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最

近

心

理

學

の

骰

逹

哲

學

研

究

第

一

二

十

七

聾

最
近
に
於
け
る
心
珊
學
の
痰
逹
を
論
ず
る
事
は
、
賓

は
～
容
易
な
事
で
は
な
い
。
自
分
に
は
未
だ
此
の
問
題
に

到
し
て
充
分
な
解
答
を
興
へ
得
る
様
な
準
備
が
で
§
て
居

ら
ぬ
が
故
に
、
暫
.
.
.
.
,
,
.
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
 R
e
v
i
e
w
 X
X
V
I
(
1
9
 

1
7
)

に
載
せ
ら
れ
た
る
P
i
l
l
s
b
u
r
y
.
w
.
B
氏
の
論
文
、

The・

n
e
w
 d
o
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
in 
P
s
y
c
h
o
l
o
g
y
 in P
a
s
t
 g
u
a
r
t
e
r
 

c
e
n
t
u
r
y
 f::;. 
依
つ
て
、
其
の
概
観
を
窺
つ
て
見
る
事
に
し

た
o

右
は
同
誌
が
創
列
せ
ら
れ
た
一
八
九
二
年
か
ら

i

九

一
七
年
に
至
る
二
十
五
年
間
に
於
け
る
心
理
學
の
教
逹
の

有
様
を
大
略
述
べ
て
居
る
の
で
あ
る
。
今
二
十
五
年
前
の

心
輝
學
界
の
有
様
を
回
顧
し
て
見
れ
ば
、
共
慮
に
著
し
い

部
歩
痰
逹
の
行
は
れ
た
事
が
わ
か
る
で
あ
ら
う
（
一
尤
、
斯

學
の
輸
廓
は
既
に
二
十
五
年
前
に
賂
ぼ
整
つ
て
居
た
し
、

研
究
方
法
、
研
究
の
態
度
む
今
日
と
ぶ
し
イ
L

菱
り
は
無
か

っ
た
椋
で
あ
る
が
、
近
代
に
於
て
著
し
く
登
逹
し
た
、
そ

し
て
凡
て
の
議
論
が
其
れ
の
土
壷
の
上
に
築
か
れ
る
様
に

な
っ
た
賞
験
的
の
仕
事
は
、
未
だ
餘
り
多
く
は
為
さ
れ
て

居
な
か
っ
た
。
そ
し
て
其
の
為
＄
れ
た
宜
職
も
、
僅
か
に

E
b
b
i
n
g
h
a
u
s
が
記
憶
に
就
い
て
行
っ
た
外
は
、
多
く
は

戚
党
と
か
、
ウ
ェ
）
ベ

JV

の
法
則
＇
と
か
、
空
間
知
覺
と

か
、
反
應
時
間
と
か
言
ふ
様
な
方
面
に
限
ら
が
て
居
た
。

聯
想
と
か
其
他
、
観
念
的
方
面
の
宜
瞼
芍
あ
る
に
は
あ
っ

た
が
、
箪
に
豫
備
的
に
行
は
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
し
、

意
誡
現
象
に
伴
ふ
身
的
的
稜
化
に
つ
い
て
迅
極
め
て
僅
か

許

b
の
賓
験
が
施
さ
れ
、
而
か
も
共
の
結
果
は
後
に
至
っ

て
誤
つ
/
1

戸
居
る
癖
が
證
朋
芯
れ
た
様
な
有
様
で
あ
っ
た
。

深

田

!
 

l
b
 

武
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一
證
に
、
斯
學
の
中
心
問
題
り
研
究
が
盛
で
な
か
つ

た
と
共
に
、
其
の
應
用
方
面
の
問
題
も
等
閑
に
附
せ
ら
れ

て
居
た
。
例
へ
ば
赦
育
上
の
問
題
で
も
箪
に
憶
測
に
依
つ

て
取
扱
ふ
と
言
ふ
有
様
だ
っ
た
し
、
精
稗
病
學
の
方
面
で

も
未
だ
狂
人
の
精
紳
朕
態
を
賞
験
的
に
研
究
す
る
式
で
に

は
至
ら
な
か
っ
た
し
、
夏
ら
に
、
動
物
心
理
學
の
方
面
を

見
て
も
、
た
ゞ

anecdotf1

を
集
め
て
、
偶
然
的
な
、
賓

瞼
に
．
某
か
な
い
議
論
を
な
す
と
言
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。
然

ら
ば
如
何
様
に
し
て
、
是
等
の
方
面
に
心
罪
學
が
交
渉
し
．

て
往
っ
た
で
あ
ら
う
か
。

吐
づ
心
理
學
と
放
育
と
の
開
係
に
就
て
見
る
の
に
、
第
一

兒
章
研
究
の
痰
逹
が
、
数
育
に
著
し
い
影
響
を
奥
へ
た
と

言
へ
る
、
兒
童
研
究
は

P
r
e
y
e
r

の
研
究
に
始
ま
つ
て
数

年
間
に
目
覺
し
い
後
逹
を
溶
げ
た
の
で
あ
る
が
、
始
め
は

其
の
研
究
法
と
し
て
探
っ
た
所
謂
「
務
問
法
」
が
未
だ
信

頼
す
る
に
足
る
程
の
も
の
で
な
か
っ
た
た
め
や
、
完
全
に

研
究
さ
れ
た
範
固
の
狭
か
っ
た
事
等
の
た
め
に
、
共
の
研

叉‘

最

近

心

理

尿

の

疲

逹

究
の
結
果
が
数
育
に
影
響
を
及
ぼ
す
程
度
は
餘
り
多
く
な

か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
勿
論
「
後
問
法
J

は
漸
次
改
良
さ

れ
て
、
終
に
は
、
S
t
a
n
l
e
y
H
a
l
l

の
名
著
A
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
.
~

生
む
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
兎
に
角
、
此
の
方
法
を
採

用
す
る
に
至
っ
れ
が
為
め
に
、
得
た
利
盆
は
、
兒
童
の
宜

験
的
研
究
の
大
切
な
事
を
殴
ぜ
し
め
た
同
時
に
、
一
般
に

数
育
上
の
諸
問
題
に
就
て
の
研
究
も
甚
だ
主
要
な
事
を
認

知
せ
し
む
る
様
に
な
っ
た
と
言
ふ
幽
に
在
る
。
次
に
、

P
e
a
r
s
o
n
 
1

派
の
統
計
法
を
採
る
に
至
っ
た
事
附
数
育
い

進
歩
を
促
し
た
一
因
と
見
ら
い
ろ
。
郎
も
各
個
人
の
記
録

や
、
意
見
の
中
か
ら
夫
等
に
共
辿
し
た
意
見
を
見
出
す
と
．

言
ふ
方
法
や
、
知
能
相
闘
々
係
の
係
敷
セ
應
用
す
る
事
等

に
依
つ
て
、
心
的
特
徴
の
逍
偲
を
宜
験
的
に
研
究
す
る
事

が
出
来
た
り
、
或
は
、
形
式
陶
冶
に
欄
す
る
論
と
か
、
生

来
有
す
る
又
は
生
後
獲
得
せ
る
諸
能
力
間
の
刷
係
に
闘
す

る
議
論
等
を
吟
味
し
得
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、

n
加
の
方

法
の
痰
逹
に
つ
い
て
は
、

C
a
l
t
e
l
や

T
h
o
r
n
d
i
k
e

一
派
の
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人
が
典
つ
て
力
あ
り
て
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
数
育
の
方
面

に
影
魂
を
及
ぼ
し
た
も
の
は
、
以
上
特
殊
の
方
面
の
外
に

更
ら
に
、
一
般
心
理
學
の
研
究
を
敷
へ
得
る
。
帥
ち
、
知

覺
作
用
や
動
作
の
一
般
的
法
則
を
決
定
せ
ん
が
た
め
に
為

念
れ
た
る
讀
み
方
及
び
書
き
方
の
研
究
や
、
起
憶
、
想

像
、
息
考
、
動
物
の
學
習
、
注
意
作
用
等
の
研
究
の
結
果

か
ら
昭
示
を
受
け
て
、
宜
際
の
数
育
も
叉
其
の
理
論
も
共

に
改
良
さ
れ
る
勘
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
精
紳
病
理
學
に
到
し

t
も
、
心
雖
學
は
新
し
い
鵞

方
法
を
提
供
し
、
多
く
の
問
題
に
封
す
る
態
度
を
菱
へ
し

め
た
。
従
来
、
精
紳
病
理
學
に
於
て
は
、
箪
な
る
観
察
に

基
い
て
診
断
を
行
ひ
、
其
の
説
明
も
紳
経
病
理
學
上
の
言

葉
を
以
て
為
す
と
言
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

精
誹
上
の
異
常
を
ば
脳
髄
の
異
常
に
蹄
す
る
の
が
例
で
あ

っ
た
|
_
、
脳
髄
の
鋏
陥
異
常
を
證
朋
で

3
な
い
様
な
場

合
が
あ
る
に
詢
ら
ず
|
|
。
而
し
心
理
學
の
痰
逹
と
共
に

漸
く
心
狸
的
原
因
に
注
慈
が
向
け
ら
る
ヽ
様
に
な

b
、
心

哲

學

研

究

第

三

十

七

聾

理
的
に
説
明
せ
ら
る
ヽ
様
に
な
っ
て
来
た
。
か
く
て
病
院

の
中
に
、
宜
瞼
場
が
設
け
ら
れ
、
患
者
の
精
紳
欣
態

'r
検

査
す
る
と
言
ふ
企
て
が
、
起
っ
た
事
に
依
つ
て
「
精
誹
檄

査
」
が
診
断
の
方
法
と
し
て
採
用
せ
ら
る
ヽ
に
至
っ
た
。

一
證
、
「
精
誹
検
査
」
叉
は
「
知
能
檄
査
」
は
、
宜
瞼
的

の
仕
事
が
始
ま
っ
た
際
か
ら
多
少
試
み
ら
れ
て
は
居
つ

た
が
、
一
般
に
用
ゐ
ら
る
ヽ
様
に
な
っ
た
の
は
、
一
九

0
、

五
年

B
i
n
e
t
及
び

S
i
m
o
n
に
依
つ
て
始
め
て
、
一
般
的
の

標
準
が
示
芯
れ
て
か
ら
後
の
事
に
屈
す
る
。
此
の
方
法
の

特
徴
は
、
各
年
齢
の
兒
蛮
が
「
倹
査
」
に
於
て
為
し
得
る

事
柄
を
決
定
し
得
る
と
言
ふ
事
と
、
次
に
其
の
結
果
を
病

人
に
就
て
検
査
し
た
場
合
の
結
果
と
比
較
し
得
る
と
言
ふ

謡
に
あ
っ
た
。
是
の
「
精
稗
檄
査
」
の
方
法
に
依
つ
て
成

功
し
た
の
は
先
づ
、
精
紳
上
に
鋏
陥
の
あ
る
學
生
を
発
見
．

せ
ん
と
す
る
方
面
に
於
て
ゞ
あ
っ
た
。
郎
ち
學
校
に
於

て
、
此
の
方
法
を
應
用
し
た
結
果
は
、
普
通
の
仕
事
か
ら

利
盆
を
得
る
丈
の
充
分
な
能
力
を
備
へ
な
い
様
な
兒
童
を
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放

近

心

理

根

の

疲

逹

発
見
し
、
其
れ
に
到
し
て
其
れ
相
應
の
仕
事
を
興
へ
て
漸

次
心
其
の
能
力
を
登
揮
せ
し
め
る
と
言
ふ
様
な
事
に
成
功

し
だ
。
虹
ら
に
面
白
い
事
は
、
犯
罪
者
や
貧
困
者
の
多
く

が
、
精
誹
的
登
逹
の
不
良
に
基
く
事
と
此
の
方
法
に
依
っ

て
痰
見
し
得
た
事
で
あ
る
。
犯
罪
者
に
就
て
此
の
方
法
と

試
み
た
結
果
に
依
る
と
、
戚
化
院
の
厄
介
に
な
る
者
の
二

0
％
乃
至
五

0
％
は
精
稗
的
に
普
通
以
下
で
あ
る
事
を
示

し
て
る
。
か
く
の
如
く
、
犯
罪
や
貧
因
の
根
本
的
原
因
が

精
軸
源
弱
に
在
る
事
の
登
見
が
社
會
上
の
問
題
を
取
扱
ふ

上
に
大
い
な
る
影
職
を
典
へ
る
に
至
っ
た
の
は
勿
論
で
あ

る
。
兎
も
角
、
か
く
の
如
合
「
精
紳
檄
査
」
が
精
誹
病
理

學
の
方
而
に
應
用
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
た
め
に
、
種
々
の

精
紳
病
の
診
斯
が
而
目
を
一
新
し
て
来
た
の
は
前
述
の
通

b
で
あ
る
。
是
の
精
紳
病
理
學
の
範
園
に
於
て
は
特
に
、

H
y
s
t
e
号
の
研
究
が
心
理
學
と
密
接
な
る
交
渉
を
有
し

て
る
。
心
理
學
が

H
y
s
t
e
u
a
,

の
研
究
に
貢
献
し
た
事
よ
り

も、

H
y
s
t
e
r
i
r
t

に
闘
す
る
臨
吐
的
研
究
が
心
理
學
に
及

ぼ
し
た
影
響
の
方
が
む
し
ろ
多
い
と
言
人
べ

5
で
あ
ら

う
が
、
而
か
も

F
r
e
n
d

一
派
の
所
謂
「
精
神
分
析
法
」

ゃ、

J
u
n
g

の
「
聯
想
診
斯
法
」
は
心
理
學
の
宵
瞼
的
方

法
を
そ
の
ま
ヽ
隈
用
す
る
か
、
又
は
、
そ
れ
の
暗
示
に
よ

つ
て
成
立
し
た
も
の
と
言
へ
る
。

次
に
、
動
物
心
理
學
の
登
逹
は
ど
う
で
あ
る
か
と
言
人

に、

T
h
o
r
n
d
i
k
e

が
始
め
て
動
物
の
行
動
に
就
い
て
宵
(

瞼
的
の
研
究
を
試
み
た
一
八
九
八
年
を
起
期
と
し
て
著
し

い
進
歩
を
遂
げ
た
。
氏
の
宜
緻
し
た
結
果
に
依
る
と
、
雛

や
犬
や
猫
は
、
所
謂

T
r
i
a
l
a
n
d
 e
r
r
o
r

の
仕
方
に
依
つ

て
徐
ろ
に
學
習
す
る
事
、
動
物
が
、
或
る
命
ぜ
ら
れ
た
行

動
を
正
し
く
・
行
ひ
得
る
の
は
最
初
は
「
偶
然
」
に
依
る
の

で
あ
る
が
、
犀
反
復
す
る
中
に
次
第
に
習
慣
に
婁
じ
、
途

に
は
諜
せ
ら
れ
た
問
題
に
讃
し
て
郎
座
に
正
し
い
行
動
と

為
し
得
る
と
言
ふ
様
な
畢
が
明
か
に
な
っ
た
。
此
の
事
宜

は
其
他
の
多
く
の
動
物
に
つ
い
て
も
認
め
ら
る
＼
事
が
段

々
わ
か
つ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
如
く
動
物
の
學

~ 



474 

習
と
言
ふ
問
題
が
動
物
心
理
學
の
重
な
る
位
置
を
占
め
て

居
た
中
に
最
近
に
は
動
物
の
戚
覺
に
就
て
の
研
究
が
大
に

痰
逹
す
る
様
に
な
っ
た
。
例
へ
ば
、
光
と
か
、
化
學
的
刺

戟
と
か
、
昔
と
か
言
ふ
様
な
も
の
に
到
す
る
戚
受
力
の
程

度
に
闘
し
て
、
廣
い
範
園
に
渡
つ
て
賓
瞼
が
施
＄
れ
る
様

に
な
っ
た
。
又
一
方
に
於
て
動
物
の
諸
本
能
の
登
逹
及
び

夫
等
と
練
習
と
の
闘
係
等
に
就
て
の
研
究
屯
注
意
深
く
為

3
れ
る
様
に
な
っ
た
。
か
く
て
動
物
心
理
學
に
於
け
る
最

重
要
な
且
つ
、
一
般
的
な
問
題
、
即
ち
、
動
物
は
思
考
作

用
を
有
す
る
か
ど
う
か
、
も
っ
と
一
般
的
に
言
へ
ば
如
何

な
る
範
園
迄
、
人
間
の
有
す
る
様
な
意
識
と
動
物
に
ぷ
許

し
得
る
か
の
問
題
に
就
て
も
盛
な
議
論
が
起
つ
て
来
た
。

此
問
題
は
勿
諭
か
な
り
古
く
か
ら
哲
學
者
の
頭
に
上
っ
た

も
の
で
は
あ
る
が
其
れ
に
闊
す
る
議
論
の
盛
に
な
っ
た
の

は
賓
瞼
が
始
つ
て
か
ら
の
事
で
あ
る
。
生
物
學
者
の

L
O
I

e
b
は
、
下
等
な
る
有
機
憫
の
螢
U
動
作
は
純
物
理
的
化

學
的
の
言
葉
で
説
朋
が
で
き
る
と
言
ふ
事
を
證
明
し
て
、

哲

學

研

究

第

一

11

+

七

鶉

高
等
な
る
有
機
證
と
下
等
な
る
有
機
證
と
の
間
に
境
界
線

を
設
け
よ
う
と
し
12
。
帥
ら
、
下
等
な
る
有
機
騰
は
植
物

と
同
じ
く
占
(
T
r
o
p
i
s
m
こ
の
み
を
有
す
る
に
反
し
、
高
等

な
る
有
機
證
は
人
間
狂
近
く
、
聯
想
的
記
憶
に
依
つ
て
動

作
を
為
す
と
説
い
た
。

B
e
t
h
e
は
更
ら
に
進
ん
で
或
る
物

理
的
化
學
的
の
作
用
例
へ
ば
、

s
u
r
f
n
c
e
t
e
n
s
i
o
n
｀
と
か

O
s
m
o
s
i
s

と
か
或
は
も
つ
と
総
密
な
る
意
味
の
化
學
的
の

反
應
丈
で
、
動
物
の
螢
む
凡
て
の
動
作
を
説
明
し
得
る
と

説
い
た
。

J
e
m
1
i
n
g
s
は、

B
e
t
h
e
の
結
論
セ
是
認
し
よ

う
と
し
た
が
却
つ
て
、
物
理
化
學
的
の
作
用
の
み
で
、
充

分
に
動
物
の
動
作
を
説
明
し
得
る
と
な
す
、

B
●

t
h
e

の
個

説
は
、
箪
細
胞
動
物
の
場
合
す
ら
正
嘗
に
主
張
す
る
事
が

で
含
な
い
と
言
ふ
結
論
に
逹
し
た
。
帥
ち
此
は
、
最
F
等

動
物
の
或
る
も
の
が
最
簡
箪
な
仕
方
の
學
習
を
な
す
と
観

得
る
場
合
の
あ
る
事
や
、
以
前
に
為
し
た
動
作
の
結
果
と

し
又
動
作
の
鐙
更
が
行
は
れ
た
と
考
へ
得
る
場
合
の
あ

る
事
を
発
見
｀
し
た
。
同
時
に
叉
夫
等
の
動
作
に
意
識
が
伴

―
一
四
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人
も
の
で
あ
る
と
瑕
定
す
る
何
等
の
理
由
の
無
い
事
を
登

見
し
、
夫
等
の
動
作
を
表
は
す
に

"
B
e
h
a
v
i
o
r
こ
と
言
ふ

言
葉
セ
用
ゆ
べ
き
事
を
暗
示
し
た
。
夫
れ
以
来
此
の
言
葉

は
、
一
般
に
採
用
せ
ら
る
ヽ
様
に
な
b‘

遂
に
は
高
等
な

る
有
機
證
の
管
む
動
作
に
も
用
ゐ
ら
る
ヽ
様
に
な
っ
た
。

夫
れ
は
高
等
な
る
有
機
證
の
管
む
動
作
は
外
観
上
下
等
な

る
有
機
橙
の
螢
む
動
作
に
比
し
て
、
た
ゞ
其
の
複
維
の
度

を
増
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
言
人
理
由
か
ら
で
あ
る
。

兎
も
角
、
此
の
言
葉
は
、
有
機
的
動
作
と
無
機
的
動
作
と

別
厖
す
る
事
に
役
立
っ
し
、
又
有
機
證
全
證
と
し
ィ
L

の
動

作
ど
、
其
の
有
機
慨
の
動
作
を
構
成
す
る
各
器
官
の
動
作

と
を
賑
別
す
る
事
に
も
役
立
つ
の
で
あ
る
が
何
れ
に
し
て

も
、
意
識
の
有
無
に
は
無
闊
保
で
あ
っ
て
、
動
作
は
生
理

的
化
學
的
の
言
葉
や
他
の
意
識
過
程
な
ど
に
依
つ
て
説
か

れ
る
よ

b
は
む
し
ろ
「
本
能
」
と
か
「
個
人
の
過
去
に
於

け
る
純
瞼
」
と
言
人
様
な
言
葉
で
設
か
る
べ
合
で
あ
る
と

言
は
れ
る
。
右
の
如
く
意
識
の
問
題
に
闊
し
て
な
吝
れ
た

最

近

心

理

學

の

登

逹

ー
一
五

る
種
々
の
観
察
の
結
果
か
ら
、
夫
々
異
な
る
結
論
が
．
d

き

出
＄
れ
た
の
で
あ
る
が
、
大
證
に
於
て
、
多
く
の
學
者

は
、
意
識
の
存
在
を
下
等
な
有
機
聘
に
認
め
な
い
と
言
ふ

事
に
一
致
し
て
居
る
。
而
し
て
た
ゞ

W
a
t
s
o
n

1

派
丈

は
、
動
物
心
理
學
者
に
と
つ
て
意
識
の
有
無
が
無
閥
係
で

あ
る
と
な
す
に
と
ゞ
ま
ら
な
い
で
、
意
識
の
存
在
を
全
く

否
定
し
て
居
る
。

W
a
t
s
o
n

は
恐
ら
く
彼
自
身
の
内
省
に

よ
り
、
又
i
m
a
g
e
l
e
s
s
t
h
o
u
g
h
t
や
n
e
o1

 1・ealism
の
影
郷
レ

受
け
た
の
で
あ
ら
う
が
、
意
識
の
存
在
セ
人
間
に
も
動
物

に
も
否
定
し
、
凡
て
の
動
作
（
人
間
で
も
動
物
で
も
）
は
外

部
よ
り
説
明
＄
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
設
く
の
で
あ
る
。
．

此
れ
に
反
し
て
_yetkes
は
人
間
の
意
識
の
存
在
を
認

u
る

は
勿
論
、
そ
の
他
の
高
等
動
物
に
於
て
も
其
の
動
作

の
管
理
に
、

I
m
a
g
e
が
携
は
つ
て
居
る
事
を
許
し

t
居

る
。
此
れ
は
、
動
物
の
螢
む
動
作
が
、
刺
戟
の
時
閻
よ
り

も
延
び
る
事
が
あ
る
と
言
人
事
賓
や
、
多
く
の
動
物
の
動

作
が
、
意
識
に
依
つ
て
伴
は
る
ヽ
人
間
の
動
作
い
よ
く
類
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似
し
て
居
る
と
言
人
事
宜
を
観
察
し
た
事
が
、
氏
を
し
て

右
の
様
な
考
を
抱
か
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
併

し
何
れ
も
、
共
の
前
提
の
取

6
方
、
言
は
ゞ
出
発
動
が
異

な
る
の
み
で
共
に
夫
々
の
前
提
か
ら
常
然
導
か
る
べ
合
結

論
に
逹
し
て
居
る
と
言
ふ
事
が
で
合
る
の
で
あ
っ
て
、
畢

覚
個
人
的
趣
味
の
差
異
に
蹄
す
る
で
あ
ら
う
。

次
に
、
心
輝
學
上
の
研
究
が
宜
際
的
の
方
面
に
應
用
せ

ら
れ
た
有
椋
は
ど
う
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
先
づ
此
の
方
面

で
は
、
廣
告
の
心
理
學
が
起
っ
た
事
を
畢
げ
ね
ば
な
ら

ね
。
即
ち
如
何
に
せ
ば
顧
客
の
注
意
を
引
ぎ
、
深
い
印
象

を
典
へ
て
結
局
、
買
ひ
求
め
る
と
言
ふ
反
應
を
起

3
し
む

る
事
が
可
能
で
あ
る
か
と
言
ふ
問
題
は
、
普
通
の
心
理
學

に
於
け
る
研
究
の
結
果
を
幣
理
應
用
す
る
事
に
依
つ
/
ふ
靡

決
が
つ
く
と
氣
づ
い
た
所
に
此
の
種
の
研
究
の
後
端
を
求

め
る
事
が
出
来
る
。
か
く
て
、
最
近
に
は
宵
際
の
廣
告
材

料
を
用
ゐ
、
自
然
の
の
態
状
の
下
に
於
て
賓
験
を
施
す
と

言
人
域
吐
で
進
み
、
・
従
つ
で
心
理
學
の
賓
駿
場
内
で
、
炭

哲

學

研

究

第

一

二

十

七

鰊

ふ
口
に
欄
す
る
或
る
種
の
問
題
に
解
決
が
典
へ
ら
れ
る
様
に

ヵ
ら
か
。
而
し
て
共
方
面
で
は
丑
e
r
n
の
a
uJ
 

s
a
g
e
の
研
究

が
直
接
問
接
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
言
び
得
る
。
か
く
の

如
く
、
心
理
學
が
宵
際
的
t
"

面
に
應
用
せ
ら
れ
て
先
づ
廣

告
の
心
珂
が
盛
に
研
究
せ
ら
る
る
様
に
な
っ
た
一
方
に
於

て
、
前
に
述
べ
た
精
紳
検
査
法
が
、
従
来
専
ら
低
度
の
知

力
検
査
に
の
み
鏑
用
せ
ら
れ
て
来
た
欣
態
力
ら
進
ん
で
、

9

更
ら
に
も
っ
と
高
狗
な
精
紳
能
力
の
検
査
と
言
ふ
方
面
が

開
か
れ
る
様
に
な
っ
て
来
て
、
此
れ
が
や
が
て
、
或
る
職

業
に
到
し
て
人
を
選
探
す
る
拭
合
に
用
ゐ
ら
る
ヽ
方
法
と

し
て
應
用
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
始
咬
り
を
作
っ
た
。
．
例
ヘ

ば
、
需
話
交
換
手
と
か
、
書
記
と
か
速
記
者
で
あ
る
と

か
、
乃
至
は
行
商
人
の
選
探
に
至
る
式
で
心
理
學
的
の
検

査
法
を
士
憂
と
し
て
行
は
れ
る
様
に
な
っ
た
如
き
で
あ

る
。
勿
論
、
此
の
種
の
檄
査
法
は
今
日
の
所
未
だ
完
全
な

b
と
は
言
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
心
理
學
者
は
之
れ
が

盆
後
逹
し
て
、
終
に
は
、
凡
て
の
個
人
に
就
て
談
な
く
其

―-

i

ハ
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最

近

心

理

昴

の

褒

昧

能
力
と
検
査
し
、
夫
々
適
嘗
な
る
職
業
を
典
へ
、
か
く
し

て
各
個
人
が
遺
懺
な
く
其
の
能
力
を
発
揮
し
得
る
に
至
る

様
な
時
代
の
来
る
事
を
歩
み
て
る
の
で
あ
る
。
＇

以
上
述
べ
て
来
た
鵡
は
、
言
は
ゞ
、
心
狸
學
の
。
utskirt

に
於
て
行
は
れ
た
瑳
化
に
就
て
ゞ
あ
っ
た
。
而
し
是
等
の

鐙
化
の
多
く
は
、
ち
つ
と
中
心
的
な
問
題
に
闘
し
て
行
は

れ
た
襲
化
と
闊
聯
し
て
居
つ
て
、
雨
者
は
互
に
影
聰
を
及

匠
し
合
っ
て
来
た
と
言
へ
る
。
而
し
、
心
狸
現
象
の
説
明

に
脚
す
る
一
般
的
狸
論
は
、
此
の
二
十
五
年
閻
に
比
較
的

瑳
化
が
無
か
っ
た
様
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
以
前
に
到
立

し
て
居
た
若
干
の
狸
論
は
今
日
で
屯
尚
、
朋
か
に
到
立
を

績
け
て
居
つ
て
、
其
の
間
に
共
通
し
た
見
地
を
建
て
る
と

言
人
迄
に
は
至
ら
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
其

の
、
心
理
現
象
の
説
明
に
闊
す
る
一
般
的
理
論
の
種
類
は
．

如
何
と
言
ふ
に
、
大
別
し
て
二
種
と
な
す
事
が
で
含
る
。

即
ち
其
の
一
は
、

a
n
i
m
i
s
t
i
c
explarrati
巨
で
其
の
二
は
、

C
a
u
s
a
l
 e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
で
あ
る
。
前
者
は
、
精
肺
現
象
に
開

ー
一
七

最
後
に
普
通
の
心
理
學
の
範
園
に
於
て
は
、
近
時
盛
に

す
る
最
後
の
説
明
を
一
、
つ
の

f
0
r
t
e
 |

1

ぞ
れ
ぱ
隈
‘

a
n
t
h
r
o
p
o
 m
o
r
p
h
i
c
f
o
r
m
に
於
て
典
へ
ら
る
ヽ
が
1

求
め
、
後
者
は
精
紳
現
象
の
各
の
要
素
が
、
夫
等
よ

b
虹

ら
に
よ
く
知
ら
れ
て
る
他
の
要
索
に
還
元
せ
ら
る
ヽ
事
に

満
足
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
一
一
種
の
説
明
が
到
立

し
て
居
つ
て
各
時
代
に
夫
々
の
消
長
は
あ
っ
た
が
、
追
々

と、

a
n
i
m
i
s
t
i
c
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

の
方
が
勢
を
占
め
て
来
る

傾
向
を
示
し
て
る
。
前
に
述
べ
た
、

F
r
e
u
d
の
説
郎
ら
、

意
誡
に
決
定
的
の
力
を
興
へ
る
も
の
は
、
意
識
の
下
に
存

在
し
て
居
て
、
夫
れ
が
常
に
意
識
の
範
園
に
押
し
入
ら
う

と
企
て
ヽ
居
る
。
換
言
す
れ
ば

total
self
と
は
全
く
獨

立
し
た
要
素
の
存
在
を
椴
定
し
て
、
夫
れ
が
意
識
に
影
響

を
及
ぼ
す
と
観
る
事
は
、
と
り
も
な
ほ
＄
ず

gimistic 

な
説
明
で
あ
る
と
言
へ
よ
う
c

、
そ
し
て
、
是
れ
は
恰
、
自

然
現
象
を
、
目
に
見
え
ぬ

g
o
d
や、

g
i
a
n
t
で
以
マ
し
肺
秘

的
に
設
朋
し
よ
う
と
す
る
の
に
似
て
居
る
。

に
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論
ぜ
ら
れ
た
所
謂
ふ
m
a
g
e
l
e
s
s
t
h
o
u
g
h
t
"

に
瀾
し
て
、

不
思
議
な
程
異
な
る
見
解
が
提
供
＄
れ
た
。
今
、
夫
等
を

分
げ
て
見
れ
ば
、
大
略
二
つ
に
な
る
。
一
ぱ
全
く
、

n
n
i
m
i
s
t
i
c
 
Q
立
場
を
と
つ
て
居
る
L
見
ら
る
ヽ
も
の
亀

で
、
そ
れ
に
依
れ
ば
、
思
考
作
用
は
吾
々
の
観
察
し
得
る

意
識
以
上
の
場
所
で
行
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
又

F
r
e
n
d

の
設
に
在
つ
て
は
意
識
に
決
定
的
の
力
を
典
へ
る
も
の
は

S
u
b
 ,
 
C
o
n
s
c
i
o
u
s
の
作
用
で
あ
っ
た
が
。
そ
れ
と
同
じ
様

に
、
思
考
作
用
ぱ
、

S
u
p
e
r
,
 co
n
s
c
i
o
u
s
の
螢
む
作
用
で

あ
る
。
少
く
と
も
、
吾
人
に
知
ら
れ
る
様
な
法
則
に
従
ふ

も
の
で
は
な
い
。
吾
々
の
普
通
の
意
識
よ
り
も
延
ら
に
高

•
いa
u
t
h
o
r
i
t
y

を
持
つ
て
居
る
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
事
に

な
る
。
他
の
見
解
ぱ
そ
れ
と
全
然
反
到
に
、
音
識
セ
全
く
否

定
し
、
所
謂
精
誹
作
用
の
説
明
は
、
物
理
的
若
し
く
は
、

生
理
的
に
為
＄
れ
得
る
と
す
る
。
既
に
、
思
考
作
用
の
如

ぎ
、
高
等
な
る
精
紳
作
用
に
意
識
を
要
し
な
い
と
す
れ

ば
、
日
常
生
活
に
於
け
る
筒
輩
応
動
作
に
は
勿
論
意
誡
を

哲

學

研

究

第

三

十

-[:; 

駿

必
要
と
し
な
い
繹
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
右
の
二
つ
の

見
解
は
全
然
柑
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
雨
様
の
説

明
の
中
間
に
更
ら
に
も
う
一
つ
の
説
明
が
考
へ
得
る
で
あ

ら
う
、
共
れ
は
、
帥
ち
、
意
識
状
態
を
他
の
意
識
朕
態
で

説
明
す
る
と
言
人
事
で
あ
っ
て
、
今
も
尚
、
多
く
の
心
理

學
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
居
る
。
即
ち
、
あ
る
精
稗
作
用

の
先
行
者
で
あ
り
、
又
、
原
因
で
あ
る
と
考
へ
ら
る
ヽ
も

の
が
物
理
的
の
も
の
で
な
く
て
、
精
稗
的
の
も
の
で
あ
る

と
な
す
眺
に
於
•
1、
此
説
明
は
、a
n
i
m
i
s
t
i
c

e
x
p
l
a
t
i
n
a
t
i
o
n
 

と
も
異
な
り
、

叉
、
行
動
主
義
と
も
一
致
し
な
い
。

之
れ
を
要
す
る
に
、
二
十
五
年
前
を
同
顧
し
て
、
常
時

の
心
理
學
界
と
現
今
の
心
理
學
界
と
比
較
し
て
見
る
な
ら

ば
、
其
発
逹
の
著
し
か
っ
た
事
は
、
否
定
出
来
ね
と
し
て

も
、
そ
れ
は
、
あ
る
一
つ
の
證
系
を
作
る
と
か
、
一
般
に

認
め
ら
る
ヽ
共
通
の
見
地
を
登
展
せ
し
む
る
と
言
ふ
方
面

に
於
て
ゞ
は
な
か
っ
た
事
に
氣
が
つ
く
で
あ
ら
う
。
郎
ち

痰
逹
し
た
の
は
、
｀
む
し
ろ
、
研
究
の
範
園
が
廣
文

9
、
観

ー・-

’‘ 
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棄 彙

報

哲

學

倫

理

學

會

二
月
十
八
日
午
後
六
時
よ
り
學
生
集
命
＂
所
に
於
て
例
會
を
開
き
、
左
の
講

演
あ
り
。

C
官
賤
的
感
箭
移
入
説
に
就
て

文 報

學

士

尾

生

光

三

郎

君

い
研
究
を
為
忘
ん
と
す
る
も
の
に
と
つ
て

S
u
g

g
e
s
t
i
o
n
を
典
へ
る
事
と
息
ふ
。

hology?GJ
、
此
の
方
面
に
つ
い
て
更
ら
に
詳
し

察
さ
れ
た
瑯
賞
が
増
加
し
、
個
々
の
問
題
に
闊
す
る
部
分

的
の
設
朋
が
為
さ
れ
た
を
言
ふ
期
に
在
る
の
で
あ
る
0

J
 

般
的
に
言
へ
ば
、
精
紳
朕
態
の
叙
述
、
分
類
と
言
ふ
方
面

に
重
合
を
置
く
よ
b
は
、
精
紳
活
動
や
動
作
の
因
果
的
カ

學
的
説
明
に
よ
り
多
く
、
力
を
入
れ
る
様
に
な
っ
て
来
た

と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
大
髄
に
於
て
、
菱
化
は
徐

々
と
し
て
起
り
、
革
命
的
痰
見
は
無
か
っ
た
。

附
記
。
同
じ
維
誌
に
戴
せ
ら
れ
て
居
る
¥
V
a
s
h
b
u
r
n

氏

の
論
文
、

'I'he
last q
u
a
r
t
e
r
c
e
n
t
n
r
y
 i
n
 P
s
y
c
 

ー
一
九

京
都
府
立
師
範
駆
校
附
隔
主
事

松

田

精

四

郎

君

心

理

學

蹟

書

會

二
月
二
十

H
午
後
一

1

一
時
よ
り
賞
験
室
に
て
開
催
。

0
宵

年

の

宗

敬

心

に

闘

す

る

研

究

文

學

士

藤

澤

B. E
r
d
m
a
n
n
;
 H
y
p
o
t
h
e
s
e
n
 iiber L
e
i
b
 uucl Seale 

文

學

士

須

藤

怨

吉

君

朦
澤
君
は
先
づ
、
現
代
腎
年
の
宗
数
的
欲
養
の
柚
め
て
乏
し
い
所
以
を
説

き
、
か
く
の
如
き
宵
年
に
向
つ
て
所
謂
「
褻
問
法
」
を
適
用
し
て
も
、
そ
の

得
た
る
結
果
は
、
債
値
少
し
と
な
し
、
稗
ゃ
佛
と
云
ふ
様
な
言
葉
を
用
ゐ
ず

に
他
の
方
法
に
依
つ
て
、
何
等
か
の
形
に
於
て
彼
等
が
有
す
べ
き
宗
欲
心
と

褻
見
す
る
逍
は
無
い
か
を
考
（
た
結
果
、
六
種
の
問
題
（
一
、
最
、
恐
る
し

い
も
の
は
何
で
す
か
、
二
、
最
、
心
配
な
の
は
何
で
す
か
、
三
、
給
、
苦
し

い
も
の
は
何
で
す
か
、
四
、
最
、
欲
し
い
も
の
は
何
で
す
か
、
・
五
、
最
、
大

切
な
も
の
は
何
で
す
か
、
六
、
ど
ん
な
人
に
な
り
た
い
で
す
か
）
を
案
出

し
、
男
、
八
十
七
名
、
女
百
二
十
四
名
、
に
就
て
其
の
答
案
を
求
め
た
。
と

述
べ
、
其
の
結
果
を
樅
理
し
て
表
示
し
、
夫
等
の
中
に
署
し
（
表
は
れ
て
ゐ

る
貼
を
指
摘
し
、
以
て
彼
等
背
年
の
有
す
る
宗
数
心
が
如
何
な
る
も
の
で
あ

る

か

を

筒

箪

に

説

明

さ

れ

た

。

．

次
に
須
臨
君
は
頭
書
の
書
物
の
大
要
を
簡
明
に
紹
介
せ
ら
れ
た
。

数

育

學

會

二
月
十
八
日
午
後
六
時
よ
り
學
生
集
合
所
に
於
て
例
會
を
開
き
、
左
の
講

演
あ
り
。

秀
オ
敬
育
に
就
て

乙

夫
君




