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ま
ず
最
初
に
、
「
心
理
学
と
哲
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
定
位
し
た
本

稿
の
ね
ら
い
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
、
「
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理

学
の
位
置
づ
け
」
と
い
う
作
業
を
鍵
に
し
て
、
一
九
世
紀
末
の
心
理

学
と
哲
学
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
な
る
の
は
、
「
心
理
学
」
と
「
哲
学
」
と
が
、
こ
の
時
期
に
は
激
し

く
拮
抗
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
現
代
で
も
、
両
者
に
対
す

心
理
学
と
哲
学
の
岐
路

は
じ
め
に

Ｗ
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
を
手
が
か
り
に
し
た
、

一
九
世
紀
末
の
心
理
学
と
哲
学
を
め
ぐ
る
状
況
Ｉ

る
関
係
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
ら
か
じ
め
、
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
位
置
づ
け
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
を
位
置
づ
け
る
Ｉ
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ

に
は
、
三
の
ョ
四
一
一
の
×
（
の
曰
四
一
と
い
う
二
つ
の
仕
方
が
可
能
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ひ
と
つ
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
を
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の

思
想
の
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
も
う
ひ
と

つ
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
を
、
そ
の
当
時
の
状
況
、
す
な
わ
ち

一
九
世
紀
後
半
の
心
理
学
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で

伊
藤
直
樹
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あ
る
。
本
稿
で
の
考
察
は
、
前
者
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
後
者
の
視

点
を
前
面
に
押
し
出
す
と
い
う
仕
方
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
前
者
の
、
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
言
の
ョ
巳

な
位
置
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。

｜
般
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
は
「
歴
史
的
理
性
批
判
」
と
呼
ば

れ
て
お
り
、
そ
の
内
実
を
な
す
の
は
、
精
神
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
と

い
う
企
て
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
、
こ
の
よ
う
な
企
て
に
至
っ
た

動
機
の
中
核
は
、
啓
蒙
主
義
以
降
に
生
じ
た
、
「
歴
史
的
成
長
を
あ
ら

ゆ
る
精
神
的
事
実
の
成
立
過
程
と
見
る
」
「
歴
史
学
派
」
を
認
識
論
的

に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
こ

の
学
派
は
「
歴
史
的
過
程
の
特
殊
性
に
愛
情
込
め
て
没
頭
し
た
」
と

い
う
点
で
、
大
い
に
評
価
で
き
る
も
の
の
、
し
か
し
、
歴
史
認
識
の

哲
学
的
基
礎
づ
け
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
。
こ
の

欠
を
補
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
の
基

礎
づ
け
を
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
や
コ
ン
ト
な
ど
の
実
証
主
義
的
哲
学
を

批
判
す
る
仕
方
で
行
な
う
。
実
証
主
義
哲
学
は
、
自
然
科
学
的
方
法

を
精
神
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
の
方
法
へ
と
転
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
生
を
歪
め
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
注

意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
Ｊ
・
ミ
ュ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ッ
か
ら
の

影
響
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
こ
で
行
な
っ
て
い

る
の
は
、
実
証
主
義
に
よ
る
自
然
科
学
的
方
法
の
転
用
へ
の
批
判
で

あ
っ
て
、
け
っ
し
て
自
然
科
学
そ
れ
自
体
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
精
神
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
の

特
徴
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
「
生
を
生
そ
れ
自
身
か
ら
と
ら
え

る
」
も
の
だ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
「
歴
史
的
手

続
き
」
と
「
体
系
的
手
続
き
」
と
い
う
二
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
具
体

化
さ
れ
る
（
く
巴
」
×
く
）
。
後
者
の
「
体
系
的
手
続
き
」
と
は
、
精
神

諸
科
学
の
基
礎
づ
け
に
関
す
る
理
論
的
考
察
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者

の
「
歴
史
的
手
続
き
」
と
は
、
そ
の
理
論
の
、
発
生
的
、
す
な
わ
ち

歴
史
的
実
証
的
検
証
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
こ
の
二

つ
が
、
い
わ
ば
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
「
歴
史
学
派
」
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
「
歴
史
的
手
続
き
」
の
み
で
は
無
論
不
十
分
で
あ
る
が
、

理
論
的
な
思
弁
だ
け
を
う
ず
た
か
く
積
み
上
げ
て
も
、
無
益
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
新
カ
ン
ト
派
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の
学
問
論
を
想
起
す
れ
ば

よ
い
。
た
し
か
に
論
理
的
に
は
精
微
に
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
学
問
従
事
者
の
実
際
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
１
）
。

さ
ら
に
立
ち
入
れ
ば
、
こ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
立
場
は
、
哲
学
と
経
験

科
学
と
の
関
わ
り
を
規
定
す
る
も
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

ご
く
初
期
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
が
衰
退
し
た
理
由

を
、
そ
れ
が
経
験
科
学
と
の
結
び
つ
き
を
断
っ
た
点
に
指
摘
し
て
い

る
（
×
×
Ｕ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
体
系
は
、
「
ケ
レ
ス
星
」
の
発
見
な

ど
の
進
展
す
る
自
然
科
学
の
諸
発
見
に
よ
っ
て
、
無
効
と
な
っ
て
ゆ

く
。
こ
こ
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
「
傲
慢
囚
一
の
一
三
一
」
と
呼
ば
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れ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
哲
学
の
傲
慢
」
と
呼

び
代
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
経
験
科
学
と
の
結
び
つ
き
を
欠
い
た
哲

学
は
不
毛
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
理
論
的

な
「
体
系
的
手
続
き
」
は
、
「
歴
史
的
手
続
き
」
を
俟
っ
て
、
は
じ
め

て
確
か
な
も
の
と
な
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
的
手
続
き
」
に
よ
っ
て
結
実
し
た
も

の
が
、
「
精
神
史
」
あ
る
い
は
「
自
伝
・
伝
記
」
で
あ
り
、
他
方
、
「
体

系
的
手
続
き
」
の
成
果
が
、
心
理
学
的
基
礎
づ
け
で
あ
り
、
解
釈
学

的
基
礎
づ
け
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、

こ
の
よ
う
に
体
系
的
手
続
き
の
一
部
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
こ
で
こ
の
心
理
学
的
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
は
、
や
や
厄
介

な
、
問
題
を
孕
ん
だ
点
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の

心
理
学
そ
の
も
の
を
分
か
り
づ
ら
く
さ
せ
て
も
い
る
。
と
い
う
の
も
、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
に
は
二
義
性
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る

（
２
）
。
ひ
と
つ
は
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
な
、
精
神
諸
科
学
の
基
礎

学
の
位
置
を
占
め
る
心
理
学
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
同
時
に
、
デ

ィ
ル
タ
イ
は
心
理
学
を
個
人
の
心
的
生
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る

と
も
考
え
て
い
る
。
こ
の
後
者
の
心
理
学
は
、
こ
れ
を
「
個
人
の
意

識
」
を
対
象
と
す
る
「
個
人
心
理
学
」
だ
と
と
ら
え
て
み
れ
ば
、
た

と
え
ば
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
精
神
物
理
学
や
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
内
観
心
理

学
、
あ
る
い
は
エ
ピ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
記
憶
研
究
な
ど
の
、
’
九
世
紀

の
科
学
的
心
理
学
と
重
な
り
合
う
部
分
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
前
者
を
「
哲
学
的
心
理
学
」
と
す
る
な
ら
ば
、
後
者
は
経
験

的
心
理
学
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
、

心
理
学
の
二
義
性
を
指
摘
し
た
だ
け
で
は
、
問
題
の
解
決
に
は
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
は
、
全
集
一
一
一
巻
、
二
一
一

巻
に
収
録
さ
れ
た
草
稿
が
示
す
よ
う
に
、
基
礎
学
と
し
て
の
心
理
学

を
、
当
時
の
心
理
学
的
諸
研
究
の
成
果
を
受
容
し
つ
つ
、
ま
た
批
判

し
つ
つ
構
想
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
二
義
性
と
い
う
特

徴
は
、
逆
手
に
と
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
押

し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
発
展

史
的
研
究
と
し
て
三
の
曰
四
一
な
テ
ー
マ
を
か
た
ち
づ
く
る
。
そ
し
て

も
う
ひ
と
つ
は
（
こ
ち
ら
が
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
）
、
こ
の
一
一
義
性

が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
を
一
九
世
紀
の
心
理
学
史
的
、
哲
学
史
的

な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
い
う
の
蚤
の
ョ
画
一
な
テ
ー
マ

を
も
か
た
ち
づ
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
代

は
、
’
九
世
紀
と
い
う
「
第
二
の
科
学
革
命
」
の
時
代
で
あ
り
、
こ

と
心
理
学
に
関
し
て
言
え
ば
、
科
学
的
な
心
理
学
と
し
て
、
し
か
も

制
度
的
に
も
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら

す
れ
ば
、
哲
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
は
、
歴
史
的
な
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
な
か
で
固
有
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
哲
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
が
、
経
験
的
科
学
的
な
心
理
学
を
問

題
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
科
学
的
心
理
学
へ
と
、
言
わ
ば
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領
域
侵
犯
を
行
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
デ
ィ
ル
タ

イ
は
、
当
時
の
心
理
学
か
ら
の
批
判
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ

し
て
実
際
そ
の
と
お
り
に
な
っ
た
。
し
か
し
問
題
は
こ
れ
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
心
理
学
を
批
判
す
る
と
い
う
仕
方

で
、
自
ら
の
心
理
学
を
主
張
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
し
て
は
、
哲
学

者
の
側
か
ら
、
そ
の
心
理
（
学
）
主
義
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
新
カ
ン
ト
派
か
ら
の
批
判
が
こ
れ
で
あ
る
。
い
さ
さ

か
グ
ロ
テ
ス
ク
な
比
愉
で
あ
る
が
、
心
理
学
を
語
る
哲
学
者
デ
ィ
ル

タ
イ
は
、
心
理
学
者
と
哲
学
者
か
ら
十
字
砲
火
を
浴
び
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
’
九
世
紀
後
半
の
哲
学
と
心
理
学
と
の
抗

争
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
①
×
局
目
色
一
な

位
置
づ
け
の
意
義
は
、
こ
こ
に
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
状
況
を
三
つ
の
位
相
に
そ
っ
て
明
ら
か
に
し
て

ゆ
く
。
｜
つ
め
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
向
け
ら
れ
た
心
理
学
者
か
ら
の

批
判
、
す
な
わ
ち
Ｈ
・
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判

で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
眼
差
し
を
心
理
学
内
部
に
転
じ
、
そ
こ
で

の
抗
争
を
見
届
け
る
。
す
な
わ
ち
古
い
世
代
で
あ
る
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
と

若
い
世
代
で
あ
る
キ
ュ
ル
ペ
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
と
の
対
立
で
あ
る
。

そ
し
て
第
三
と
し
て
、
哲
学
の
側
か
ら
の
心
理
学
へ
の
攻
撃
を
見
る
。

こ
れ
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
、
あ
る
い
は
ヴ
ン

ト
ヘ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
’
九
世
紀
後
半
に
お
け

る
心
理
学
と
哲
学
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
’
八
九
五
年
に
『
記
述
的
分
析
的
心
理
学
の
イ

デ
ー
ン
』
を
発
表
す
る
。
こ
の
心
理
学
論
文
は
、
そ
れ
ま
で
著
作
や

論
文
の
随
所
で
折
に
ふ
れ
て
述
べ
ら
れ
て
き
た
、
精
神
諸
科
学
の
心

理
学
的
基
礎
づ
け
の
頂
点
を
な
す
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
デ
ィ
ル

タ
イ
は
、
こ
の
論
文
の
な
か
で
、
同
時
代
の
心
理
学
の
大
勢
を
「
説

明
心
理
学
」
あ
る
い
は
「
構
成
心
理
学
」
と
呼
び
、
手
厳
し
く
批
判

す
る
。
説
明
心
理
学
と
は
、
二
義
的
に
規
定
さ
れ
た
一
定
数
の
要
素

に
も
と
づ
い
て
、
心
的
生
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
構
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
（
く
一
＄
）
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
心
理
学

に
よ
れ
ば
、
心
な
る
も
の
は
限
ら
れ
た
パ
ー
ツ
か
ら
組
み
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
心
理
学
に
よ

る
主
張
は
、
す
べ
て
が
も
っ
ぱ
ら
仮
説
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
仮
説
は
、
進
歩
の
た
め
の
不

可
欠
な
契
機
で
あ
り
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も

な
い
。
し
か
し
心
理
学
に
お
い
て
は
、
固
有
の
形
而
上
学
的
問
題
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
精
神
的
世
界
と
物
質
的
世
界
と
の
関
係
と
い
う
問

題
、
す
な
わ
ち
、
件
の
心
と
脳
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
説
明
心

る
で
あ
ろ
う
。

「
学
部
の
争
い
」
Ｉ
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の

デ
ィ
ル
タ
イ
批
判

１８ 
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理
学
は
、
こ
の
問
題
を
問
う
こ
と
な
く
置
き
去
り
に
し
た
ま
ま
、
自

然
科
学
的
方
法
を
精
神
現
象
に
適
用
し
て
臆
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

結
局
、
説
明
心
理
学
は
仮
説
の
霧
の
な
か
を
坊
裡
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
が
積
極
的
に
主
張
す
る
の
は
、

精
神
現
象
が
根
源
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
性
格
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
こ
か
ら
心
的
生
を
記
述
す
る
心
理
学
、
す
な

わ
ち
「
記
述
的
分
析
的
心
理
学
」
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
わ
け
だ

が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
本
稿
の
狙
い
で
は
な
い
（
３
）
。
む

「
精
神
科
学
は
、
何
よ
り
も
次
の
点
で
自
然
科
学
か
ら
区
別
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
科
学
が
対
象
と
す
る
事
実
は
、
外
か
ら
、

現
象
と
し
て
、
し
か
も
個
々
別
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
意

識
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
精
神
科
学
が
対
象
と
す
る
事
実
は
、
内

か
ら
、
実
在
と
し
て
、
し
か
も
生
き
生
き
し
た
連
関
と
し
て
、
あ

り
の
ま
ま
の
姿
で
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
自
然
の
連
関
は
、
仮
説
の
結
合
に

も
と
づ
い
て
、
ま
た
補
足
的
な
推
論
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
、

こ
れ
に
対
し
て
精
神
科
学
に
お
い
て
は
、
心
的
生
の
連
関
は
、
根

源
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
つ
ね
に
そ
の
基
礎
を
な
し
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
然
を
説
明
し
、
心
的
生
を
理
解
す
る
」
三

一一〕【）。

し
る
こ
こ
で
は
こ
の
心
理
学
に
対
し
て
な
さ
れ
た
、
心
理
学
者
の
側

か
ら
の
批
判
に
目
を
向
け
た
い
。
そ
れ
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
い

て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
員
外
教
授
を
務
め
て
い
た

実
験
心
理
学
者
Ｈ
・
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
『
記
述
的
分
析
的
心
理
学
』
を
発
表
し
た
後
、
こ

の
論
文
に
つ
い
て
の
批
判
を
求
め
る
旨
の
手
紙
を
、
多
く
の
人
物
に

し
た
た
め
た
。
そ
し
て
戻
っ
て
き
た
返
信
に
は
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス

の
も
の
も
あ
り
、
手
紙
と
『
心
理
学
感
覚
生
理
学
雑
誌
』
九
号
（
４
）

に
掲
載
さ
れ
る
「
説
明
的
心
理
学
と
記
述
的
心
理
学
に
つ
い
て
」
と

い
う
論
文
の
抜
刷
が
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
手
紙
と
論
文
に
記
さ
れ

た
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
批
判
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
予
想
以
上
に
、
あ

る
い
は
予
想
と
異
な
っ
て
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
論
点
は
、
次

の
四
つ
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
デ
ィ
ル
タ
イ
の
批
判
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

り
、
時
代
遅
れ
で
あ
る
。

②
デ
ィ
ル
タ
イ
の
記
述
心
理
学
と
現
代
の
心
理
学
に
そ
れ
ほ
ど
差

異
は
な
い
。

③
現
代
の
心
理
学
が
、
因
果
性
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
デ
ィ
ル

タ
イ
の
考
え
方
は
、
現
在
の
心
理
学
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

④
構
造
連
関
は
体
験
さ
れ
る
と
い
う
が
（
そ
れ
は
で
き
な
い
。
そ

の
点
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
も
ま
た
仮
説
的
で
あ
る
。

1９ 
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デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
の
批
判
に
い
た
く
衝
撃
を
受
け
、
他
の
書
簡

か
ら
は
そ
の
樵
悴
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
、
Ｃ
・
シ
ュ
ト
ゥ

ン
プ
や
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
の
説
に
好
意
的
な
手
紙

を
送
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
り
は
し
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の

論
文
に
正
面
か
ら
批
判
を
返
す
こ
と
は
な
く
、
翌
九
六
年
に
発
表
さ

れ
た
『
個
別
性
研
究
に
つ
い
て
の
論
考
』
の
末
尾
に
、
エ
ビ
ン
グ
ハ

ウ
ス
の
批
判
は
多
く
が
誤
解
に
満
ち
て
い
る
と
、
喘
ぐ
よ
う
な
文
書

を
付
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
視
し
た
い
の
は
、

右
に
あ
げ
た
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
る
四
つ
の
論
点
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
こ
の
論
文
と
手
紙
と
に
現
わ
れ
て
い
る
不
必
要
な
と
で
も
言

う
べ
き
激
し
さ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
封
さ
れ
た
手
紙
に
は
次
の

よ
う
な
く
だ
り
が
見
い
だ
せ
る
。

「
貴
兄
は
、
か
つ
て
私
に
対
し
て
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
ベ
ル
リ
ン
の
哲
学
部
に
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
が
来
て
、
自
分
が
、
心

理
学
の
講
義
か
ら
、
や
っ
か
い
払
い
さ
れ
た
の
は
幸
運
だ
っ
た
」

と
。
私
が
、
貴
兄
の
言
葉
の
な
か
に
感
じ
た
の
は
、
貴
兄
が
、
次

の
こ
と
を
し
ぶ
し
ぶ
認
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の

力
強
く
伸
び
つ
つ
あ
る
心
理
学
と
い
う
分
野
が
、
あ
る
ア
メ
リ
カ

人
が
言
う
よ
う
に
、
も
は
や
机
上
の
理
論
だ
け
で
は
お
こ
な
い
え

な
く
な
っ
て
か
ら
、
貴
兄
自
身
、
居
心
地
悪
く
感
じ
て
い
る
の
だ
、

と
。
だ
か
ら
、
私
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
驚
き
だ
っ
た
の
は
、
貴
兄

こ
こ
に
読
み
取
れ
る
の
は
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
言
う
な
ら
ば
、
「
よ

そ
者
の
、
ア
ー
ム
チ
ェ
ア
心
理
学
者
の
く
せ
に
口
を
出
す
な
！
」
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
向
け

て
い
る
の
は
、
そ
の
学
説
へ
の
批
判
で
あ
る
以
上
に
、
「
学
部
の
争

い
」
と
し
て
の
批
判
な
の
で
あ
る
。
心
理
学
史
家
Ｍ
・
Ｇ
・
ア
ッ
シ

ュ
は
、
こ
の
エ
ピ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
批
判
を
「
心
理
学
が
哲
学
に
向
け

た
反
批
判
の
第
一
弾
」
だ
と
呼
ん
で
い
る
（
６
）
。

そ
し
て
、
こ
の
「
学
部
の
争
い
」
を
裏
書
き
し
て
い
る
の
が
、
こ

の
手
紙
が
届
く
二
年
前
に
生
じ
て
い
た
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
正
教
授
の

ポ
ス
ト
を
め
ぐ
る
人
事
問
題
の
経
緯
で
あ
る
。
高
齢
の
た
め
引
退
す

る
Ｅ
・
ツ
ェ
ラ
ー
に
代
わ
っ
て
、
正
教
授
に
誰
を
招
聰
す
る
か
と
い

う
問
題
が
生
じ
た
。
こ
こ
で
、
言
わ
ば
「
黒
幕
」
と
し
て
暗
躍
し
た

の
が
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
暗
躍
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自

身
に
と
っ
て
は
「
哲
学
的
問
題
」
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
盟
友
ヨ
ル

ク
に
向
け
て
そ
う
書
き
送
っ
て
い
る
（
７
）
。
事
情
を
か
い
つ
ま
ん
で

言
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
と
き
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
心
理
学
は
、

Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
い
る
ラ
イ
プ
ッ
ィ
ヒ
に
対
し
て
遅
れ
を
取
っ
て
い
た
。

が
、
ご
自
身
が
よ
そ
者
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
は
た
か
ら

手
を
出
さ
ず
じ
っ
と
し
て
い
な
い
で
、
い
ま
だ
大
が
か
り
に
教
師

ぶ
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
」
（
一
八
九
五
年
二
月
一
一
七
日
、
デ

ィ
ル
タ
イ
宛
）
（
５
）
。
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ゆ
え
に
心
理
学
者
を
招
聰
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ

を
誰
に
す
る
か
。
こ
の
と
き
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
員

外
教
授
の
地
位
に
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス

も
ま
た
候
補
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
そ
れ
を
言

わ
ば
間
接
的
に
阻
止
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
エ
ビ
ン
グ
ハ

ウ
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
「
玉
突
き
人
事
」
に
よ
っ
て
ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
正

教
授
と
な
っ
た
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
こ
の
地
位
に
就
い
た
の
は
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
の
正
教
授
に
あ
っ
た
Ｃ
・
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
で
あ
っ
た
。
で
は
、

な
ぜ
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
で
は
な
く
、
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
な
の
か
。
そ
れ

は
、
そ
の
心
理
学
の
性
格
に
よ
る
。
こ
の
と
き
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、

ヘ
ル
ム
ホ
ル
ッ
な
ど
か
ら
も
高
い
評
価
を
受
け
る
紛
れ
も
な
い
実
験

心
理
学
者
で
あ
っ
た
。
｜
方
で
、
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
も
若
く
し
て
正
教

授
の
地
位
に
就
い
た
力
の
あ
る
心
理
学
者
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
エ

ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
と
は
異
な
り
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
弟
子
で
あ
る
こ
の

人
物
は
、
「
音
響
心
理
学
』
な
ど
の
実
験
心
理
学
の
成
果
を
も
ち
つ
つ

も
、
他
方
で
「
心
理
学
と
認
識
論
」
な
ど
の
論
文
で
知
ら
れ
る
哲
学

的
資
質
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
自
然
科
学
の
み
な
ら
ず
、
精
神

科
学
に
も
理
解
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
シ
ュ
ト

ゥ
ン
プ
を
推
し
た
の
は
、
こ
の
あ
た
り
に
事
情
が
あ
ろ
う
。
仮
説
を

振
り
回
す
説
明
心
理
学
Ｔ
実
験
心
理
学
）
で
は
な
く
、
精
神
科
学

の
健
全
な
発
展
を
支
持
す
る
心
理
学
者
を
招
聰
す
る
こ
と
。
こ
れ
は

ま
さ
に
「
哲
学
的
問
題
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
見
方
は
、

エ
ピ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
デ
ィ
ル
タ
イ

の
よ
う
な
人
物
」
、
す
な
わ
ち
心
理
学
の
発
展
を
阻
止
す
る
哲
学
部
正

教
授
こ
そ
、
許
さ
れ
ざ
る
者
な
の
だ
。
も
う
ひ
と
つ
、
エ
ピ
ン
グ
ハ

ウ
ス
の
別
の
書
簡
を
引
こ
う
。
こ
れ
は
、
先
に
あ
げ
た
、
デ
ィ
ル
タ

イ
を
非
難
す
る
手
紙
の
二
週
間
後
、
か
つ
て
、
員
外
教
授
の
同
僚
で

も
あ
っ
た
Ｈ
・
デ
ィ
ー
ル
ス
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
心
理
学
は
、
現
在
の
活
動
に
あ
っ
て
は
、
若
く
、
そ
し
て
承
認

を
求
め
て
闘
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
心
理
学
は
そ
の
承
認

を
き
わ
め
て
高
い
程
度
で
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、

大
切
な
の
は
古
い
世
代
が
も
っ
て
い
る
対
立
し
た
先
入
見
を
取
り

除
く
こ
と
だ
け
で
な
く
、
心
理
学
の
活
動
の
た
め
に
、
外
的
な
手

段
、
す
な
わ
ち
資
金
や
場
所
を
作
り
出
す
こ
と
な
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
そ
れ
は
、
こ
の
方
向
で
圧
力
を
か
け
る
こ
と
の
で
き
る
あ

る
種
の
世
論
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
こ
と
が
切
実
な
問
題
で
あ
る
す
べ
て
の

人
に
と
っ
て
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
よ
う
な
人
物
が
、
学
問
全
体
を
、

彼
が
は
じ
め
て
そ
れ
を
し
つ
ら
え
た
よ
う
に
、
ま
ず
も
っ
て
方
法

に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
な
ら
、
ど
う
で
も
よ
い
も

の
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
多
く
の
人
び
と

の
関
心
と
意
見
に
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
判
断
が
き
わ

め
て
重
要
だ
か
ら
で
す
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
け
っ
し
て
誠
実
な
人
で
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心
理
学
史
上
で
は
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
心
理
学
は
、
’
八

七
九
年
に
、
ヴ
ン
ト
に
よ
っ
て
ラ
イ
プ
ッ
ィ
ヒ
に
研
究
室
が
開
設
さ

れ
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
制
度
化
の
道
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ

う
な
な
か
で
心
理
学
は
、
し
か
し
、
’
八
九
○
年
代
に
入
っ
て
、
新

以
上
の
よ
う
な
心
理
学
か
ら
哲
学
へ
の
反
撃
は
、
す
で
に
ふ
れ
た

よ
う
に
第
一
弾
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
心
理
学
者
た
ち
は
こ
の
後
、
た

と
え
ば
、
第
４
回
実
験
心
理
学
学
会
二
九
一
○
年
）
で
の
出
来
事

や
（
９
）
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
の
人
事
問
題
（
一
九
一
二
年
）
の

よ
う
に
（
１
０
）
そ
の
制
度
的
独
立
を
求
め
て
哲
学
へ
の
攻
撃
を
深
め
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
学
部
の
争
い
」
は
、
た

ん
に
学
問
間
の
争
い
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
の
学
問
の
あ
い

だ
で
の
新
旧
の
争
い
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
次
に
見
よ
う
。

は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
彼
は
、
こ
せ
こ
せ
し
た
手
段
を
弄
す
る
人

で
す
。
こ
せ
こ
せ
し
た
手
段
で
、
学
生
を
教
室
に
無
理
や
り
集
め

る
の
で
す
。
こ
せ
こ
せ
し
た
手
段
で
、
同
僚
た
ち
に
圧
力
を
か
け
、

彼
ら
が
講
義
す
る
の
を
邪
魔
す
る
の
で
す
。
要
す
る
に
彼
は
こ
せ

こ
せ
し
た
手
段
で
、
自
分
の
出
版
物
の
評
判
を
気
に
か
け
る
の
で

す
」
（
８
）
。

一
一
心
理
学
を
め
ぐ
る
二
つ
の
戦
線

た
な
対
立
を
生
み
出
し
て
く
る
。
そ
れ
が
新
旧
の
対
立
で
あ
る
。
一

方
は
、
ヴ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
、
実
験
心
理
学
と
並
行
し
て
哲
学
的

な
論
考
も
公
に
す
る
一
派
で
あ
る
。
他
方
は
、
そ
の
後
に
続
く
若
き

世
代
の
心
理
学
者
た
ち
、
た
と
え
ば
、
す
で
に
あ
げ
た
エ
ビ
ン
グ
ハ

ウ
ス
や
、
ヴ
ン
ト
自
身
に
薫
陶
を
受
け
た
ヴ
ュ
ル
ッ
ブ
ル
ク
学
派
を

率
い
る
ｏ
・
キ
ュ
ル
ペ
、
そ
し
て
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
学
派
の
Ｇ
・
Ｅ
・

ミ
ュ
ラ
ー
と
い
っ
た
人
物
た
ち
で
あ
る
。

心
理
学
内
部
で
の
こ
の
新
旧
対
立
は
、
二
つ
の
視
点
か
ら
明
ら
か

に
で
き
る
。
一
つ
は
心
理
学
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

言
わ
ば
旧
派
に
属
す
る
ヴ
ン
ト
は
、
心
理
学
を
「
精
神
諸
科
学
の
基

礎
学
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヴ
ン

ト
は
、
諸
科
学
を
二
つ
に
区
分
す
る
。
一
つ
は
、
「
直
接
経
験
の
学
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
間
接
経
験
の
学
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
諸
学
の
研
究
は
、
経
験
す
る
主
体
と

経
験
内
容
と
の
関
係
を
そ
の
対
象
と
す
る
。
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、

心
理
学
で
あ
り
、
ま
た
他
の
精
神
諸
科
学
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、

後
者
の
諸
学
は
、
経
験
す
る
主
体
を
捨
象
す
る
。
こ
れ
に
属
す
る
の

は
、
生
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
科
学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者

に
属
す
る
心
理
学
は
、
他
の
精
神
諸
科
学
に
対
し
て
基
礎
学
の
位
置

に
あ
る
。
ヴ
ン
ト
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
直
接
的
な
人
間
の
経
験
の
普
遍
妥
当
的
な
形
式
に
つ
い
て
の
、
お

よ
び
そ
の
法
則
的
な
結
合
に
つ
い
て
の
学
と
し
て
、
心
理
学
は
精
神
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諸
科
学
の
基
礎
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
精
神
科
学
の
内
容
は
、
あ

ら
ゆ
る
場
合
に
、
直
接
的
な
人
間
的
体
験
か
ら
生
ず
る
行
為
と
そ
の

結
果
の
う
ち
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
心
理
学
が
、
こ
れ
ら
の
行
為

の
現
象
形
式
と
法
則
の
探
求
を
そ
の
課
題
と
す
る
限
り
、
心
理
学
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
自
身
で
最
も
一
般
的
な
精
神
科
学
で
あ
り
、
同
時
に
文
献
学
、

歴
史
学
、
国
民
経
済
学
、
法
学
な
ど
の
す
べ
て
の
個
別
的
な
学
の
基

礎
で
あ
る
」
（
傍
点
伊
藤
）
Ｔ
ｌ
）
。

｜
方
で
、
若
き
世
代
の
心
理
学
者
た
ち
に
お
い
て
は
、
心
理
学
は
、

さ
し
あ
た
っ
て
ヴ
ン
ト
の
言
う
「
直
接
経
験
の
学
」
と
似
た
位
置
に

あ
り
、
た
と
え
ば
キ
ュ
ル
ペ
は
、
心
理
学
が
研
究
対
象
と
す
る
の
は
、

「
体
験
と
体
験
す
る
個
人
へ
の
依
存
関
係
」
に
あ
る
と
言
う
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
体
験
す
る
個
人
」
と
は
、
別
の
箇
所

で
は
「
身
体
的
個
人
」
と
も
言
い
か
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
身
体
的

な
プ
ロ
セ
ス
は
、
体
験
と
の
直
接
的
な
＆
『
の
：
ョ
関
数
関
係
に
あ
り
、

人
間
の
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
脳
に
お
い
て
ｌ
お
そ
ら
く
は
大
脳
皮
質

に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
う
る
。
こ
の
依
存
関
係
は
、
た
と
え
仮
説
的

な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
つ
ね
に
実
際
に
作
用
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
」
Ｔ
２
）
。
こ
こ
に
は
、
心
理
学
の
自
然
科
学
化
へ
の
明

確
な
一
歩
が
見
い
だ
さ
れ
る
し
、
さ
ら
に
エ
ピ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
こ

の
「
身
体
的
個
人
」
と
い
う
言
い
回
し
を
「
有
機
体
」
と
呼
び
代
え

る
Ｔ
３
）
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
心
理
学
の
自
然
科
学
化
が
端
的
に
現
わ
れ

て
く
る
の
は
、
心
理
学
に
お
け
る
「
実
験
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て

で
あ
る
。
ま
ず
、
ヴ
ン
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ヴ
ン
ト
の
実
験
は
、

あ
く
ま
で
「
自
己
観
察
（
内
観
法
）
」
に
制
限
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点

を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。
直
接
経
験
の
学
と
し
て
の
心
理
学
の
対

象
は
、
経
験
主
体
と
そ
の
経
験
内
容
と
の
関
係
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
経
験
主
体
が
そ
の
心
的
内
容
を
問
題
に
す
る
さ
い
、
観
察

し
よ
う
と
す
る
意
図
は
「
心
的
な
過
程
の
出
現
と
経
過
と
を
本
質
的

に
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
」
。
そ
こ
で
こ
の
欠
陥
を
補
う
た
め
に
実
験
と

い
う
方
法
が
要
請
さ
れ
て
く
る
。
ヴ
ン
ト
の
実
験
室
に
お
い
て
行
な

わ
れ
た
反
応
実
験
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
「
減
算
法
」

は
こ
れ
を
意
図
に
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
Ｔ
４
）
。
も
っ

と
も
、
ヴ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
実
験
を
も
っ
て
の
み
、
心
理
学
を

特
徴
づ
け
た
の
で
は
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
心
理
学
と
は
「
直

接
経
験
の
学
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
実
験

に
拠
ら
な
い
「
直
接
経
験
の
学
」
と
し
て
の
心
理
学
も
あ
り
う
る
。

ヴ
ン
ト
が
晩
年
に
展
開
し
た
「
民
族
心
理
学
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ヴ
ン
ト
に
対
し
て
、
若
き
世
代
の
心
理
学
者
た
ち
は
、

実
験
心
理
学
こ
そ
が
、
心
理
学
だ
と
と
ら
え
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
キ

ュ
ル
ペ
は
、
「
実
験
的
方
法
に
よ
っ
て
接
近
し
得
な
い
心
理
学
的
な

探
求
の
ト
ピ
ッ
ク
は
な
い
」
Ｔ
５
）
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
「
無
意
味

綴
り
」
の
手
法
で
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
記
憶
研
究
は
、

ヴ
ン
ト
が
主
観
的
現
象
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
た
の
に
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対
し
、
「
主
観
の
外
的
な
活
動
が
、
客
観
的
な
必
要
条
件
と
一
致
す
る

こ
と
」
Ｔ
６
）
に
そ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
た
。
自
己
観
察
が
と
も
な
わ

な
く
と
も
、
数
値
化
が
可
能
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
実
験
が
可
能
だ

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
心
理
学
内
部
で
の
新
旧
対
立
に
、
あ
え
て

デ
ィ
ル
タ
イ
を
参
加
さ
せ
る
な
ら
ど
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ

の
大
筋
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ま
た
、
ヴ
ン
ト
と
同

様
に
、
心
理
学
を
精
神
諸
科
学
の
基
礎
学
と
見
な
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
若
き
世
代
か
ら
攻
撃
を
受
け
る
と
こ
ろ
の
（
そ
し
て
、
実
際
に

攻
撃
さ
れ
た
）
旧
世
代
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
無
論
の
こ
と
、

デ
ィ
ル
タ
イ
は
実
験
心
理
学
者
で
は
な
い
。
ヴ
ン
ト
な
ど
の
実
験
的

方
法
を
評
価
し
は
す
る
が
、
一
方
で
そ
の
制
限
に
つ
い
て
も
言
及
す

る
。
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
ヴ
ン
ト
が
実
験

の
限
界
を
認
め
た
ま
さ
に
そ
の
地
点
に
こ
そ
、
心
的
現
象
の
固
有
性

を
見
て
取
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
経
験
主
体
に
よ
る
自
己
観
察
は
、

そ
の
対
象
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
む
し
ろ
、
そ
の

観
察
に
よ
る
観
察
対
象
の
変
容
こ
そ
、
観
察
、
す
な
わ
ち
「
記
述
」

の
か
な
め
で
あ
る
。
当
然
こ
こ
に
は
、
「
循
環
」
が
生
じ
て
く
る
。
が
、

そ
の
「
循
環
」
に
正
し
い
仕
方
で
入
り
込
む
こ
と
こ
そ
デ
ィ
ル
タ
イ

の
狙
い
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
法
は
、
観
察
者
の
態
度
そ
の

も
の
を
方
法
の
う
ち
に
取
り
入
れ
、
そ
の
変
容
を
も
記
述
す
る
と
い

う
意
味
で
、
「
参
与
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

さ
て
最
後
に
、
心
理
学
と
哲
学
と
を
め
ぐ
る
第
三
の
位
相
と
し
て
、

哲
学
か
ら
な
さ
れ
た
心
理
学
へ
の
批
判
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

哲
学
か
ら
心
理
学
へ
の
攻
撃
の
代
表
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
る
「
歴
史
と
自

然
科
学
」
（
’
八
九
三
年
）
と
い
う
講
演
で
あ
ろ
う
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、

こ
の
講
演
を
「
実
証
主
義
に
対
す
る
宣
戦
布
告
」
だ
と
呼
ぶ
。
す
で

に
見
て
き
た
よ
う
に
一
九
世
紀
後
半
は
、
自
然
科
学
が
勢
力
を
増
し
、

哲
学
を
圧
迫
し
、
な
か
で
も
心
理
学
は
、
哲
学
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う

と
す
る
勢
い
だ
っ
た
。
そ
こ
で
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う

な
立
場
に
立
と
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
哲
学
は
存
在
し
な
い
、
た
だ
そ
の
歴
史
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
い

う
考
え
に
も
、
ま
た
カ
ン
ト
が
か
つ
て
新
た
に
基
礎
づ
け
た
哲
学
は
、

カ
ン
ト
自
身
が
理
論
的
な
部
門
の
な
か
で
最
も
低
く
評
価
し
た
特
殊

以
上
の
よ
う
な
素
描
か
ら
す
れ
ば
、
ヴ
ン
ト
的
な
自
己
観
察
的
心

理
学
は
一
人
称
的
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
一
方
、
若
き
世

代
の
心
理
学
者
た
ち
の
そ
れ
は
三
人
称
的
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
さ
ら
に
こ
の
ま
と
め
に
乗
じ
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
は
、

二
人
称
的
と
で
も
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

三
デ
ィ
ル
タ
イ
（
あ
る
い
は
ヴ
ン
ト
）

「
心
理
学
」
に
対
す
る
哲
学
か
ら
の
攻
撃
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科
学
の
枠
組
み
の
な
か
に
再
び
し
ぼ
ん
で
ゆ
く
、
と
い
う
考
え
に
も

私
は
荷
担
し
な
い
」
Ｔ
７
）
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
特
殊
科
学
」
と
は
、
心
理
学
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
の

な
か
で
、
哲
学
を
論
理
主
義
的
立
場
か
ら
擁
護
し
よ
う
と
す
る
の
が

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が
、
よ
く
知
ら
れ
た
、
学

問
の
「
法
則
定
立
的
な
学
」
と
「
個
性
記
述
的
な
学
」
と
い
う
区
分

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
学
問
区
分
の
意
義
に
つ
い
て
の
み
ふ
れ

て
お
き
た
い
。
先
ず
第
一
に
、
こ
の
区
分
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
掲
げ
て
い
る
自
然
科
学
と
精
神
科

学
と
い
う
区
分
が
斥
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
い
た

箇
所
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と

を
、
そ
の
対
象
の
与
え
ら
れ
方
に
よ
っ
て
区
分
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

精
神
科
学
に
お
い
て
も
、
｜
般
的
な
法
則
を
扱
う
場
合
も
あ
れ
ば
、

個
別
的
な
も
の
を
記
述
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ヴ
ィ
ン

デ
ル
バ
ン
ト
は
、
学
を
論
理
的
に
区
分
す
る
。
法
則
定
立
的
な
学
は

論
理
学
的
に
言
え
ば
全
称
必
然
判
断
で
あ
り
、
個
性
記
述
的
な
学
は

単
称
断
言
的
判
断
と
な
る
。
そ
し
て
第
一
一
に
、
こ
の
よ
う
に
区
分
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
理
学
は
、
基
礎
学
の
地
位
か
ら
失
墜
す
る

こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
心
理
学
が
対
象
と
す
る
表
象
、
意
欲
、

感
情
の
過
程
は
、
化
学
や
力
学
や
生
物
学
と
同
様
に
、
事
柄
の
生
起

の
法
則
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
心
理
学
は
、
同

様
に
一
般
的
法
則
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
心
理
学
は
、

ひ
と
つ
の
経
験
科
学
と
し
て
、
法
則
定
立
的
な
学
に
属
す
る
こ
と
に

な
る
。
ゆ
え
に
、
心
理
学
は
、
基
礎
学
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
心
理
学
を
自
然
科
学
へ
と
、
言

わ
ば
囲
い
込
み
、
そ
の
基
礎
学
と
し
て
の
威
力
を
削
ぐ
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
ヘ
と
、
そ
し
て
ま
た
同
様
の
立
場
に
立
つ
ヴ

ン
ト
に
向
け
ら
れ
た
批
判
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
こ
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
る
批
判
に
は
問
題
も

あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
問
題
設
定
を
引
き
継
い
だ
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ

っ
て
顕
著
に
な
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
個
性

記
述
的
な
学
」
と
は
、
何
を
も
っ
て
し
て
そ
の
対
象
を
選
択
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
論
理
主
義
的
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
の
回
答
は

引
き
出
せ
な
い
。
そ
こ
で
リ
ッ
カ
ー
ト
は
超
越
論
的
次
元
に
裏
打
ち

さ
れ
た
「
普
遍
的
文
化
価
値
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
だ
し
て
く
る
。

た
し
か
に
こ
の
解
決
は
、
論
理
的
に
は
整
合
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

Ｓ
・
ヒ
ュ
ー
ズ
が
鋭
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
新
カ
ン
ト
派
は
本
当
に

実
証
主
義
者
と
そ
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
戦
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ

た
」
Ｔ
８
）
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
び
に
か
え
て

以
上
、
’
八
九
○
年
代
の
心
理
学
と
哲
学
を
め
ぐ
る
状
況
を
素
描
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し
て
き
た
。
む
す
び
に
か
え
て
、
い
く
つ
か
の
指
摘
を
し
て
、
お
わ

り
と
し
た
い
。

今
ま
で
の
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
’
九
世
紀
末
は
、
現
在
私
た
ち

が
自
明
視
し
て
い
る
、
哲
学
・
心
理
学
と
い
う
学
問
区
分
と
は
異
な

る
、
し
か
も
両
者
が
拮
抗
す
る
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

両
者
は
別
れ
て
ゆ
く
。
哲
学
者
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
「
哲

学
と
心
理
学
の
再
婚
」
な
ど
が
鳴
か
れ
は
し
た
が
、
結
局
、
心
理
学

は
、
一
九
三
○
年
代
に
入
り
、
そ
の
中
心
を
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ

に
移
し
て
ゆ
き
、
行
動
主
義
心
理
学
、
認
知
心
理
学
な
ど
へ
と
展
開

し
て
ゆ
く
。
そ
の
意
味
で
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
「
若
き
世
代
の
心
理

学
者
た
ち
」
の
路
線
を
た
ど
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
無
論
そ
こ
で

は
、
心
理
学
を
、
精
神
諸
科
学
の
基
礎
学
と
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ヴ

ン
ト
の
立
場
な
ど
は
、
も
は
や
過
去
の
も
の
と
し
て
葬
り
去
ら
れ
て

い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
こ
こ
で
、
あ
え
て
一
一
一
一
口
葉
を

挟
む
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は
、
心
理
学
を
自
然
科
学
と
み

な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
心
理
学
は
、
精
神
分
析
も
含
め
て
、
自

然
科
学
な
の
か
精
神
科
学
な
の
か
。
こ
れ
は
心
理
学
内
部
で
の
問
題

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
解
釈
学
や
構
成
主
義
が
問
題
と
さ
れ
る
な
か

で
提
唱
さ
れ
て
い
る
「
質
的
心
理
学
」
の
試
み
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

従
来
の
量
的
研
究
に
対
し
、
意
味
や
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
重
視
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
方
向
性
は
、
紛
れ
も
な
く
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
と
類

縁
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
Ｔ
９
）
。

次
に
、
心
理
学
と
哲
学
と
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
に
、

心
理
学
が
哲
学
か
ら
独
立
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
哲
学
が
心
理
学
か

ら
独
立
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た

よ
う
に
、
制
度
的
に
見
る
な
ら
ば
、
心
理
学
が
哲
学
部
か
ら
独
立
し

た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｅ
・
リ
ー
ド
な
ど
は
、

哲
学
が
心
理
学
か
ら
独
立
し
た
と
述
べ
て
も
い
る
（
２
９
。
た
だ
し
、

こ
の
と
き
リ
ー
ド
が
考
え
て
い
る
「
哲
学
」
、
す
な
わ
ち
「
現
代
哲
学
」

と
は
、
数
学
と
論
理
学
と
を
ル
ー
ツ
に
も
つ
哲
学
の
こ
と
が
主
に
考

え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
公
平
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
と

は
い
え
、
こ
れ
を
「
挑
発
」
だ
と
み
な
せ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
現

在
、
哲
学
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
へ
と

う
な
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
無
論
、
こ
れ
は
困
難
な
問
い

で
あ
る
。
た
し
か
に
、
現
在
、
有
力
な
も
の
と
し
て
「
心
の
哲
学
」

が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
認
知
科
学
の
一
種
の
「
補
助
学
」
だ
と
一
一
一
一
口

っ
た
ら
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
ま
た
も
う
一
つ
、
現
在
の
多
く
の
哲

学
研
究
者
が
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
講
壇
哲
学
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
も
っ
ぱ
ら
哲
学
史
研
究
と
呼
べ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ

ば
、
哲
学
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
改
め
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を

召
還
し
て
み
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
は
、
そ
れ
が
精
神
諸
科

学
の
基
礎
学
の
位
置
を
占
め
る
限
り
に
お
い
て
、
哲
学
の
役
割
を
担

う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
の
「
哲
学
」
と
は
、
現
在
の

よ
う
な
専
門
化
さ
れ
た
一
分
野
と
し
て
の
哲
学
の
こ
と
で
は
な
い
。
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む
し
ろ
「
哲
学
部
」
と
し
て
の
哲
学
、
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー

ッ
に
お
け
る
哲
学
で
あ
る
だ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
を
「
人
間

認
識
論
」
と
す
る
特
徴
づ
け
が
有
効
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ

の
道
を
、
今
ど
う
進
む
の
か
。
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

（
１
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
三
・
国
の
こ
の
寵
負

Ｏ
Ｂ
ロ
ミ
自
信
＆
⑩
』
具
】
Ｐ
詞
『
目
云
昏
。
四
・
三
』
召
Ｐ
ｍ
・
巴
。

（
２
）
Ｍ
・
ユ
ン
グ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
の
二
義
性
を
、
「
精

神
的
現
象
の
所
与
一
般
の
形
式
を
認
識
人
間
学
的
に
分
析
す
る

と
い
う
意
味
で
の
心
理
学
と
、
個
人
的
意
識
の
内
容
に
つ
い
て

の
学
問
と
い
う
意
味
で
の
心
理
学
」
（
三
目
三
厨
］
自
炉
□
（
雲
こ

い
ミ
団
尽
曹
ミ
ミ
崩
害
己
冨
『
、
』
＠
℃
ｐ
四
・
毛
）
と
の
一
一
つ
に
区
分
し

て
い
る
。
精
神
諸
科
学
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
さ
い
、
後
者

の
個
人
心
理
学
な
し
に
も
そ
れ
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

デ
イ
ル
タ
イ
は
そ
う
し
な
い
。
こ
こ
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
心
理

学
」
の
固
有
性
が
現
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
結
論
の
み
言
え

注

デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
（
三
二
の
一
ヨ
ロ
ー
ニ
受
○
四
ミ
ミ
ミ
ヘ
⑩
図
＆
、
鴬
§
凶
①

忠
己
ｐ
○
三
冒
崩
の
三
℃
三
‐
巴
ｓ
・
）
か
ら
の
引
用
は
、
文
中
に
巻
数
と

頁
数
の
み
を
示
し
た
。

ぱ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
は
、
人
間
学
的
な
特
徴
を
も
つ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参

昭へ。□一のぐのフミ臣『Ｎ①｜巨己、』①『○の一い（の、一三一脇①己⑫ロゴ回溥のヨヨ］Ｆ①すの二・

凶
巨
ヨ
く
の
『
ず
働
一
ヨ
ー
い
く
。
こ
の
も
⑫
ｚ
の
ぎ
○
一
○
ｍ
一
の
》
・
巨
二
二
の
の
エ
の
コ
ヨ
①
二
①
昌
一
六
・
・
ヨ
］

の
つ
壁
乏
①
『
【
Ｃ
ニ
ラ
の
巨
一
、
．
｝
貝
【
ミ
（
ミ
ご
国
昌
⑯
弓
の
戸
夛
、
》
く
。
ご
ｏ
こ
こ
『
巨
己

【
ニ
ラ
ニ
の
０
国
の
寓
国
ヨ
．
西
国
己
、
‐
ご
一
『
一
○
言
Ｆ
①
い
⑰
ヨ
、
巨
二
二
く
一
一
六
の
『

⑫（の⑥こす一．○六〉ニニニ『Ｎす巨『、凶Ｃ◎〕．

（
３
）
デ
ィ
ル
タ
イ
心
理
学
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
直
樹
「
問

題
と
し
て
の
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
」
「
精
神
科
学
の
基
礎
づ

け
の
学
と
し
て
の
心
理
学
」
（
西
村
晧
、
牧
野
英
二
、
舟
山
俊
明

編
『
デ
ィ
ル
タ
イ
と
現
代
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
○
○
一
年
、

所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
』
Ｎ
、
言
＆
、
葛
冨
、
｛
）
何
ご
＆
・
｛
◎
四
⑩
量
ミ
ニ
）
ら
こ
Ｃ
四
⑯
号
、

堕
冒
⑩
具
、
口
蔦
Ｐ
Ｆ
の
一
宮
一
ｍ
一
宅
９
ｍ
」
⑨
一
‐
呂
凹
。

（
５
）
エ
の
。
己
自
己
同
す
ヨ
、
ラ
目
切
目
三
一
一
言
一
ヨ
ロ
ー
ー
（
豈
聖
．
｝
亘
Ｃ
二
ｓ
ミ
ー
」
□
ご
‐

言
＆
ご
『
、
三
．
ご
ロ
言
冨
菖
○
図
・
言
言
烏
、

○
価
言
閏
言
量
目
三
具
目
・
因
目
三
．
○
三
コ
、
８
三
Ｊ
・
の
白
星

（
６
）
二
言
琴
①
一
一
ｏ
シ
い
う
．
シ
Ｃ
己
の
己
○
勺
○
一
三
○
ｍ
ヨ
ニ
の
四
一
の
Ｓ
二
○
局

い
の
一
の
。
Ｃ
Ｑ
田
×
己
の
『
一
己
①
三
四
一
勺
望
○
す
○
一
○
ｍ
巨
冒
○
の
コ
ゴ
四
二
ｚ
・
］
ぬ
『
ｃ
０
ｌ
Ｃ
一
一
・

一
貝
〔
吋
苫
ご
国
一
同
罠
ｓ
、
⑩
ロ
ョ
｛
睾
亘
。
ご
・
く
○
一
巨
ヨ
の
×
］
国
ｚ
巨
曰
す
の
『
］
』
＠
函
Ｐ

つで．ｗヨ③。

（
７
）
画
ミ
ヘ
コ
ミ
⑩
、
胃
⑯
一
Ｎ
ご
身
、
琴
、
琶
雪
室
》
⑩
ご
ヨ
ロ
ニ
ニ
ミ
同
ミ
ュ
ロ
、
ミ
○
、
Ｑ
§
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、
ロ
ミ
｝
す
、
秀
ご
○
ヨ
｝
『
ゴ
ミ
⑩
ョ
守
量
気
囚
一
四
『
『
‐
一
四
℃
『
〉
因
四
一
一
①
一
℃
凹
以
⑫
』
。
Ｊ
・

（
８
）
Ｆ
○
号
Ｐ
『
め
つ
『
巨
ご
ｍ
巨
己
二
四
の
一
ｍ
凹
め
で
『
巨
二
ｍ
Ｊ
ｍ
ワ
亘
己
、
う
回
巨
切
口
ご
巳
の
『

因
の
『
一
旨
の
『
己
昌
く
の
『
⑫
一
己
（
‐
①
旨
四
六
四
□
①
曰
一
切
Ｃ
ケ
の
、
⑫
●
ご
Ｃ
云
い
四
一
の
旨
の
ｍ
Ｎ
巨

守
二
○
の
ワ
。
『
の
。
①
ヨ
・
言
、
】
ご
冒
困
冒
冨
‐
匂
量
＆
§
因
目
ロ
ロ
・
因
『
、
ｍ
・
く
○
コ

一
二
の
ヨ
の
『
『
『
四
×
①
一
口
二
二
西
。
【
、
（
⑦
巨
一
□
四
○
百
勺
閉
団
巨
］
＠
函
ゴ
》
の
．
］
つ
つ
．

（
９
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
圧
ョ
巨
己
西
巨
路
①
『
一
・

で
三
一
○
８
つ
三
①
四
一
ｍ
ｍ
（
『
、
二
ｍ
①
二
一
一
ｍ
ｍ
の
ご
ｍ
Ｃ
雪
国
戸
一
貝
○
四
ロ
ミ
ミ
ミ
肩
雪
か
三
ｍ

昏
己
×
×
戸
□
・
ａ
『
の
ｓ
二
℃
雪
・
切
・
さ
（
邦
訳
「
厳
密
な
学
と
し

て
の
哲
学
」
（
世
界
の
名
著
『
フ
ッ
サ
ー
ル
』
中
央
公
論
社
、
所

収
）
’
四
七
頁
）
。

（
、
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
□
・
凶
①
、
．
□
（
の
○
図
＆
（
＆
『
の

旦
呵
、
、
》
（
一
○
凶
ｐ
ご
言
⑩
ロ
琶
亘
、
、
［
一
『
ご
巴
巧
（
ミ
ヘ
ニ
ミ
ロ
、
ｓ
忌
気
、
ご
○
電
｛
い
い
『
守
冴

一
二
戸
三
四
『
宮
『
、
一
℃
巽
（
邦
訳
、
Ｕ
・
ジ
ー
ク
『
大
学
と
哲
学
１

１
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
お
け
る
哲
学
史
ｌ
」
理
想
社
、
七

○
頁
以
下
）
。

（
ｕ
）
三
・
三
巨
ご
号
．
Ｑ
ヨ
ミ
ミ
、
唇
圀
ユ
ミ
｛
宣
旨
ｓ
○
一
○
ｍ
（
⑩
》
Ｆ
の
一
ヶ
Ｎ
－
ｍ
－
ｃ
三
・
ｍ
・

］
ｃ
【

（皿）○・六三つＰ○ヨミミ寸身園亘、、串宣くｎｓ○一○四のＦの一つＮ－ｍｌｍｏ〕〕⑫．←・

（
⑬
）
エ
・
両
ワ
ワ
ョ
、
き
ゆ
こ
い
。
○
ミ
ョ
ュ
圏
、
⑩
旦
再
、
皀
同
琴
○
一
○
四
Ｐ
Ｆ
ｎ
一
つ
Ｎ
一
ｍ
一
面
Ｃ
『
望

め
。
Ｊ
・

（
Ⅲ
）
反
応
実
験
お
よ
び
減
算
法
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参

昭
へ
。
□
画
く
三
六
・
丙
◎
す
ヨ
、
。
Ｐ
『
の
月
二
○
二
０
ニ
ヨ
の
①
×
己
の
『
一
ヨ
の
三
ｍ
旨

三
目
ｓ
－
ｍ
ヨ
、
三
貝
の
四
＆
す
の
臣
。
＆
・
冨
一
司
琴
⑯
ミ
ニ
ミ
ミ
ヨ
雪
国
。
ご
牝

二
⑮
ミ
ロ
ミ
ｍ
Ｑ
Ｄ
国
冨
ミ
言
、
ご
＆
。
（
◎
空
＆
．
ご
肉
・
ワ
の
ゴ
ー

【
一
＠
す
①
『
ｇ
Ｑ
Ｃ
画
く
ご
【
①
一
号
ア
◎
す
旨
い
ｏ
Ｐ
ｚ
９
三
く
。
『
六
回
○
三
）
つ
つ
。

］
③
］
０
口
①
一
・

（
旧
）
【
三
つ
①
。
○
、
崖
ゴ
ミ
、
胃
い
め
』
］
・

（
旧
）
穴
巨
ゴ
ロ
四
己
Ｎ
祠
の
気
エ
の
コ
ゴ
回
二
二
ｍ
す
ワ
百
ｍ
三
四
巨
⑫
四
二
□
ｓ
の
己
昌
の
ぎ
○
一
○
四
ｏ
四
一

の
×
で
の
『
言
の
員
言
向
ご
冒
晒
冒
冨
‐
曹
量
＆
§
因
目
二
四
・
出
『
い
、
・
く
目

一
三
の
ヨ
①
『
『
『
四
×
①
一
巨
己
二
四
．
『
、
一
○
巨
一
已
四
の
戸
で
厨
圏
Ｆ
一
℃
⑭
Ｊ
・
叩
・
回
い
つ
【

（
Ⅳ
）
ミ
ヨ
己
の
］
ず
目
Ｂ
、
『
ミ
罠
＆
§
』
こ
こ
同
⑩
§
亘
記
ミ
ヨ
卿
ミ

、
三
一
○
国
。
ご
雪
⑩
量
蜀
ミ
ニ
馬
、
Ｑ
四
口
三
、
雪
の
『
ニ
ヮ
ヨ
、
①
二
］
＠
回
］
凹
め
」
］
『
・

（
旧
）
ｓ
，
ヒ
ュ
ー
ズ
『
意
識
と
社
会
』
（
生
松
敬
三
、
荒
川
幾
男

訳
、
’
九
七
八
年
、
み
す
ず
書
房
）
’
一
一
一
一
頁
。

（
旧
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
で
考
察
し
た
こ
と
が

あ
る
。
「
心
の
学
と
人
称
性
の
問
題
ｌ
デ
ィ
ル
タ
イ
の
人
間

科
学
の
現
代
的
意
義
ｌ
」
「
理
想
』
Ⅲ
伽
、
二
○
○
四
年
二
月
、

理
想
社
。

（
別
）
「
し
た
が
っ
て
、
十
九
世
紀
末
の
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
心

理
学
と
哲
学
と
い
う
二
十
世
紀
に
お
け
る
二
つ
の
独
立
し
た
学

問
分
野
が
流
れ
出
る
こ
と
に
な
っ
た
一
つ
の
源
流
と
し
て
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
科
学
的
心
理
学
の
ル
ー
ツ
が
、
そ

れ
以
前
の
伝
統
的
哲
学
の
み
な
ら
ず
生
理
学
と
医
学
に
あ
っ
た

よ
う
に
、
現
代
哲
学
の
ル
ー
ツ
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
哲
学
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だ
け
で
は
な
く
数
学
と
論
理
学
に
あ
る
の
だ
。
繰
り
返
し
て
言

う
と
、
科
学
と
し
て
の
心
理
学
が
哲
学
か
ら
分
離
し
た
と
い
う

見
解
は
誤
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
方
そ
の
も
の
は
、
実
証
主

義
者
が
作
り
上
げ
た
神
話
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
」
。

両
量
宣
の
。
【
①
ａ
．
、
ご
言
ざ
ミ
『
・
ミ
ミ
亭
の
□
冨
忌
＆
月
旦

、
ご
・
三
品
薫
国
昌
ミ
富
ロ
ロ
ミ
ミ
（
・
尋
ニ
ミ
旨
ミ
圏
岑
一
①

ご
己
く
の
『
⑫
ご
勺
『
の
⑫
こ
し
ゴ
。
（
邦
訳
『
魂
か
ら
心
へ
心
理
学
の
誕

生
』
村
田
純
一
他
訳
、
青
士
社
、
二
○
○
○
年
、
二
五
八
頁
）
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