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ト
】

愛
着
障
害
児
の
易
興
奮
性
に
つ
い
て
の
一
考
察

大　

橋　

良　

枝

は
じ
め
に

平
成
二
四
年
の
障
害
児
支
援
制
度
お
よ
び
平
成
二
五
年
の
学
校
教
育
法
施
行
令
一
部
の
改
正
後
、
知
的
特
別
支
援
学
校
は
以
前
よ
り
広
く

児
童
生
徒
た
ち
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
同
校
で
は
愛
着
障
害
児
が
急
増
し
、
教
員
の
指
導
上
の
混
乱
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
の
問
題
が
顕
著
と
な
っ
た
（
大
橋
、
二
〇
一
七
）。
筆
者
は
知
的
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
臨
床
活
動
を
基
盤
に
、
二
つ
の
パ
イ
ロ
ッ
ト

事
例
に
基
づ
く
理
論
研
究
か
ら
こ
の
状
況
を
説
明
す
る
理
論
モ
デ
ル
仮
説
を
生
成
し
、
知
的
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
愛
着
障
害
児
と
教

師
の
間
に
起
き
る
問
題
の
力
動
を
描
い
た
（
二
〇
一
七
、
表
1
、
図
1
）。
し
か
し
、
こ
の
モ
デ
ル
（E

M
A

D
IS: E

ducational M
odel for 

A
ttachm

ent D
isorders in Special-needs school

）
に
お
い
て
十
分
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
今
後
早
急
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
現
象
が
い
く
つ
か
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
、
当
該
児
童
生
徒
の
「
易
興
奮
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
教
員
か
ら
の
相
談
内
容
の
多
く
に
「
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
す
子
ど
も
」

「
ど
こ
で
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
か
わ
か
ら
な
い
子
ど
も
」
へ
の
対
応
が
わ
か
ら
な
い
、「
キ
レ
て
暴
力
を
ふ
る
っ
た
り
、
逃
げ
出
し
た
り
す
る
子

ど
も
に
振
り
回
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
内
容
の
も
の
が
多
く
あ
る
。
相
談
を
受
け
た
筆
者
は
そ
れ
ら
の
子
ど
も
の
観
察
を
行
っ
て
き
た
の
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第一段階：
投影性同一化機制と、
情緒的連結過程の始
まり

本論に定義された投影性同一化を児童生徒が起こす。その
投影性同一化の対象として選択されたターゲット教師が無
意識的・主体的選択によって情緒的連結過程に組み込まれ
る。

第二段階：
ターゲット教師によ
る解毒の失敗

ターゲット教師が解毒に成功すれば、児童生徒は再取り入
れ、成長の道をたどるが、失敗すると病理的対象関係の反
復に陥り、児童生徒／ターゲット教師の連結が強烈になる
ため、教師は教師集団から孤立することになる。

介入：
教師集団内における
Container-Contained
システム作り

まず、ターゲット教師に蓄積されている攻撃性の排出、解
毒、再取り入れから始める。初期介入時はこれを心理士が
請け負って構わないが、その後ターゲット教師と、彼を取
り囲む教師集団の間にContainer-Containedのシステムを作
り、その働きが継続するよう心理士は集団に対して介入す
る。

第三段階：
二重のContainer-
Containedシステム
の循環

図1に示されたような、ターゲット教師を中止とした二重
のContainer-Containedシステムが循環することによって、
ターゲット教師の心理的成長、ひいては児童生徒の心理的
成長が起きる。

表1：制度改正後に起きた知的特別支援学校の問題状況に対する、EMADIS仮説

再取り入れ

攻撃性排出

投影性同一化愛着障害児童生徒

情緒的連結過程

対象の選択

心理士・教員集団
による夢想／解毒

教員集団-ターゲット教員間の
Container-Contained システム成立

ターゲット教員
攻撃性蓄積

図1：EMADIS仮説図
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だ
が
、
そ
こ
で
非
常
に
印
象
深
い
現
象
を
目
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
喜
び
で
あ
れ
、
楽
し
さ
で
あ
れ
、
不
快
感
で
あ
れ
、
あ
る
種
の
感
情

が
高
ま
る
と
閾
値
が
越
え
た
よ
う
に
、
快
で
も
不
快
で
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
興
奮
と
い
う
状
態
に
陥
る
子
ど
も
た
ち
の
様
子
で
あ
る
。
彼
ら

は
興
奮
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
、
自
動
的
な
暴
力
行
為
（
ラ
ジ
カ
セ
を
投
げ
つ
け
る
、
噛
み
つ
く
、
殴
り
か
か
る
な
ど
）
や
奇
声
、
逃
走

を
は
じ
め
、
そ
れ
を
止
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
見
え
た
。
中
に
は
、
少
し
情
緒
が
動
く
と
途
端
に
こ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
る
子
ど
も
も
い
た
。

器
質
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
障
害
が
重
篤
で
あ
る
ほ
ど
興
奮
に
伴
う
行
動
は
突
飛
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
臨
床
経
験
か
ら
は
感
じ
る
が
、

よ
り
目
を
ひ
い
た
の
は
、
軽
度
知
的
障
害
で
あ
っ
て
も
愛
着
の
問
題
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
は
興
奮
の
問
題
を
顕
著
に
表
す
と
い
う
点
で
あ

る
。
重
篤
な
知
的
障
害
を
持
つ
群
の
示
す
興
奮
と
愛
着
障
害
児
の
そ
れ
が
同
じ
質
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
か
、
精
査
が
必
要
で
は
あ
る
が

（
現
時
点
で
は
違
う
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の
違
い
に
つ
い
て
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
）、
本
論
で
は
愛
着
障
害
を
有
す
る
子
ど
も
の
示
す

「
興
奮
」
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
論
考
を
進
め
た
い
と
思
う
。

本
稿
で
は
暫
定
的
に
、
以
下
の
よ
う
な
行
動
上
の
特
徴
に
よ
っ
て
「
易
興
奮
性
」
を
定
義
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
原
因
の
特
定
に
教
師

が
困
難
を
感
じ
る
よ
う
な
突
然
の
泣
き
、
憤
怒
、
止
ま
ら
な
い
げ
ら
げ
ら
笑
い
、
咄
嗟
の
攻
撃
や
逃
走
と
い
っ
た
激
し
い
行
動
、
そ
し
て
、

他
者
か
ら
の
統
制
が
困
難
で
、
ま
た
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
放
棄
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
状
態
で
、
数
時
間
単
位
継
続
す
る
も
の
で
は
な

く
、
五
分
〜
一
時
間
の
範
囲
で
概
ね
収
ま
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
頻
繁
（
一
日
一
回
以
上
）
に
陥
る
状
態
で
あ
る
。

こ
れ
は
筆
者
が
携
わ
っ
た
児
童
生
徒
の
「
易
興
奮
性
」
を
便
宜
的
に
定
義
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
だ
妥
当
性
の
検
討
が
必
要
で
あ
る

が
、
特
に
自
他
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
難
し
さ
が
教
師
に
と
っ
て
困
難
を
感
じ
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
。

そ
し
て
筆
者
の
現
在
の
と
こ
ろ
の
愛
着
障
害
児
の
易
興
奮
性
に
関
わ
る
精
神
構
造
お
よ
び
力
動
理
解
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
筆
者

（
川
村
、
二
〇
〇
九
）
は
「
キ
レ
る
現
象
／
ひ
き
こ
も
る
現
象
」
を
自
己
愛
空
想
状
態
と
し
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、

こ
れ
ら
の
愛
着
の
問
題
を
有
す
る
子
ど
も
た
ち
は
感
情
を
保
持
す
る
、
い
わ
ば
器
の
よ
う
な
、
安
全
な
空
間
が
精
神
内
界
に
十
分
形
成
さ
れ

て
お
ら
ず
、
簡
単
に
情
緒
が
あ
ふ
れ
出
し
て
し
ま
う
の
だ
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
そ
れ
は
情
緒
的
な
意
味
合
い
を
持
た
な
い
も
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の
、
い
わ
ば
反
射
反
応
的
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
暴
発
を
起
こ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

さ
て
、
筆
者
は
一
連
の
研
究
の
中
で
、
知
的
特
別
支
援
学
校
に
愛
着
障
害
児
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
現
象
を
検
討
し
て
い
る
の
だ
が
、

愛
着
の
問
題
と
こ
の
易
興
奮
性
の
問
題
を
十
分
に
議
論
し
て
い
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
た
め
、
筆
者
は
こ
の
現
象
を
捉
え
る
包
括

的
理
論
を
持
た
な
い
ま
ま
、
自
ら
の
重
度
神
経
症
研
究
に
よ
る
知
見
を
中
心
に
、
い
く
つ
か
の
理
論
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
試
行
錯
誤
的

に
臨
床
の
場
で
の
介
入
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
経
験
に
基
づ
き
本
論
で
は
、
こ
の
現
象
に
理
論
的
説
明
を
与
え
る
可
能
性
を
持
ち
、
臨
床
的

介
入
を
行
っ
て
い
く
の
に
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
理
論
を
い
く
つ
か
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
は
今
後
、
こ
の
易
興
奮
性

に
対
す
る
臨
床
的
理
解
と
介
入
方
法
を
見
出
し
て
い
く
の
に
益
す
る
原
理
理
論
を
構
築
し
て
い
く
基
盤
を
示
す
意
義
を
持
つ
。

理　
　

論

（
1
）
ブ
リ
ッ
ジ
ス
（Bridges, 1932

）
の
発
達
理
論

こ
の
理
論
は
観
察
研
究
に
よ
っ
て
生
後
五
年
の
間
に
急
速
に
分
化
す
る
情
緒
を
図
2
の
よ
う
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
の
現
場

で
有
用
だ
と
感
じ
ら
れ
た
理
由
は
、
人
生
初
期
に
観
察
さ
れ
る
情
緒
と
し
て
の
興
奮
が
、
徐
々
に
分
化
し
て
い
く
様
子
を
描
い
て
い
る
こ
と

と
、
そ
の
分
化
発
達
の
様
子
が
筆
者
の
依
拠
す
る
精
神
分
析
的
発
達
理
論
と
の
対
応
性
が
良
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
可
視
化
さ
れ
て
い
る
た

め
に
現
場
の
教
師
た
ち
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

さ
ら
に
、
精
神
分
析
的
発
達
理
論
と
の
対
応
性
が
良
い
と
い
う
こ
と
で
、
精
神
分
析
的
立
場
に
あ
る
筆
者
と
し
て
は
、
精
神
発
達
ラ
イ
ン

の
道
筋
を
こ
の
理
論
に
見
出
し
や
す
く
、
介
入
方
法
の
構
成
と
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
児
童
生
徒
の
個
人
力
動
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
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に
役
立
っ
た
。

ま
た
、
筆
者
は
こ
の
理
論
を
も
と
に
教
師
に
よ
る

児
童
生
徒
の
情
緒
の
言
語
化
に
よ
っ
て
、
児
童
生
徒

の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
力
を
育
て
る
方
法
を
実
践
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
効
果
か
ら
も
帰
納
的
に
上
記

の
推
測
に
対
す
る
根
拠
が
得
ら
れ
そ
う
に
感
じ
て
い

る
。ブ

リ
ッ
ジ
ス
の
興
奮
の
定
義
は
、
観
察
の
た
め

の
操
作
的
定
義
で
あ
り
、「
何
ら
か
の
強
い
刺
激
に

対
し
て
手
の
筋
肉
を
緊
張
さ
せ
た
り
、
息
が
早
く

な
っ
た
り
、
足
で
蹴
る
よ
う
な
動
作
、
目
を
見
開
く

…
…
」
と
い
っ
た
行
動
上
の
記
述
で
あ
っ
て
、「
一

か
月
齢
以
下
の
乳
児
の
行
動
を
観
察
す
る
と
、
行

動
主
義
者
が
恐
れ
、
憤
怒
、
そ
し
て
愛
と
い
う
名
で

述
べ
て
き
た
よ
う
な
十
分
パ
タ
ー
ン
化
し
た
反
応
を

も
っ
て
人
生
は
ス
タ
ー
ト
し
な
い
」
と
主
張
し
つ

つ
、
一
方
で
、
そ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
た
め
の
妥

当
性
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
ブ
リ
ッ
ジ
ス
本
人

も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
も
ネ
ガ

図2：ブリッジスによる情緒の分化
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テ
ィ
ブ
で
も
な
い
情
緒
に
巻
き
込
ま
れ
た
よ
う
な
状
態
、
い
や
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
情
緒
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
緒
も
あ
る
閾
値
を
越
え
る
と
こ

の
興
奮
と
い
う
状
態
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
現
象
を
、
日
々
の
臨
床
の
中
で
観
察
し
て
い
る
筆
者
に
と
っ
て
、
情
緒
の
分
化
発
達
の
原

点
が
興
奮
に
あ
る
と
い
う
理
論
は
合
点
が
い
く
。
情
緒
の
未
分
化
性
が
愛
着
障
害
児
の
易
興
奮
性
に
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推

測
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

（
2
）
愛
着
理
論

先
に
筆
者
は
、「
キ
レ
る
／
ひ
き
こ
も
る
」
と
い
っ
た
行
動
上
の
問
題
を
自
己
愛
空
想
と
い
う
概
念
で
検
討
し
た
こ
と
に
つ
い
て
示
し
た

が
、
こ
れ
は
ウ
ォ
ー
リ
ン
（W

allin, 2007　

邦
訳
二
一
五
頁
）
の
ま
と
め
て
い
る
、「
埋
没
」（
あ
る
い
は
「
ご
っ
こ
遊
び
」
の
一
部
も
含

む
）
の
概
念
と
対
応
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
愛
着
発
達
の
文
脈
で
精
神
内
的
発
達
（
あ
る
い
は
心
理
療
法
に
お
け
る
発
展
）
を
、

「
埋
没
」、「
メ
ン
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
」「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
の
三
位
相
と
し
て
描
い
て
い
る
の
だ
が
、
易
興
奮
性
の
問
題
を
有
す
る
群
は
、

「
心
的
等
価
様
式
」
つ
ま
り
、
内
的
現
実
と
外
的
現
実
が
同
じ
も
の
だ
と
感
じ
て
し
ま
う
未
発
達
な
状
態
の
問
題
を
有
す
る
埋
没
の
様
態
に

留
ま
っ
て
い
て
、「
ご
っ
こ
遊
び
」
す
な
わ
ち
、
外
的
現
実
を
無
視
し
、
欲
求
充
足
的
内
的
現
実
に
留
ま
る
状
態
の
段
階
に
発
展
で
き
て
い

な
い
か
、
あ
る
い
は
埋
没
か
ら
メ
ン
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
へ
の
道
筋
で
あ
る
「
ご
っ
こ
遊
び
」
に
留
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
前
節
の
ブ
リ
ッ
ジ
ス
の
情
緒
分
化
の
理
論
と
愛
着
理
論
の
対
応
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
情
緒
の
分
化
発
達
に
母
子
相
互
作
用
が

重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
ウ
ォ
ー
リ
ン
の
言
及
の
下
支
え
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
フ
ォ
ナ
ギ
ー
（Fonagy

）
や
ス
タ
ー

ン
（Stern

）
と
い
っ
た
臨
床
家
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
の
理
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
「
愛
着
理
論
」
の
母
で
あ
る
、
エ
イ
ン
ズ
ワ
ー

ス
（A

insw
orth et al., 1978

）
に
よ
れ
ば
、
大
橋
（
二
〇
一
七
）
で
も
触
れ
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
情
緒
分
化
に
は
「
母
子
関
係
に
お

け
る
共
同
的
で
随
伴
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
安
心
感
を
求
め
て
接
近
す
る
乳
児
の
言
語
的
／
非
言
語
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
正
確
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に
読
み
取
り
、
よ
く
調
和
し
た
応
答
を
行
う
相
互
の
や
り
取
り
が
必
要
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
愛
着
形
成
に
失

敗
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
情
緒
分
化
に
失
敗
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
群
の
中
に
易
興
奮
性
を
呈
す
る
群
が
あ
る
と
理
解

で
き
る
。

こ
れ
ら
の
理
論
か
ら
、
愛
着
の
問
題
ゆ
え
に
易
興
奮
性
を
示
す
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
大
人
が
新
た
な
愛
着
対
象
と
し
て
関
わ
る
こ
と

が
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
知
的
障
害
と
愛
着
障
害
を
有
す
る
児
童
生
徒
の
様
々
な
要
因
を

考
え
る
と
、
彼
ら
を
心
理
療
法
の
よ
う
な
場
に
入
れ
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
愛
着
障
害
児
が
育
っ
た
環
境
を
想
像
す
る
と
、
お
そ
ら

く
子
ど
も
た
ち
を
心
理
学
的
な
援
助
の
場
に
連
れ
て
行
こ
う
と
い
う
親
の
気
づ
き
も
期
待
す
る
の
が
難
し
い
し
、
ま
し
て
や
知
的
障
害
児
の

臨
床
心
理
学
的
援
助
に
お
け
る
技
法
上
の
独
特
の
難
し
さ
が
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
知
的
障
害
を
有
す
る
愛
着
障
害
児
を
取
り
巻
く
状
況
を
考
え
る
と
、
知
的
特
別
支
援
学
校
で
あ
る
程
度
の
ケ
ア
が
で
き
る
こ

と
が
予
防
的
視
点
か
ら
も
治
療
的
視
点
か
ら
も
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
学
校
教
育
現
場
で
愛
着
障
害
児
を
育
て
る
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、
大
橋
（
二
〇
一
七
）
が
示
し
た
よ
う
に
、
愛
着
障
害
児
と
無
防
備
に
深
く
関
わ
ろ
う
と
す
る
と
き
に
起
き
る
、

投
影
性
同
一
化
に
よ
る
巻
き
込
ま
れ
の
力
動
に
起
因
す
る
教
師
の
負
担
に
つ
い
て
は
熟
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
3
）
英
国
の
中
間
（
独
立
）
学
派

先
述
の
ウ
ォ
ー
リ
ン
は
愛
着
療
法
家
で
あ
る
が
、
彼
が
述
べ
て
い
た
「
ご
っ
こ
遊
び
」
に
つ
い
て
臨
床
的
に
示
し
た
の
は
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ

ト
（W

innicott, D
. W

.

）
で
あ
る
。

彼
は
ま
た
、
興
奮
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
（W

innicott, 1971

）、
外
的
対
象
へ
の
依
存
を
撤
退
さ
せ
内
在
化
さ
せ
る
過
程
、
あ
る

い
は
、
創
造
的
な
活
動
（
哲
学
的
思
考
、
自
由
連
想
）
を
行
う
と
き
に
起
き
る
独
自
の
現
象
と
し
て
の
中
間
領
域
と
遊
び
の
概
念
を
示
し
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た
。
中
間
領
域
と
、
そ
こ
で
の
活
動
で
あ
る
遊
ぶ
こ
と
は
、
絶
対
依
存
期
か
ら
相
互
依
存
期
の
観
察
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
現
象
で
、
中
間
領

域
と
は
、
外
的
現
実
と
も
精
神
内
的
現
実
と
も
問
わ
れ
な
い
領
域
で
あ
り
、
そ
の
領
域
が
他
者
と
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
遊
ぶ
こ
と
が
展
開

し
、
遊
び
は
興
奮
を
伴
う
が
、
本
能
を
巻
き
込
ん
だ
身
体
的
興
奮
は
遊
び
を
損
な
う
こ
と
と
な
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
定
義
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。

研
究
ノ
ー
ト
と
い
う
こ
と
で
加
筆
す
る
が
、
実
は
筆
者
が
博
士
課
程
に
在
学
中
、
重
度
神
経
症
の
精
神
力
動
に
着
想
し
た
一
つ
の
き
っ
か

け
が
、
こ
の
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
中
間
領
域
と
遊
び
の
概
念
の
中
に
あ
る
。
健
康
な
空
想
状
態
と
病
理
的
な
妄
想
状
態
に
つ
い
て
思
考
を
巡
ら

し
て
い
た
時
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
中
で
、
本
能
、
す
な
わ
ち
、（
原
始
的
な
様
態
で
あ
る
）
リ
ビ
ド
ー
あ
る
い
は
ア
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン
が
意
識
さ
れ
る
と
、
遊
ぶ

こ
と
や
中
間
領
域
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、
現
場
の
児
童
生
徒
か
ら
も
よ
く
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
リ
ビ
ド
ー
や
ア
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン

と
い
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
対
象
（
自
他
含
む
）
志
向
性
が
あ
る
の
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
賦
活
さ
れ
る
こ
と
で
外
的
対
象
が
意
識
さ
れ
て
、

遊
ぶ
こ
と
や
中
間
領
域
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
の
は
理
解
し
や
す
い
。
筆
者
は
、
重
度
神
経
症
の
理
論
に
お
い
て
も
こ
の
本
能
に
よ
る
興
奮

と
遊
ぶ
喜
び
の
区
別
の
重
要
性
に
つ
い
て
示
唆
し
て
い
る
が
、
こ
の
区
別
に
興
奮
に
関
わ
る
ヒ
ン
ト
が
あ
り
そ
う
な
気
が
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
中
間
（
独
立
）
学
派
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
フ
ェ
ア
バ
ー
ン
（Fairbairn, W

. R
. D

.

）
も
ま
た
、
興
奮
の
問
題
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。
シ
ミ
ン
ト
ン
（Sym

ington, 1986　

邦
訳
二
三
〇
頁
）
に
よ
る
と
、
フ
ェ
ア
バ
ー
ン
は
「
子
ど
も
の
愛
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
母
親
、
あ
る
い
は
子
ど
も
に
自
然
な
愛
情
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
母
親
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
興
奮
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
愛
の

存
在
は
、
子
ど
も
に
満
足
の
感
覚
を
も
た
ら
し
ま
す
が
、
愛
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
に
は
興
奮
が
伴
う
の
で
す
。
…
…
情
緒
的
接
触
が
欠
如

し
て
い
る
場
合
に
は
、
憎
し
み
が
常
に
重
要
な
要
素
と
し
て
含
ま
れ
る
興
奮
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
愛
情
を
注

ぐ
こ
と
に
失
敗
し
た
母
親
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
子
ど
も
が
憎
し
み
を
要
素
と
す
る
興
奮
を
体
験
す
る
と
い
う
言
及
は
、
愛
着
障
害
の
問
題

と
興
奮
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
直
感
的
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
筆
者
自
身
、
現
場
で
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
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中
に
あ
る
強
い
怒
り
や
憎
し
み
の
色
彩
を
帯
び
た
突
然
の
暴
発
行
動
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
興
奮
の
概
念
や
、

理
論
の
背
景
に
想
定
さ
れ
る
投
影
性
同
一
化
力
動
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
愛
着
障
害
と
興
奮
の
問
題
、
ひ
い
て
は
大
橋
（
二
〇
一
七
）
で
焦

点
化
し
た
投
影
性
同
一
化
力
動
の
問
題
を
統
合
さ
せ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
た
、
フ
ェ
ア
バ
ー
ン
は
彼
の
「
リ
ビ
ド
ー
の
究
極
的
な
目
的
は
対
象
で
あ
る
」（Fairbairn, 1958

）
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
と
お

り
、
そ
れ
ま
で
フ
ロ
イ
ト
や
ク
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
理
論
の
根
幹
を
支
え
る
前
提
と
さ
れ
て
い
た
リ
ビ
ド
ー
と
ア
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン
の
概
念
を
、

生
物
的
な
本
能
的
緊
張
の
解
放
を
第
一
の
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
対
象
を
求
め
る
も
の
と
み
な
し
た
こ
と
か
ら
も
、「
も
っ

と
も
純
粋
な
対
象
関
係
論
者
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
筆
者
は
彼
の
こ
の
「
リ
ビ
ド
ー
の
究
極
的
な
目
的
は
対
象
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
に

愛
着
理
論
と
の
親
さ
を
感
じ
る
。
分
離
を
強
調
す
る
マ
ー
ラ
ー
学
派
や
自
我
心
理
学
に
基
づ
く
ほ
か
の
理
論
に
対
し
、
フ
ェ
ア
バ
ー
ン
や

ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
と
い
っ
た
中
間
学
派
は
愛
着
に
主
た
る
焦
点
を
当
て
、
こ
の
発
達
を
相
互
作
用
す
る
自
他
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
い
う
視
点
か
ら
理

解
し
よ
う
と
し
て
い
る
（Fonagy, 2001　

邦
訳
一
〇
四
頁
、
本
文
に
は
中
間
学
派
で
は
な
く
英
国
対
象
関
係
論
と
記
述
）。

（
4
）
折
衷
に
つ
い
て
︱︱
認
識
論
的
観
点

話
は
逸
れ
る
が
、
理
論
検
討
の
上
で
認
識
論
の
壁
と
も
言
う
べ
き
問
題
が
こ
の
話
の
背
景
に
は
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
研
究
ノ
ー
ト
と
い

う
こ
と
で
少
し
自
由
、
場
合
に
よ
っ
て
は
過
度
に
空
想
的
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
付
記
し
て
お
き
た
い
。
先
ほ
ど
か
ら
の
中
間
（
独

立
）
学
派
と
い
う
記
述
も
同
じ
懸
念
が
あ
っ
て
の
括
弧
付
表
記
と
し
て
い
る
こ
と
が
以
下
か
ら
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

大
橋
（
二
〇
一
七
）
で
も
少
し
触
れ
て
い
る
が
、
愛
着
理
論
の
父
ボ
ゥ
ル
ビ
ィ
（B

ow
lby, J.

）
と
英
国
の
対
象
関
係
論
の
母
ク
ラ
イ
ン

（K
lein, M

.

）
の
決
別
の
歴
史
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
ク
ラ
イ
ン
の
徹
底
し
た
精
神
内
界
主
義
へ
の
嫌
悪
と
、
彼
女
が
「
研
究
の
能
力
に
著

し
く
欠
け
て
い
る
」
と
批
判
し
た
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ン
の
弟
子
で
あ
っ
た
ボ
ゥ
ル
ビ
ィ
は
そ
の
関
心
を
精
神
分
析
か
ら
進
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化
論
・
科
学
性
に
移
し
て
い
っ
た
歴
史
が
あ
る
。
そ
し
て
精
神
分
析
も
ボ
ゥ
ル
ビ
ィ
を
排
斥
し
て
い
っ
た
歴
史
が
あ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
愛
着
障
害
児
の
投
影
性
同
一
化
概
念
の
検
討
を
し
て
い
く
中
で
、
筆
者
は
ボ
ゥ
ル
ビ
ィ
と
ク
ラ
イ
ン
が
同
じ
現
実
に
関
心
を

持
っ
て
い
た
の
も
の
の
、
認
識
論
的
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
た
め
に
決
別
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
至
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
今
後

愛
着
理
論
と
精
神
分
析
は
補
完
し
あ
う
関
係
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
感
じ
て
い
る
。

し
か
し
排
斥
や
批
難
の
歴
史
と
い
う
の
は
、
そ
の
学
問
が
持
つ
認
識
論
の
不
一
致
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
学
問
の
背
骨
は
認
識
論
に
寄
っ

て
立
つ
わ
け
だ
か
ら
、
同
じ
も
の
を
見
て
い
る
の
だ
か
ら
折
衷
、
統
合
し
て
い
こ
う
、
と
い
う
の
は
軽
率
だ
と
も
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

ク
ラ
イ
ン
は
、
筆
者
の
理
解
だ
が
、
徹
底
し
た
精
神
内
界
主
義
と
フ
ロ
イ
ト
の
晩
年
の
関
心
事
で
あ
る
死
の
本
能
へ
の
深
い
洞
察
か
ら
、

娘
ア
ナ
・
フ
ロ
イ
ト
よ
り
も
フ
ロ
イ
ト
的
で
あ
り
、
精
神
分
析
の
父
フ
ロ
イ
ト
が
暗
示
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
ま
で
加
味
し
た
論
理
展
開
を

行
っ
た
英
国
女
性
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
彼
女
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
愛
娘
で
フ
ロ
イ
ト
の
著
作
や
書
簡
を
整
理
し
、
自
我
に
焦
点
を
当
て

て
自
我
心
理
学
を
展
開
し
た
ア
ナ
・
フ
ロ
イ
ト
と
の
徹
底
し
た
対
立
に
至
り
、〈
自
我
心
理
学
〉
対
〈
対
象
関
係
論
〉（
対
象
関
係
論
と
い

う
よ
り
、
ク
ラ
イ
ン
派
か
）
の
構
図
が
歴
史
上
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
精
神
内
界
主
義
者
で
あ
る
ク
ラ
イ
ン
に
師
事

し
て
い
た
ボ
ゥ
ル
ビ
ィ
も
ま
た
、
は
じ
め
は
精
神
分
析
の
流
れ
の
中
に
い
た
。
し
か
し
、
恵
ま
れ
な
い
環
境
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
臨
床
を

行
っ
て
い
た
ボ
ゥ
ル
ビ
ィ
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
を
受
け
な
が
ら
ク
ラ
イ
ン
が
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
母
親
に
対
し
て
関
心
を

持
た
な
い
こ
と
に
疑
問
と
憤
り
を
感
じ
、
母
子
関
係
へ
の
焦
点
化
と
精
神
分
析
が
置
き
去
り
に
し
た
進
化
論
や
科
学
性
（
フ
ロ
イ
ト
が
関
心

を
持
っ
て
い
た
生
物
学
的
・
進
化
論
的
・
科
学
的
側
面
と
も
言
え
る
そ
れ
ら
）
に
関
心
を
移
し
て
い
っ
た
も
の
と
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
。

さ
て
、
英
国
に
は
こ
の
よ
う
な
心
理
学
の
巨
人
た
ち
が
戦
っ
た
歴
史
が
あ
る
の
だ
が
、
英
国
に
お
け
る
対
象
関
係
論
は
そ
の
後
ま
た
面
白

い
展
開
を
見
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
英
国
で
展
開
し
た
対
象
関
係
論
は
や
は
り
ク
ラ
イ
ン
が
母
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
ン
派
と
い
う
言
葉
も
あ
る

の
だ
が
、
英
国
対
象
関
係
論
者
の
代
表
と
さ
れ
る
ビ
オ
ン
（B

ion, W
.R

.

）
が
ク
ラ
イ
ン
派
か
と
い
わ
れ
る
と
、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
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人
も
多
く
い
る
と
い
う
現
象
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
英
国
で
の
精
神
分
析
の
展
開
は
独
立
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
ビ
オ

ン
は
色
濃
く
ク
ラ
イ
ン
の
流
れ
を
組
ん
で
は
い
る
が
、
英
国
の
代
表
者
で
あ
る
フ
ェ
ア
バ
ー
ン
や
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
な
ど
は
自
我
心
理
学
と
対

象
関
係
論
の
対
立
か
ら
比
較
的
離
れ
た
第
三
の
位
置
に
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
は
中
間
学
派
、
独
立
学
派
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
用
語

は
精
神
分
析
に
お
け
る
ド
グ
マ
的
な
排
斥
の
歴
史
か
ら
フ
リ
ー
な
精
神
分
析
の
一
派
が
英
国
に
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
中
間
学
派
と
彼
ら
を
呼
ぶ
人
た
ち
と
、
独
立
学
派
と
呼
ぶ
人
た
ち
の
間
に
は
、
精
神
分
析
の
中
に
あ
る
歴
史
に
対
す
る
認
識

あ
る
い
は
そ
の
認
識
に
対
す
る
価
値
づ
け
の
差
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
私
は
、
中
間
学
派
と
呼
び
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
愛
着
理
論

と
精
神
分
析
学
派
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
広
く
考
え
ら
れ
て
い
る
現
状
の
中
で
、
中
間
学
派
を
媒
介
に
両
理
論
の
接
点
を
見
出
し
て
い
く
可

能
性
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ゥ
ル
ビ
ィ
も
、
自
分
は
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
ボ
ゥ

ル
ビ
ィ
は
間
違
い
な
く
ク
ラ
イ
ン
か
ら
影
響
を
受
け
て
お
り
、
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
は
第
三
の
位
置
に
い
る
ウ
ィ

ニ
コ
ッ
ト
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
の
だ
。

少
し
冗
長
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
筆
者
は
今
後
、
中
間
学
派
を
媒
介
と
し
た
理
論
検
討
の
可
能
性
に
つ
い

て
考
え
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
筆
者
が
現
場
で
有
用
で
あ
る
と
感
じ
た
理
論
を
示
し
て
き
た
。
ま
た
、
少
し
自
由
に
筆
者
が
感
じ
て
い
る
こ
と
も
書
き
連
ね

た
。
一
方
で
、
筆
者
が
依
拠
し
て
い
る
自
我
心
理
学
的
立
場
、
精
神
分
析
的
シ
ス
テ
ム
ズ
理
論
の
視
点
を
示
す
こ
と
は
保
留
し
、
こ
れ
ら
の

論
を
統
合
す
る
際
に
用
い
た
い
と
思
う
。
そ
の
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
つ
い
て
十
分
議
論
し
て
い
く
の
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。ま

た
、
こ
の
検
討
の
際
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
（Jacobson, E

.

）
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
必
須
と
な
ろ
う
。 

な
ぜ
な
ら
彼
女
は
、
内
容

の
難
解
さ
か
ら
か
、
あ
ま
り
日
本
で
は
表
に
出
て
こ
な
い
が
、
自
我
心
理
学
と
対
象
関
係
論
と
い
う
ア
ナ
・ 

フ
ロ
イ
ト
と
ク
ラ
イ
ン
の
対

立
に
端
を
発
し
た
二
つ
の
立
場
の
歴
史
的
、
認
識
的
違
い
を
押
さ
え
た
上
で
、
二
つ
の
大
き
な
理
論
を
補
完
さ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
、
愛
着
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理
論
が
後
で
実
験
的
に
検
証
し
た
こ
と
を
か
な
り
前
に
理
論
化
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
フ
ォ
ナ
ギ
ー
（Fonagy, 2001

）
も
愛
着
理
論
家

が
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
に
学
ぶ
こ
と
は
大
き
い
と
述
べ
て
い
る
。

お
わ
り
に

さ
て
、
こ
こ
ま
で
興
奮
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
や
や
保
留
し
た
ま
ま
に
論
を
進
め
て
き
た
。
改
め
て
定
義
を
整
理
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
事
例
を
置
き
な
が
ら
、
こ
の
興
奮
が
起
き
る
力
動
と
そ
の
背
景
に
あ
る
発
達
の
問
題
に
つ
い
て
今
後
検
討
し

て
い
き
た
い
。
ま
た
、
知
的
障
害
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
精
神
神
経
的
見
地
か
ら
の
考
察
も
必
須
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
易
興
奮

性
の
問
題
、
特
に
激
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
知
的
障
害
の
問
題
と
関
連
が
あ
る
の
か
、
例
え
ば
、
統
合
失
調
症
な
ど
の
妄
想
を
有

す
る
た
め
に
知
的
障
害
は
な
い
も
の
の
認
知
機
能
に
影
響
が
起
き
る
疾
患
で
は
、
興
奮
が
同
じ
よ
う
に
起
き
る
の
か
、
も
と
も
と
知
的
障
害

も
認
知
機
能
の
障
害
も
有
し
て
い
な
い
者
は
ど
の
よ
う
に
興
奮
を
体
験
し
行
動
か
す
る
か
、
こ
れ
ら
の
興
奮
は
同
じ
も
の
と
言
っ
て
良
い
の

か
、
な
ど
、
疾
病
単
位
間
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
興
奮
と
い
う
行
動
上
の
問
題
の
力
動
理
解
を
深
め
る
こ
と
も
有
効
だ
ろ
う
。
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