
(

１)

亡
霊
再
訪

文
芸
批
評
に
お
い
て
、
死
者
と
の
関
係
を
主
題
と
す
る
議
論
を
一
つ
の

学
と
し
て

h
au

n
to

lo
g

y

と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る(

２)

。
英
語
でh

au
n

to
lo

g
y

、

フ
ラ
ン
ス
語
で

h
an

to
lo

g
ie

と
表
記
さ
れ
る
こ
の
言
葉
の
起
源
は
、｢
亡

霊

g
h

o
st｣

を
哲
学
的
思
考
の
概
念
と
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の

『

マ

ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち』

(

３)

に
あ
る
。
た
だ
そ
の
思
考
の
発
展
に
は
、
そ

れ
に
先
立
っ
て
す
で
に
展
開
さ
れ
て
い
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
分
析
家
、

ニ
コ
ラ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
マ
リ
ア
・
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
と
、
彼
ら
の
仕
事

と
デ
リ
ダ
の
関
わ
り
が
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
持
っ
て
い
る
。『

マ
ル
ク
ス

の
亡
霊
た
ち』

よ
り
二
〇
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
る
彼
ら
の
仕
事
と

h
au

n
to

-

lo
g

y

の
関
係
は
、
し
か
し
、
二
人
が
提
示
し
た
ア
イ
デ
ア
の
デ
リ
ダ
に

よ
る
吸
収
と
発
展
と
い
っ
た
直
線
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と

ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
と
デ
リ
ダ
の
仕
事
は
、h

au
n

to
lo

g
y

に
と
っ
て
、｢

独

立
し
、
相
互
に
関
係
し
、
あ
る
程
度
は
共
約
不
可
能
な
二
つ
の
起
源｣

(

４)

で
あ
る
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
と
し
て
の

｢

同
胞
の
サ

ン
ド
ー
ル
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
発
想
に
強
い
影
響
を
受
け
、
個
々
の
人
間

精
神
の
傷
・
苦
痛
・
外
傷
の
近
く
に
留
ま
り
、
そ
れ
ら
を
言
語
化
し
苦
痛

を
緩
和
す
る
可
能
性
を
探
求
す
る
こ
と
を
精
神
分
析
の
第
一
の
課
題
と
す

る｣
(

５)

分
析
家
で
あ
る
。
筆
者
は
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
業
績
に
多
く
を

学
び
、
日
本
へ
の
紹
介
の
仕
事
に
携
わ
る
と
と
も
に
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト

ロ
ー
ク
の

『

狼
男
の
言
語
標
本』

(

６)

の
翻
訳
作
業
に
も
参
加
し
た
経
験

か
ら
、
ま
た
、
戦
争
が
個
人
に
あ
る
い
は
社
会
に
も
た
ら
す
外
傷
的
作
用
、

特
に
戦
争
が
残
す
喪
の
仕
事
の
社
会
的
作
用
に
関
心
を
持
つ
こ
と
か
ら
、

亡
霊
の
概
念
に
関
心
を
持
っ
て
き
た
。
外
傷
を
主
題
と
し
て
か
つ
て
編
ん

だ
叢
書
を
、『

埋
葬
と
亡
霊
―
ト
ラ
ウ
マ
概
念
の
再
吟
味』

(

７)

と
題
し
た

の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
同
書

｢

ま
え
が
き｣

に
記
し
た
趣
旨
か
ら
引

用
す
る
と
、｢

埋
葬
と
亡
霊｣

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た
の
は
、

｢

ト
ラ
ウ
マ
＝
傷｣

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
種
の
狭
さ
、
傷
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
表
層
性
が
ト
ラ
ウ
マ
理
解
の
一
つ
の
障
壁
と
な
り
、
概
念
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森

茂
起

死
者
の
声
は
ど
う
届
く
の
か

『

埋
葬
と
亡
霊』

そ
の
後(

上)

｢

今
で
は
記
憶
し
て
い
な
い
無
数
の
他
者
た
ち
か
ら
呼
び
か
け
が
届
い

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
私
が
責
任
を
も
っ
て
応
え
た
か
否
か
は
別
に
し

て
。｣ (

１)

港
道
隆



が
希
薄
化
す
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。
ト
ラ
ウ
マ
は
か
つ
て
埋
葬
さ
れ
な
が
ら
繰
り
返
し
よ
み
が
え

ろ
う
と
す
る
こ
と
、
ま
た
常
に
埋
葬
さ
れ
続
け
て
い
な
が
ら
現
在
の
人

間
の
在
り
方
を
密
か
に
決
定
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
選
ば
れ

た
言
葉
で
あ
る(
８)
。

同
書
で
は
、
臨
床
学
と
人
文
学
の
さ
ま
ざ
ま
の
領
域
に
わ
た
る
研
究
者

に
こ
の
言
葉
を
投
げ
か
け
て
執
筆
を
依
頼
し
、
副
題
に
掲
げ
た

｢

ト
ラ
ウ

マ
概
念
の
再
吟
味｣

を
試
み
た
。
個
人
間
の
暴
力
か
ら
戦
争
に
至
る
ま
で
、

多
様
な
外
傷
的
出
来
事
が
も
た
ら
す
多
様
な
作
用
に
つ
い
て
、
臨
床
学
と

人
文
学
の
共
同
に
よ
っ
て
議
論
す
る
こ
と
は
今
後
も
重
要
な
課
題
で
あ
り

続
け
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
際
、
広
範
に
わ
た
る

｢

外
傷
的｣

事
象

を
切
り
取
る
た
め
の
概
念
規
定
が
欠
か
せ
な
い
。
も
っ
と
も
直
接
的
に
外

傷
的
事
態
を
定
義
し
て
い
る
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
診
断
基
準
は
、｢
実
際
に
ま
た

は
危
う
く
死
ぬ
、
重
症
を
負
う
、
性
的
暴
力
を
受
け
る
出
来
事｣

(

９)

と

対
象
を
規
定
し
て
い
る
が
、
臨
床
実
践
に
限
っ
て
も
、
外
傷
概
念
で
捉
え

う
る
出
来
事
の
範
囲
は
は
る
か
に
広
範
で
あ
る
。
人
間
関
係
に
起
因
す
る

｢

関
係
性
ト
ラ
ウ
マ｣
(

�)

を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

｢

亡
霊｣

の
概
念
は
広
範
な
現
象
を
と
ら
え
る
た
め
に
示
唆
に
富
む
と

思
わ
れ
た
が
、
叢
書
に
お
け
る
そ
の
使
用
は
、
あ
く
ま
で
叢
書
を
統
合
す

る

｢

イ
メ
ー
ジ｣

と
し
て
の
借
用
で
あ
っ
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク

の
仕
事
や
、
デ
リ
ダ
の

｢

亡
霊｣

の
議
論
を
厳
密
に
扱
う
こ
と
を
目
的
と

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
ら
の
議
論
を
外
傷
論
の
見
地
か

ら
再
評
価
す
る
に
は
、
彼
ら
の
議
論
を
綿
密
に
読
み
込
む
作
業
が
必
要
で

あ
る(

�)

。
い
つ
か
は
取
り
組
み
た
い
と
考
え
な
が
ら
現
在
に
至
っ
て
し

ま
っ
た
。

こ
こ
に
彼
ら
の

｢

亡
霊｣

概
念
を
取
り
上
げ
る
小
論
を
書
く
こ
と
に
し

た
背
景
に
は
、
港
道
隆
氏
追
悼
号(

�)

と
い
う
機
会
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

と
し
て
、
一
冊
の
書
物
と
の
出
会
い
が
あ
る
。h

au
n

to
lo

g
y

を
主
題
と
す

る
コ
リ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
著
作

H
a

u
n

ted
S

u
b

jects
:

D
econ

stru
ction

,

P
sych

oa
n

a
lysis

a
n

d
th

e
R

etu
rn

of
th

e
D

ea
d

で
あ
る
。
喪
の
主
題
へ
の

関
心
か
ら
亡
霊
が
登
場
す
る
映
画
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の

書
が
、
ま
さ
に
映
画
を
含
む
芸
術
に
お
け
る
亡
霊
の
主
題
を
取
り
上
げ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
亡
霊
論
と
、

そ
れ
を
受
け
た
、
あ
る
い
は
受
け
る
こ
と
を
避
け
た
、
デ
リ
ダ
の
亡
霊
論

の
比
較
検
討
が
同
書
の
最
も
重
要
な
仕
事
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
た
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
亡
霊
論
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
書
物
の
紹
介
に
よ
っ
て
本
領
域
へ
の
関
心
を

高
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。
デ
イ

ヴ
ィ
ス
の
論
を
辿
る
作
業
で
は
デ
リ
ダ
と
の
異
同
を
扱
っ
た
箇
所
も
紹
介

せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
論
の
目
的
は
、
哲
学
の
議

論
に
踏
み
込
む
こ
と
で
は
な
い
。

臨
床
家
と
し
て
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に

関
心
を
持
つ
精
神
分
析
の
学
徒
と
し
て
、
現
在
の
外
傷
論
に
彼
ら
の
仕
事

を
接
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
可
能
な
限
り
に
お
い
て
、
外
傷
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論
か
ら
見
た
デ
リ
ダ
の
立
ち
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
も
試
み
た
い
。

ニ
コ
ラ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
マ
リ
ア
・
ト
ロ
ー
ク
は
、
正
統
フ
ロ
イ
ト
派

と
ラ
カ
ン
派
の
対
立
構
造
の
下
で
動
い
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
分
析
界

に
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
に
も
属
さ
ず
独
自
の
学
を
展
開
し
て
い
っ
た
分
析
家

で
あ
る
。
二
人
と
も
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
出
自
と
す
る
こ
と
か
ら(

�)

、
精

神
分
析
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
学
派
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
学
派
の
起
源
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ャ
ー

ン
ド
ル
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
仕
事
に
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
と
も
っ
と
も
親
し

い
分
析
家
と
し
て
、
精
神
分
析
の
概
念
形
成
過
程
で
大
き
な
役
割
を
果
た

し
な
が
ら
、
晩
年
に
、
外
傷
要
因
の
再
考
と
実
験
的
な
臨
床
実
践
に
よ
っ

て
独
自
の
路
線
を
歩
み
、
精
神
分
析
の
傍
流
を
形
成
し
た
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ

で
あ
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
学
派
は
、
彼
を
中
心
に
ブ
ダ
ペ
ス
ト
に
形
成
さ
れ

た
分
析
家
グ
ル
ー
プ
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
り
、
亡
命
先
で
の
彼
ら
の
活

躍
も
こ
の
呼
称
の
下
で
語
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
し
た

マ
イ
ケ
ル
・
バ
リ
ン
ト
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
留
ま
っ
た
イ
ム
レ
・
ヘ
ル
マ
ン
、

ア
メ
リ
カ
で
活
躍
し
た
、
シ
ャ
ン
ド
ア
・
ラ
ド
、
ゲ
ザ･

ロ
ー
ハ
イ
ム
な

ど
、
多
彩
な
分
析
家
が
属
し
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
一
つ
の
学
派
と
し
て

の
理
論
的
ま
と
ま
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
フ
ェ
レ
ン

ツ
ィ
と
時
を
共
に
し
、
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
彼
ら
を

総
称
す
る
所
以
で
あ
る
。

ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
直
接
接
し
て
分
析
家
と
な
っ
た
分
析

家
た
ち
と
異
な
り
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
、
自
ら
の
学
問
形
成
以

前
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
離
れ
パ
リ
に
亡
命
し
た
世
代
に
属
す
る
。
し
た
が
っ

て
彼
ら
の
仕
事
へ
の
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
影
響
は
、
分
析
家
と
し
て
の
自
己

形
成
過
程
に
お
け
る
再
発
見
に
由
来
し
て
い
る
。
彼
ら
が
自
己
形
成
を
行

い
、
活
躍
し
た
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
は
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の

『

フ
ロ
イ
ト

の
生
涯』

(

�)

が
登
場
し
、
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
時
期
と
重
な
る
。
フ
ェ

レ
ン
ツ
ィ
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
三
年
の
死
に
至
る
ま
で

の
過
程
で
、
フ
ロ
イ
ト
と
の
齟
齬
が
拡
大
し
、
死
後
も
、
特
に
晩
年
の
功

績
は
、
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
の
が

『

フ
ロ
イ

ト
の
生
涯』

で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
そ
こ
に
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
精

神
が
晩
年
に
破
綻
を
来
し
て
い
た
と
記
し
、
そ
の

｢

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
発
病

説｣
(

�)

は
、
英
国
に
お
け
る
バ
リ
ン
ト
の
反
論(

�)

に
も
か
か
わ
ら
ず
学

界
に
定
着
し
て
い
っ
た
。

英
米
で
そ
う
し
た
傾
向
が
続
く
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ジ
ュ
デ
ィ
ッ

ト
・
デ
ュ
ポ
ン
を
中
心
に
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
紹
介
す
る
試

み
が
続
け
ら
れ
て
い
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
も
ま
た
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

を
母
国
と
す
る
分
析
家
と
し
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
学
派
再
評
価
の
仕
事
に
携

わ
っ
た
。
た
だ
し
二
人
に
よ
る
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
仕
事
の
読
解
は
、
彼
が

残
し
た
ア
イ
デ
ア
の
中
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
後
の
分
析
家
が
直
面
し
た
課
題

を
解
く
た
め
の
道
具
立
て
を
見
出
そ
う
と
す
る
創
造
的
読
解
と
言
う
べ
き
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(

２)
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
埋
葬
室

ク

リ

プ

ト(

�)

、
そ
し
て
亡
霊



も
の
で
あ
る
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
仕
事
を
世
に
知
ら
し
め
、
デ
リ
ダ
に
よ
っ

て
哲
学
の
議
論
へ
と
結
び
付
け
ら
れ
た
概
念
は
、『

狼
男
の
言
語
標
本』

に
お
い
て
駆
使
さ
れ
た

｢

埋
葬
室

ク

リ

プ

ト｣

お
よ
び

｢

埋ク
リ

葬プ
ト

語ニ
ム｣

、
そ
し
て

『

狼

男』

以
後
に
用
い
ら
れ
た

｢

亡
霊｣

で
あ
る
。
狼
男
の
病
因
を
彼
が
幼
児

期
に
目
撃
し
た
両
親
の
性
交
場
面
と
い
う

｢

原
光
景｣

に
求
め
た
フ
ロ
イ

ト
に
対
し
、
二
人
は
、
狼
男
の
姉
に
対
す
る
父
親
の
性
的
虐
待
と
い
う

｢

外
傷｣

に
求
め
た
。
そ
の
読
み
な
お
し
は
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
に
な
ら
っ

て
神
経
症
の
病
因
を
外
傷
に
求
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
狼
男

自
身
の
外
傷
が
神
経
症
の
成
因
な
の
で
は
な
く
、
姉
の
外
傷
が
弟
の
中
に

｢

体
内
化

in
co

rp
o

ratio
n｣

さ
れ
る
こ
と
で
神
経
症
を
生
み
だ
す
と
考
え

る
点
で
、
さ
ら
に
外
傷
概
念
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
体
内
化

さ
れ
た
外
傷
的
要
素
の
置
か
れ
る
場
所
を
彼
ら
は
埋
葬
室

ク

リ

プ

ト

と
呼
ん
だ
。

埋
葬
室

ク

リ

プ

ト

の
概
念
は
、
意
識
の
手
に
届
か
な
い
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、
た

し
か
に
存
在
す
る
場
所
と
し
て
、
し
か
も
他
者
に
起
源
を
も
つ
場
所
と
し

て
、
心
の
局
所
論
に
加
え
ら
れ
た
一
つ
の
審
級
と
も
と
れ
る
概
念
で
あ
る
。

し
か
し
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
埋
葬
室

ク

リ

プ

ト

を
、
心
の
発
達
途
上
で
必

然
的
に
発
生
す
る
審
級
と
し
て
位
置
づ
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

特
異
な
外
傷
的
出
来
事
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
特
異
的
現
象
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
発
生
が
言
葉
を
介
し
た
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
が
彼
ら
の
理

解
の
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
傷
的
出
来
事
に
関
わ
る
言
葉
が
、
そ
れ
と

連
想
関
係
を
結
ぶ
言
葉
も
含
め
タ
ブ
ー
語
と
な
り
、
他
者
に
受
け
継
が
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
タ
ブ
ー
語
と
音
韻
的
関
連
を
持
つ
一
群
の
言
葉
に
、
タ

ブ
ー
語
の
連
想
関
係
に
よ
る
特
殊
な
負
荷
が
生
じ
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、

タ
ブ
ー
語
を
指
し
示
す
の
で
は
な
く
、
タ
ブ
ー
語
を
露
わ
に
し
な
い
た
め

に
用
い
ら
れ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
言
葉
を
埋ク
リ

葬プ
ト

語ニ
ム

と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、

一
群
の
埋ク
リ

葬プ
ト

語ニ
ム

が
発
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
領
域
、
原
事
象
を

隠
し
て
い
る
領
域
を
埋
葬
室

ク

リ

プ

ト

と
よ
ぶ
。
こ
う
し
た
理
解
が
、
抑
圧
を
鍵
概

念
と
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
局
所
論
よ
り
、
解
離
の
概
念
に
な
じ
む
こ
と
は
す

で
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る(

�)

。
な
ぜ
な
ら
埋
葬
室

ク

リ

プ

ト

に
収
め
ら
れ
て
お

り
、
埋ク
リ

葬プ
ト

語ニ
ム

に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
原
体
験
は
、
意
味
あ
る
も
の
と
し

て
体
験
さ
れ
た
の
ち
に
抑
圧
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
意
味
を
生
み
出
す

以
前
に
、
意
識
的
に
と
ら
え
う
る
体
験
と
な
る
以
前
に
、
通
常
の
心
的
生

活
に
と
っ
て
接
近
不
可
能
な
形
に
隔
て
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
は

『

狼
男』

の
執
筆
段
階
で
ま
だ

｢

亡
霊｣

の
概
念
を
用
い
て
い

な
い
。
し
か
し
、
後
に

｢

無
意
識
の
う
ち
に
お
け
る
、
他
者
の
打
ち
明
け

ら
れ
な
い
秘
密

(

近
親
相
姦
、
犯
罪
、
私
生
等)

の
働
き｣

(

�)

と
定
義

さ
れ
た

｢

亡
霊｣

概
念
を
用
い
る
な
ら
ば
、
狼
男
は
、
そ
れ
と
知
ら
な
い

ま
ま
、
姉
が
経
験
し
た
外
傷
体
験
の
働
き
と
し
て
の

｢

亡
霊｣

に
取
り
憑

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
読
み
に
は
、
外
傷
概
念
を

｢

秘
密｣

の
問
題
へ
拡
張
す
る
意
味
が

あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
そ
の

｢

秘
密｣

こ
そ
が
外
傷
的
作
用
を
構
成

す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
外
傷
の
問
題
系
よ
り
む
し
ろ
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
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に
よ
る

｢

取
り
入
れ｣

と

｢

体
内
化｣

の
概
念
的
区
別
に
よ
る
無
意
識
か

ら
無
意
識
へ
の
直
接
的
作
用
の
理
解
が
主
題
で
あ
り
、
外
傷
の
語
は
、
む

し
ろ
主
題
化
さ
れ
ず
、
状
況
に
応
じ
て
使
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ

る
い
は
、
外
傷
神
経
症
と
い
う
一
つ
の
特
殊
な
障
害
に
お
け
る
亡
霊
の
働

き
を
論
じ
る
際
に
問
題
化
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、｢

神
経

症
の
病
因
に
お
け
る
外
傷
要
因
を
今
ま
で
以
上
に
重
視
し
な
お
そ
う｣

(

�)

と
は
っ
き
り
謳
う
後
期
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
と
は
扱
う
問
題
領
域
が
異
な
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
筆
者
は
こ
こ
で
、
彼
ら
が
扱
う

｢

亡
霊｣

の
問
題
系
も
外
傷
論

の
一
部
と
し
て
扱
い
た
い(

�)

。
そ
れ
は
、｢
秘
密｣

の
内
容
を
構
成
す
る

の
が
個
人
に
降
り
か
か
る
異
常
な
事
態
と
し
て
の
外
的
出
来
事
だ
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
を
含
み
得
る
も
の
と
し
て
外
傷
を
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
定
義
は
、
あ
る
心
的
外
傷
学
の
テ
キ
ス
ト
で

与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
私
自
身
が
多
く
の
場
合
参
照
枠
と
し
て
用
い

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

心
的
外
傷
と
は
、
脅
威
的
な
外
的
要
因
と
個
人
の
防
衛
能
力
の
間
に
重

大
な
落
差
が
生
じ
る
体
験
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
絶
望
感
と
抵
抗
放
棄
が

伴
い
、
そ
の
た
め
自
己
と
世
界
へ
の
理
解
に
持
続
的
な
混
乱
を
引
き
起

こ
す(

�)

。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
ら
が
主
題
化
す
る

｢

秘
密｣

が
、
何
ら
か
の
外
的
事
象
に

発
す
る
倫
理
的
崩
壊
の
危
機
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
の
危
機
を
こ
の
定
義
に
お
け
る

｢

脅
威
的
な
外
的
要
因｣

と
見
な
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
倫
理
的
危
機
と
い
う
外
的
要
因
に
つ
い
て
も
、

個
人
は
そ
れ
を
適
切
に
扱
い
、
後
に
禍
根
を
残
さ
な
い
形
に
収
め
る
力
を

備
え
て
い
る
。
そ
の
力
を

｢

防
衛
能
力｣

と
す
れ
ば
、｢

秘
密｣

は
、
そ

の
力
を
は
る
か
に
越
え
る
深
刻
な
倫
理
的
危
機
の
発
生
に
よ
っ
て

｢

絶
望

感｣
｢

抵
抗
放
棄｣

が
生
じ
た
結
果
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。｢

自
己
と
世

界
へ
の
理
解
に
持
続
的
な
混
乱｣

が
起
こ
る
と
い
う
記
述
も
、
狼
男
の
さ

ま
ざ
ま
の
困
難
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
ら
が

｢

亡
霊｣

の
概
念
に
よ
っ
て
記
述
す

る
さ
ま
ざ
ま
の
現
象
に
対
応
し
て
い
る
。

次
に
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、『

狼
男』

の
読
み
は
も
う
一
つ
の
重

要
な
外
傷
論
の
拡
張
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
個
人
を
超
え
て
、
無
意

識
を
介
し
て
他
者
へ
引
き
継
が
れ
る
外
傷
的
作
用
で
あ
り
、｢

亡
霊｣

概

念
は
そ
れ
を
亡
霊
の
憑
依
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
狼
男
の
場
合
、

姉
か
ら
弟
へ
の
外
傷
の
伝
達
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
親
か
ら
子
へ
の
伝

達
こ
そ
が
問
題
で
あ
り
、
外
傷
の
世
代
間
連
鎖
と
呼
ば
れ
る
事
態
に
相
当

す
る
。
外
傷
論
に
お
い
て
世
代
間
連
鎖
は
、
暴
力
性
の
連
鎖
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
理
解
は
、｢

秘
密｣

の
作
用
が
、
そ
の

存
在
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
次
世
代
に
受
け
継
が
れ
る
現
象
に
理
解
を
拡
大

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
受
け
継
が
れ
た

作
用
も
、
先
の
定
義
か
ら
し
て
、
子
ど
も
に
と
っ
て
外
傷
的
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
作
用
は
、
子
ど
も
が
理
解
し
消
化
し
、
健
康
な
形
で
取
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り
入
れ
て
成
長
に
資
す
る
力
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
が
故
に
外
傷
的
で

あ
り
、
そ
の
結
果

｢

絶
望
感｣

｢

抵
抗
放
棄｣

、
す
な
わ
ち
な
す
す
べ
の
な

い
状
況
に
子
ど
も
を
追
い
や
る
。
こ
こ
で
彼
ら
の
理
解
の
要
点
は
、
そ
の

作
用
の
起
源
を
子
ど
も
は
全
く
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ロ

イ
ト
の

｢

抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰｣

と
し
て
の
外
傷
的
作
用(

�)

で
は

な
く
、
一
度
も
認
識
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
の
作
用
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、｢

絶
望
感｣

｢

抵
抗
放
棄｣
は
、
事
態
を
認
識
し
た
上
で
の
そ
れ
で
は

な
く
、
対
象
の
な
い
被
圧
倒
感
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
生

じ
る
接
近
不
可
能
性
と
、
接
近
を
阻
む
埋ク
リ

葬プ
ト

語ニ
ム

の
数
々
に
よ
る
混
乱
は
、

｢

自
己
と
世
界
へ
の
理
解
に
お
け
る
混
乱｣
を
意
味
す
る
。

存
在
を
知
ら
な
い
事
態
に
よ
る
混
乱
と
い
う
点
で
、
こ
の
論
は
、
フ
ェ

レ
ン
ツ
ィ
の
外
傷
論
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
。
外
傷
要
因
の
重
視
、
す
な

わ
ち

『

ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究』

の
外
傷
論
へ
の
回
帰
を
精
神
分
析
に
求
め
た

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
は(

�)

、
フ
ロ
イ
ト
が
、｢

ヒ
ス
テ
リ
ー
症
者
は
、
主
に
回

想
に
病
ん
で
い
る
の
で
あ
る｣

(

�)

と
表
現
し
た
理
解
を
正
確
に
受
け
継

ぎ
、｢

想
起｣

の
実
現
を
治
療
目
標
と
し
て
い
た(

�)

。
し
か
し
、
ア
ブ
ラ

ハ
ム
ら
が
想
定
し
た

｢

亡
霊｣

は
、
忘
却
の
結
果
で
も
な
く
、
現
在
忘
却

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
言
語
使
用
の
あ
る
種
の
あ
り
方
に
よ
っ
て

発
生
す
る
無
意
識
か
ら
無
意
識
へ
の
通
路
を
通
じ
た
他
者
の
秘
密
の
作
用

で
あ
る
。
子
ど
も
が
知
ら
な
い
前
の
世
代
の
体
験
が
、
世
代
を
超
え
て
子

ど
も
に
作
用
す
る
外
傷
の
世
代
間
連
鎖
を
も
射
程
に
置
く
理
解
で
あ
る
。

｢

亡
霊｣

の
語
に
よ
っ
て
、
外
傷
＝
秘
密
の
世
代
を
超
え
た
伝
達
と
い

う
事
態
を
捉
え
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

『

ハ
ム
レ
ッ
ト』

を
こ
の
理
解
に
基
づ
い
て
読
み
解
い
て
い
る(

�)

。『

マ

ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち』

に
お
い
て
同
じ
く

『

ハ
ム
レ
ッ
ト』

を
読
み
解
く

デ
リ
ダ
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
仕
事
で
あ
る(

�)

。
ア
ブ
ラ
ハ

ム
ら
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

『

ハ
ム
レ
ッ
ト』

に
は
存
在
し
な
い
第
六

幕
を
創
作
し
、
父
の
亡
霊
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
前
に
姿
を
現
し
た
の
は
、
何

か
を
明
か
す
た
め
で
は
な
く
、
父
が
犯
し
た
殺
人
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
を

妨
げ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。
こ
こ
で
の
外
傷
的
事
態
は
、
犯
し

て
し
ま
っ
た
殺
人
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
倫
理
的
侵
犯
で
あ
る
。
そ

れ
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
行
為
で
あ
り
、
父
の
倫
理
的
存
在
基
盤
を
崩
壊

さ
せ
る
。
父
の
亡
霊
は
、
息
子
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
ま
だ
認
識
さ
れ
て
い
な

い
そ
の
事
実
を

｢

明
か
す｣

た
め
で
は
な
く

｢

隠
す｣

た
め
に
現
れ
る
と

い
う
の
が
彼
ら
の
理
解
で
あ
る
。

こ
の
理
解
は
、
通
常
の
、
常
識
的
な
、
馴
染
み
の
、
亡
霊
の
理
解
と
正

反
対
で
あ
る
。
ふ
つ
う
私
た
ち
は
、
霊
が
何
か
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
何
か
を

｢

明
か
す｣

た
め
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
死
者
の
悔
い
で
あ

れ
、
誰
か
へ
の
恨
み
で
あ
れ
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
を
伝
え
、
己

の
潔
白
を
証
明
し
た
り
、
己
を
陥
れ
た
悪
事
を
暴
い
た
り
す
る
こ
と
が
亡

霊
の
意
図
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
つ
ま
り
は
、
埋ク
リ

葬プ
ト

語ニ
ム

の
ベ
ー
ル
を
剥
ぐ

た
め
に
来
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
ら
に
よ
れ
ば
、
ハ
ム
レ
ッ

ト
の
父
は
、
自
ら
の
悪
事
が
ば
れ
る
こ
と
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
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り
、
埋ク
リ

葬プ
ト

語ニ
ム

の
ベ
ー
ル
を
さ
ら
に
厚
く
す
る
た
め
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
前
に

現
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
ベ
ー
ル
が
息
子
の
努
力
に
よ
っ

て
は
ぎ
と
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。

父
の
亡
霊
は
、
外
傷
が
も
た
ら
す

｢

自
己
と
世
界
へ
の
理
解
の
混
乱｣

の

内
部
に
あ
り
、
そ
れ
を
深
め
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
は
、
外
傷
的
作
用
の

一
部
で
あ
る
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
は
、
個
人
史
を
含
む
歴
史
的
事
象
へ
の
深
い

関
心
を
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
と
共
有
し
な
が
ら
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
と
は
異
な
る

問
題
領
域
を

｢

亡
霊｣

の
概
念
に
よ
っ
て
開
拓
し
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、

デ
イ
ヴ
ィ
ス
に
よ
る
デ
リ
ダ
の
埋
葬
論
と
の
比
較
検
討
を
紹
介
し
た
う
え

で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の

｢

亡
霊｣

の
概
念
の
射
程
を
さ
ら
に
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予
定
と
し
て
は
、
彼
ら
が
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の

議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
自
我
を
豊
か
に
す
る

｢

取
り
入
れ｣
と
、
自
我
に

と
っ
て
の
異
物
と
し
て
変
わ
ら
ず
存
在
し
続
け
る

｢

体
内
化｣
を
区
別
し

た
こ
と
を
今
一
度
確
認
し
た
う
え
で
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
が
晩
年
に
個
人
へ

の
直
接
の
暴
力
を
考
察
の
対
象
と
し
て

｢

攻
撃
者
と
の
同
一
化｣

の
概
念

を
提
出
し
た
こ
と
と
、
彼
ら
が

｢

亡
霊｣

の
概
念
を
用
い
て
他
者
の
外
傷

の
作
用
に
注
目
し
た
こ
と
の
相
互
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

註

(

�)

港
道
隆

｢

他
者
の
外
傷
、
他
者
の
言
語｣

森
茂
起
編

『

ト
ラ
ウ
マ
の
表
象
と

主
体』

創
元
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
八
九
頁
。

(

�)
C

o
lin

D
av

is
:

H
a

u
n

ted
S

u
b

jects:
D

econ
stru

ction
,

P
sych

oa
n

a
lysis

a
n

d

th
e

R
etu

rn
of

th
e

D
ea

d
.

P
alg

rav
e

M
acM

illan
,

2
0

0
7
,

p
.

8
.

H
au

n
to

lo
g

y

は
、｢

存
在
論

O
n

to
lo

g
y｣

と
対
比
し
て

｢

存
在
す
る
の
で
も
し
な
い
も
の

で
も
な
い｣

も
の
を
考
え
る
営
み
と
し
て
デ
リ
ダ
が
用
い
た
こ
と
か
ら
、
主

と
し
て
哲
学
の
世
界
で

｢

憑
在
論｣

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
精
神
分

析
家
と
し
て
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
文
脈
の
中
に
置
き
、
か
つ
文
芸
、

映
画
に
お
け
る
亡
霊
を
考
察
の
対
象
に
す
る
と
き
、
む
し
ろ

｢

憑
依
学｣

が

な
じ
む
よ
う
に
も
感
じ
る
。
定
訳
を
用
い
る
の
が
本
来
で
あ
る
の
を
承
知
し

た
上
で
、
本
論
で
は

｢

憑
依｣

の
念
意
も
伝
え
る
た
め
、
英
語
表
記
を
用
い

る
。

(

�)

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

『

マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
―
負
債
状
況
＝
国
家
、
喪
の

作
業
、
新
し
い
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル』

増
田
一
夫
訳
、
藤
原
書
店
、
二
〇

〇
七
年
。

(

�)
H

a
u

n
ted

S
u

b
jects.

p
.

8
.
(

筆
者
訳)

(
�)

大
西
雅
一
郎

｢『

表
皮
と
核』

訳
者
あ
と
が
き｣

ニ
コ
ラ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、

マ
リ
ア
・
ト
ロ
ー
ク

『

表
皮
と
核』

大
西
雄
一
郎
、
山
崎
冬
太
監
訳
、
松
籟

社
、
二
〇
一
四
年
、
五
二
五
頁
。
な
お
、
筆
者
は�

��
�
��

を
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

語
発
音
を
尊
重
し
て

｢

シ
ャ
ー
ン
ド
ル｣

と
表
記
し
て
い
る
が
、
引
用
で
は
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引
用
元
の
表
記
に
従
う
。

(

�)
ニ
コ
ラ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
マ
リ
ア
・
ト
ロ
ー
ク

『

狼
男
の
言
語
標
本
―
埋
葬

語
法
の
精
神
分
析』

港
道
隆
、
森
茂
起
、
前
田
悠
希
、
宮
川
喜
美
子
訳
、
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
。
こ
の
書
こ
そ
、
港
道
隆
氏
か
ら
の
提
案
に

よ
り
、
大
学
院
科
目
の
共
同
担
当
に
よ
っ
て
院
生
た
ち
と
と
も
に
購
読
し
、

後
に
翻
訳
出
版
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
の
脳
裏
に
は
、
こ
の
書
に
取

り
組
み
始
め
た
と
き
の
港
道
氏
の
歯
切
れ
の
よ
い
議
論
、
気
力
に
満
ち
溢
れ

た
授
業
の
進
行
風
景
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
ぶ
。
思
え
ば
そ
れ
は
デ
リ
ダ
存
命

中
で
あ
り
、
氏
の
言
葉
の
端
々
に
デ
リ
ダ
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。

(

�)

森
茂
起
編

『

埋
葬
と
亡
霊
―
ト
ラ
ウ
マ
概
念
の
再
吟
味』

人
文
書
院
、
二
〇

〇
五
年
。

(

�)

同
右
、
二
頁
。

(

�)
A

m
e

rican
P

sy
ch

iatric
A

sso
ciatio

n
『

D
S

M

�

5

精
神
疾
患
の
分
類
と
診
断

の
手
引
き』

日
本
精
神
神
経
学
会
監
修
、
高
橋
三
郎
、
大
野
裕
監
訳
、
医
学

書
院
、
二
〇
一
四
年
。
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
診
断
基
準
は
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
改
訂
の
た

び
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
概
念
自
体
が
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
四
版
が
採
用
し
て
き
た
、
外
傷
的
出

来
事
に
お
け
る

｢

強
い
恐
怖
、
無
力
感
ま
た
は
戦
慄｣

と
い
う
条
件
は
第
五

版
で
は
廃
さ
れ
て
い
る
。｢

性
的
暴
力｣

が
明
記
さ
れ
た
の
は
第
五
版
が
は

じ
め
て
で
あ
り
、
恐
怖
や
戦
慄
は
、
条
件
で
は
な
く
症
状
の
中
に
、｢

持
続

的
な
陰
性
の
感
情
状
態(

例：

恐
怖
、
戦
慄
、
怒
り
、
罪
悪
感
、
ま
た
は
恥)｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。
上
記
二
つ
に
並
ん
で

｢

怒
り｣

｢

罪
悪
感｣

｢

恥｣

が
併

記
さ
れ
る
こ
と
で
、
外
傷
的
事
態
が
生
み
出
す
広
範
な
作
用
を
包
含
し
う
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
数
回
の
改
訂
を
経
て
、
よ
り
精
密
な
方
向
に
改
訂
さ

れ
て
き
た
も
の
の
、
今
後
の
研
究
で
さ
ら
に
改
訂
が
加
え
ら
れ
る
可
能
性
は

高
い
。
そ
も
そ
も
、
外
傷
的
出
来
事
の
範
囲
を
診
断
基
準
上
で
限
定
す
る
こ

と
へ
の
批
判
も
存
在
す
る
。
範
囲
を
定
義
す
る
Ａ
基
準
を
廃
す
べ
き
と
す
る

議
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。B

re
w

in
,

C
.

R
.,

L
an

iu
s,

R
.

A
.,

N
o

v
ac,

A
.,

S
ch

n
y

d
e

r,
U

.,
&

G
ale

a,
S
.

R
e

fo
rm

u
latin

g
P

T
S

D
fo

r
D

S
M

�

V
:

L
ife

afte
r

crite
rio

n
A

.
Jou

rn
a

l
of

T
ra

u
m

a
tic

S
tress,

2
2
,

5
,

2
0

0
9
,

3
6

6

�

3
7

3
.

(

�)

次
の
文
献
を
参
照
。
岡
野
憲
一
郎

『

外
傷
性
精
神
障
害』

岩
崎
学
術
出
版
社
、

一
九
九
五
年
、
一
九
二－

二
〇
九
頁
。

(

�)

こ
の
意
味
で
、『

表
皮
と
核』

の
日
本
語
訳

(

注
５
参
照)

が
一
昨
年
出
版

さ
れ
た
こ
と
で
、
二
人
の
仕
事
を
議
論
す
る
準
備
が
整
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
書
は
、『

狼
男
の
言
語
標
本』

と
並
ぶ
代
表
作
で
あ
り
な
が
ら
、
長
く

日
本
語
訳
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
狼
男
の
症
例
に
集
中
す
る

『

狼
男
の
言
語

標
本』

と
異
な
り
、
こ
の
書
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
主
題
に
わ
た
る
二
人
の
主

論
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
フ
ロ
イ
ト
と
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事

と
の
関
連
を
は
じ
め
、
精
神
分
析
の
文
脈
の
中
で
彼
ら
の
仕
事
を
吟
味
す
る

際
に
欠
か
せ
な
い
著
作
で
あ
る
。

(

	)

人
間
科
学
研
究
所
を
準
備
し
運
営
す
る
過
程
で
、
私
を
含
む
精
神
分
析
、
心

理
療
法
専
門
の
ス
タ
ッ
フ
の
存
在
が
港
道
氏
の
思
想
の
発
展
に
貢
献
で
き
た
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こ
と
を
願
う
。
ま
た
、
港
道
氏
と
の
共
同
研
究
に
お
い
て
、
応
答
を
求
め
ら

れ
、
私
の
応
答
に
対
す
る
応
答
を
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
こ
と
に
感
謝
し
て

い
る
。
港
道
氏
の
業
績
を
振
り
返
る
と
き
、
そ
の
発
展
に
精
神
分
析
が
果
た

し
た
役
割
の
大
き
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
の
こ
の
小
論
も
、
そ
の
経

緯
と
主
題
か
ら
し
て
、
港
道
氏
に
問
い
か
け
、
港
道
氏
か
ら
の
応
答
を
待
つ

た
め
に
書
か
れ
る
の
が
本
来
で
あ
る
。
非
力
を
顧
み
ず
こ
の
よ
う
な
主
題
に

つ
い
て
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
港
道
氏
か
ら
の
応
答
が
ほ
し
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、｢
亡
霊｣

を
主
題
と
す
る
論
を
追
悼
号
に
書
く
こ

と
自
体
に
強
い
躊
躇
が
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
符
合
す
る
現
実
に
対
し
て
不
条

理
感
を
禁
じ
え
な
い
か
ら
で
あ
り
、
港
道
氏
の
直
接
の
応
答
を
期
待
し
な
が

ら
書
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
悔
い
に
圧
倒
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が

許
さ
れ
た
は
ず
の
と
き
か
ら
、
ま
だ
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
時
間
は
経
っ
て
い

な
い
。

(

�)
cry

p
t

を
埋
葬
室
、
の
ち
に
登
場
す
る

cry
p

to
n

y
m

を
埋
葬
語
と
す
る
二
つ

の
訳
語
は
、
注

(

６)

で
述
べ
た
講
読
授
業
に
お
い
て
生
ま
れ
た
。

(

�)

ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ト
ロ
ー
ク
の
略
歴
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
。｢

解
説｣

『
狼

男
の
言
語
標
本』

、
二
五
九－

二
六
六
頁
。

(

�)

ア
ー
ネ
ス
ト
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ

『

フ
ロ
イ
ト
の
生
涯』

(

新
装
版)

竹
友
安
彦
、

藤
井
治
彦
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
八
二
年
。

(

�)

フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
が
晩
年
に
精
神
の
破
綻
を
来
し
て
い
た
と
す
る
も
の
。

(

�)

マ
イ
ケ
ル
・
バ
リ
ン
ト『

治
療
論
か
ら
み
た
退
行
―
基
底
欠
損
の
精
神
分
析』

中
井
久
夫
訳
、
金
剛
出
版
、
一
九
七
八
年
。
こ
の
著
作
、
お
よ
び
、
そ
こ
に

組
み
込
ま
れ
た
諸
論
文
の
多
く
の
部
分
が
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
実
践
の
再
考
、

再
評
価
の
た
め
の
議
論
で
あ
る
。

(

�)
｢

解
説｣

『

狼
男
の
言
語
標
本』

、
二
六
六－

二
六
九
頁
。

(

�)
『

表
皮
と
核』

四
二
九
頁
。

(

	)

シ
ャ
ー
ン
ド
ル
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ

『

精
神
分
析
へ
の
最
後
の
貢
献
―
フ
ェ
レ

ン
ツ
ィ
後
期
著
作
集』

森
茂
起
、
大
塚
紳
一
郎
、
長
野
真
奈
訳
、
岩
崎
学
術

出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
九
頁
。

(


)

こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
に
お
い
て
も
、
そ
の
外
傷
的
作
用

の
核
に
、｢

秘
密｣

が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
症
状
の
背

後
に
恥
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

(

�)
G

o
ttfrie

d
F

isch
e

r
&

P
e

te
r

R
ie

d
e

sse
r,

L
eh

rb
u

ch
d

er
P

sych
otra

m
a

to-

logie.
3
.

A
u

fg
ab

e
,

E
rn

st
R

e
in

h
ard

t
V

e
rlag

,
2

0
0

3
,

p
.

3
7

5
.
(

筆
者
訳)

(

�)

フ
ロ
イ
ト
が
晩
年
に
外
傷
論
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

最
晩
年
の

『

モ
ー
セ
と
い
う
男
と
一
神
教』

に
お
い
て
到
達
し
た
外
傷
理
解

は
、｢

抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰｣

の
確
認
で
あ
っ
た
。
次
の
文
献
を
参
照
。

岡
野
憲
一
郎

『

外
傷
性
精
神
障
害
―
心
の
傷
の
病
理
と
治
療』

岩
崎
学
術
出

版
社
、
一
九
九
六
年
、
港
道
隆
、
森
茂
起

『

ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
帰
趨
―

｢

ト
ラ

ウ
マ｣

の
引
用
符』

(

上)
『

思
想』

、
第
一
〇
四
九
号
、
二
〇
一
一
年
、
七

九－

一
一
四
頁
、(

下)

第
一
〇
五
〇
号
、
二
〇
一
一
年
、
九
一－

一
二
六

頁
。

(

)
『

精
神
分
析
へ
の
最
後
の
貢
献』

一
三
九
頁
。

(

�)

ヨ
ー
ゼ
フ
・
ブ
ロ
イ
ア
ー
、
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト

『

ヒ
ス
テ
リ
ー
研
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究
(

上)』

金
関
猛
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
一
八
頁
。

(

�)
『

臨
床
日
記』

に
は
、
想
起
を
目
指
す
治
療
の
試
み
の
数
々
が
記
さ
れ
て
い

る
。
シ
ャ
ー
ン
ド
ル
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ

『

臨
床
日
記』

森
茂
起
訳
、
み
す
ず

書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。

(

�)
｢

ハ
ム
レ
ッ
ト
の
亡
霊
、
あ
る
い
は

『

真
実』

の
幕
間
に
続
く
第
六
幕｣

『

表

皮
と
核』

四
八
九－
五
二
一
頁
。

(

�)
H

a
u

n
ted

S
u

b
jects.

7
6

�92
.

(

も
り

し
げ
ゆ
き
／
臨
床
心
理
学)
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