お
き
、
学
際
性
や
研
究
者
間
の

世
代
間
交
流
を
も
鑑
み
な
が
ら
、
講
演
会
を
企
画
し
て
き
た
。
研

究
動
向
を
よ
り
迅
速
に
直
接
に
社
会
に
還
元
す
る
た
め
に
は
、
登

壇
者
と
参
加
者
が
時
間
空
間
を
共
に
す
る
講
演
会
は
た
い
へ
ん
に

有
効
な
方
途
で
あ
る
。
登
壇
者
同
士
で
の
、
さ
ら
に
は
フ
ロ
ア
ー

と
の
質
疑
応
答
は
、
登
壇
者
の
専
門
研
究
に
新
た
な
視
点
を
開
く

機
会
と
も
な
る
。

　
き
わ
め
て
地
道
な
活
動
で
あ
る
が
研
究
会
の
開
催
も
紹
介
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
他
大
学
研
究
者
と
の
合
議
に
よ
り
「
中

世
哲
学
研
究
室
」
が
発
足
し
た
こ
と
に
は
、
戦
前
戦
後
を
通
し
て

上
智
大
学
で
開
催
さ
れ
て
い
た
研
究
会
「
ト
マ
ス
会
」
が
海
外
の

学
術
誌
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
い
る3

＊

。
コ
ロ

図6　研究所主催の講演会「近世スコラ学における共同体思想の発展」2018年

連絡先：上智大学中世思想研究所　　　☎03-3238-3822　imdthght@sophia.ac.jp
上智大学四谷キャンパス：JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線　四ツ谷駅　麹町口・赤坂口徒歩5分

近
世
ス
コ
ラ
学
に
お
け
る

　
　
　
　
共
同
体
思
想
の
発
展

司会・進行　午前の部：阿部 善彦（立教大学准教授・当研究所準所員）　　
午後の部：梅田 孝太（上智大学非常勤講師・当研究所準所員）

　　　　　　　　10:45-12:30　近世スコラ学における共同体思想の諸問題
　　スアレス『法律叙説』第１巻におけるiusとlex ── 用法と近代政治思想史的射程

飯田 賢穂 （日本学術振興会特別研究員PD）

　　近世におけるキリスト教共同体の拡大 ──  大航海時代のインパクト
小田 英（早稲田大学現代政治経済研究所特別研究員）

　　　　　　　　13:30-14:30　中世フランシスコ会における共同体論と経済思想
── ペトルス・ヨハネス・オリヴィとシエナのベルナルディーノ

山内 志朗（慶應義塾大学教授）
14:45-16:30　　全体討議

シンポジウム

講演

2018 11/17 Sat. 10:30-16:30
上智大学2号館4階（401教室）※開場10:00・入場無料・事前申込不要

上智大学中世思想研究所主催／神学・哲学史研究会共催

連絡先：上智大学中世思想研究所　　　☎03-3238-3822　imdthght@sophia.ac.jp
上智大学中世思想研究所配属研究補助員 加藤 之敬　　　　　　　　　

上智大学四谷キャンパス：JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線　四ツ谷駅　麹町口・赤坂口徒歩5分

講演会のご案内
上智大学中世思想研究所主催／神学・哲学史研究会共催

近世スコラ学における共同体思想の発展
上智大学中世思想研究所は、本年も上智大学研究機構主催Sophia Open Research Weeks 2018の一企画と
して、研究協力関係にある神学・哲学史研究会とともに 、若手研究者を企画担当とする講演会を開催い
たします。市民生活を営む中、自らの帰属する「共同体」の在り様について問題を感じることは誰にで
もありましょう。今回、企画担当者は共同体論を近世スコラ学に立ち戻りつつ主題といたします。世代
や専門、登壇者とフロアーの垣根を超え、共に思索し合う時間を持つことができましたら幸いです。一
般の皆さまのご来場も心より歓迎いたします。

上智大学中世思想研究所所長
佐藤直子

講演会の趣旨
「人間は自然本性的にポリス的動物である」。アリストテレス（前384-322年）以来、共同体形成が人
間にとって本質的な事態であることは広く認められています。しかし、共同体についてより踏み込んで
論じる段になると、にわかに議論が紛糾します。共同体の成立要件および存続可能性の要件は何か、共
同体間の関係のあるべき姿はいかなるものか。今回の講演会は、これらの古くて新しい問題に、中世後
期から近世のスコラ学を通して迫ります。この時代、共同体に関する理論は大きく進展しました。中世
後期には経済的思想を観点とした共同体論 が出現します。15世紀末からは「新大陸」その他の地域との
接触が、権力の正統性をめぐる議論を活性化し、近代の国家概念を準備することになります。本講演会
では、三つの講演をいただきながら、現代にも影響を与えている近代共同体論の形成の場面に立ち戻
り、共同体をめぐる思索を深めていきたいと考えます。

企画担当（当研究所準所員）： 阿部善彦（立教大学文学部准教授）　　
　　梅田孝太（上智大学文学部非常勤講師）

　坂本邦暢（明治大学文学部専任講師）　

日時：2018年11月17日（土）10:30～16:30（開場 10:00）
会場：上智大学2号館4階（401教室）

10:30-10:45　開催ご挨拶・講演会の趣旨説明

10:45-12:30　シンポジウム「近世スコラ学における共同体思想の諸問題」（司会：阿部 善彦）
　「スアレス『法律叙説』第１巻におけるiusとlex ── 用法と近代政治思想史的射程」　

飯田 賢穂 （日本学術振興会特別研究員PD）
　「近世におけるキリスト教共同体の拡大 ── 大航海時代のインパクト」　　　　　

小田 英（早稲田大学現代政治経済研究所特別研究員）

12:30-13:30　昼休憩

13:30-14:30　講演「中世フランシスコ会における共同体論と経済思想　

　　　　　　　　　── ペトルス・ヨハネス・オリヴィとシエナのベルナルディーノ」

山内 志朗（慶應義塾大学教授）（司会：梅田 孝太）

14:30-14:45　休憩

14:45-16:30　全体討議　（コメンテーター：坂本 邦暢）
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図7　講演会の様子　※ 「グレゴリオ聖歌―本質と霊性」
（講演者・杉本ゆり、司会者・荻野弘之、2025年3月1日撮影）

ナ
禍
に
よ
り
休
止
し
て
い
る
研
究
会
も
あ
る
が
、「
ド
ゥ
ン
ス
・

ス
コ
ト
ゥ
ス
研
究
会
」（
代
表
者
：
小
川
量
子
）
は
い
ち
早
く
活
動
を

再
開
し
た
。
こ
う
し
た
研
究
会
で
当
研
究
所
所
蔵
図
書
が
活
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

4
　
元
所
長
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
遺
品
の
移
管
・
保
管

　
本
業
務
は
、
元
所
長
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
の
遺
志
に
基
づ
き
、

所
定
の
手
続
き
を
踏
み
、
当
研
究
所
の
活
動
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
る
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
は
、
昼
は
教

育
・
研
究
に
勤
し
み
、
夜
は
宣
教
活
動
に
従
事
し
、
一
日
と
し
て

休
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
人
の
業
績
は
、
本
邦
で
は
前
記
の

翻
訳
シ
リ
ー
ズ
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原

文（
ド
イ
ツ
語
）
は
知
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
宣
教
活
動
で
同
人

は
、
そ
の
学
識
と
深
い
霊
性
を
基
盤
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
入
門
講

座
」
な
ど
、
体
系
的
な
司
牧
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
当
研
究
所

で
は
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
の
自
室
に
残
さ
れ
た
資
料（
原
稿
、
メ
モ
、

書
簡
、
磁
気
テ
ー
プ
、
写
真
等
）
に
つ
い
て
順
次
、
イ
エ
ズ
ス
会
日
本

管
区
か
ら
の
移
管
を
進
め
、
保
管
し
て
い
る
。
ま
た
音
源
や
原
稿

か
ら
権
利
関
係
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
上
の
問
題
が
な
い
も
の
を
選
び
、

2
0
2
4
年
度
よ
り
、
僅
か
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
当
研
究
所
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
元
所
長
ク
ラ
ウ
ス
・
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー

先
生
記
念
ペ
ー
ジ
」
に
公
開
し
て
い
る
。
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緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、
こ
の
活
動
は
同
人
へ
の
感

謝
の
念
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
今
後
の
「
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
研

究
」
さ
ら
に
は
同
人
が
生
き
た
時
代
の
思
想
史
的
状
況
の
研
究
に

資
す
る
も
の
と
な
る
。
同
人
の
活
動
全
体
が
客
観
化
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
啓
蒙
主
義
的
人
間
観
に
還
元
さ
れ
え
な
い
キ
リ
ス
ト
教

的
な
深
い
人
間
理
解
と
広
や
か
な
世
界
観
、「
信
仰
と
知
」
と
い

う
思
想
史
を
貫
流
す
る
問
題
が
同
人
に
お
い
て
い
か
な
る
仕
方
で

顕
在
化
し
た
か
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

終
わ
り
に

　
現
在
、
研
究
者
に
は
学
術
発
信
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
は
最
終
的

に
は
個
々
の
研
究
者
の
業
績
と
な
る
。
し
か
し
中
世
思
想
全
体
の

研
究
に
は
十
分
な
一
次
文
献
・
二
次
文
献
の
ス
ト
ッ
ク
は
不
可
欠

で
あ
り
、
そ
れ
は
研
究
者
個
人
の
図
書
蒐
集
能
力
の
範
囲
を
超
え

る
。
ま
た
学
術
発
信
の
場
は
、
社
会
還
元
を
考
え
れ
ば
多
様
で
あ

る
べ
き
だ
が
、
個
々
人
に
よ
る
情
報
発
信
が
容
易
と
な
る
な
か
で
、

質
の
一
定
の
担
保
は
欠
か
せ
な
い
。
知
は
孤
立
し
て
成
立
す
る
も

の
で
は
な
い
。
ま
た
一
部
の
専
門
家
間
で
の
み
循
環
す
る
も
の
で

も
な
い
。
学
術
・
文
化
の
発
展
に
は
、
発
信
以
前
に
集
積
が
必
要

で
あ
り
、
当
研
究
所
の
図
書
蒐
集
活
動
は
そ
の
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
ま
た
母
国
語
に
よ
る
基
本
文
献
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
発
信
者

で
あ
る
研
究
者
に
資
す
る
の
み
な
ら
ず
、
学
術
発
信
の
受
容
者
で

あ
る
一
般
の
社
会
人
の
関
心
を
喚
起
し
、
学
術
の
社
会
還
元
が
成

立
す
る
状
況
そ
の
も
の
を
醸
成
す
る
。
こ
の
点
、
現
代
的
な
知
の

在
り
方
の
欠
落
を
補
う
も
の
と
し
て
当
研
究
所
は
機
能
し
て
お
り
、

そ
の
活
動
は
「
研
究
以
前
の
研
究
活
動
」
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
き

わ
め
て
挑
戦
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
歴
代
所
長
と
所
員
に
よ
っ

て
紡
が
れ
た
過
去
の
当
研
究
所
の
学
的
営
為
は
、
中
堅
・
若
手
研

究
者
に
よ
る
継
承
を
着
実
に
行
な
い
、
未
来
に
向
け
て
そ
の
可
能

性
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

注＊
1
　
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
の
功
績
に
つ
い
て
は
、
当
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
元
所
長
ク
ラ
ウ
ス
・
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
先
生
記
念
ペ
ー
ジ
」

https://dept.sophia.ac.jp/is/im
dthght/m

em
orial/

を
参
照
。

＊
2
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
当
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
刊
行
物
」https://

dept.sophia.ac.jp/is/im
dthght/publications/

を
参
照
。

＊
3
　
佐
藤
直
子
「「
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
」
の
歩
み
と
使
命
」、『
西

洋
中
世
研
究
』
第
5
号
、
知
泉
書
館
、
2
0
1
3
年
。
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　「
ロ
シ
ア
文
学
」
の
観
念
を
攪
乱
す
る
よ
う
な
、
異
形
の
文
学

作
品
を
紹
介
す
る
と
謳
っ
た
《
ロ
シ
ア
語
文
学
の
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス

た
ち
》
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
二
〇
二
二
年
の
七
月
に
刊
行
を
開
始
し

た
。
同
年
二
月
二
十
四
日
に
は
じ
ま
る
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
か
ら
半
年
も
経
っ
て
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
た
め
に
、

当
時
、「
な
ぜ
い
ま
？
」
と
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
こ

に
は
同
情
と
、
あ
か
ら
さ
ま
で
は
な
い
と
は
い
え
微
か
な
軽
蔑
の

響
き
も
、
も
し
か
し
た
ら
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
第
一
巻
は
ガ
イ
ト
・
ガ
ズ
ダ
ー
ノ
フ（
望
月
恒
子
訳
）『
ク
レ
ー
ル

と
の
夕
べ
／
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
亡
霊
』
で
あ
っ
た
。

作
者
の
ガ
ズ
ダ
ー
ノ
フ（
一
九
〇
三
―
七
一
）は
、
オ
セ
ッ
ト
人
の
両

親
の
も
と
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
生
ま
れ
る
が
、
父
や
妹
を
亡
く
し
、

少
年
期
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
移
り
住
む
こ
と
に
な
る
。
ハ
ル
キ
ウ
の

中
学
在
学
中
に
ロ
シ
ア
革
命
が
勃
発
し
、
十
六
歳
で
白
軍
に
身
を

投
じ
た
ガ
ズ
ダ
ー
ノ
フ
は
、
戦
禍
の
な
か
、
一
九
二
〇
年
十
一
月

に
彼
の
地
を
離
れ
、
最
終
的
に
二
三
年
の
暮
れ
に
亡
命
ロ
シ
ア
人

た
ち
の
集
ま
る
パ
リ
に
到
着
し
、
肉
体
労
働
や
夜
間
の
タ
ク
シ
ー

運
転
手
を
し
な
が
ら
執
筆
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
。

　「
訳
者
あ
と
が
き
」
へ
の
「
追
記
」
の
な
か
で
望
月
哲
男
先
生

は
、
訳
者
の
恒
子
先
生
が
か
ね
て
か
ら
ガ
ズ
ダ
ー
ノ
フ
の
こ
と
を

「
難
民
作
家
」
と
評
し
て
い
た
と
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
刊

行
を
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
四
月
に
逝
去
さ
れ
た

恒
子
先
生
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
が
「
非
ロ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
ロ
シ

ア
国
外
で
書
か
れ
た
作
品
で
幕
を
開
け
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て

望
外
の
喜
び
で
あ
る
」
と
書
き
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
だ
か
ら
、

「
な
ぜ
い
ま
？
」
と
問
わ
れ
る
た
び
に
、「
ま
さ
に
い
ま
が
そ
う
だ

か
ら
」
と
い
う
答
え
は
つ
ね
に
胸
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
シ

リ
ー
ズ
を
構
想
す
る
段
階
で
そ
う
し
た
状
況
に
な
っ
て
し
ま
う
と

ロ
シ
ア
語
文
学
の
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
た
ち

栗
本
麻
央 （
白
水
社
編
集
部
）

｜
編
集
者
が
語
る
こ
の
叢
書
・
こ
の
シ
リ
ー
ズ
31
｜
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は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
。

　
個
人
的
な
こ
と
を
書
く
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
の
だ

が
、
わ
た
し
自
身
は
多
少
な
り
と
も
ロ
シ
ア
文
化
に
親
し
み
、
モ

ス
ク
ワ
に
長
期
滞
在
し
た
こ
と
も
あ
る
も
の
の
、
と
り
た
て
て
ロ

シ
ア
が
好
き
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
争
と
は
関
係

な
く
、
も
と
も
と
、
小
説
で
も
美
術
で
も
映
画
で
も
音
楽
で
も
、

個
々
の
作
品
を
こ
と
さ
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
結
び
つ
け
て
考
え

る
感
覚
が
ぴ
ん
と
こ
な
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
ロ
シ
ア
文
化
に
馴

染
み
の
あ
る
人
た
ち
の
間
で
は
し
ば
し
ば
、「
ロ
シ
ア
」
の
あ
ら

ゆ
る
も
の
や
こ
と
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

思
う
。
そ
の
ロ
シ
ア
へ
の
愛
は
、
ロ
シ
ア
を
も
っ
と
知
る
た
め
に
、

ロ
シ
ア
の
小
説
を
、
ロ
シ
ア
の
美
術
を
、
ロ
シ
ア
の
映
画
を
、
ロ

シ
ア
の
音
楽
を
求
め
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
人
た
ち
が
、

「
特
別
軍
事
作
戦
」
に
接
し
て
、
自
ら
の
嗜
好
を
顧
み
て
過
度
に

恥
じ
た
り
、
意
図
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
ロ
シ
ア
を
擁
護
し

た
り
す
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
そ
れ
に
比
べ
て
自
分
は

き
わ
め
て
酷
薄
だ
と
感
じ
る
の
だ
が
、
一
方
で
、
き
っ
と
自
分
が

こ
の
界
隈
で
は
し
ょ
せ
ん
偽
物
だ
か
ら
だ
と
い
う
意
識
も
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
二
〇
二
二
年
二
月
二
十
四
日
以
後
に
世
界
的
に
起

こ
っ
た
粗
っ
ぽ
い
ロ
シ
ア
文
化
叩
き
、
俗
に
い
う
キ
ャ
ン
セ
ル
・

カ
ル
チ
ャ
ー
に
は
辟
易
し
た
。
た
だ
、
こ
の
出
来
事
は
、
な
に
か

作
品
を
受
容
す
る
と
き
に
、
そ
れ
ほ
ど
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
意
識

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
い
う
現
実
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
機
会

で
も
あ
っ
た
。

　
話
を
小
説
や
文
学
に
限
定
す
る
が
、
基
本
的
に
読
書
と
は
、

「
わ
た
し
」
と
作
品
と
が
一
対
一
で
対
峙
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
作
品
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
を
含
め
、
そ
の
作
品
が
成
立
し
た
時
代
背
景

や
作
家
の
生
涯
、
文
化
的
文
脈
な
ど
を
知
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う

し
、
そ
れ
は
一
般
的
に
「
深
い
読
み
」
を
導
く
こ
と
に
な
る
は
ず

だ
。
け
れ
ど
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
正
し
さ
に
こ
だ
わ
り

す
ぎ
る
と
読
書
は
窮
屈
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
さ
ら
に
は
「
わ
た

『クレールとの夕べ／アレクサ
ンドル・ヴォルフの亡霊』
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に
し
て
も
、
そ
れ
を
急
ぐ
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
孤
独
な

作
業
で
あ
る
「
わ
た
し
の
」
読
書
を
す
ぐ
さ
ま
他
者
に
明
け
渡
さ

な
い
こ
と
、
安
易
に
違
和
を
解
消
せ
ず
、
自
ら
の
内
に
抱
え
込
む

こ
と

―
そ
の
こ
と
が
、
他
者
と
の
対
話
の
条
件
に
な
る
の
だ

と
わ
た
し
自
身
は
考
え
る
。

　
こ
の
シ
リ
ー
ズ
《
ロ
シ
ア
語
文
学
の
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
た
ち
》
で

と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
ロ
シ
ア
語
文
学
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
遠
さ
と
近
さ
と
を
併
せ
も
ち
、
そ
こ
に
あ
る
他
者
性
を
安

易
に
消
去
し
た
り
、
我
有
化
し
た
り
し
が
た
い
作
品
群
だ
。
二
十

世
紀
を
中
心
に
ロ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
文
学
作
品
の
う
ち
、
そ

の
異
貌
の
佇
ま
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
古
典
」
と
い
わ
れ
る
に

ふ
さ
わ
し
い
強
度
を
も
っ
た
作
品
を
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
し
よ
う
と
考

し
が
読
む
」
こ
と
の
意
味
や
責
任
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
の
も
ま
た
確
か
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
作
品
が
つ
く
り
だ
す
現
代
の
読
者
の
共

同
体
の
あ
り
か
た
に
も
、
自
分
は
あ
ま
り
乗
れ
な
い
な
と
思
う
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
否
定
す
る
つ
も
り
は

毛
頭
な
い
の
だ
が
、
そ
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
最
中
や
読
み
終

わ
っ
た
後
に
、
作
品
に
よ
っ
て
生
じ
た
違
和
を
自
ら
の
内
に
棲

ま
わ
せ
、
時
間
を
か
け
て
心
身
深
く
に
な
じ
ま
せ
て
い
く
過
程
こ

そ
が
、
少
な
く
と
も
わ
た
し
に
と
っ
て
の
「
読
書
」
だ
と
感
じ
る
。

そ
れ
が
拙
い
読
書
体
験
に
な
っ
た
と
し
て
も
決
し
て
貧
し
く
は
な

い
だ
ろ
う
し
、
仮
に
、
ネ
ッ
ト
や
S
N
S
を
徘
徊
し
て
誰
か
の

言
葉
、
と
い
う
よ
り
は
何
か
「
答
え
」
の
よ
う
な
も
の
を
求
め
る

『幸福なモスクワ』

『穴持たずども』
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る
医
師
、
よ
り
精
度
の
高
い
秤
の
発
明
に
勤
し
み
な
が
ら
も
自
ら

を
捨
て
別
人
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
す
る
機
械
技
師
ら

―
と

が
織
り
な
す
特
異
な
世
界
観
が
、
独
特
な
言
語
で
描
か
れ
て
い
る

作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
巻
の
ユ
ー
リ
ー
・
マ
ム
レ
ー
エ
フ

（
松
下
隆
志
訳
）『
穴
持
た
ず
ど
も
』
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
モ
ス
ク

ワ
郊
外
を
舞
台
に
、
殺
人
を
重
ね
な
が
ら
魂
や
死
、
彼
岸
の
世
界

を
追
求
す
る
主
人
公
ソ
ン
ノ
フ
と
、
彼
と
共
同
生
活
を
営
む
奇
妙

な
人
々

―
世
界
を
不
条
理
で
満
た
さ
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な

い
異
常
性
癖
を
も
つ
妹
や
、
快
楽
の
産
物
と
し
て
子
ど
も
が
生
じ

る
こ
と
が
許
せ
な
い
男
、
日
が
な
ご
み
溜
め
を
漁
る
少
女
、
自
ら

の
疥
癬
を
食
す
少
年
ら

―
に
、「
形
而
上
的
娼
婦
」
ア
ン
ナ
を

中
心
と
し
た
グ
ノ
ー
シ
ス
的
神
秘
思
想
を
も
つ
「
形
而
上
派
」
の

面
々
が
合
流
し
、
奇
怪
な
出
来
事
を
巡
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

え
た
。
そ
れ
は
作
家
の
力
量
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
は
い
え
、

わ
た
し
が
惹
か
れ
る
の
は
、
あ
る
場
所
で
、
あ
る
時
に
、
あ
る
言

語
で
し
か
書
き
得
な
か
っ
た
、
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
そ
の

作
品
の
独
異
性
で
あ
る
。
そ
の
と
き
問
題
と
な
る
の
は
ロ
シ
ア
と

い
う
国
家
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、

立
ち
あ
ら
わ
れ
る
世
界
だ
。

　
第
二
巻
の
ア
ン
ド
レ
イ
・
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ（
池
田
嘉
郎
訳
）『
幸
福

な
モ
ス
ク
ワ
』
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
下
で
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ

る
都
市
モ
ス
ク
ワ
で
、
そ
の
名
を
与
え
ら
れ
た
孤
児
モ
ス
ク
ワ
・

チ
ェ
ス
ノ
ワ
の
活
躍
と
、
来
た
る
べ
き
共
産
主
義
社
会
を
胚
胎
す

る
よ
う
な
彼
女
の
言
動
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
思
索
し
、
対
話
し
、

み
ず
か
ら
の
進
む
べ
き
道
を
模
索
す
る
彼
女
を
取
り
巻
く
男
た
ち

―
死
の
瞬
間
を
解
明
し
生
命
の
内
奥
を
探
り
あ
て
よ
う
と
す
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を
黙
過
し
、
も
し
か
し
た
ら
結
果
的
に
言
祝
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
う
「
他
者
性
」
と
は
、
む

ろ
ん
、
一
方
で
は
異
文
化
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
も
の
の
、
他
方

で
そ
れ
は
、
文
学
そ
の
も
の
の
謂
れ
で
あ
り
、
文
学
性
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
わ
た
し
は
あ
な
た
で
は
な
い
し
、
あ
な
た
は
わ
た

し
で
は
な
い

―
そ
う
し
た
違
和
感
や
わ
か
ら
な
さ
を
け
っ
し

て
手
放
す
こ
と
な
く
他
者
に
じ
っ
く
り
と
対
峙
す
る
こ
と
、
そ
れ

も
ま
た
文
学
の
経
験
が
与
え
、
文
学
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
力
だ
と

信
じ
る
。
哲
男
先
生
が
刊
行
の
辞
に
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う

に
、「
人
は
い
つ
か
静
か
に
老
い
る
だ
ろ
う
が
、
物
語
は
常
に
若

く
、
答
え
の
な
い
問
い
を
発
し
続
け
る
」
の
だ
か
ら
。

❖

　
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
は
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
脱
出
不

可
能
な
迷
宮
に
棲
ま
わ
さ
れ
た
独モ

ン

ス

タ

ー

異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ

わ
れ
は
、
異
形
の
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
を
打
ち
斃
し
、
ア
リ
ア
ド
ネ
の

糸
で
迷
宮
か
ら
生
還
す
る
英
雄
テ
セ
ウ
ス
に
な
る
必
要
は
な
い
。

む
し
ろ
一
個
の
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
と
し
て
、
迷
宮
を
さ
ま
よ
う
べ
き

な
の
だ
。
ロ
シ
ア
語
文
学
の
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
た
ち
と
と
も
に
。

が
独
自
の（
超
）独
我
論
を
展
開
し
て
い
く
思
想
劇
的
ス
ラ
ッ
プ
ス

テ
ィ
ッ
ク
だ
。

　
も
ち
ろ
ん
、
両
者
は
物
語
と
し
て
は
ま
っ
た
く
趣
向
の
異
な
る

作
品
で
あ
り
、
描
か
れ
る
思
想
や
世
界
観
に
も
共
通
性
は
な
く

（
と
も
言
い
切
れ
な
い
部
分
も
あ
り
そ
う
だ
が
）、
両
者
を
並
べ
て
何
か

を
記
す
こ
と
自
体
、
意
に
染
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、
し

か
し
、
生
じ
る
読
後
の
感
覚
で
共
通
す
る
も
の
を
挙
げ
る
と
す
れ

ば
、「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
感
覚
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
当

然
な
が
ら
、
そ
の
わ
か
ら
な
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
異
な
る
し
、

よ
り
精
確
に
は
「
わ
か
る
こ
と
に
対
す
る
た
め
ら
い
」
と
い
う
べ

き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
目
下
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
や
民
族
、
言
語
の
文
学
作
品
が
翻
訳
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
に
比
し
て
、「
ロ
シ
ア
語
文
学
」
は
す
で
に
、

も
の
珍
し
さ
や
マ
イ
ナ
ー
さ
が
も
つ
希
少
価
値
と
い
う
魅
力
は
な

く
、
い
ま
さ
ら
な
感
じ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た

さ
ま
ざ
ま
な
国
や
言
語
の
文
学
作
品
の
多
く
が
、
も
っ
ぱ
ら
共
感

や
「
〜
は
わ
た
し
だ
」
と
い
う
感
覚
を
媒
介
に
消
費
さ
れ
て
い
る

（
よ
う
に
思
わ
れ
る
）現
状
は
、
本
来
、
そ
こ
に
あ
る
は
ず
の
「
他
者

性
」
へ
の
度
し
難
い
鈍
感
さ
を
示
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
も
た
ら
す
均
質
で
平
板
な
世
界
や
粗
暴
な
感
情
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