
ニ

i
チ
ェ

の
心
理
学

投A

j宰

車
旦

は;

じ

め

一
1
チ
ェ
の
哲
学
構
想
の
な
か
に
占
め
る
心
理
学
の

の
大
き
さ
は
、

ハ
l
)

」
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

工
叫
手
当
、

J
i
ハ
v

刀

ニ
l
チ
ェ
に
と
っ
て

の
彼
岸
』
の
な
か
の
次
の
文
章
に
端
的
に
一
万
さ
れ
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
心
理
学
は
、
こ
れ
ま
で

道
徳
的
な
先
入
見
と
恐
れ
に
結
び
つ
い
た
ま
ま
で
あ
り
、
あ
え
て
深
み
に
入
り
込
も
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
わ
た
し
の
よ
う
に
、
心
理
学
を
権
力
へ
の
意
志
の
形
態
学
と

進
化
論
と
し
て
捉
え
る
こ
と

l
l
こ
の
こ
と
に
思
い
到
っ
た
者
さ
え
い
な
か
っ
た
。
〈
:
;
:
)
わ
れ
わ
れ
は
ま
っ
す
ぐ
に
道
徳
を
の
り
越
え
て
、
そ
の
向
こ
う
に
行
こ
う
。

「
心
理
学
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
た
と
え
ば

わ
れ
わ
れ
が
そ
ζ

に
向
か
っ
て
旅
を
し
、
危
険
を
冒
す
と
き
〈
:
:
;
)
、
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
道
徳
性
の
残
浮
を
圧
殺
し
、
粉
砕
す
る
で
あ
ろ
う
。

大
胆
な
旅
行
家
や
冒
険
家
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
に
深
い
洞
察
の
世
界
が
関
か
れ
た
こ
と
は
い
ま
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に

H

犠
牲
を
払
う
H

心
理
学

は
l
iそ
れ
は
知
性
の
犠
牲
で
は
な
い
、
そ
の
反
対
で
あ
る

/
1
1少
な
く
と
も
そ
の
代
償
と
し
て
、
心
理
学
が
あ
ら
た
に
諸
学
の
女
主
と
し
て
認
め
ら
れ
対
そ
れ
以
外

の
諸
学
が
こ
の
学
に
奉
仕
し
こ
の
学
を
準
備
す
る
た
め
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
要
求
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
心
理
学
は
、

(
2
)
 

問
題
に
至
る
方
途
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」

い
ま
や
あ
ら
た
に
根
本

見
ら
れ
る
よ
う
に
こ
こ
で
は
、
「
心
理
学
」
が
、
「
権
力
へ
の
意
志
」
と
「
道
徳
の
超
克
」
と
い
う
一
一

i
チ
ェ
の
主
要
教
説
と
の
密
接
な
関
連
に
お
い
て
提
示
さ
れ
、

の

た
る
べ
き
も
の
と
す
ら
見
な
さ
れ
て
い
る
。

l
l
「
心
理
学
」
に
対
す
る
こ
う
し
た
ニ

i
チ
ェ
の
評
価
が
単
な
る
一
時
の
思
い
つ
き
と
い
っ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
そ
の
思
索
活
動
の
最
晩
年
に
属
す
る
『
こ
の
人
を
見
よ
』
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
自
己
解
釈
を
披
漉
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が

哲
学
可
思
想
論
集

第
十
三
号

五



一
l
チ
ェ
の
心
理
学

一六

哲
学
者
の
な
か
で
誰
が
心
理
学
者
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

(
3〉

義
者
μ

で
は
な
か
っ
た
か
。
わ
た
し
以
前
に
は
心
理
学
は
ま
だ
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

D

」
「
わ
た
し
の
諸
々
の
著
作
か
ら
は
、

(
4〉

学
者
が
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
優
れ
た
読
者
が
最
初
に
到
達
す
る
洞
察
で
あ
ろ
う
。
」

(
5
〉

ハ

6
〉

す
な
わ
ち
ニ

l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
，
彼
の
処
女
作
吋
悲
劇
の
誕
生
』
は
「
心
理
学
的
把
握
」
に
も
と
、
、
つ
い
た
「
悲
劇
の
心
理
学
」
の
考
察
で
あ
っ
た
し
、
中
期
の
吋
人
間

(

7

)

 

的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
』
は
「
苛
酷
な
心
理
学
」
の
書
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
期
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
が
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
「
ツ
ァ
ラ
ト
ヮ
ス
ト
ラ

(
8
)
 

と
い
う
典
型
に
お
け
る
心
理
学
的
問
題
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

(
9
)
 

業
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
総
じ
て
わ
た
し
以
前
に
、

か
れ
ら
は
む
し
ろ
そ
の
反
対
の

H

高
等
詐
欺
師
ヘ

H

理
想
主

一
人
の
比
類
の
な
い
心
理

『
道
徳
の
系
譜
学
』
は
ご
切
の
価
値
の
価
値
転
換
の
た
め
の
、

一
心
理
学
者
に
よ
る
決
定
的
な
準
備
作

さ
て
こ
の
よ
う
に
一
一

l
チ
ェ
が
そ
の
思
索
活
動
の
生
涯
を
通
し
て
「
心
理
学
的
」
な
問
題
の
考
察
を
事
と
し
、
「
心
理
学
者
」
で
あ
る
こ
と
に
自
己
の
真
面
目
を
見
い

出
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
次
の
こ
と
が
問
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
口
す
な
わ
ち
、

一
l
チ
ェ
が
構
想
す
る
「
心
理
学
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
。
そ
れ
が
従
来
の
心
理
学
と
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
が
「
わ
た
し
以
前
に
は
心
理
学
は
ま
だ
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
こ

え
る
の
は
、

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
異
な
り
は
何
処
に
あ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
う
し
た
本
質
的
相
違
に
も
拘
ら
ず
、
彼
が
自
ら
の
企
図
に
「
心
閣
は
学
」
と
い
う
名
称
を
与

(
川
)

ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
な
の
か
。
そ
し
て
、
こ
の
「
心
理
学
」
は
何
ゆ
え
に
「
根
本
問
題
に
至
る
方
途
」
と
見
な
さ
れ
る
の
か
。

l
ー
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
こ
の
「
心
理
学
」
が
「
権
力
へ
の
意
志
」
と
「
道
徳
の
超
克
」
と
い
う
二
つ
の
摂
本

問
題
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
。
だ
が
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
関
連
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。

1

1

以
下
の
小
論
は
、
こ
う
し
た
問
題
の

考
察
を
通
し
て
、

ニ
i
チ
ェ
の
思
想
の
核
心
に
す
こ
し
で
も
近
づ
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

一、

心
理
学
の
先
入
見

考
察
の
い
と
ぐ
ち
を
、
冒
頭
に
引
用
し
た
『
善
悪
の
彼
岸
』
の
文
章
に
求
め
よ
う
。
そ
の
な
か
で
一
一
-BIB-

チ
ェ
は
、
こ
れ
ま
で
の

「
す
べ
て
の
心
理
学
」
は
「
道
徳
的
先

入
見
」
に
と
ら
わ
れ
、
「
深
み
」
に
入
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
、

と
語
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
ニ

l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、

従
来
の
心
理
学
が
「
根
本
問
題
に
至
る
方
途
」
と

だ
か
ら
こ
そ
本
来
の
心
理
学
に
携
わ
る
者
は
、
そ
う

な
る
こ
と
、

そ
れ
を
阻
ん
で
い
る
も
の
は
、
そ
こ
に
ひ
そ
む
「
道
徳
的
先
入
見
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、



し
た
先
入
見
に
も
と
づ
く
「
道
徳
い
の
地
平
そ
の
も
の
を
越
え
出
て
「
そ
の
向
こ
う
に
」
歩
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
道
徳
的
先
入
見
」
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ

の
彼
岸
』
の
な
か
で
、

7216
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。
「
意
図
を
或
る
行
為
の
由
来
と
来
歴
の
す
べ
て
と
見
な
す
、

と
い
う
こ
の
先
入
見
の
も
と
に
、

ほ
と
ん
ど
最
近
の
時
代
に
至
る
ま
で
地
上
で
は
賞
讃
や
非
難
や
裁
き

ら
く
は
性
急
な
先
走
り
で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
意
図

i
道
徳
は
一
つ
の
先
入
見
で
あ
り
、
お
そ

〈

日

)

い
わ
ば
占
星
術
や
錬
金
術
の
段
階
の
も
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
超
克
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
何
も
の
か
で
あ
る
。
」

道
徳
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
(
:
:
:
)
こ
れ
ま
で
の
意
味
に
お
け
る
道
徳
、

が
、
ま
た
哲
学
的
思
考
さ
え
も
が
、

す
な
わ
ち
ニ

l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
「
宿
命
的
な
近
代
の
迷
信
」
と
も
一
言
う
べ
き
一
つ
の
先
入
見
と
は
、

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
行
為
が
そ
の
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り
自
由
意
志
に
も
と
づ
く
も
の
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
行
為
の
価
値
は
そ
の
意
図
の
価
値
と
等
置
さ
れ
、
そ

こ
に
行
為
の
道
徳
的
評
価
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
D
i
l
「
意
志
の
自
由
」
が
道
徳
の
根
本
前
提
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
或
る
意
味
で
き
わ
め

(

ロ

)

て
あ
り
ふ
れ
た
見
解
で
あ
る
。
だ
が
一
一

i
チ
ェ
は
、
さ
ら
に
こ
の
「
意
志
の
自
由
」
の
概
念
そ
の
も
の
を
、
一
つ
の
「
迷
信
」
な
い
し
「
誤
謬
」
と
断
ず
る
。
「
道
徳
的
感

(
日
)

覚
の
歴
史
は
一
つ
の
誤
謬
の
歴
史
で
あ
り
、
こ
の
誤
謬
は
意
志
の
自
由
に
つ
い
て
の
誤
謬
に
も
と

ε

つ
い
て
い
る
に
こ
う
し
た
言
葉
で
表
明
さ
れ
る
ニ

i
チ
ェ
の
見
解
は
、

行
為
を
何
ら
か
の
「
意
図
」
に
由
来
す
る
も
の
と
見
な
す
見
地

彼
の
思
索
の
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
の
確
信
で
あ
っ
た
。
す
で
に
彼
は
一
八
七

O

/七
一
年
の
遺
稿
群
の
な
か
に
、

の
全
過
程
は
、
あ
た
か
も
意
志
の
自
由
と
責
任
能
力
が
現
実
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
必
然
的
な
道
徳
的
前
提
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の

(

M

)

〈

お

〉

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
よ
は
或
る
形
而
上
学
的
運
動
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
根
源
的
幻
想
の
運
動
で
あ
る
よ
「
自
由
と
責
任
性
の
信
仰
は
、

〈

凶

〉

エ
ゴ
イ
ズ
ム
な
し
に
意
士
山
さ
れ
た
も
の
と
い
う
錯
覚
を
作
り
出
す

D

」

次
の
よ
う
な
文
章
を
書
き
記
し
て
い
る
。
「
世
界
史

い
ま
や
八
善
〉
と
い
う
錯
覚
を
、
す
な
わ
ち
純
粋
に
意
土
心
さ
れ
た
も
の
、

(
げ
〉

い
る
よ

に
属
し
て

こ
と
は
、
彼
が
た
と
え
ぼ
『
偶
像
の
寅
昏
』
の
な
か
で〈

ぬ
こ

に
と
っ
て
は
「
す
べ
て
の
行
為
は
意
志
の
結
果
で
あ
る
」

一一
i
チ
ェ
が
従
来
の
「
す
べ
て
の
心
理
学
」
に
ひ
そ
ん
で
い
る
と
見
な
す
「
道
徳
的
先
入
見
」
が
こ
う
し
た
平
田
川
士
山
の
自
由
に
つ
い
て
の
誤
謬
」
を
指
す
も
の
で
あ
る

(
時
)

て
の
吉
い
心
理
学
」
を
「
意
志
の
心
理
学
」
と
言
い
換
え
、
「
最
も
古
く
最
も
長
く
続
い
て
き
た
心
理
学
」

い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
は
、
こ
の
「
道
徳
的
先
入
見
」

と
従
来
の
心
理
学
と
の
交
渉
を
彼
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
問
題
、
を
取
り
上
げ
る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
彼
が
何

ゆ
え
に
こ
の
道
徳
の
根
本
前
提
を

と
断
ず
る
の
か
を
見
定
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

哲
学
・
思
想
論
集

第
十
一
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号

七



一l
チ
ェ
の
心
理
学

/¥ 

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
同
じ
時
期
に
彼
が
「
行
為
」
と
「
意
図
」
な
い
し
「
動
機
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
書
き
遺
し
た
諸
断
片
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
彼
の
理
解
が
ど
の

(
却
〉

こ
こ
で
一
一
1
1

チ
ェ
の
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
動
機
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
の
ぼ
る
表
象
」
が
行
為
の

真
の
寸
動
因
」
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
表
象
は

ハ
幻
〉

「
す
べ
て
の
力
の
な
か
で
最
も
劣
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
動
因
と
し
て
は
欺
臓
で
し
か
な
い
」
。
と
い
う
の
も
、
元
来
「
意
識
的
な
表
象
活
動
」
と
は
、
一
種
の
「
シ

(

幻

〉

(

幻

〉

ン
ボ
ル
化
」
の
働
き
、
す
な
わ
ち
、
体
験
さ
れ
た
現
実
の
「
複
写
、
反
鍔
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
行
為
の
本
質
に
は
ま
っ
た
く
か
か
わ
ら
な
い
」

(
引
以
〉

な
る
も
の
は
、
実
は
「
複
写
さ
れ
た
過
去
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
。

す
な
わ
ち
、

表

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
行
為
の
動
機
と
見
な
さ
れ
る
表
象
と
し
て
の

象
と
し
て
の
と
は
、
す
で
に
な
さ
れ
た
行
為
を
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
理
解
可
能
な
も
の
に
す
る
た
め
に
「
思
考
に
お
け
る
必
要
性
か
ら
生
み

ハ

お

〉

(

お

)

出
さ
れ
た
も
の
」
な
の
で
あ
り
、
行
為
の
真
の
動
因
と
は
無
関
係
の
「
偽
り
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

或
い
は

十
年
ほ
ど
後
の
一
八
八

O
年
の
断
片
で
も
、

一
l
チ
ェ
は
行
為
に
関
す
る
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
、

よ
り
明
確
な
か
た
ち
で
、

次
の
よ
う
に
書
き
遺
し
て
い
る
。
「
ど
ん

な
行
為
も
、

そ
れ
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
間
に
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
も
つ
色
あ
せ
た
意
識
像
と
は
無
限
に
具
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
行
為
は
、
行
為
が
な

同
十
え
い
す
、

さ
れ
る
前
に
頭
に
浮
か
ん
で
い
る
意
識
像
(
行
為
の
結
末
日
目
的
、
お
よ
び
そ
こ
に
至
る
道
)
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
結
局
辿
ら
れ
る
道
の
無
数
の
部
分
は

目
的
そ
の
も
の
は
行
為
の
現
実
の
結
果
の
一
小
部
分
な
の
で
あ
る
。
目
的
は
記
号
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
信
号
な
の
だ
/

ら
コ

ピ
ー
は
原
型
に
後
続
す
る
の
に
、
こ
こ
で
は
一
種
の
コ
ピ
ー
が
原
型
に
先
行
す
る
。
(
:
;
:
)
お
そ
ら
く
〈
意
士
心
す
る
こ
と
〉
は
、
現
実
に
す
で
に
生
成
途
上
に
あ
る
も

〈
幻
〉

の
の
色
あ
せ
た
影
で
あ
り
、
(
:
;
:
)
目
的
表
象
は
、
行
為
が
す
で
に
生
成
状
態
に
な
っ
た
後
で
成
立
す
る
の
で
あ
る
/
」

こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
行
為
に
つ
い
て
の
以
上
の
見
解
に
含
ま
れ
て
い
る
ニ

i
チ
ェ
の
基
本
的
了
解
、
す
な
わ
ち
〈
意
識
〉
一
般
に
関
す
る
彼
の

了
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
意
識
が
、

わ
れ
わ
れ
の
内
的
世
界
の
単
な
る
表
層
、
ー
ー
し
か
も
す
で
に
或
る
変
容
を
受
け
た
表
層
に
す
ぎ
な
い
、

(
お
〉

「
わ
れ
わ
れ
の
意
識
が
触
れ
る
の
は
、
表
面
で
あ
る
よ
何
故
な
ら
、

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

一
般
に
意
識
像
と
は
、

目
的
表
象
が
そ
う
で
あ
る
の
と
向
様
に
、

わ
れ
わ
れ
の
内
的
世
界
を
形
成

す
る
運
動
状
態
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
単
な
る
「
色
あ
せ
た
影
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
意
識
の
う
ち
に
現
わ
れ
出
る
も
の
は
す
べ
て
、
或
る
一
つ
の
連
鎖

の
最
後
の
環
で
あ
り
、

一
つ
の
結
末
で
あ
る
。
或
る
思
念
が
他
の
思
念
の
原
因
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
見
か
け
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
の
生
起
の

(
山
口
〉

わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
下
部
で
進
行
し
て
い
る
。
現
わ
れ
出
て
い
る
感
情
や
思
念
等
々
の
系
列
と
継
起
と
は
、
実
際
の
生
起
の
徴
な
の
で
あ
る
。
」

結
び
つ
き
は
、



し
か
も
、
意
識
像
は
、
内
的
世
界
に
お
け
る
「
実
際
の
生
起
」
の
忠
実
な

コ
ピ
ー
で
は
決
し
て
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
に

意
識
さ
れ
る
も
の
は
す
べ

て
、
す
で
に
加
工
さ

〔
ぬ
〉

れ
た
知
覚
で
あ
る
。
」
何
故
な
ら
、

一
般
に
意
識
像
は
、

l
l目
的
表
象
が
そ
う
で
あ
る
の
と
問
様
に
1
1
1
わ
れ
わ
れ
の
内
的
世
界
の
運
動
状
態
を
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

意
識
に
現
わ
れ
出
る
体
験
は
、
「
ま
っ
た
く
単
純
化
さ
れ
、
明
瞭
で
理
解
可
能
な
も
の
に
さ
れ
た
体
験
、

〈
M

M

)

作
り
出
す
「
知
性
や
感
官
」
は
「
な
か
ん
ず
く
単
純
化
す
る
装
置
」
な
の
で
あ
る
。

理
解
可
能
な
も
の
に
す
る
た
め
に
思
考
に
お
け
る
必
要
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
単
純
化
、
明
瞭
化
と
い
う
操
作
を
受
け
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

、
(
れ
)

そ
れ
ゆ
え
偽
造
さ
れ
た
体
験
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

意
識
像
を

二
、
意
識
と
無
意
識

い
ま
わ
れ
わ
れ
は
、
従
来
の
心
理
学
と
「
道
徳
的
先
入
見
」
と
の
交
渉
を
ニ

l
チ
ェ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
か
、

と
い
う
先
の
問
い
に
、
次
の
よ
う
に

答
え
る
こ
と
が
で
L

ざ
る
。

ニ
l
チ
ェ
は
こ
う
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
心
理
学
は
、
「
す
べ
て
の
行
為
は
意
志
の
結
果
で
あ
る
」
と
考
え
る
「
意
志
の
心
理
学
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
心
理
学
が
「
意
志
の
自
由
」
を
前
提
し
「
意
図
を
行
為
の
由
来
と
来
歴
の
す
べ
て
と
見
な
す
」
と
い
う
「
道
徳
的
先
入
見
」
に
と
ら
わ
れ
て

そ
の
か
ぎ
り
こ
の
心
理
学
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
意
識
を
内
的
世
界
の
す
べ
て
と
見
な
す
」
と
い
う
先
入
見
に
も
同
時
に
と
ら
わ

〈
お
〉

れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
こ
の
二
つ
の
観
点
は
相
即
不
離
の
関
係
で
結
び
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
意
志
(
つ
ま
り
意
図
)
を
す
べ
て
の
行
為
の
背
後
に
求
め
る
」
こ

(
剖
)

と
と
、
「
〈
意
識
性
〉
を
心
の
本
質
的
性
質
と
見
な
す
」
こ
と
と
は
、
同
一
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
道
徳
的
先
入
見
」
に
と
ら
わ
れ
た
従
来
の
心
理
学
は
、
「
人

〈
お
〉

間
の
意
識
さ
れ
た
諸
契
機
し
か
原
因
と
し
て
考
察
し
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

い
た
た
め
で
あ
る
が
、

だ
が
、
八
意
識
性
〉
は
「
心
の
本
質
的
性
質
」
で
は
決
し
て
な
い
。
意
識
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
的
世
界
の
単
な
る
表
層
1

1
し
か
も
す
で
に
加
工
を
受
け
た
表
震
で

〈
お
〉

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
多
く
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
作
用
の
大
部
分
は
わ
れ
わ
れ
に
は
意

〈
幻
)

識
さ
れ
ず
、
感
じ
ら
れ
ず
に
経
過
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
従
来
の
心
理
学
は
、
意
識
を
内
的
世
界
の
す
べ
て
と
見
な
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
う

つ
ま
り
従
来
の
心
理
学
は
、

(

お

)

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
こ
の
心
理
学
は
「
未
熟
な
心
理
学
」
で
あ
る
と
言
わ
さ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
「
深
み
」
に
は

「
あ
え
て
入
り
込
も
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
。

わ
れ
わ
れ
の
内
的
世
界
の
単
な
る
「
表
面
」
に
し
か
考
」
祭
の
眼
を
向
け

ニ
l

チ
ェ
の
テ
ク
ス
ト

は
、
従
来
の
「
す
べ
て
の
心
理
学
」
と
い
う
役
の
言
葉
が
歴
史
上
の
ど
の
理
説
を
指
し
て
い
る
の
か
を
明
示
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を

哲
学
・
思
想
論
集

第
十
三
号

九



一1
1

チ
品
の
心
理
学

四
O 

詮
索
す
る
こ
と
は
、

(
m
m
)
 

ほ
と
ん
ど
無
意
味
に
近
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
言
葉
は
、
彼
以
前
の
「
心
の
探
究
」
の
総
称
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
た
と

(
刊
)

え
ば
プ
ラ
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
「
古
代
の
哲
学
者
た
ち
」
も
含
ま
れ
て
い
る

D

同
様
に
、
ニ

i
チ
ェ
が
自
分
を
唯
一
の
「
心
理
学
者
」
と
し
て
規
定
す
る
の
は
、
自
分
こ

そ
が
た
だ
一
人
の
真
の
「
心
の
探
究
者
」
で
あ
る
と
彼
が
考
え
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
彼
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
彼
以
前
の
「
心
の
探
究
」
の
営
み
は
、

そ
の
皮
相
性
の
ゆ

え
に
、
「
心
の
探
究
」
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、

ニ
l
チ
ェ
が
彼
以
前
の
一
切
の
理
説
を
斥
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

彼
が
注
目
す
る
の
は
、

と
り
わ
け
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
あ
る
。
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

比
類
の
な
い
洞
察
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
彼
以
前
の
哲
学
的
思
考
の
す
べ
て
に
対
し
て
正
当
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
|
|
意
識
性
は
表
象
の
単
な
る
偶
有
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
必
然
的
か
つ
本
質
的
属
性
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
意
識
と
名
づ
け
て
い
る
も
の

(
H
U
)
 

は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
、
心
的
世
界
の
単
な
る
一
状
態
(
お
そ
ら
く
は
病
的
状
態
)
を
な
す
に
す
ぎ
ず
、
断
じ
て
こ
の
世
界
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
(
:
;
:
)
乙

周
知
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

「
表
象

2
2
2向洋一
c
ロ)」

と

「
統
覚

7
3
2
ο
2
)同

一

o
ロ)

な
い
し
意
識
(
の

g
2
-
3
2〉」

と
の
区
別
を
主
張
し
、

任
ぷ
一
吉
山
総
メ
勺
J

N

ぶ

'
匁
ハ
コ
I
C吉
川
'
白

μ
?

「
微
小
表
象

(
}
υ
2
5
ω

宮門のめ
M

比一。ロ
ω)
」
の
存
在
に
着
目
し
て
、
「
デ
カ
ル
ト
派
の
人
々
」
が
「
意
識
さ
れ
な
い
表
象
を
無
と
見
な
し
た
」
こ
と
を
誤
り
で
あ
る
と
断
じ

(
必
〉

た口

ニ
1

チ
ェ
が
「
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
比
類
の
な
い
洞
察
」
と
呼
ぶ
も
の
が
、

い
わ
ゆ
る
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
i
』
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
う
し
た
見
地
を
指
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ニ

l
チ
ェ

、が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
見
解
を
同
じ
く
す
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
内
的
世
界
は
遥
か
に
豊
か
で
、
広
大
で
、
隠
さ
れ
た
も
の
で
あ

(

必

)

〈

付

)

る
」
と
す
る
点
な
の
で
あ
る

D

だ
が
、
そ
う
し
た
無
!
意
'
識
の
暗
部
へ
の
若
目
は
、

一
l
チ
ェ
の

「
心
理
学
」

に
と
っ
て
は

ひ
と
つ
の
出
発
点
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

彼
の

「
心
理
学
」

の
限
目
は
、

「
権
力
へ
の
意
志
」
の
理
論
に
よ
っ
て
こ
の
階
部
に
照
明
を
当
て
る
こ
と
に
あ
る
。
「
こ
の
世
界
は
権
力
へ
の
意
志
で
あ
る

l
lそ
し
て
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
/

(
必
〉

そ
し
て
ま
た
君
た
ち
自
身
が
こ
の
権
力
へ
の
意
志
で
あ
り
1

1

そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
だ
/
」

「
権
力
へ
の
意
志
」
の
理
論
は
一
一
l
チ
ェ
の
後
期
思
想
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
も
、

し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
内
的
世
界
も
、

自
己
の
権
力
の
増
大
を
求
め
る
「
権
力
へ
の
意
志
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
心
の
探
究
」
た
る
べ
き
ニ
!
チ
ェ
の
「
心
理
学
」
は
、

ハ
日
叩
〉
心

の
意
志
の
形
態
学
お
よ
び
進
化
論
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

い
ま
や
「
権
力
へ

問
題
は
、
こ
の
ニ

l
チ
ェ
の
「
心
理
学
」
の
内
突
を
つ
か
み
取
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、



(
U
)
 

チ
ェ
が
自
ら
の
見
地
を
「
八
内
的
世
界
〉
の
現
象
主
義

(
E
F
O
E
g
m
F
B
5
r
t
Jロロ
σBHHd司
会
主
)
」
と
名
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
言
葉
に
は
、

(
A
W
)
 

わ
れ
わ
れ
の
「
内
的
世
界
」
と
「
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
る
姿
」
と
は
決
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
了
解
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
八
意
識
〉

と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
的
位
界
が
わ
れ
わ
れ
の
構
成

(
H
加
工
)

に
も
と
づ
い
て
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
出
た
と
こ
ろ
の
「
現
象
」
に
す
い
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ

え
、
も
っ
ぱ
ら
「
意
識
さ
れ
た
諸
契
機
」
の
考
察
に
携
わ
っ
て
き
た
「
古
い
心
理
学
」
は
八
一内
的
世
界
〉
の
真
相
の
開
示
に
は
至
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

(
羽
〉

ニ
i
チ
ェ
が
意
識
の
「
現
象
性

9
E
g
g
g己
正
門
)
」
を
主
張
し
、

そ
の
担
底
に
八
権
力
へ
の
意
志
〉
の
働
き
を
見
ょ
う
と
す
る
と
き
、

彼
は
カ

ン
ト
l

シ
ョ

i
ぺ

ン
ハ
ウ
ア

l
の
思
想
圏
内
で
自
ら
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
意
識
の
「
現
象
性
」
の
主
張
は
、

カ
ン
ト
の
「
現
象
!
物
自
体
」
説
の
八
内
的
世
界
〉

へ
の
適
用
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

ま
た
「
権
力
へ
の
意
志
」
の
理
論
は
、
「
物
自
体
」
を
「
生
へ
の
盲
目
的
意
志
」
と
見
な
す
ソ
ョ

l
ベ
ン
ハ
ウ
ア

l
の
溜
論
の
一
変
種

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ロ
ー
ー
だ
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、

(
初
)

ョ
l
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
〈
意
志
〉
と
呼
ぶ
も
の
は
単
な
る
空
虚
な
一
一
一
一
口
葉
に
す
ぎ
ず
」
「
こ
の
よ
う
な
意
志
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
」
と
批
判
す
る
と
と
も
に
、
「
現
象
l

一
!
チ
ェ
は
「
シ

物
自
体
」
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
を
斥
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る

D

「
物
自
体
と
現
象
と
が
決
定
的
に
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
て
い
る
も
の
は
、

知
性
の
様
々
な

誤
っ
た
根
本
把
握
で
あ
る
(
:
;
:
)
。
始
原
よ
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
知
性
の
非
論
理
的
な
悪
習
が
、

で
あ
っ
て
、
こ
の
裂
け
目
は
、

は
じ
め
て
物
自
体
と
現
象
と
の
間
に
完
全
に
裂
け
目
を
作
っ
た
の

(
訂
〉

わ
れ
わ
れ
の
知
性
と
そ
の
誤
謬
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
存
続
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

ニ
!
チ
ェ
が
一
方
で
「
〈
内
的
世
界
〉
の
現
象
主
義
」
を
唱
え
、
他
方
で
「
現
象

l
物
自
体
」
の
思
考
法
そ
の
も
の
を
「
誤
謬
」
と
断
じ
て
い
る
、

と
い
う
こ
の
事
態

を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

ニ
i
チ
ェ
の
「
心
理
学
」
の
な
か
に
、
彼
が
斥
け
よ
う
と
し
た
「
現
象
l

物
自
体
」
の
考
え
方
が
ひ
そ
か
に
入

り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い

D

と
い
う
の
も
、
「
現
象

i
物
自
体
」
の
思
考
法
に
対
す
る
批
判
は
彼
の
中
期
、
後
期
を
通
じ
て
散
見
す
る

(
臼
〉

観
点
で
あ
る
し
、
こ
の
観
点
そ
の
も
の
が
意
識
の
「
現
象
性
」
の
主
張
と
の
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
「
権
力
へ
の
意
志
」
の
理
論
と
の
密
接
な
関
連
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
-
一

l
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
〈
主
体
〉
は
何
ら
結
果
を
ひ
き
起
こ
す
も
の
で
は
な
く
、
一
づ
の
虚
構
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
把

揮
さ
れ
れ
ば
、
多
く
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
主
体
を
範
型
と
し
て
事
物
性
を
仮
構
し
、
そ
れ
を
雑
多
な
感
覚
の
う
ち
へ
と
解
釈
し
入
れ
た
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
も
は
や
結
果
を
ひ
き
起
こ
す
主
体
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
結
果
を
ひ
き
起
こ
す
物
に
対
す
る
信
仰
も
、
わ
れ
わ
れ
が
物
と
名
づ
け
て
い
る
あ
の
諸
現
象

Q
E
g
g
g
g
)
聞
の
交
互
作
用
や
原
因
や
結
果
に
対
す
る
信
仰
も
、
ま
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
(
:
;
:
)
最
後
に
〈
物
自
体
〉
も
ま
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
何
故
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な
ら
、
こ
れ
は
根
本
に
お
い
て
は
〈
主
体
自
体
〉
を
構
想
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
主
体
が
虚
構
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
把
握
し
た
。

(
臼
)

〈
物
自
体
〉
と
〈
現
象
〉
と
い
う
対
立
は
無
根
拠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
現
象

Q
H
R
Z
E
C口問
)
〉
と
い
う
概
念
も
ま
た
消
え
う
せ
て
し
ま
う
よ

ニ
!
チ
ェ
の
主
張
の
要
点
、
そ
れ
は
、

〈
物
〉
も
〈
物
自
体
〉
も
〈
主
体
〉
の
概
念
に
も
と
お
つ
い
て
控
造
さ
れ
た
「
虚
構
」
に
す
ぎ
ず、

し
か
も
こ
の
〈
主
体
〉
の
概

念
そ
の
も
の
が
す
で
に
一
つ
の
「
虚
構
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る

D

こ
れ
ら
の
概
念
は
、

1

1
ー
あ
ら
ゆ
る
意
識
的
表
象
が
「
思
考
に
お
け
る
必
要
性
か

(UC 

ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
の
と
同
様
に
1
l
i
総
じ
て
「
わ
れ
わ
れ
が
生
き
う
る
世
界
を

L
つ
ら
え
る
」
と
い
う
必
要
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
一
つ
の
「
仮
象
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
仮
構
作
用
の
根
底
に
あ
る
も
の
が
八
権
力
へ
の
意
志
〉
な
の
で
あ
る

D

「
仮
象
の
世
界
と
は
す
な
わ
ち
、
価
値
に
し
た
が
っ
て
な
が

る
有
用
性
の
観
点
に
し
た
が
っ
て
、

め
ら
れ
、
秩
序
づ
け
ら
れ
、
選
択
さ
れ
た
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
価
値
に
し
た
が
っ
て
と
い
う
の
は
、
或
る
特
定
種
の
動
物
の
保
存
と
権
力
の
上
昇
に
関
す

(
臼
)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
遠
近
法
が
八
仮
象
性
〉
の
性
格
を
与
え
る
の
で
あ
る
/
」

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は

ニ
l
チ
ェ
の

い
わ
ゆ
る

「
遠
近
法
主
義
」
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
見
地
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
彼
の
言
う
「
八
内
的
世
界
〉
の
現
象
主
義
」

が
決
し
て
「
現
象
|
物
自
体
」
と
い
う
思
考
の
枠
組
み
の
な
か
で
提
示
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
八
物
自
体
〉
が
、
ま
た
そ
の
対
立
概
念
で
あ

る
八
現
象
〉
が
〈
意
識
〉
と
同
等
の
「
仮
象
」
な
い
し
「
鹿
構
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
八
意
識
〉
と
〈
権
力
へ
の
意
志
〉
と
の
関
係
が
〈
現
象
〉
と
〈
物

自
体
〉
と
の
関
係
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
内
的
世
界
と
権
力
へ
の
意
志

そ
れ
で
は
両
者
の
関
係
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
解
の
鎚
は
、

ま
さ
に
ニ

i
チ
ェ
が
「
現
象
|
物
自
体
」
と
い
う
思

と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
ニ
i
チ
ェ
が
〈
意
識
〉
と
〈
権
力
へ
の
意
志
〉
と
の
関

係
を
〈
現
象
〉
と
ハ
物
自
体

V
と
の
関
係
と
し
て
は
考
え
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
八
意
識
〉
を
〈
権
力
へ
の
意
志
〉
の
現
象
と
は
見
な
し
て
い
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
〈
権
力
へ
の
意
志
〉
を
意
識
現
象
の
基
体
な
い
し
原
因
と
は
見
な
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

考
形
式
を
自
ら
の
哲
学
的
思
考
の
領
域
か
ら
斥
け
て
い
る
、

こ
こ
で
、
ニ
l
チ
ェ
の
見
地
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
「
意
識
作
用
の
原
因
は
何
な
の
か
?
」
と
い
う
問
い
を
ニ
l
チ
ェ

に
向
か
っ

て
投
げ
か
け
て
み
よ
う
。
こ
の
間
い

に
対
す
る
ニ
l
チ
ェ
の
答
は
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
‘

そ
の
よ
う
な
「
原
因
」
は
存
在
し
な
い
、
そ
も
そ
も
「
原
因
」
と
は
一
つ
の
虚
構
に
ほ
か
な
ら
な



い
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

1

1

こ
う
し
た
見
地
は
、
思
考
主
体
と
し
て
の
八
自
我
〉
の
存
在
の
否
定
、

と
い
う
形
を
と
っ
て
表
明
さ
れ
る
ニ

l
チ
ェ
の
基
本
的
な

観
点
で
あ
る
。
「
〈
主
体
〉
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
自
我
が
主
体
と
し
て
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
働
き
の
原
悶
と
し
て
、

(
…
ぬ
)

働
く
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
ニ

l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、

八
自
我
〉

が
表
象
活
動
を
お
こ
な
い
思
考
を
お
こ
な
う
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
逆
に
「
思
考
活
動
(
合
ω

ロ
gご
と
が
は
じ
め
て
自
我
を
措
定
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
八
白
我
〉
と
は
「
八
質
料
〉
や
八
物
〉
や
〈
実
体
〉

や
〈
個
体
〉

や
〈
自

、
(
幻
)

的
〉
や
八
数
〉
と
同
じ
ラ
ン
ク
の
、
思
考
活
動
の
構
成
物
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
m
m
〉

こ
う
し
て
ニ

l
チ
ェ
は
、
「
わ
た
し
が
こ
の
表
象
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
表
象
活
動
が
自
我
の
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
舵
突
で
は
な
い
」
と

述
べ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
一
体
何
が
表
象
活
動
を
、
或
い
は
思
考
活
動
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か

o
l
l
lも
し
こ
の
間
い
が
表
象
活
動
或
い
は
思
考

活
動
の
主
体
な
い
し
原
閣
を
間
い
求
め
る
問
い
で
あ
る
な
ら
、
す
で
に
一
一

l
チ
ェ
は
そ
の
よ
う
な
間
い
そ
の
も
の
を
斥
け
る
思
考
の
地
平
に
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ニ
i
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
問
い
は
以
下
の
よ
う
な
推
論
に
も
と
さ
つ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
〈
私
(
自
我

VV
は
条
件
で
あ
り
、
〈
考
え
る
〉
は
述
語
で

、
(ω)

あ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
ー

l
思
考
は
一
つ
の
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
原
菌
と
し
て
一
つ
の
主
語
(
主
体
)
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
推
論
で
あ

両

凡

、

0

4

ん
し

る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
准
論
は
、
一
つ
の
「
信
仰
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
述
語
に
は
、
そ
れ
を
条
件
づ
け
る
主
語
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る

(

印

)

(

引

〉

(

臼

)

「
文
法
に
対
す
る
信
仰
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
信
仰
は
、
「
言
葉
の
畏
」
に
か
か
っ
た
一
つ
の
「
迷
信
」
な
の
で
あ
る
。
「
八
一忌
〉
と
い
う
主
語
(
主
体
)
が
〈
仏

g
r
v

と
い
う
述
語
の
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
事
態
の
偽
造
で
あ
る
。
何
日
仏

g
r
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
〈

g
V
こ
そ
が
あ
の
十
日
い
有
名
た
〈
自
我
〉
で
あ
る
、

と
す
る
こ
と
は
、
穏
当
に
言
っ
て
も
単
な
る
一
つ
の
仮
定
、

一
つ
の
主
張
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
し
て
〈
直
接
的
確
実
性
〉
な
ど
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
所
詮
は

(
臼
)

こ
の
〈
2
己

g
r〉
と
い
う
の
で
さ
え
言
い
す
ぎ
で
あ
る
。
こ
の

八
2
〉
は
す
で
に
事
象
の
解
釈
を
含
ん
で
お
り
、
事
象
そ
の
も
の
に
は
属
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
J

こ
う
し
た
言
葉
で
ニ
!
チ
ェ
が
言
お
う
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
思
考
す
る
働
き
だ
け
が
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
「
力
を
及
ぼ
す
も
の
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
体
と
し
て
の
〈
自
我
〉
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
「
措
定
し
、
仮
構
し
、
思
考
す
る
力
(
同

5
3
を
、
個
々
の
す
べ
て
の
措
定
や
仮
構
や
思
考
の
働

ハ
臼
)

き
そ
の
も
の
か
ら
区
別
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
記
号
づ
け
す
る
た
め
の
単
純
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
一
一

i
チ
ェ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
思
考
の
働
き
と
思
考
す

る
力
と
は
所
詮
一
体
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
内
的
世
界
は
、
様
々
な
思
考
を
形
成
す
る
そ
う
し
た
諸
カ
の
多
様
か
ら
成
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

一一
i
チ
ェ

の
洞
察
の
地
平
に
現
わ
れ
た
こ
の
内
的
世
界
の
光
景
を
、
彼
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
「
自
我
(
め
m
o〉

vi 

一
種
人
格
的
な
諸
力
の
多
様
で
あ
っ
て
、
そ
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回

れ
ら
の
う
ち
の
こ
の
力
と
か
あ
の
力
と
か
が
そ
の
時
々
に
自
我
と
し
て
前
景
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
(
:
:
)
。

お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
諸
々
の
力
や
衝
動
の
度

合
を
遠
近
と
し
て
感
覚
し
、
風
景
や
平
地
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
諸
々
の
量
の
度
合
の
多
様
で
あ
る
。
最
も
近
い
も
の
が
、
最
も
遠
い
も
の

〈

臼

〉

以
上
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
八
私
〉
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
よ

一
八
八

O
年
に

れ
た
こ
の
断
片
に
は
、
ま
だ
八
権
力
へ
の
意
志
〉
と
い

は
見
ら
れ
な
い

D

だ
が
こ
こ
で
「
衝
動
」
と
並
置
さ
れ

と
し
て
捉
え
ら
れ

る
「
力
〈
同

5
2」
こ
そ
、

の
ち
に
彼
が
〈
権
力

(ypの
}
え
)

へ
の
意
志
〉
と
呼
ぶ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
口
量
的
差
異
を
も
っ
諾
力
か
ら
成
る
世
界
は
、
他
を
支
配
し

ょ
う
と
す
る
諾
力
相
互
の
不
断
の
「
関
争
」
の
世
界
と
な
る
が
、
〈
権
力
へ
の
意
志
〉
と
は
、

ハ
山
山
〉

別
称
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た

の
状
態
に
あ
る
力
、
或
い
は

そ
の
も
の
の

的
世
界
は
「
多
数
の
八
権
力
へ
の

ニ
ー
チ
ェ
が
「
八
内
的
世
界
〉
の
現
象
主
義
」
と
い

(
肝
〉

の
集
合
体
」
で
あ
り
、
こ
の
世
界
は
多
く
の
力
相
互
の
絶
え
ざ
る
闘
争
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
力
そ
れ
自
体
は

に
よ
っ
て
表
わ
そ
う
と
す
る
見
地
は
、

ほ
ぼ
以
上
で
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
一
一
一
回
っ
て
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
の
内

ー
「
無
意
識
的
」
と
い
う
質
的
な
区
別
は
も
っ
て
い
な
い
。
当
初
力
の
間
に
あ
る
の
は
相
互
の

け
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
う
ち
、

そ
の
時
々
に
こ

に
現
わ
れ
出
た
力
が
い
わ
ゆ
る
意
識
的
自
我
を
形
成
す
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
〈
意
識
〉
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
広
大
な
背
景
を
も
っ
表
層
的
一
部

(
部
〉

分
で
あ
っ
て
、
決
し
て
全
体
で
は
な
く
、
そ
れ
は
一
一
一
一
回
っ
て
み
れ
ば
「
一
本
の
樹
に
つ
い
た
つ
ぼ
み
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

の
世
界
の

と
こ
ろ
で
一
一

l
チ
ェ
は
、
八
意
識
〉
を
「
肉
体
」
と
比
較
し
て
、
八
意
識
〉
よ
り
も
「
肉
体
」
の
ほ
う
が

べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
「
こ
の
八
肉
体
〉
と
い
う

全
体
現
象
(
任
命
的

g
m出
口

N
0
2
M
E
0
5
8
)
は

、

知

的

な

度

合

か

ら

し

て

も

わ

れ

わ

れ

の

わ

れ

わ

れ

の

意

識

的

な

思

考

や

感

情

ゃ

ん

意

志

〈

印

〉

〈

初

〉

作
用
よ
り
も
優
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
一
ブ
』
の
な
か
で
彼
が
「
肉
体
」
を
ご
つ
の
大
き
な
理
性
」
と
呼
ぶ
の
と
同

わ
れ
わ
れ
の
八
精
神
〉
、

一
の
観
点
で
あ
る
が
、
「
肉
体
」
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
八
意
識
〉
と
い
う
前
景
に
対
し
て
広
大
な
背
景
を
な
す
八
権
力
へ
の
意
志
〉
の
多

ハ
η
)

様
体
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
本
質
的
な
こ
と
は
、
肉
体
か
ら
出
発
し
、

〈

均

)

す
遥
か
に
豊
か
な
現
象
で
あ
る
」
と
ニ
!
チ
ェ
は
述
べ
る
が
、

(
万
〉

理
学

(24ω

一olM)ω
可
の

ro}om目
。
)
」

(

沌

)

〈

η
)

な
い
」
の
で
あ
る
。

肉
体
を
手
引
き
と
し
て
役
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
肉
体
は
、
よ
り
明
瞭
な
観
察
を
ゆ
る

ハ

日

)

〈

引

内

〉

一一
i
チ
ェ
の
構
想
す
る
「
哲
学
者
の
心
理
学
」
が
肉
体
の
「
生
理
学
的
事
実
」
に
立
脚
し
た
「
生
理
1

心

ニ
l
チ
ェ
は
、

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
人
間
が
「
生
理
学
的
に
自
己
を
知
る
」
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
「
人
間
は
自
己
を
知
ら

(

沌

)

〈

均

〉

た
と
え
ば
「
認
識
の
働
き
」
を
「
生
殖
と
発
育
の
欲
望
」
に
関
係
づ
け
、
「
精
神
」
を
に
関
係
づ
け
、

ま
た
「
感
官
が
提
供



(
加
〉

す
る
素
材
」
に
対
す
る
「
知
性
い
の
関
係
を
「
征
服
、
同
化
、
栄
養
摂
取
へ
の
意
志
」
に
関
係
づ
け
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
試
み
を
彼
は
必
ず
し
も
充
分

な
形
で
は
展
開
し
な
か
っ
た
が
、

そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

そ
う
し
た
「
生
理
|
心
理
学
」
の
発
想
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

(
剖
)

ニ
1

チ
ェ
の
こ
う
し
た
観
点
が
「
人
間
」
観
の
変
更
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
人
間
を
自
然
へ
と
反
訳
す
る
こ
と
」
に
ほ
か

〈

但

)

(

回

〉

な
ら
な
い
彼
の
そ
う
し
た
試
み
は
、
「
人
聞
を
動
物
へ
と
置
き
一戻
す
」
試
み
と
し
て
、
「
人
間
を
八
精
神
〉
か
ら
、
八
神
性
〉
か
ら
導
出
す
る
」
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
人

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は

一
一
!
チ
ェ
か
ら
す
れ
ば
、
八
意
図
〉
八
目
的
〉
八
主
体
〉
〈
自
我
〉
等
の
概
念
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

〈
h

M

)

間
〉
と
は
、
「
原
典
」
と
し
て
の
自
然
に
対
す
る
解
釈
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
虚
構
で
あ
り
つ
血
の
気
の
な
い
抽
象
物
」

、ハ民〉

で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
人
間
は
超
克
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〈
人

間
続
に
対
す
る
決
定
的
な
反
論
を
含
ん
で
い
る
。

に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
「
問
題
な
の
は
人
間

だ
が
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
観
の
変
更
を
要
求
す
る
こ
う
し
た
一
一
i
チ
ェ
の
観
点
が
、
同
時
に
自
然
観
の
変
更
を
も
要
求
し
て
い
る
こ
と

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
自
然
、
自
然
科
学
者
に
と
っ
て
の
自
然
、
形
而
上
学
者
に
と
っ
て
の
自
然
、
|
|
そ
れ
ら
は
す
べ
て
八
人
間

V

と
向
様
の
虚
伶
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
「
人
間
は
、
自
然
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
も
っ
て
い
な
い
価
値
や
意
義
を
自
伶
の
な
か
に
入
れ
込
ん
で
見
て
い
泌
」
の
で
あ

(

川

町

)

り
、
こ
こ
で
は
「
自
然
」
と
は
、
い
わ
ば
「
鏡
」
を
通
し
て
人
間
の
限
に
映
じ
た
自
己
自
身
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
〈
人
間
〉
を
虚
構
と
断

(

拘

)

〈

回

)

じ
、
「
人
間
を
自
然
へ
と
反
訳
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
同
時
に
求
め
ら
れ
る
の
は
「
自
然
を
脱
人
開
化
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
ニ

l
チ
ェ
が
と
り
わ
け
自

ハ

卯

〉

、

、

、

、

、

(

引

〉

ら
の
任
務
と
考
え
た
の
は
、
自
然
か
ら
「
も
ろ
も
ろ
の
自
的
を
排
除
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
自
然
に
対
し
て
「
生
成
の
無
垢
」
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
D

八
人

(
幻
〉

間
〉
が
そ
の
な
か
へ
と
反
訳
さ
れ
る
べ
き
「
原
典
」
と
し
て
の
自
然
と
は
、
一
切
の
人
間
的
解
釈
を
斥
け
る
「
偶
然
の
天
、
無
垢
の
天
、
無
計
図
の
天
、
奔
放
の
天
」
で

〈
幻
〉

あ
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
一
フ
』
の
な
か
で
一
一
i
チ
ェ
は
、
人
間
の
精
神
形
態
が
辿
る
べ
き
「
一
一
一
つ
の
変
化
」
に
言
及
し
、
無
邪
気
に
遊
戯
す
る
「
幼
子
」
を
そ
の
最
高

で
'rmu

る。

ニ
l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、

段
階
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
幼
子
」
は
そ
の
よ
う
な
「
無
垢
の
天
」
の
も
と
に
住
す
る
人
間
の
メ
タ
フ
ァ
!
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

(
川
出
)

そ
う
し
た
境
位
に
彼
が
〈
超
人
〉
へ
と
至
る
「
ひ
と
つ
の
新
し
い
始
ま
り
」
を
見
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
境
位
へ
の
復
帰
を
説
く
ニ
i
チ
ェ
の
「
心
理
学
」
は
、

八
超
人
〉
と
い
う
「
根
本
問
題
」
に
至
る
方
途
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

哲
学
・
思
想
論
集

第
十
三
号

四
五



一
!
チ
ェ
の
心
理
学

四
六

注
ニ
!
チ
ェ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
明
江
作
仏
ユ
の
ゲ

Z
2
Z
2
r
o
印
MHHJHユ
kroJJHO円宮川

用
に
際
し
て
は
そ
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
記
し
た
。

(
1
)

か
つ
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
「
偉
大
な
心
理
学
者
」
と
し
て
の
ニ

l
チ
ェ
の
側
面
が
「
と
り
わ
け
哲
学
者
た
ち
か
ら
著
し
く
無
視
さ
れ
て
き
た
」
点
を
嘆
い
た
が
、
今
日
で
も
一
一
、
ee--
チ

ェ
研
究
の
状
況
は
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
巧
・
同
2
h
E
S
P
Z
Z
N
R
Z
止
出
合
円

2
凹
Z
m
g∞
忠
司
ミ
与
o一o
E
P
2
5
N
R
Z
l
m
g
E
g
出
仏
・
戸
出
詩
句
∞
-

M
∞一戸内・

(
2
)
H
g
印
。
一
言
〈
O
ロ
の
三

E
L
出
αお
(
以
下
旬
。
切
と
略
記
)
〈
uω
・
ω
∞
出

(
3
)

何の
s
r
o
s
o
(以
下
問
問
と
略
記
)
〈
戸

ω
・
ωuJ
・

(
4
)

向
山
‘
〈
戸
山
・

ω。印

(
5
)

何
回
"
〈
戸

ω・
ωMM
・

(
6
)

何
回
"
〈
戸

ω
e
ω
H
N・

(
7
)

間
出
u

〈
戸

ω
・
ωMA・

(
8
)

何
回
"
〈
戸
山
・

ω九日品目

(
9
)

問
問
"
〈
戸
∞
・

ω
8・

(
刊
)
フ
イ
ン
ク
は
、
ニ

i
チ
ェ
の
哲
学
に
お
け
る
「
心
理
学
」
の
役
割
り
の
大
き
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
心
理
学
を
も
っ
ぱ
ら
「
曝
露
心
理
学
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
で
フ

イ
ン
ク
の
一
一
一
一
口
う
「
曝
露
心
理
学
」
と
は
、
形
而
上
学
や
神
学
や
道
徳
の
諸
概
念
の
虚
偽
性
を
攻
撃
的
に
曝
露
す
る
破
壊
的
な
心
理
学
の
謂
で
あ
る
が
、
フ
イ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
心

理
学
は
ニ

l
チ
ェ
の
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
的
な
一
回
}
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
思
索
の
本
質
的
な
点
に
は
属
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
ニ

l
チ
ェ
の
心
理
学
は
彼
の
哲
学
の
本
質
に
は

通
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
閃
・

2
コ
F
Z
Z
R色
話
回
虫
ニ
一
O∞o
u
r
F
T
C円
高
ミ
門

5
8
邦
訳
?
一
!
チ
ェ
の
哲
学
』
(
ニ
TI--

チ
ェ
全
集
別
巻
、
理
想
社
一
九
六
一
ニ
年
)
七

O
頁
以

下
o
l
-
-
た
し
か
に
、
フ
イ
ン
ク
の
言
う
よ
う
に
、
ニ

i
チ
ェ
の
心
理
学
が
「
喋
露
心
理
学
」
と
し
て
の
面
を
色
濃
く
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
一
一

i
チ
ェ
の

心
理
学
が
こ
れ
に
尽
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
フ
イ
ン
ク
の
解
釈
も
お
お
む
ね
正
し
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
ニ

i
チ
ェ
の
心
理
学
は
果
た
し
て
攻
撃
と
破
壊
を
事
と
す
る
「
曝
露
心
閣
は

学
」
に
尽
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ニ

1
4ノ
千
が
「
根
本
問
題
に
至
る
方
途
」
を
「
心
理
学
」
に
求
め
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
ニ

i
チ
ェ
の
一
一
一
一
口
開
が
額
面
通
り
に
受
け
と
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
心
理
学
」
は
フ
イ
ン
ク
の
一
一
一
一
口
う
「
曝
露
心
理
学
ー
一
と
は
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
こ
の
「
心
理
学
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な

の
か
、
ー

i
こ
れ
が
以
下
の
小
論
の
問
題
で
あ
る
。

(
日
)
'
『
の
戸
〈
u

印・

2
・

(
ロ
)
〈
町
山
一
・
穴
ω
ロ
ア
}
ハ
コ
ゴ
片
己
2
日)
Z一二一
R
y
g
〈
号
コ
己
口
町
内
噌
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ハ
コ
コ
門
出
ぬ
2
5
5
J己
z
p
v
r
ユ町内内
F
7
2
m
〈
'
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三
ぬ
一
戸
内
ゲ

印"∞
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A
・

(日
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Z
E
M
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r一一の}話回
w

〉一
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z
r
r
g
p
戸

ω・
8

(
M
)
Z
2
7
m各戸回出
ODO
明，

g
m
B
S
Z
〈
以
下

Z
司
と
略
記
)
〈
戸

ω
・
5
a・

(日

)

Z
戸
〈
戸
∞
・

5J1・
(

日

)

在

三

・

(

口

)

Z
戸
〈
戸

m
M
G
ω
・

(
時

)
D
E
N
S
iり以
5
5
2ロ
ロ
ぬ
(
以
下
の
ロ
と
略
記
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〈
戸
∞
・

8
・

(
印
)
の
UW
〈
戸
∞
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出
・
(
初

)

Z
戸
〈
ロ
‘
∞
-
H
H
0・
(

幻

)

(
斜

)
Z
m
J
〈
戸

ω
・
ロ
ω・
(

お

)

F
正

・

(

お

)
F
E・

(お

)

Z
戸
〈
口
・
∞
・
ム
ωkHW
〈
m
-
z
m
J
H
v
p
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口
出
"
開
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-
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目
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Nietzsches Psychologie 

Yutaka SASAZA ¥ヘlA

In diesem Aufsatz behandle ich Nietzsches Psychologie， die er als den “Weg zu den 

Grundproblemen" seiner Philosophie betrachtet. Dazu analysiere ich zuerst Nietzsches 

SteHungnahme gegen clie bisherige Psychologie. Nietzsche unterscheidet sich clarin von 

der bisherigen Psychologie， das er“Bewuβtheit" nicht als Wesentliches cler Seele nimmt. 
Nach seiner Aussage ist die gesammte Psychologie bisher am Vorurteile hangengeblie-

ben， welches die Absicht als die ganze Herkunft einer Handlung ansieht， also nur die 

bewu日teMomente des Menschen als Ursachen rechnet. Aber unser Bewustsein streift 

nur die Oberfl.ache unserer inneren Welt， daher ist vieles vor unseren Blicken verborgen. 

Die Eigentumlichkeit von Nietzsches Konzeption steht darin， clas er die innere Welt 

des Menschen als eine Vielheit von“Willen zur I¥1acht" betrachtet und den Leib als 

clas ganze Phanomen dieses Willens zur Macht erfast. So stellt er sich allf den Stand-

punkt， die Psychologie als “Physio-Psychologie" zu vollbringen. Weil d iese Psychologie 

auf den 羽TegZllm“Ubermenschen" hinweist， wird sie zum “Weg Zll den Grunclpro-

blemem" seiner Philosophie. 
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