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i　 

　

ま
え
が
き 

あ
な
た
と
と
も
に
あ
る
Ｔ
Ｅ
Ａ
と
そ
の
未
来

　

複
線
径
路
等
至
性
モ
デ
ル
（
Ｔ
Ｅ
Ｍ
）
と
い
う
新
し
い
質
的
研
究
法
が
提
案
さ
れ
て
10
年
が
経
過

し
た
。
本
書
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ 

Ｔ
Ｅ
Ａ 

理
論
編
』
と
同
時
刊
行
さ
れ
る
そ
の
姉
妹
本
『
ワ
ー
ド

マ
ッ
プ 

Ｔ
Ｅ
Ａ 

実
践
編
』
に
は
、
Ｔ
Ｅ
Ｍ
が
複
線
径
路
等
至
性
ア
プ
ロ
ー
チ
（
Ｔ
Ｅ
Ａ
）
と
し
て

発
達
し
て
き
た
10
年
間
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
２
冊
の
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ 

Ｔ
Ｅ
Ａ
』
で
は
、
国
内

外
を
含
め
40
名
を
越
え
る
研
究
者
や
実
務
家
に
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
が

こ
の
10
年
間
に
、
理
論
的
に
も
方
法
論
的
に
も
大
き
く
進
展
し
、
ま
た
、
研
究
の
営
み
の
な
か
で

日
々
新
た
に
概
念
や
考
え
方
が
発
展
し
て
き
た
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。
そ
の
飛
躍
的
な
発
展
は
、

Ｔ
Ｅ
Ａ
の
多
様
性
と
濃
厚
な
議
論
展
開
を
前
に
、
出
版
社
が
分
冊
化
を
英
断
し
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
で

あ
る
（
新
曜
社
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
）。
そ
れ
は
編
者
に
と
っ
て
も
う
れ
し
い
悲
鳴
で

あ
っ
た
が
、
若
干
泣
き
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ 

Ｔ
Ｅ
Ａ
』
は
【
理
論
編
】
と
【
実
践
編
】
が
一
体
と
し

て
構
成
さ
れ
て
お
り
、【
理
論
編
】
で
は
複
線
径
路
等
至
性
ア
プ
ロ
ー
チ
（
Ｔ
Ｅ
Ａ
）
の
根
幹
と
な

る
理
論
と
方
法
論
の
枠
組
み
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

第
Ⅰ
部
「
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
基
本
と
理
論
的
背
景
」
で
は
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
研
究
を
先
導
し
て
き
た
研
究
者
が
Ｔ



ii

Ｅ
Ａ
の
背
景
に
あ
る
基
本
的
な
考
え
方
や
概
念
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
展
開
を
凝
縮
さ
せ
つ
つ
わ

か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
る
。
第
１
章
で
は
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
と
い
う
文
化
心
理
学
の
新
し
い
方
法
論
の
体

系
に
つ
い
て
、
時
間
の
扱
い
方
や
シ
ス
テ
ム
と
い
う
見
方
、
質
的
研
究
に
お
け
る
布
置
な
ど
と
い
っ

た
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
２
章
で
は
、
Ｔ
Ｅ
Ｍ
の
基
本
的
な
概
念
の
解
説
を
も

と
に
、
概
念
ツ
ー
ル
を
介
し
た
分
析
の
ヒ
ン
ト
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

続
く
第
Ⅱ
部
「
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
」
で
は
、
他
の
質
的
研
究
法
か
ら
み
た
Ｔ
Ｅ
Ａ
や
未
来

的
展
望
に
基
づ
く
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
応
用
可
能
性
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
第
３
章
で
は
、
気

鋭
の
理
論
研
究
者
諸
賢
か
ら
Ｔ
Ｅ
Ｍ
お
よ
び
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
も
つ
可
能
性
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
の
論
評

を
し
て
い
た
だ
い
た
。
第
４
章
で
は
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
に
か
か
わ
る
海
外
研
究
者
の
新
た
な
研
究
実
践
が
、

サ
ト
ウ
タ
ツ
ヤ
・
滑
田
明
暢
に
よ
る
監
訳
の
も
と
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な

展
開
に
も
触
れ
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
第
５
章
で
は
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
特
徴
で
あ
る
プ
ロ
セ
ス
の
把
握

や
オ
ー
プ
ン
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
人
間
の
理
解
に
焦
点
を
あ
て
、
類
似
す
る
研
究
実
践
に
従
事
す
る

執
筆
者
に
よ
り
、
あ
ら
た
め
て
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
位
置
づ
け
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
６
章

で
は
、
臨
床
的
実
践
と
質
的
研
究
法
、
な
い
し
は
、
質
的
研
究
法
と
量
的
研
究
法
の
あ
い
だ
を
往
来

す
る
研
究
に
従
事
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
応
用
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
さ

れ
て
い
る
。

　
【
理
論
編
】
で
は
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
と
Ｔ
Ｅ
Ａ
に
ま
つ
わ
る
概
念
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
研
究
者
の
多
種
多

様
な
視
点
か
ら

―
極
め
て
個
人
的
な
視
点
を
含
め
て

―
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い



iii　まえがき

る
。
こ
れ
は
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
が
オ
ー
プ
ン
な
視
点
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
や
方
法
論
、
認
識
論
、
研
究

実
践
、
研
究
者
自
身
と
の
つ
な
が
り
の
う
え
に
発
展
し
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に

示
し
て
お
り
、
ま
た
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
発
達
プ
ロ
セ
ス
を
Ｔ
Ｅ
Ａ
と
し
て
捉
え
た
先
駆
者
た
ち
の
実
践
で
も

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、【
理
論
編
】
を
読
む
と
、「
い
っ
た
い
Ｔ
Ｅ
Ａ
と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
疑
問

が
改
め
て
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

　

Ｔ
Ｅ
Ａ
を
簡
潔
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
個
人
の
人
生
径
路
を
可
視
化
す
る
研
究
法
や
人
間
の
様
態
を

オ
ー
プ
ン
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
記
述
す
る
た
め
の
分
析
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
個
人
の
実
存
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
た
め
の
文
化
心
理
学
的
な
理
論
と
も
言
え
る
。
あ
る
い
は
、
日
本
か
ら
発
信
す
る
質
的
研
究

法
の
ひ
と
つ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
ど
れ
も
Ｔ
Ｅ
Ａ
に
つ
い
て
正
し
く
述
べ
て
お
り
、
ど
れ
も
が

等
至
点
と
な
り
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
の
見
方
も
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
す
べ
て
を
表
し
て
は
い
な

い
。

　

Ｔ
Ｅ
Ａ
に
お
け
る
等
至
点
は
、
い
ま
―

こ
こ
に
い
る
研
究
者
の
実
践
と
と
も
に
、
Ｚゾ

フ
Ｏ
Ｆ
（Zone 

of Finality

：
等
至
点
の
幅
）
で
あ
り
続
け
、
常
に
複
数
の
等
至
点
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
複
数
あ
る
等
至
点
の
な
か
の
ひ
と
つ
を
設
定
す
る
の
は
読
み
手
で
あ
る
「
あ
な
た
」
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
Ｔ
Ｅ
Ａ
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
は
、「
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
等
至
点
は
ど
こ
か
」
と
い
う

あ
ら
た
な
問
い
を
発
生
さ
せ
、
き
っ
と
あ
な
た
を
新
し
い
研
究
活
動
へ
と
誘
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

本
書
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
心
惹
か
れ
る
箇
所
を
み
つ
け
、
そ
こ
を
等
至
点
と
設
定
し
て
み
よ
う
。

そ
れ
に
よ
り
、
あ
な
た
の
研
究
活
動
は
Ｔ
Ｅ
Ａ
と
融
合
し
、
ま
た
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
だ
ろ
う
。



iv

興
味
あ
る
議
論
を
追
及
し
て
も
よ
い
し
、
自
分
な
り
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
て
も
よ
い
。

　

そ
し
て
姉
妹
本
【
実
践
編
】
で
は
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
を
実
際
に
使
用
す
る
方
々
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に

分
析
ツ
ー
ル
と
し
て
使
用
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
、
興
味
深
い
研
究
の
数
々
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
Ｔ
Ｅ
Ａ
を
使
い
た
い
と
い
う
方
は
ぜ
ひ
、
本
書
【
理
論
編
】
と
あ
わ
せ
て
【
実
践
編
】
を
ご
一

読
い
た
だ
き
た
い
。

　

私
た
ち
は
本
書
な
ら
び
に
Ｔ
Ｅ
Ａ
が
、
あ
な
た
の
研
究
活
動
の
促
進
的
記
号
と
し
て
機
能
す
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
。
10
年
後
に
は
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
に
関
す
る
新
た
な
未
来
へ
の
展
望
が
拡
が
り
、
ま
た
新

た
な
概
念
や
理
論
が
、
―
等
至
点
で
さ
え
も

―
発
達
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
は
、
あ

な
た
も
ま
た
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
発
達
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
記
号
と
し
て
、
こ
の
つ
な
が
り

に
参
画
し
て
い
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。　
　

　
　

２
０
１
５
年
２
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
田
茉
莉



Ｔ
Ｅ
Ａ
理
論
編
―
―

目
次



vi

ま
え
が
き　
i　

１
章
－
Ｔ
Ｅ
Ａ
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ　
3

　
１
―

１
　
複
線
径
路
等
至
性
ア
プ
ロ
ー
チ
（
Ｔ
Ｅ
Ａ
）　
Ｔ
Ｅ
Ｍ
、
Ｈ
Ｓ
Ｉ
、
Ｔ
Ｌ
Ｍ
Ｇ　

4

　
１
―

２　

Ｔ
Ｅ
Ａ
に
お
け
る
時
間
概
念　

時
間
の
２
つ
の
次
元　

9

　
１
―

３　

開
放
シ
ス
テ
ム
と
形
態
維
持　

形
態
維
持
と
発
生
の
プ
ロ
セ
ス　

14

　
１
―

４　

実
存
性　

文
化
心
理
学
お
よ
び
質
的
研
究
に
お
け
る
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
布
置　

19

　
１
―

５　

Ｔ
Ｅ
Ｍ
的
飽
和　

手
順
化
の
問
題　

24

２
章
－
Ｔ
Ｅ
Ｍ
の
基
本
と
展
開　
29　

　
２
―

１　

等
至
性
と
複
線
径
路　

両
極
化
し
た
等
至
点
と
Ｚ
Ｏ
Ｆ（
ゾ
ー
ン
・
オ
ブ
・
フ
ァ
イ
ナ
リ
テ
ィ
）
へ　

30

　
２
―

２　

分
岐
点
と
必
須
通
過
点　

諸
力
（
Ｓ
Ｄ
と
Ｓ
Ｇ
）
の
せ
め
ぎ
あ
い　

35

　
２
―

３　

未
定
と
未
来
展
望　

偶
有
性
を
取
り
込
み
、
価
値
が
変
容
す
る
経
験
と
し
て　

41

第
Ⅰ
部　
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
基
本
と
理
論
的
背
景



vii　目　次

　
２
―

４　

画
期
を
な
す
こ
と　

研
究
者
の
視
点
と
所
在　

46

３
章
－
Ｔ
Ｅ
Ｍ
の
評
論
、
評
論
と
し
て
の
Ｔ
Ｅ
Ｍ　
55

　
３
―

１　

発
達
的
時
間　

相
対
的
な
静
止
と
変
化
の
入
れ
子　

56

　
３
―

２　

前
方
視　
Ｔ
Ｅ
Ａ
と
生
涯
発
達
と
の
交
差
か
ら
捉
え
る
ラ
イ
フ
の
豊
か
さ　

61

　
３
―

３　

ポ
ド
テ
ク
ス
ト　

ヴ
ィ
ゴ
ー
ツ
キ
ー
理
論
と
Ｔ
Ｅ
Ｍ
（
Ｔ
Ｅ
Ａ
）　

65

　
３
―

４　

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
研
究
と
Ｔ
Ｅ
Ｍ　

そ
の
発
想
は
ど
こ
で
交
差
し
、
ど
の
よ
う
に
響
き
あ
う
こ
と
に
な
る
の
か　

69

　
３
―

５　

研
究
ツ
ー
ル
と
し
て
の
Ｔ
Ｅ
Ｍ　
Ｔ
Ｅ
Ｍ
を
い
つ
使
う
の
か　

74

４
章
－
海
外
の
Ｔ
Ｅ
Ｍ
研
究　
79

　
４
―

１　

Ｔ
Ｅ
Ｍ
の
一
般
哲
学　

過
去
と
未
来
の
間　

80　

　
４
―

２　

Ｔ
Ｅ
Ｍ
と
対
話
的
自
己
理
論
（
Ｄ
Ｓ
Ｔ
）　

夫
婦
間
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に　

86　

　
４
―

３　

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ワ
ー
ク
と
Ｔ
Ｅ
Ｍ　

非
可
逆
的
時
間
に
お
け
る
自
己
に
つ
い
て
の
探
求　

90

第
Ⅱ
部　

Ｔ
Ｅ
Ａ
と
い
う
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー



viii

　
４
―

４　

移
行
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
Ｔ
Ｅ
Ｍ　
「
鳥
の
目
」
か
ら
の
分
析
、「
亀
の
目
」
か
ら
の
分
析　

97

　
４
―

５　

職
業
移
行
と
Ｔ
Ｅ
Ｍ
の
適
用　
「
専
門
家
に
な
る
こ
と
」
の
経
験
の
研
究　

101

　
４
―

６　

発
達
的
な
文
脈
と
径
路　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
発
達
的
移
行
に
関
す
る
Ｔ
Ｅ
Ｍ
研
究
の
動
向　

106

５
章
－
Ｔ
Ｅ
Ａ
の
布
置
を
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る　
121

　
５
―

１　

シ
ス
テ
ム
論
と
Ｔ
Ｅ
Ａ　

シ
ス
テ
ム
論
と
し
て
の
独
自
性　

122

　
５
―

２　

家
族
療
法
と
Ｔ
Ｅ
Ａ　

家
族
療
法
に
Ｔ
Ｅ
Ａ
を
生
か
す　

128

　
５
―

３　

応
用
行
動
分
析
学
と
Ｔ
Ｅ
Ａ　

人
を
理
解
す
る
枠
組
み
と
し
て　

132

　
５
―

４　
「
未
完
の
未
来
」
を
創
造
す
る
媒
介
物　
「
異
時
間
の
ゾ
ー
ン
」
と
活
動
理
論
（
そ
の
１
）　

139

　
５
―

５　

分
岐
を
「
交
差
」
と
し
て
捉
え
直
す　
「
異
時
間
の
ゾ
ー
ン
」
と
活
動
理
論
（
そ
の
２
）　

147

　
５
―

６　

ラ
イ
フ
コ
ー
ス
と
Ｔ
Ｅ
Ａ　

経
験
の
プ
ロ
セ
ス
を
可
視
化
す
る　

154

６
章
－
Ｔ
Ｅ
Ａ
と
接
点
の
あ
る
研
究
法　
159

　
６
―

１　

ケ
ー
ス
フ
ォ
ー
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る　
Ｔ
Ｅ
Ａ
が
も
た
ら
す
も
の　

160

　
６
―

２　

ク
オ
リ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
に
接
近
す
る　

時
間
を
捨
象
し
な
い
人
生
径
路
の
記
述
と
包シ

ス
テ
ミ
ッ
ク

括
体
系
的
な
変
容　

165

　
６
―

３　

混
合
研
究
法
と
Ｔ
Ｅ
Ａ　

組
み
合
せ
の
シ
ナ
ジ
ー
効
果　

172



ix　目　次

あ
と
が
き　
177

索
引　

（1）

	

装
幀
＝
加
藤
光
太
郎





第
Ⅰ
部　

Ｔ
Ｅ
Ａ
の
基
本
と
理
論
的
背
景





１
章　
　

Ｔ
Ｅ
Ａ
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ



4

　

１
―

１

　

　

複
線
径
路
等
至
性
ア
プ
ロ
ー
チ
（
Ｔ
Ｅ
Ａ
）	

Ｔ
Ｅ
Ｍ
、
Ｈ
Ｓ
Ｉ
、
Ｔ
Ｌ
Ｍ
Ｇ

　

■
複
線
径
路
等
至
性
ア
プ
ロ
ー
チ
（
Ｔ
Ｅ
Ａ
）

　

複
線
径
路
等
至
性
ア
プ
ロ
ー
チ
（T

rajectory Equifinality A
pproach

：
Ｔ
Ｅ
Ａ
）
は
複
線
径
路

等
至
性
モ
デ
ル
（T

rajectory Equifinality M
odel

：
Ｔ
Ｅ
Ｍ
）
か
ら
発
展
し
た
総
合
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
り
、
本
の
タ
イ
ト
ル
に
な
る
の
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
。

　

Ｔ
Ｅ
Ａ
は
文
化
心
理
学
の
新
し
い
方
法
論
の
体
系
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
文
化
心
理

学
と
は
、
比
較
文
化
心
理
学
の
よ
う
に
異
な
る
複
数
の
文
化
を
相
互
排
他
的
で
独
立
所
与
の
存
在
と

し
て
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
生
を
享
け
た
個
人
が
そ
の
環
境
の
中
で
生
命
を
維
持
し
生
活
し
人
生

を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
に
記
号
を
取
り
入
れ
つ
つ
生
き
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
く
、
心
理
学
的
試
み

の
こ
と
を
指
す［

１
］。

　

Ｔ
Ｅ
Ａ
は
複
線
径
路
等
至
性
モ
デ
ル
（
Ｔ
Ｅ
Ｍ
）、
歴
史
的
構
造
化
ご
招
待
（H

istorically 

Structured Inviting

：
Ｈ
Ｓ
Ｉ
）、
発
生
の
三
層
モ
デ
ル
（T

hree Layers M
odel of Genesis

：
Ｔ
Ｌ

Ｍ
Ｇ
）
を
統
合
・
統
括
す
る
考
え
方
で
あ
る
（
図
１
―

１
）。

　
　
　

［
１
］ Sato, T

., Y
asuda, Y

., K
an-

zaki, M
., &

 V
alsiner, J. 2014 

F
rom

 D
escribing to R

econ-
structing Life T

rajectories: 
H

ow
 the T

E
A

 (T
rajectory 

E
quifinality A

pproach) ex-
plicates context-dependent 
hum

an phenom
ena. W

agoner 
B

., C
haudhary, N

. &
 H

viid, 
P.

（Eds.

）. Culture Psychology 
and its Future: Com

plem
entar-

ity in a new
 key. Inform

ation 
A

ge Publishing

．pp. 93-104

の 
Figure 2.

図
１
‐
１　

Ｔ
Ｅ
Ａ
の
３
つ
の
要
素

―
Ｔ
Ｅ
Ｍ
、
Ｈ
Ｓ
Ｉ
、
Ｔ
Ｌ
Ｍ
Ｇ
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■
等
至
点
（
Ｅ
Ｆ
Ｐ
）
―
―
理
念
的
側
面
と
方
法
論
的
側
面

　

理
念
的
側
面
か
ら
語
れ
ば
、
等
至
点
（Equifinality Point

：
Ｅ
Ｆ
Ｐ
）
は
Ｔ
Ｅ
Ｍ
の
み
な
ら
ず
Ｔ

Ｅ
Ａ
の
根
幹
を
な
す
概
念
で
あ
る
。
こ
の
等
至
点
と
い
う
概
念
は
、
ベ
ル
タ
ラ
ン
フ
ィ［

２
］に

よ
る
シ
ス

テ
ム
論
の
開
放
系
（
オ
ー
プ
ン
シ
ス
テ
ム
）
は
等
至
性
を
も
つ
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
依
拠
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
ゴ
ー
ル
・
目
標
に
対
し
て
複
数
の
異
な
る
径
路
を
想
定
し
う
る
、
と
い
う

こ
と
を
表
し
て
い
る
（
図
１
―

２
）。
な
お
、
こ
の
等
至
性
概
念
は
、
生
物
学
者
で
あ
り
新
生
気
論

(N
eo-vitalism

)

を
唱
え
た
と
さ
れ
る
ド
リ
ー
シ
ュ
に
由
来
し
て
い
る［

３
］。

生
命
体
の
生
活
に
お
い
て

「
同
じ
状
態
か
ら
始
ま
り
同
じ
目
的
が
達
成
さ
れ
る
」
時
で
も
複
数
の
方
法
が
と
ら
れ
う
る
こ
と
に

注
目
し
て
そ
れ
を
等
至
性
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
命
の
維
持
や
生
活
に
お
い
て
何
ら
か
の

障
害
が
生
じ
た
と
き
に
回
復
や
補
償
が
柔
軟
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

等
至
点
に
至
る
複
数
径
路
を
描
く
方
法
が
Ｔ
Ｅ
Ｍ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
方
法
論
的
側
面
か
ら
み
る

な
ら
ば
、
第
一
に
等
至
点
と
は
、
研
究
の
目
の
付
け
所
で
あ
り
、
研
究
テ
ー
マ
を
明
確
に
し
て
く
れ

る
も
の
で
あ
る
。
研
究
者
が
興
味
を
も
っ
た
等
至
点
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
実
際
に
経
験
し
て
い
る
実
在

の
人
を
お
招
き
し
て
、そ
の
話
を
聞
く
と
い
う
手
続
き
が
歴
史
的
構
造
化
ご
招
待
（
Ｈ
Ｓ
Ｉ
）で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
「
等
至
点
に
至
る
ま
で
の
経
過
」
を
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
に
関
す
る
概
念

ツ
ー
ル
を
使
っ
て
径
路
を
描
く
の
が
Ｔ
Ｅ
Ｍ
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
に
な
り
が
ち
な
の
は
、
分
析
途
上
で
、
最
初
に
考
え
て
い
た
等
至
点
と
は
異
な
る
等

至
点
が
み
え
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
オ
カ
シ
ナ
こ
と
で
も
問
題
視
す
べ
き
忌
ま
わ

［
２
］ Bertalanffy, L. von 1968 

G
en

eral system
 th

eory. 
N

ew
Y

ork: George Braziller.（
長

野
敬
・
太
田
邦
昌
（
訳
）1973

『
一

般
シ
ス
テ
ム
理
論
―
―
そ
の
基
礎
・

発
展
・
応
用
』
み
す
ず
書
房
）

［
３
］ Driesch, H

. 1908 T
he Sci-

ence and Philosophy of the O
r-

ganism
, 2 vols.　

London: A
dam

 
&

 Charles Black. (vol. I, p.159).

図１―２　分岐点（Ｘ）と等至点（Ｙ）

径路１

径路３

径路２
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し
い
こ
と
で
も
な
く
、
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
最
初
に
研
究
者
が
設
定
し
た

等
至
点
は
、
研
究
前
の
視
点
の
反
映
で
し
か
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
人
に
話
を
聞
い
て

か
ら
等
至
点
を
変
え
た
方
が
よ
い
と
思
っ
て
、
異
な
る
等
至
点
を
設
定
し
た
く
な
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
失
敗
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
研
究
者
が
成
長
し
た
証
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。

　

つ
ま
り
、
方
法
論
的
側
面
か
ら
み
た
等
至
点
に
は
２
つ
の
意
味
が
あ
る
。
ま
ず
、
研
究
者
の
興
味
・

関
心
、
Ｈ
Ｓ
Ｉ
の
た
め
の
「
手
が
か
り
」
と
し
て
の
等
至
点
で
あ
る
。
自
分
の
興
味
を
研
究
に
乗
せ

る
と
い
う
意
味
で
は
、
促
進
的
記
号

［
４
］（Prom

oter Sign

）
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
極
め
て
重
要
な
目
の
付
け
所
、
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
分
析
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
た
も

の
と
し
て
の
等
至
点
で
あ
る
。
実
際
に
人
か
ら
話
を
聞
い
て
み
れ
ば
、
等
至
点
に
至
る
経
緯
は
研
究

者
自
身
が
考
え
た
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
研
究
の
当
初
に
設
定
し
た
等
至

点
は
、
あ
く
ま
で
外
部
の
研
究
者
目
線
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
面
接
と
分
析
を
通
じ
て
、（
研
究
者
で

は
な
く
）
相
手
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
等
至
点
が
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
等
至
点
に
は
、
そ
の
等
至
点
と
対
極
の
意
味
を
も
つ
両
極
化
し
た
等
至
点
（Polarized 

EFP

： 

Ｐ
―

Ｅ
Ｆ
Ｐ
）」
を
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
等
至
点
と
両
極
化
し
た
等
至
点
の
軸
（
次

元
）
を
時
間
の
軸
と
直
交
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
２
つ
の
次
元
を
定
義
す
る
こ
と
が
Ｔ
Ｅ
Ｍ
の
特

徴
で
あ
る
。
両
極
化
し
た
等
至
点
は
、
最
初
、
設
定
さ
れ
た
等
至
点
の
論
理
的
補
集
合
と
し
て
仮
定

す
る
し
か
な
い
が
、
分
析
を
通
じ
て
意
味
の
あ
る
両
極
化
し
た
等
至
点
が
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
る

し
、
そ
れ
こ
そ
が
Ｔ
Ｅ
Ｍ
的
な
飽
和
（saturation ［
５
］）

な
の
で
あ
る
。

［
５
］ 「
１
‐
５　

Ｔ
Ｅ
Ｍ
的
飽
和
」
を

参
照
。

［
４
］ 個
人
的
な
価
値
思
考
と
し
て
深

く
内
化
さ
れ
個
人
に
作
用
す
る
記

号
の
こ
と
（V

alsiner, 2007

）。
何

か
を
指
示
し
た
り
代
表
し
た
り
す

る
と
い
う
静
的
な
記
号
で
は
な
く
、

個
人
の
判
断
や
行
為
を
ガ
イ
ド
す

る
未
来
志
向
的
な
動
的
な
記
号
で

あ
る
。

　

V
alsiner, J. 2007 C

ulture in 
m

inds and societies: Founda-
tions of cultural psychology. 
N

ew
 D

elhi: Sage.

（
サ
ト
ウ
タ
ツ

ヤ
（
監
訳
）2013

『
新
し
い
文
化
心

理
学
の
構
築
―
―
〈
心
と
社
会
〉
の

中
の
文
化
』
新
曜
社
）
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た
と
え
ば
、
関
西
に
住
む
高
校
生
の
「
夏
休
み
に
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
行
く
」
と
い
う
こ
と
の

論
理
的
補
集
合
は
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
行
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
単
な

る
補
集
合
の
設
定
は
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
行
く
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
意
味
を
増

分
さ
せ
な
い
。
分
析
の
初
期
は
こ
う
し
た
補
集
合
設
定
し
か
で
き
な
い
と
し
て
も
、「
意
味
の
あ
る
」

両
極
化
し
た
等
至
点
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
さ
ら
に
納
得
の
い
く
分
析
と
な
る
。「
家
族

で
関
西
圏
の
行
楽
地
に
出
か
け
、
車
で
渋
滞
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
過
ご
す
夏
休
み
」
が
両
極
化
し

た
等
至
点
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、も
と
も
と
の
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
行
く
」

と
い
う
こ
と
は
「
電
車
で
移
動
し
て
家
族
で
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
」
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
豊
か
な
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

逆
接
的
に
言
え
ば
、
等
至
点
の
意
味
づ
け
が
豊
か
に
な
る
よ
う
な
「
両
極
化
し
た
等
至
点
」
の
設

定
こ
そ
が
、
Ｔ
Ｅ
Ｍ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
（
表
１
―

１
）。

　

■
発
生
の
三
層
モ
デ
ル
（
Ｔ
Ｌ
Ｍ
Ｇ
）

　

等
至
点
の
前
に
は
、
い
く
つ
か
の
径
路
の
分
か
れ
道
が
存
在
す
る
。
あ
る
い
は
突
然
新
し
い
選
択

肢
が
現
れ
た
り
す
る
。
そ
れ
が
分
岐
点
（Bifurcation Point: 

Ｂ
Ｆ
Ｐ
）
で
あ
る
。
分
岐
点
に
お
い

て
は
、
新
し
い
促
進
的
記
号
が
発
生
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
促
進
的
記
号
の
発
生
が
人
を
新
し

い
選
択
肢
へ
と
誘
う
の
で
あ
る
。
発
生
の
三
層
モ
デ
ル
（
Ｔ
Ｌ
Ｍ
Ｇ
）
は
、
Ｔ
Ｅ
Ａ
に
お
け
る
「
自

己
の
モ
デ
ル
」
で
あ
り
、
三
層
の
山
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
る
。
中
心
の
第
３
層
は
価
値
、
第
２

理念的側面……開放系は複線径路をもち、複線径路の収束点が等至点
方法論的側面…研究の最初の目の付け所としての等至点
　　　　　　　経験者のライフストーリーに意味づけられた等至点

表１―１　等至点の意義


