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湯
浅
泰
雄
著

『
哲
学
の
誕
生
―
―
男
性
性
と
女
性
性
の
心
理
学
』

（
人
文
書
院
・
二
〇
〇
四
年
七
月
）

石
原
　
み
ど
り

「
哲
学
の
誕
生
」
と
い
う
硬
派

な
主
題
に
、
い
さ
さ
か
軟
派
な

「
男
性
性
と
女
性
性
の
心
理
学
」

と
い
う
副
題
で
あ
る
。
ど
こ
か

ミ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
な
タ
イ
ト
ル

に
惹
か
れ
て
本
書
を
手
に
と
っ

て
み
た
―
―
。

男
／
女
の
二
極
化
・
差
別
化

は
古
今
東
西
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
偏
在
し
て
い
る
。
文
化
的
・
歴
史
的

に
作
ら
れ
た
違
い
に
つ
い
て
脳
生
理
学
的
に
説
明
で
き
る
部
分
が
あ
る

と
聞
け
ば
、
こ
の
両
性
へ
の
分
離
と
ペ
ア
リ
ン
グ
は
自
然
に
適
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
、
今
も
っ
て
健
在
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
か
ら
も
、
父
性

的
／
母
性
的
役
割
を
背
負
っ
た
男
／
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
物
語
が
大
量
に

流
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
送
り
手
が
一
方
的
に
作
り
上
げ
た
も
の
で
は

な
く
、
伝
統
や
慣
習
に
馴
染
ん
だ
受
け
手
が
抵
抗
な
く
受
け
取
る
、
あ

る
い
は
自
ら
求
め
る
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
送
り
手
と
受
け
手

は
共
犯
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
他
方
で
は
、
人
間
を
無
反

省
に
男
／
女
に
二
極
化
す
る
こ
と
に
異
が
唱
え
ら
れ
て
久
し
く
、
性
を

包
括
的
に
考
え
直
し
な
が
ら
性
の
不
均
衡
・
不
平
等
の
解
消
を
目
指
す

ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
の
流
れ
に
、
我
々
は
も
は
や
逆
行
で
き
な
い
し
、

す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
、
湯
浅
泰
雄
の
『
哲
学
の
誕
生
』

が
副
題
に
「
男
性
性
と
女
性
性
の
心
理
学
」
と
掲
げ
て
い
る
の
は
少
々

時
代
錯
誤
に
映
る
。

「
は
じ
め
に
」
で
は
、
湯
浅
泰
雄
の
探
求
を
駆
り
立
て
て
い
る
も
の
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
こ
こ
か
ら
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
モ
ラ
ル
の
退
行
が
懸
念
さ
れ
る
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
人
間
が
他

者
や
異
文
化
と
隣
接
し
つ
つ
、
本
来
的
な
人
間
と
し
て
「
い
か
に
生
き

る
べ
き
か
」「
何
を
信
じ
て
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
倫
理
と
信
仰
の
問

い
を
追
求
し
、
あ
る
べ
き
人
間
像
を
提
示
す
る
こ
と
だ
。
た
し
か
に
、

凶
悪
な
犯
罪
や
不
正
事
件
、
性
的
虐
待
、
暴
力
、
戦
争
や
テ
ロ
等
々
に

つ
い
て
報
道
さ
れ
な
い
日
は
な
い
世
界
を
生
き
て
い
く
我
々
自
身
に

と
っ
て
、
こ
れ
ら
は
切
実
に
迫
っ
て
く
る
問
い
で
あ
り
、
湯
浅
が
そ
の

よ
う
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
は
肯
け
る
。
た
だ
彼
の
こ
う
し
た
探
求
は

今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
湯
浅
は
戦
後
以
来
、
古
代
か
ら
現
代

ま
で
の
広
範
囲
の
相
異
な
る
哲
学
思
想
、
倫
理
、
宗
教
、
歴
史
の
中
に
、

人
類
が
共
通
し
て
理
性
ロ
ゴ
ス

と

霊
性

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ（
超
越
的
な
力
を
感
じ
る
精
神
性
）

を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
内
な
る

霊
性

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィを
成
長
さ
せ
、
よ
り
よ

い
人
格
へ
と
自
己
形
成
し
て
い
く
方
法
を
模
索
し
て
き
た
。
そ
れ
は
単

に
整
合
性
を
具
え
た
理
論
操
作
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、
学
問
と
し
て
口

先
だ
け
で
説
く
の
で
は
な
く
、
文
字
通
り
の
実
践
方
法
を
探
る
営
み
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
心
身
一
如
を
説
く
東
洋
思
想
を
調
べ
、
そ
れ
に

基
づ
く
瞑
想
、
ヨ
ー
ガ
、
あ
る
い
は
芸
道
に
お
け
る
身
体
鍛
錬
と
い
っ

た
「
修
行
」
に
よ
る
経
験
知
を
、
借
り
物
の
西
洋
哲
学
の
論
理
的
方
法
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に
よ
ら
ず
、
自
ら
の
経
験
を
伴
わ
せ
な
が
ら
心
理
学
的
に
解
明
す
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
が
、
身
体
的
・
個
人
的
経
験
を
括
弧
に
入
れ
て
き
た
西

洋
哲
学
の
形
而
上
学
的
態
度
―
―
そ
れ
は
た
と
え
ば
理
論
を
第
一
部
、
倫

理
的
実
践
を
第
二
部
と
分
け
て
考
え
た
カ
ン
ト
、
あ
る
い
は
心
理
学
を

退
け
た
新
カ
ン
ト
主
義
な
ど
に
顕
著
で
あ
る
が
―
―
と
袂
を
分
か
つ
と
こ

ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
東
洋
思
想
の
枠
内
に
閉
じ
こ
も
っ
た

り
、
あ
る
い
は
単
純
に
東
洋
的
身
体
観
を
西
洋
に
持
ち
込
ん
で
心
身
二

元
論
の
克
服
を
企
て
た
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
湯
浅
の
特
長
で
あ
る
。
西

洋
の
哲
学
・
思
想
の
な
か
で
も
、
人
間
の
存
在
基
盤
で
あ
る
暗
く
捉
え

が
た
い
生
身
の
身
体
へ
と
目
を
む
け
、
東
洋
の
身
体
観
と
親
和
性
を

も
っ
て
い
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
、
フ
ロ
イ
ト
、
そ
し

て
と
く
に
ユ
ン
グ（

１
）と
い
っ
た
人
た
ち
の
思
想
と
連
動
さ
せ
な
が
ら
、
あ

る
い
は
逆
に
彼
ら
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
東
西
の
違
い
を
乗
り
越
え
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
湯
浅
の
仕
事
は
東
西
を
行
き
来
し
な
が
ら

経
験
知
を
理
論
知
へ
と
、
ま
た
逆
に
理
論
知
を
経
験
知
へ
と
相
互
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
る
取
り
組
み
と
い
え
よ
う
。

『
哲
学
の
誕
生
』
も
こ
の
取
り
組
み
の
延
長
上
に
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
章

立
て
と
内
容
に
つ
い
て
、
ご
く
大
ま
か
で
は
あ
る
が
次
の
と
お
り
ま
と

め
て
お
く
。

序
論
「
人
間
存
在
の
自
己
矛
盾
」
…
身
体
的
‐
精
神
的
人
間
が
、
自

然
内ヽ

存
在
で
あ
り
、
か
つ
自
然
外ヽ

存
在
で
も
あ
る
と
い
う
矛
盾
を
か
か

え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
性
エ
ロ
ス
と
死
タ
ナ
ト
スと
い
う
身ヽ

体ヽ

現
象
の
問
題
を
外
し
て

は
、
こ
れ
ら
と
直
結
す
る
倫
理
と
宗
教
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

が
論
じ
ら
れ
る
。
第
一
章
「
古
代
に
お
け
る
哲
学
と
心
理
学
」
…
心
理

学
の
観
点
か
ら
西
洋
古
代
の
哲
学
を
眺
め
、
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
倫
理

と
宗
教
に
つ
な
が
っ
て
い
た
か
、
ま
た
両
者
が
い
か
に
分
か
れ
て
い
っ

た
か
が
述
べ
ら
れ
る
。
第
二
章
「
意
識
の
発
達
史
」
…
神
話
の
心
理
学

の
う
ち
に
人
間
の
発
達
過
程
が
探
ら
れ
る
。
男
性
性
が
確
立
し
て
い
く

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
反
比
例
し
て
、
女
性
性
は
底
流
化
し
て
い
く
こ

と
が
示
さ
れ
る
。
第
三
章
「
哲
学
誕
生
」
…
神
話
か
ら
哲
学
へ
の
発
展

は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
の
み
起
こ
っ
た
も
の
で
、
そ
の
状
況
と
理
由
を
調

べ
、
東
洋
の
伝
統
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。

第
四
章
「
理
性
と
霊
性
」
…
筆
者
が
最
も
力
を
入
れ
た
部
分
と
さ
れ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
涯
と
倫
理
（
性

エ
ロ
ス
）
と
信
仰
（
死
タ
ナ
ト
ス）
に
つ
い
て
の
彼
の

考
え
方
を
心
理
学
的
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
第
五
章
「
男
性
性
の

帝
国
」
…
男
性
性
が
支
配
し
て
い
る
ロ
ー
マ
帝
国
の
倫
理
と
宗
教
の
あ

り
方
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
ス
ト
ア
哲
学
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
そ
れ
に

対
抗
し
て
生
ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
、
こ
れ
ら
が
流
行
す
る
、
あ
る

い
は
迫
害
さ
れ
る
政
治
的
背
景
と
社
会
的
集
団
心
理
が
探
ら
れ
る
。
第

六
章
「
神
の
女
性
性
」
…
ユ
ン
グ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
理
論
を

踏
襲
し
て
、
旧
約
、
新
約
聖
書
の
物
語
に
「
女
性
性
」
と
「
霊
性
」
の

復
活
を
見
出
し
、
そ
の
内
実
と
重
要
性
を
説
く
。
終
章
「
霊
性
問
題
の

ゆ
く
え
」
…
現
代
の
我
々
自
身
の
問
題
と
し
て
、
統
合
的
な
人
間
の
あ

り
方
を
問
う
。

四
〇
〇
頁
余
り
か
ら
な
る
『
哲
学
の
誕
生
』
で
扱
わ
れ
る
対
象
は
多

岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
湯
浅
の
視
野
と
関
心
の
広
さ
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
の
だ
が
、
本
書
で
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
西
洋
哲
学
の
土

台
と
な
り
、
哲
学
を
育
ん
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
湯
浅
は
（
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
考
え
を
受
け
て
）、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
結
節
点
と
し
た
彼
以
前
の
ギ

リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
と
哲
学
、
彼
よ
り
後
の
形
而
上
学
、
ま
た
そ
れ
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と
並
行
し
た
古
代
の
諸
宗
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
錬
金
術

等
々
を
心
理
学
的
な
視
点
か
ら
見
直
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
倫
理
的
実

践
や
経
験
か
ら
離
れ
て
純
粋
な
理
論
知
を
追
究
し
近
代
合
理
主
義
を
生

み
出
し
た
西
洋
」
と
い
う
単
純
な
イ
メ
ー
ジ
を
覆
し
、
西
洋
に
は
東
洋

的
な
知
の
あ
り
方
が
欠
如
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
近
似
し
た
部
分
が
具

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
に
、
両
者
が
心
身
関
係
や
、
深
層
心

理
、
霊
性
の
問
題
に
つ
い
て
同
じ
土
俵
の
上
で
語
り
合
え
る
可
能
性
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
書
は
専
門
的
な
哲
学
書
で
は
な
い
し
、
確
か
に
書
き
散
ら
し
た
感

が
強
い
。
そ
れ
は
湯
浅
自
身
が
「
ま
え
が
き
」
と
「
あ
と
が
き
」
で
、

「
哲
学
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
人
生
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
た

い
と
い
う
読
者
に
、
入
門
書
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」
と
断
っ

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
―
―
た
だ
、
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
い
う

一
般
の
読
者
の
た
め
の
入
門
書
と
し
て
は
手
が
出
し
に
く
い
タ
イ
ト
ル

と
分
厚
さ
で
も
あ
り
、
内
容
的
に
も
む
し
ろ
「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
言
っ

た
ほ
う
が
い
い
よ
う
だ
。
い
わ
ゆ
る
学
術
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
彼
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
最
初
か
ら
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

対
象
の
う
ち
に
探
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
す
で
に
決
ま
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
い
か
に
…
」「
何
を
…
」
と
い
う
、
時
代
と

場
所
を
超
え
た
倫
理
的
、
宗
教
的
要
請
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
ど

の
よ
う
に
発
動
し
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
研
究

に
し
て
も
完
全
な
客
観
的
立
場
か
ら
の
考
察
は
な
く
、
何
か
目
論
見
を

も
っ
て
、
あ
る
程
度
の
成
果
を
見
込
ん
で
な
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、「
捏
造
」

で
な
い
限
り
、
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
こ
と
自
体
は
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
副
題
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
男
性
性
と
女

性
性
の
心
理
を
探
る
際
の
視
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
筆
者
の
考
え
方
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。「
神
話
の
世
界

で
は
、
宇
宙
の
す
べ
て
の
出
来
事
は
男
性
神
と
女
性
神
の
活
動
に
よ
っ

て
生
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
心
理
学
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
人
間
の
心
理
を
宇
宙
に
投
影
し
た
産
物
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
神
々
の
男
性
性
と
女
性
性
は
、
実
は
、
人ヽ

間ヽ

のヽ

心ヽ

理ヽ

にヽ

潜ヽ

在ヽ

すヽ

るヽ

本ヽ

性ヽ

をヽ

表ヽ

現ヽ

しヽ

てヽ

いヽ

るヽ

わ
け
で
あ
る
。
人
間
形
成
の
目
標

と
し
て
、
男
性
性
と
女
性
性
を
統
合
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、「
自
我
」

と
は
異
な
る
真
の
「
自
己
」
を
求
め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
て
く
る
」

（
本
書
三
七
七
頁
、
傍
点
は
評
者
に
よ
る
）。
文
学
に
か
ぎ
ら
ず
、
神
話

も
聖
書
も
人
間
が
紡
ぎ
出
す
物
語
で
あ
り
、
そ
こ
に
人
間
の
心
理
が
投

影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
そ
し
て
男
／
女
を

二
大
原
理
と
す
る
考
え
方
は
東
洋
思
想
で
も
馴
染
み
あ
る
も
の
で
、
男

性
性
と
女
性
性
、
す
な
わ
ち
、
明
瞭
な
意
識
部
分
と
無
意
識
の
暗
い
部

分
を
自
覚
し
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
統
合
す
る
の
が
理
想
の
状
態
だ
と
い
う

の
は
分
か
り
や
す
い
。
し
か
し
分
か
り
や
す
い
だ
け
に
注
意
が
必
要
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
湯
浅
は
、「
神
々
の
イ
メ
ー
ジ
は
人ヽ

間ヽ

の
本ヽ

性ヽ

を
表

現
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が
、
ど
こ
ま
で
人
間
の
本
性
を
表
現
で
き

て
い
る
の
か
、
そ
も
そ
も
こ
こ
で
物
語
を
紡
ぎ
出
す
人
間
と
は
誰
の
こ

と
か
、
ま
た
現
代
に
お
い
て
な
お
男
性
性
／
女
性
性
と
い
う
分
け
方
を

用
い
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
の
か
、
い
く
つ
も
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。

た
と
え
ば
本
書
で
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
『
イ
リ
ア
ス
』『
オ

デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
神
話
を
も
と
に

し
て
ト
ロ
イ
ア
戦
争
を
謳
い
上
げ
た
、
男
た
ち
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
本

書
で
は
、
勇
敢
さ
や
正
義
心
、
知
的
論
理
性
が
男
性
性
に
属
し
て
い
る
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こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
男
性
性
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
（
そ
れ
が
近
代

ま
で
続
い
て
き
た
）
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
理
由
と
し
て
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
が
男
性
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
戦
争
と
外
交
交
渉

に
よ
っ
て
成
立
す
る
社
会
で
あ
っ
た
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
事

は
そ
う
単
純
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
は
、
父
権

社
会
を
構
成
し
て
い
た
狩
猟
民
族
ア
ー
リ
ア
人
が
侵
入
し
て
誕
生
し
た

も
の
で
あ
る
。
見
逃
せ
な
い
の
は
、
侵
入
と
と
も
に
母
権
制
か
ら
父
権

制
へ
の
移
行
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
豊
潤
で
多
産
の
太
母
の
世
界
は

無
秩
序
で
暴
力
に
充
ち
て
い
た
が
、
そ
の
移
行
に
よ
っ
て
、「
神
々
と
人

間
の
父
」
ゼ
ウ
ス
の
登
場
に
よ
っ
て
秩
序
あ
る
世
界
体
系
へ
と
作
り
替

え
ら
れ
、
も
と
も
と
カ
オ
ス
的
で
あ
っ
た
地
母
神
た
ち
の
一
部
は
ゼ
ウ

ス
の
妻
や
娘
と
な
り
、
秩
序
を
支
え
る
存
在
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
代
表
格
が
結
婚
の
神
ヘ
ラ
ー
や
処
女
神
ア
テ
ナ
、
美
の
神
ア
フ
ロ

デ
ィ
テ
で
あ
り
、
そ
の
容
姿
と
い
え
ば
均
整
の
と
れ
た
ギ
リ
シ
ア
の
彫

刻
を
思
い
浮
か
べ
て
も
ら
え
ば
よ
い
。「
女
性
の
立
場
」
か
ら
見
れ
ば
、

こ
れ
は
母
性
原
理
が
排
除
さ
れ
て
い
く
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
こ
れ
は
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
で
は
な
く
、
母
権
と
父
権
と
の
す
さ

ま
じ
い
闘
争
な
の
で
あ
る
。
こ
の
闘
争
に
つ
い
て
は
ヘ
シ
オ
ド
ス
の

『
神
統
記
』
が
血
な
ま
ぐ
さ
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
語
っ
て
い
る
が
、
本

書
で
は
『
神
統
記
』
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
本
書
で
は
、
母
権

制
か
ら
父
権
制
へ
の
移
行
を
、
英
雄
（
男
性
性
＝
精
神
・
理
性
）
が
、

自
己
を
呑
み
込
も
う
と
す
る
無
意
識
（
女
性
性
＝
本
能
・
感
情
）
を
脱

し
て
い
く
発ヽ

達ヽ

の
過
程
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
「
男
性

の
立
場
」
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、

自
我
意
識
の
発
達
と
と
も
に
封
印
さ
れ
て
い
た
意
識
下
の
偉
大
な
る
女

性
性
が
、
身
体
訓
練
に
よ
っ
て
気
付
か
れ
、
回
復
し
、
最
終
的
に
両
性

具
有
的
・
全
人
格
的
な
あ
り
方
へ
至
る
と
い
う
筋
書
き
も
、「
男
性
の
立

場
」
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
に
思
わ
れ
て
く
る
。
湯
浅
が
ユ
ン
グ
の
心
理

学
を
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ
の
判

断
は
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う（

２
）。

言
う
ま
で
も
な
く
、
い
ず
れ
か
一
方
の
立
場
を
主
張
す
る
こ
と
は
、

湯
浅
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
彼
の
最
大
の
目
標
は
、
他
者
同

士
が
出
会
い
、
宥
和
な
関
係
を
築
け
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
が
人
格
を
形

成
し
倫
理
的
な
意
識
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
話
に

探
ら
れ
た
男
性
性
／
女
性
性
―
―
し
か
も
「
男
性
の
立
場
」
か
ら
捉
え
ら

れ
た
も
の
―
―
を
神
話
の
中
に
止
め
ず
、
人
間
の
「
普
遍
的
な
本
性
」
と

し
て
、
現
代
に
実
際
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
適
用
す
る
と
い
う
な

ら
ば
、
そ
れ
は
湯
浅
の
意
に
反
し
て
、
齟
齬
を
来
す
で
あ
ろ
う
。
一
人

の
人
間
の
中
に
同
居
し
て
い
る
理
性
や
感
性
、
細
や
か
さ
、
た
く
ま
し

さ
、
狡
猾
さ
等
々
、
諸
々
の
性
質
や
能
力
を
男
性
性
／
女
性
性
と
し
て

カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
こ
と
で
、
逆
に
人
間
を
男
性
／
女
性
の
枠
に
は
め

て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
人
間
同
士
に
対
立
や
差
別
、
抑
圧
な
ど
の
悲
劇

を
生
み
だ
し
て
き
た
こ
と
、
現
に
生
み
だ
し
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
、

こ
の
二
項
を
使
う
こ
と
自
体
に
慎
重
さ
が
必
要
だ
。
半
世
紀
に
わ
た
っ

て
一
貫
し
た
態
度
で
倫
理
と
宗
教
と
い
う
普
遍
的
な
問
題
に
取
り
組
み

続
け
て
い
る
湯
浅
の
姿
は
見
習
い
た
い
。
し
か
し
、
両
性
具
有
的
な
人

格
形
成
を
目
指
す
と
い
う
図
式
も
一
貫
し
て
お
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

ユ
ン
グ
と
共
有
し
て
い
る
「
男
性
の
立
場
」
も
一
貫
し
て
お
り
、
本
書

で
は
そ
れ
が
よ
り
克
明
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
男
性
性
／

女
性
性
と
い
う
切
り
口
で
古
代
西
洋
に
遡
り
「
温
故
知
新
」
と
す
る
に
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は
、「
故
」
を
「
温
」
め
、
そ
こ
か
ら
現
代
に
生
き
る
我
々
が
「
新
」
し

き
「
知
」
る
プ
ロ
セ
ス
に
相
当
工
夫
が
い
る
だ
ろ
う
。
本
書
に
必
要
な

の
は
、
現ヽ

代ヽ

人ヽ

のヽ

心
理
学
的
観
点
と
思
わ
れ
る
。

註（
１
）
湯
浅
は
心
理
学
者
で
は
な
い
立
場
か
ら
、
と
く
に
ユ
ン
グ
を
研
究

し
、
彼
の
考
え
に
共
鳴
し
て
い
る
。
ユ
ン
グ
に
つ
い
て
の
著
作
と
し
て
、

『
ユ
ン
グ
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
人
文
書
院
、
一
九
七
八
）、『
ユ
ン
グ
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
』（
同
、
一
九
七
九
）、『
ユ
ン
グ
と
東
洋
』（
同
、
一

九
八
九
）
が
あ
り
、
訳
書
に
ユ
ン
グ
／
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
『
黄
金
の
華
の

秘
密
』（
共
訳
、
同
、
一
九
八
〇
）、
ユ
ン
グ
『
東
洋
的
瞑
想
の
心
理
学
』

（
共
訳
、
創
元
社
、
一
九
八
三
）、『
ユ
ン
グ
超
心
理
学
書
簡
』(

共
訳
、
白

亜
書
房
、
一
九
九
九)

『
ユ
ン
グ
、
パ
ウ
リ
往
復
書
簡
集
』（
共
訳
、
ビ
イ

ン
グ
・
ネ
ッ
ト
・
プ
レ
ス
、
近
刊
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
本
書
の
副
題
も
、「
ユ
ン
グ
が
神
の
イ
メ
ー
ジ
の
女
性
性
に
つ
い

て
論
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
示
唆
を
得
た
」
と
さ
れ
る
。
ユ
ン
グ
心
理
学

が
、「
女
性
、
男
性
を
問
わ
ず
そ
の
精
神
の
あ
り
方
を
無
意
識
、
霊
性
を

含
め
て
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
扱
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
卓
越
し
た
有

効
な
手
段
で
あ
る
」
と
同
時
に
、
ユ
ン
グ
が
男
性
中
心
主
義
的
な
側
面

を
も
ち
、
女
性
蔑
視
的
記
述
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ

れ
に
対
し
て
と
く
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
検
討
・
批
判
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。（
デ
マ
リ
ス
・
Ｓ
・
ウ
ェ
ー
ア
『
ユ
ン
グ
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
』
村
本
詔
司
＋
中
村
こ
の
ゆ
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
を

参
照
）
ユ
ン
グ
に
即
し
て
男
性
性
、
女
性
性
を
論
ず
る
な
ら
、
ユ
ン
グ
の

二
面
性
、
そ
し
て
批
判
を
踏
ま
え
た
ユ
ン
グ
受
容
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
い
し
は
ら
　
み
ど
り
・
美
学
／
芸
術
学
）


