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人
類
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
今
日
ほ
ど
心
理
学
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
で
し
ょ
う
。
現
代
に
生
き
る

多
く
の
人
々
が
、
社
会
の
な
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
心
の
は
た
ら
き
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ

と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
心
理
学
は
こ
れ
ま
で
多
岐
の
分
野
に
わ
た
っ
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
過
程
で
分

野
ご
と
に
専
門
化
が
進
み
、
内
容
的
に
奥
深
い
知
識
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
生
理
学
、
物
理
学
、
言
語

学
な
ど
の
知
識
が
必
要
な
分
野
も
あ
り
ま
す
。
心
理
学
で
扱
う
中
心
的
な
テ
ー
マ
も
変
遷
し
て
き
ま
し
た
。

世
紀
に

は
構
成
心
理
学
か
ら
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
へ
、

世
紀
に
は
行
動
主
義
か
ら
認
知
科
学
へ
と
心
理
学
者
の
主
な
関
心

は
移
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在
、
心
（
精
神
、
魂
）
の
は
た
ら
き
を
解
明
す
る
の
に
最
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
脳
の
は
た
ら
き
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
脳
研
究
の
目
ざ
ま
し
い
発
展
に
よ
り
、
人
の
脳
を
ま
っ

た
く
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
、
脳
の
ど
の
場
所
が
ど
の
よ
う
な
心
の
は
た
ら
き

─考
え
た
り
感
じ
た
り
す
る
こ
と

─
�に

関
与
し
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、
心
の
は
た
ら
き
を
適
切

に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
ど
う
か
が
研
究
成
果
を
大
き
く
左
右
し
て
い
ま
す
。
今
日
、
心
理
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る

も
の
は
非
常
に
大
き
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

心
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
情
報
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
か
を
知
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

人
の
認
知
行
動
を
適
切
に
知
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
す
。「
キ
ー
ワ
ー
ド
心
理
学
」
シ
リ
ー
ズ
（
全
12
巻
）
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で
は
、
現
代
科
学
の
な
か
に
お
け
る
心
理
学
の
役
割
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
日
常
生
活
で
よ
く
体
験
す
る
出
来
事
や
現

象
、
対
人
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
認
知
的
視
点
に
立
っ
て
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
心
理
学
の
研
究

者
や
大
学
生
は
も
と
よ
り
一
般
の
方
々
が
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
本
の
構
成
や
記
述
方
法
を
工
夫
し
て
あ
り
ま

す
。
ど
の
巻
も
最
も
重
要
と
考
え
ら
れ
る
30
項
目
を
精
選
し
て
、
項
目
ご
と
に
独
立
し
た
読
み
物
と
し
て
楽
し
ん
で
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
一
人
の
著
者
（
一
部
の
巻
で
は
２
名
）
が
一
つ
の
巻
を
す
べ

て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
項
目
ご
と
の
関
連
や
読
み
や
す
き
の
統
一
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
も
っ
と
深
く
心

理
学
を
学
び
た
い
人
々
の
た
め
に
、
巻
末
に
は
本
文
で
あ
げ
た
実
験
や
調
査
の
文
献
を
一
覧
に
し
て
載
せ
て
あ
り
ま

す
。
内
容
的
に
は
最
新
か
つ
専
門
性
の
高
い
テ
ー
マ
に
も
踏
み
込
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
よ
り
深
く
心
理
学
に
か
か
わ
り

た
い
と
い
う
読
者
の
希
望
に
も
、
十
分
添
え
る
も
の
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。
知
識
の
集
積
、
学
問
と
し
て
の
心
理
学
の

面
白
さ
の
実
感
、
研
究
テ
ー
マ
の
さ
ら
な
る
発
展
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
て
、
本
シ
リ
ー
ズ
を
役
立
て
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

�

監
修
者
一
同　
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ま
え
が
き

　

何
を
勉
強
し
て
、
何
に
な
ろ
う
か
、
そ
ん
な
進
路
の
悩
み
は
だ
れ
も
が
経
験
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
何
の
悩
み
も
な

く
「
お
花
屋
さ
ん
」「
サ
ッ
カ
ー
選
手
」
な
ど
と
言
っ
て
い
た
こ
ろ
と
は
違
っ
て
、
自
分
に
つ
い
て
か
な
り
客
観
的
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
み
、
学
ん
だ
こ
と
を
社
会
で
ど
の
よ
う
に
生
か

す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
に
く
い
も
の
で
す
。

　

私
も
そ
う
で
し
た
。
高
校
生
の
頃
、
進
学
は
し
た
い
け
れ
ど
、
ど
ん
な
方
向
に
自
分
は
関
心
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思

い
悩
ん
だ
も
の
で
す
。
そ
ん
な
時
、
友
達
に
「
お
も
し
ろ
い
よ
」
と
進
め
ら
れ
て
読
ん
だ
の
が
、
心
理
学
や
精
神
分
析

の
本
で
し
た
。
こ
の
本
の
企
画
を
伺
っ
た
と
き
、
そ
の
時
の
自
分
の
気
持
ち
を
思
い
出
し
て
、
臨
床
心
理
学
を
学
ぼ
う

か
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
っ
て
い
る
方
の
役
に
立
て
た
ら
い
い
な
あ
と
思
っ
た
も
の
で
し
た
。

　

こ
の
本
は
、
監
修
者
の
方
々
が
、
臨
床
心
理
に
つ
い
て
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
項
目
を
あ
ら
か
じ
め
立

て
て
く
だ
さ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
筆
者
が
説
明
す
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
大
き
く
３
つ
に
分
け
ら
れ

る
構
成
で
す
。
最
初
は
心
理
臨
床
の
基
礎
的
な
考
え
方
（
理
論
）、
次
に
様
々
な
心
理
臨
床
の
方
法
（
技
法
）、
最
後
に

心
理
臨
床
の
対
象
（
実
践
）
に
な
り
ま
す
。
心
理
臨
床
は
、
理
論
と
技
法
と
実
践
が
か
み
合
っ
て
進
ん
で
い
く
科
学
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

臨
床
心
理
学
の
概
念
の
な
か
に
は
、
難
し
い
も
の
が
あ
り
、
実
際
に
臨
床
現
場
で
経
験
を
積
む
中
で
「
あ
っ
、
そ
う
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い
う
こ
と
か
」
と
理
解
で
き
た
り
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
本
で
は
臨
床
心
理
の
世
界
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
、
な
る
べ
く
、
心
理
士
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も
っ
て
実
践
の
場
に
向
き
合
っ
て
い

る
の
か
に
焦
点
を
当
て
ま
し
た
。

　

臨
床
心
理
の
世
界
は
ラ
イ
ブ
の
世
界
で
す
。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
方
々
と
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
が
、
真
剣
に
向
き
合
う
中

で
、
発
せ
ら
れ
た
一
言
が
、
相
手
と
の
関
係
の
中
に
生
き
た
り
、
逆
に
関
係
が
危
機
に
陥
っ
た
り
と
い
う
、
人
と
人
と

の
関
係
を
基
盤
と
す
る
生
き
た
世
界
で
す
。
そ
の
中
で
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
セ
ラ
ピ
ス
ト
は
関
係
責
任
を
き
ち
ん
と
果

た
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
心
理
臨
床
の
難
し
さ
と
、
醍
醐
味
が
あ
る
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
臨
床
心
理
学
の
中
に
は
、
た
く
さ
ん
の
立
場
、
理
論
が
あ
り
、
心
理
士
は
そ
れ
ぞ
れ
依
っ
て
立
つ
理
論
を
大

事
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
筆
者
の
依
っ
て
立
つ
立
場
は
、「
関
係
論
」
と
い
う
、
お
茶
の
水
女
子
大

学
で
筆
者
が
学
ん
だ
松
村
康
平
先
生
の
創
始
し
た
理
論
・
技
法
・
実
践
体
系
で
す
。
今
や
「
関
係
」
と
か
「
関
係
性
」

と
い
っ
て
も
何
の
問
題
も
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
が
、
筆
者
が
学
ん
だ
四
十
年
以
上
前
は
、
学
会
で
も
「
関
係
？　

W
hat?

」
と
い
っ
た
状
況
で
し
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
関
係
的
に
と
ら
え
て
い
く
こ
と
は
当
た

り
前
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
成
立
す
る
関
係
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
事
柄
を
理
解

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

社
会
の
急
激
な
変
化
の
中
に
あ
っ
て
、
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
る
方
々
に
だ
け
で
な
く
、
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
築
き

た
い
と
願
っ
て
い
る
方
々
に
向
け
て
、
臨
床
心
理
の
知
見
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

専
門
家
に
な
る
と
い
う
方
向
性
だ
け
で
な
く
、
だ
れ
も
が
臨
床
心
理
に
関
心
を
寄
せ
、
ご
自
分
の
生
活
を
充
実
さ
せ

て
い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

本
書
の
校
正
を
し
て
い
る
と
き
に
、
国
会
で
、
公
認
心
理
師
法
案
が
可
決
さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で

き
ま
し
た
。
臨
床
心
理
の
専
門
家
を
国
家
資
格
に
と
い
う
動
き
は
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
私
た
ち
の
願
い
で
し
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た
。
紆
余
曲
折
が
あ
り
な
が
ら
も
、
一
応
の
方
向
性
が
実
現
し
た
こ
と
を
素
直
に
喜
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

今
後
、
ま
だ
ま
だ
課
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
が
、
臨
床
心
理
の
資
格
を
持
つ
者
た
ち
が
謙
虚
に
学
び
続
け
、
社
会
の
中

で
人
々
に
役
立
つ
活
動
を
繰
り
広
げ
て
い
く
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
６
年
１
月

�

春
原
由
紀　

�　

�
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実践の学としての臨床心理学
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１　

対
人
援
助
の
学
と
し
て
の
臨
床
心
理
学

　

臨
床
心
理
学
は
、
心
理
学
の
理
論
と
方
法
を
実
践
に
生
か
し
、
人
間
の
生
活
の
発
展
を
阻
ん
で
い
る
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
の
生
活
を
さ
ら
に
豊
か
な
発
展
的
な
も
の
に
し
て
い
く
科

学
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
臨
床
心
理
学
は
と
て
も
不
思
議
な
学
問
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
臨
床
心
理

学
が
実
践
さ
れ
る
領
域
を
見
て
み
ま
す
と
、
実
に
多
様
多
彩
で
す
。
ま
ず
、
医
療
領
域
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

次
に
教
育
領
域
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
福
祉
の
領
域
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
司
法
（
矯

正
）
領
域
に
も
、
看
護
領
域
、
産
業
領
域
な
ど
、
臨
床
心
理
学
が
生
か
さ
れ
る
領
域
は
着
実
に
広
が
り
、
社

会
的
要
請
は
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
人
間
の
生
活
す
る
領
域
の
ど
こ
に
も
臨
床
心
理
学
の
課
題
が
成
立
し
、
生

活
に
入
り
込
み
、
生
か
さ
れ
て
い
く
と
い
う
幅
広
い
特
色
を
臨
床
心
理
学
は
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

　

臨
床
心
理
学
が
生
か
さ
れ
て
い
る
領
域

　

ど
ん
な
領
域
で
臨
床
心
理
学
が
生
か
さ
れ
て
い
る
か
具
体
的
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

医
療
領
域
に
は
、
精
神
科
や
神
経
科
・
心
療
内
科
の
病
院
や
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
働
く
心
理
職
の
方
々
が
い
ま

す
。
彼
ら
は
、
臨
床
心
理
学
を
学
び
、
そ
れ
を
生
か
し
て
、
医
師
と
協
力
し
あ
い
な
が
ら
、
患
者
さ
ん
の
ア

セ
ス
メ
ン
ト
や
心
理
療
法
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
を
実
践
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
医
療
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
と

の
協
働
を
通
し
て
患
者
さ
ん
た
ち
の
生
活
を
見
守
り
、
改
善
を
図
る
姿
も
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

ま
す
ま
す
広
が
る
活
動
領
域
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小
児
科
で
母
親
や
家
族
の
心
理
的
援
助
を
し
た
り
、
そ
の
他
の
診
療
科
で
も
、
患
者
や
家
族
の
支
援
に
臨
床

心
理
学
が
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
身
体
疾
患
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
的
な
問
題
を
精
神
科
の
医
師

や
看
護
師
、
臨
床
心
理
士
な
ど
が
チ
ー
ム
を
組
み
、
援
助
を
進
め
る
動
き
も
医
療
の
中
に
見
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
を
リ
エ
ゾ
ン
精
神
医
学

［
１
］

と
い
い
ま
す
。

　

教
育
領
域
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
現
在
、
全
国
ほ
と
ん
ど
の
中
学
校
に
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

［
２
］

が

配
置
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
小
学
校
、
高
等
学
校
の
中
に
も
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
（
名
称
は
い
ろ
い
ろ

で
す
が
）
を
置
く
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
教
育
委
員
会
の
中
に
は
、
教
育
相
談
所
や
適
応
指
導

教
室
が
設
置
さ
れ
、
相
談
員
た
ち
が
、
教
育
の
場
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
、
た
と
え
ば

不
登
校
や
集
団
不
適
応
の
問
題
な
ど
の
解
決
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
教
育
相

談
員
の
ほ
と
ん
ど
は
臨
床
心
理
学
を
専
門
と
す
る
方
々
で
す
。
ま
た
、
特
別
支
援
教
育
の
拡
充
と
と
も
に
、

臨
床
発
達
心
理
学

［
３
］

が
注
目
さ
れ
、
発
達
障
害
の
子
ど
も
た
ち
の
支
援
に
臨
床
心
理
学
の
理
論
と
技
法
が

生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

福
祉
の
現
場
を
見
る
と
、
児
童
相
談
所
に
は
心
理
判
定
員
や
心
理
職
と
い
う
職
種
が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち

に
対
し
て
臨
床
心
理
学
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
し
た
り
、
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
等
の
治
療
的
か
か
わ
り
も
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
家
族
の
た
め
の
臨
床
心
理
的
支
援
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
児
童
養
護
施
設

［
４
］

や
児
童

自
立
支
援
施
設

［
５
］

そ
の
他
の
福
祉
施
設
の
中
で
も
心
理
職
が
判
定
お
よ
び
相
談
や
支
援
業
務
で
働
い
て
い

ま
す
。
そ
し
て
福
祉
領
域
の
担
い
手
で
あ
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
手
法
の
中
に
は
、
臨
床
心
理
学
の
知
見
が
生

か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

司
法
（
矯
正
）
領
域
で
も
、
臨
床
心
理
学
の
方
法
は
、
鑑
定
業
務
や
矯
正
教
育
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
ま

す
し
、
看
護
領
域
で
も
患
者
理
解
、
援
助
の
方
法
と
し
て
臨
床
心
理
学
的
手
法
が
発
展
し
て
い
ま
す
。
産
業

１　

リ
エ
ゾ
ン
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の

「
連
音
」
か
ら
発
生
し
、「
連
絡
」「
連
携
」

「
結
び
つ
き
」
等
の
意
味
で
使
用
さ
れ
ま

す
。
さ
ま
ざ
ま
な
医
療
現
場
で
、
身
体
疾

患
に
伴
う
心
理
的
問
題
を
精
神
科
の
医

師
や
、
看
護
師
、
臨
床
心
理
士
等
が
チ
ー

ム
を
組
み
、
臨
床
各
科
と
連
携
し
な
が
ら

包
括
的
な
治
療
を
進
め
て
い
く
新
し
い

方
向
で
す
。

２　
「
11　

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

と
教
育
相
談
」
の
項
参
照
。

３　

臨
床
発
達
心
理
学
は
、
人
間
の
生
涯

に
わ
た
る
発
達
を
視
野
に
、
発
達
心
理
学

を
基
盤
に
し
た
、
発
達
の
障
害
等
の
困
難

の
支
援
に
関
す
る
実
践
的
科
学
を
い
い

ま
す
。

４　

児
童
福
祉
法
41
条
に
は
、「
児
童
養

護
施
設
は
、
保
護
者
の
な
い
児
童
、
虐
待

さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
、
環
境
上
養
護

を
要
す
る
児
童
を
入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
を

養
護
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
対
す

る
相
談
そ
の
他
の
自
立
の
た
め
の
援
助

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
」
と
定

義
さ
れ
て
い
ま
す
。
児
童
相
談
所
長
の
判

断
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
が
入
所
措

置
を
決
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
で
す
。
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分
野
で
は
、
労
務
管
理
や
職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
実
践
と
し
て
、
臨
床
心
理
学
の
方
法
が
導
入
さ
れ
、

働
く
方
々
が
安
心
し
て
相
談
で
き
る
体
制
が
徐
々
に
で
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
地
域
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
領
域
で
も
臨
床
心
理
学
を
生
か
し
た
活
動
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
災

害
被
害
に
あ
っ
た
方
々
、
犯
罪
被
害
に
あ
っ
た
方
々
、
Ｄ
Ｖ
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
方
々
と
い
っ
た
被

害
者
へ
の
支
援
も
あ
り
ま
す
し
、
子
育
て
支
援
や
、
家
族
支
援
な
ど
も
行
政
の
枠
を
超
え
て
発
展
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
広
が
り
を
も
っ
た
実
践
領
域
で
働
く
臨
床
心
理
学
の
専
門
家
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
さ
ま

ざ
ま
な
職
種
の
方
々
と
の
協
働
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
臨
床
心
理
学
の
専
門
性
に
見
ら
れ
る
特
色

で
す
。

　

対
人
援
助
の
学

　

こ
う
し
た
広
が
り
の
中
で
実
践
な
さ
っ
て
い
る
心
理
職
の
方
々
は
、
と
も
す
る
と
臨
床
心
理
学
の
専
門
家

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
失
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
そ
の
領
域
の
本
流
で
は
な
い
中

で
、
ど
こ
に
臨
床
心
理
学
の
独
自
性
を
成
立
さ
せ
る
か
を
考
え
る
必
要
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。
私
は
そ

こ
に
、
対
人
援
助
の
学
で
あ
る
と
い
う
面
を
重
視
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

対
人
援
助
の
学
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
臨
床
心
理
学
は
、
基
本
と
な
る
理
論
や
技
法
が
あ
り

な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
独
自
な
風
土
に
根
付
き
、
そ
の
風
土
に
必
要
な
援
助
の
理
論
と
技
法
を
開

発
し
つ
つ
発
展
し
て
い
く
学
問
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
、
援
助
の
対
象

と
す
る
人
々
の
理
解
の
学
、
そ
し
て
、
そ
の
人
々
へ
の
援
助
の
方
法
に
関
す
る
学
、
ま
た
、
被
援
助
者
と
援

助
者
と
の
関
係
性
に
関
す
る
学
な
ど
、
社
会
の
変
容
に
即
し
て
新
た
な
課
題
を
見
出
し
つ
つ
臨
床
心
理
学
は

５　

児
童
福
祉
法
44
条
に
は
、「
児
童
自

立
支
援
施
設
は
、
不
良
行
為
を
な
し
、
又

は
な
す
お
そ
れ
の
あ
る
児
童
及
び
家
庭

環
境
そ
の
他
の
環
境
上
の
理
由
に
よ
り

生
活
指
導
等
を
要
す
る
児
童
を
入
所
さ

せ
、
又
は
保
護
者
の
下
か
ら
通
わ
せ
て
、

個
々
の
児
童
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な

指
導
を
行
い
、
そ
の
自
立
を
支
援
し
、
あ

わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ

の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す

る
施
設
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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発
展
し
て
い
る
の
で
す
。

　

領
域
の
特
殊
性
を
把
握
し
生
か
す
努
力
と
、
領
域
を
超
え
て
統
合
的
な
臨
床
心
理
学
の
基
盤
を
と
ら
え
る

努
力
。
つ
ま
り
分
化
と
統
合
を
繰
り
返
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
く
学
問
が
臨
床
心
理
学
な
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

臨
床
心
理
学
は
、
個
人
の
内
面
を
課
題
に
発
展
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
個
人
の
内
面
は
、
そ
の
人

の
独
自
な
世
界
で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
が
、
内
面
は
、
固
定
的
・
不
変
的
な
も
の
で
は
な
く
、
環
境
、

他
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
変
わ
り
う
る
も
の
だ
と
い
え
ま
す
。
現
代
の
臨
床
心
理
学
は
、
個
人
の
内
面
だ

け
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
を
取
り
巻
く
環
境
や
社
会
状
況
、
対
人
関
係
を
視
野
に
入
れ
た
臨

床
心
理
学
へ
と
変
容
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

●
参
考
書

ジ
ョ
ン
・
マ
ツ
ィ
リ
ア
＆
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー

ル
編
／
下
山
晴
彦
編
訳
（
２
０
０
３
）『
専

門
職
と
し
て
の
臨
床
心
理
士
』
東
京
大
学

出
版
会

村
瀬
嘉
代
子
・
森
岡
正
芳
編
（
２
０
１
３
）

「
実
践
領
域
に
学
ぶ
臨
床
心
理
ケ
ー
ス
ス

タ
デ
ィ
」『
臨
床
心
理
学
増
刊
第
５
号
』

下
山
晴
彦
・
熊
野
宏
昭
・
中
嶋
義
文
・
松

澤
広
和
編
（
２
０
１
５
）「
医
療
・
保
健

領
域
で
働
く
心
理
職
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」

『
臨
床
心
理
学
』
85
第
15
巻
１
号

日
本
臨
床
心
理
士
資
格
認
定
協
会

（
２
０
０
８
）『
臨
床
心
理
士
の
歩
み
と
展

望
』
誠
信
書
房
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２　

臨
床
心
理
学
と
精
神
医
学

　

私
た
ち
が
臨
床
心
理
学
を
学
ん
で
い
く
と
き
、
隣
接
領
域
で
あ
る
精
神
医
学
の
基
礎
的
知
識
を
得
る
こ
と

は
重
要
な
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
は
、
最
初
に
近
代
精
神
医
学
の
成
立
に
つ
い
て
学
ん
で
い
き
、
次
い
で
、
臨

床
心
理
学
と
精
神
医
学
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

近
代
精
神
医
学
の
流
れ

　

20
世
紀
は
自
然
科
学
の
時
代
と
い
わ
れ
ま
す
。
科
学
的
な
も
の
の
見
方
の
基
本
で
あ
る
、
客
観
的
に
対
象

を
観
察
し
、
そ
の
法
則
性
を
見
出
し
て
い
く
と
い
う
手
法
が
精
神
疾
患
の
研
究
に
も
適
用
さ
れ
、
近
代
精
神

医
学
が
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
流
れ
は
、
大
き
く
精
神
病
理
学
、
精
神
分
析
を
起
点
と
し
た
心
理
療

法
（
精
神
療
法
）［

１
］、

さ
ら
に
は
、
生
物
学
的
精
神
医
学
の
３
つ
に
分
け
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

近
代
精
神
医
学
は
、
19
世
紀
末
、
Ｅ
・
ク
レ
ペ
リ
ン
が
二
大
精
神
疾
患
と
し
て
早
発
性
痴
呆
と
躁
鬱
病

を
分
離
し
て
記
載
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す

［
２
］。

こ
れ
ら
の
精
神
医
学
者
た
ち
の
業
績
は
、

患
者
に
接
し
て
得
た
厳
密
な
現
象
学
的
症
状
記
載
を
も
と
に
精
神
の
現
象
と
し
て
病
い
を
と
ら
え
、
分
類
し
、

考
察
し
て
い
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
患
者
の
示
す
症
状
か
ら
精
神
疾
患
が
ど
の
よ
う
な
病
理

な
の
か
を
研
究
す
る
領
域
を
精
神
病
理
学
と
い
い
、
精
神
疾
患
の
診
断
学
と
し
て
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
精
神
疾
患
の
治
療
と
い
う
意
味
で
は
、
１
９
５
０
年
代
か
ら
飛
躍
的
に
発
展
し
た
薬
物
療
法
が

大
き
な
転
機
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
向
精
神
薬
、
抗
う
つ
剤
、
抗
て
ん
か
ん
薬
な
ど
の
開
発
が
進

１　

心
理
療
法
と
精
神
療
法
は
、
ど
ち

ら
も�psychotherapy�

の
訳
語
で
あ
り
、

同
義
で
す
。
た
だ
、
現
実
的
に
は
、
心
理

学
者
は
「
心
理
療
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多

く
、
精
神
科
医
は
「
精
神
療
法
」
と
呼
ぶ

傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

そ
の
相
補
的
な
関
係

２　

そ
の
後
、
Ｅ
・
ブ
ロ
イ
ラ
ー
が
早
発

性
痴
呆
を�Schizophrenie

（
日
本
で
は
、

長
く
精
神
分
裂
病
と
訳
さ
れ
使
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
、
統
合
失
調
症

と
呼
ば
れ
ま
す
）
と
改
名
し
、
以
降
、
ヤ

ス
パ
ー
ス
、
ク
レ
ッ
チ
マ
ー
、
シ
ュ
ナ
イ

ダ
ー
な
ど
の
精
神
医
学
者
が
こ
の
疾
患

の
研
究
を
行
い
ま
し
た
。

３ 

「
13　

神
経
症
］
の
項
参
照
。
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み
、
精
神
疾
患
を
患
う
人
々
の
症
状
に
そ
れ
ま
で
に
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
改
善
が
見
ら
れ
た
の
で
す
。

症
状
の
改
善
は
、
現
実
的
な
人
と
人
と
の
関
係
を
基
盤
と
す
る
心
理
療
法
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
を

広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
長
期
入
院
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
人
々
が
退
院
し
、

社
会
へ
参
加
し
て
い
く
方
向
へ
と
精
神
医
療
の
方
向
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
薬
物
療
法
の
基
盤
と
な
る
精
神
薬
理
学
だ
け
で
な
く
、
生
物
的
な
脳
の
機
能
と
病
理
を
さ
ま
ざ

ま
な
測
定
機
器
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
生
物
学
的
、
あ
る
い
は
生
理
学
的
精
神
医
学
研
究
が
進

ん
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
精
神
疾
患
を
「
脳
」
の
生
理
現
象
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
精
神
医
学
の

方
向
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
生
物
学
的
な
精
神
医
学
が
現
在
は
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
の
流
れ
で
あ
る
、
心
理
療
法
（
精
神
療
法
）
の
発
展
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
心
理
療
法
は
、
精
神
疾
患
を
脳
の
機
能
の
変
調
と
と
ら
え
、
薬
物
や
手
術
な
ど
の
物
的
な
働
き
か
け
に

よ
っ
て
治
療
を
考
え
る
と
い
う
方
向
に
対
し
、
人
と
人
と
の
関
係
性
に
お
い
て
症
状
の
改
善
を
図
っ
て
い
く

と
い
う
方
向
性
で
す
。
精
神
疾
患
の
治
療
に
お
い
て
は
車
の
両
輪
の
よ
う
に
双
方
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

　

心
理
療
法
（
精
神
療
法
）
の
流
れ

　

心
理
療
法
の
発
展
を
述
べ
る
に
は
、
ま
ず
、
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
（1856-1939

）
の
業
績
を
あ
げ
な
い
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
神
経
学
研
究
を
志
し
て
い
ま
し
た
が
１
８
８
６
年
に

ウ
ィ
ー
ン
で
開
業
し
、
独
自
の
ヒ
ス
テ
リ
ー

［
３
］

理
論
を
展
開
し
て
、
１
８
９
５
年
に
『
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
』［

４
］

（
共
著
）
を
出
版
し
ま
し
た
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
、
自
由
連
想
法

［
５
］

と
い
う
治
療
技
法
を
確
立
し
、
精
神

分
析
を
創
始
し
た
の
で
す
。
彼
の
業
績
は
、
無
意
識
の
発
見

［
６
］

に
代
表
さ
れ
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で

そ
の
後
の
心
理
療
法
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
心
理
療
法
の
領
域
だ
け
で
な

４　

B
reuer�von�J.�&

�F
reud,�S.�

（1895

）Studien über H
ysterie. 

Leipzig:�F.�D
euticke.�

邦
訳
は
、
ブ

ロ
イ
ア
ー
＆
フ
ロ
イ
ト
／
金
関
猛
訳

（
２
０
１
３
）『
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
』
中
公

ク
ラ
シ
ッ
ク
ス�

な
ど
が
あ
る
。

５　

自
由
連
想
法
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
ヒ
ス

テ
リ
ー
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
治
療
を
行

う
際
に
、
治
療
方
法
と
し
て
創
始
し
た

方
法
で
す
。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
、
カ
ウ
チ

（
寝
椅
子
）
に
横
に
な
り
、
セ
ラ
ピ
ス
ト

は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
視
界
に
入
ら
な
い

背
後
に
座
り
ま
す
。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
頭
に
浮
か
ぶ
こ

と
を
す
べ
て
話
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
セ

ラ
ピ
ス
ト
は
そ
の
話
を
中
立
性
を
守
り

な
が
ら
傾
聴
し
、
適
切
な
と
き
に
、
分
析

し
、
連
想
の
下
に
あ
る
無
意
識
を
解
釈
し

て
い
き
ま
す
。

６　

無
意
識
と
は
、
人
間
の
心
の
中
の
意

識
さ
れ
な
い
意
識
の
領
域
で
あ
り
、
そ
れ

が
、
人
間
の
行
動
に
影
響
を
与
え
て
い
る

と
い
う
説
で
、
精
神
分
析
の
創
始
者
で
あ

る
フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
ま
し

た
。
無
意
識
の
概
念
は
、
そ
の
後
の
心
理

療
法
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

ば
か
り
で
な
く
、
文
化
に
も
影
響
を
与
え

ま
し
た
。


