
〈
研

究

論

文

７

〉

芥
川
龍
之
介
と
ラ
カ
ン
的
「
構
造
」

―
―
「
地
獄
変
」
を
ラ
カ
ン
的
に
読
む
―
―

一
　

ラ

カ

ン

的

「
構

造
」

ま
ず
、
以
下
の
分
析
・
検
討

の
枠
組
み

と
し
て
用

い
る
「
構
造
」
と

い
う

ラ
カ
ン
の
概
念

に
つ
い
て
、
我

々
が
解

釈
す

る
と
こ
ろ
を
見
取
り

図
に
従

っ

て

明
ら

か
に
し
て

お
こ

う
。
説
明

に
当

た

っ
て
、
こ
の
見
取
り
図

の
根
拠
と

な
る
フ

ロ
イ
ト
の
報
告
と
分
析

を
ま
と

め
て
お
く
。

フ
ロ
イ
ト
が
扱
っ
て
い
る
具
体
例
は
、
現
在
三
七
歳
の
女
性
患
者
が
一
二

歳
半

の
時

に
経
験
し
た

い
わ
ゆ

る
既
視

体
験
で
あ
る
。
こ

の
女
性

は
、
級
友

た
ち
の
自
宅
を
訪
問
し
て

い
る
最
中

に
、
こ
の
家
に
前

に
来
た
こ

と
が
あ
る

と

い
う

強

い
実

感

を

抱

い

た
。

こ

の
級

友

の

家

に

は
重

病

の

弟

（
兄

Ｂ
 ｒｕ
ｄｅ
ｒ
）
が
お
り
。
彼

女

は
こ
の
弟

に
も
会

っ
て

い
る
。

そ
の
時

、
こ

の

人

は
死

ぬ
だ
ろ
う
と
思

っ
た
。
実

は
、
こ

の
訪
問

の
数

か
月
前

に
、
彼
女
自

身
の
弟

（
兄
）
が
ジ
フ
テ
リ
ア
で
危
篤
状
態

に
陥

る
こ
と
が
あ

っ
た
が

、
フ

片
　
山
　
文
　
保

ロ
イ

ト

は

、

こ

の

折

に

、

彼

女

が

弟

の
死

を

空

想

し

た

に
違

い

な

い

と

見

る
。

つ

ま

り

、

級

友

た

ち

の

家
で

、
彼

女
ら

の

弟

を

見

た

時

に

、
自

分

の
弟

の
こ

と

を
再

認

し

た

に

違

い

な

い

の

だ

が

、
問

題

の

死

の

空

想

が

抑
圧

さ

れ
て

い

た

た

め

に

、

こ

の
再

認

も

抑

圧

さ

れ

、
そ

の
代

わ

り

に

、
訪

問
し

た

家
が

偽

再

認

さ

れ

た

の

で

あ

る
。

こ

の

例

に

つ

い

て

の

フ

ロ
イ

ト

の

議
論

を

要

約

す

れ

ば

、

次

の

よ

う

に
な

る

だ

ろ

う
。

そ

の

時

、

主

体

は

、
現

在

の
状

況

に

触

発

さ

れ

て

、

あ

る
抑

圧

さ

れ

た
過

去

の

状

況

を

思

い

出
し

て

い

る

の
だ

が

、

そ

の
過

去

の
状

況

と
現

在

の

そ

れ

と

い

う

内

容

を

含

ん

だ

「

類
似

性

」

の

認

知

は
無

意

識

に
と

ど

ま

り

、

意
識

に

は

、

そ

の

状
況

間

の
形

式
的

関

係

と
し

て

の
類

似

性

だ

け

が

知

覚

場
面

の

類
似

ま

た

は
同

一

性

と

し

て

、

即

ち

、
「
既

に

体

験

し

た

こ

と

が

あ

る
」

と

い

う
実

感

の
も

と

に
認

知

さ
れ

る
。

つ

ま
り

、

類

似

性

・
同

一

性

の
再
認
が
、
場
所
を
「
移
動
[
置
き
換
え
]
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｅ
ｂ
ｕ
ｎ
ｇ
　
」
さ
せ
ら
れ
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て

い
る
の
で

あ
る
。

そ
し
て

、
フ

ロ
イ
ト
に
よ
れ

ば
、
主
体
は
、
こ
の
時
、
こ
の
移
動
、
即
ち
、

既
視
感

の
現
象
に
つ
い
て

、
そ
の
「
動

機
を
、
意
識
的

に
は
知
ら
な
い
が
、

無
意
識

的
に
は
知

っ
て

い
る
」
、

あ
る
い

は
、
そ
の

意
味
を
「
知

っ
て

い

る

と

い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
」
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
再

認

が
別

の
場
所
に
移
動

さ
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
な

の
だ

か
ら
、
主
体
は
、
抑

圧

さ
れ
た
も
の
を
再
認
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
知

っ
て

い
る
こ
と

に
な
る
。

し

か
し
、
意
識
的
に
知

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
無
意
識
的

に
知

っ
て

い
る

の
で

あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
事
例
を
、
以
下
の
よ
う
に
図
式
化
し
て
み
よ
う
（
図
１

１
）
。

―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
は
、
②
の
現
在

過去の状況・空想

過去の光景( 状況)

過去において体験された

とされる現在と同じ光景

①
②
②

一 一 一 一 一 ―

「既視感」における

再認の関係図

図-1

の
光
景
を
発
端
と
す

る
、

二
つ
の
再
認
を
巡

る
関

係
図

式
で
あ

る
。
患
者

は
、
②
の
現

在
の
光
景

を
前
に
し
て

、
ま
ず

、

そ
の
光
景

に
含
ま

れ
る

状
況
が
①
の
過
去
の
状

況

に
似
て

い
る
こ
と
を
認

知
す

る
。
し

か
し
、
こ
の
過
去
の
状
況

、
あ
る
い

は
、
そ

の
状
況

に
つ
な
が
る
空

想
が
抑
圧
下

に
あ
る
た
め
に
、

そ
の
再

認
は

抑
圧
さ

れ
、
類
似
性

の
認
知
だ
け
が

、
②
の
光
景

に
お
け
る
不
明

な
過
去

の
体

験
の
反
復
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
②
－
①
の
再
認
関
係
が
、
②
―
'
②

の
再
認
関
係

へ
と

「
移
動
さ
れ
る
［
置
き
換
え
ら
れ
る
］
」
の
で
あ
る
。

「
抑
圧
さ
れ
た
も
の
」
、
「
無
意
識
的
な
も
の
」
と
は
、
②
―
'
②
に
対
し
て
、

常

に
そ
の
陰

に
あ

る
②

―
①

の
こ
と
、
あ
る

い
は
、
最
終

的
に
は
、
①
の
こ

と
を

い
う
。

そ
こ

に
在
る
欠
如

の
こ
と
を

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
と
無

意

識
と

い
う
フ

ロ
イ

ト
的
な
二

水
準

の
分
割
を
、
ラ

カ
ン

は
「
主
体

の
分

割
」

と
し
て

捉
え
直

す
。

つ
ま
り
、
〈
意
識
／

無
意
識
〉
を
制
定
す

る
と
こ

ろ

の
、
フ

ロ
イ
ト
の
言
う

「
原
抑
圧
」

に
お

い
て
、
主
体

は
異
な
る
二
水
準

の
間

に
、

二
つ
の
主
体
と
し

て
引
き
裂

か
れ

る
の
で
あ
る
。
図
の
破
線
を
境

に
、
そ
の
上
の
②
―
'
②
に
は
「
自
我
」
が
、
そ
し
て
、
そ
の
下
の
①
の
場
、

即
ち

、
欠
如

の
場

に
は
、

ラ
カ
ン
が

「
抹
消
さ
れ
た
主
体
」
と
呼
ぶ
も
の
が

位
置
付
け
ら

れ
る
。
こ
こ
で

、
破
線

の
上
を

「
世
界
」
と
呼

べ
ば
、
自
我
と

は
、
世
界
内

の
主
体
、
あ

る
い
は
、
自
ら
を
世
界
の
中
に
位
置
付
け

る
主
体

の
こ

と
で

あ
り
、

他
方
、

破
線
の
下

の
欠
如

の
場
を
、
世
界
内

の
自
我

に
対

す
る
「
他
者
Ａ
ｕ
ｔ
ｒ
ｅ
」
の
領
域
と
呼
べ
ば
、
こ
の
場
に
消
え
去
っ
た
主
体
は

〈
他
者
に
お
け

る
主
体
〉

で
あ

る
。
そ

し
て
、
後
者

は
前
者

の
失
わ
れ
た
分

身
の
価
値
を
持
つ
。

つ
ま

り
、
「
他
者
」

に
お
け

る
主

体
と
は
、
世

界
内

の

主
体
に
と

っ
て
、
永
遠
に
失
わ
れ
、
永
遠
に
回
復
を
試
み
る
べ
き

本
来
の
主

体

（
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
表
現

さ
れ
る
自
己

の
決
定
的
な

「
存
在
」
）

の
価

値
を
持
つ
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

に
お

い
て
、
さ
ま
ざ

ま

な
姿

の
も
と
に
、

欲
望
の
対
象

と
し
て
機
能

す
る
の
で

あ
る
。

ラ
カ

ン
が

「
対
象
ａ
」
と
呼
ぶ
も
の
を
、
我

々
は
こ
の
よ

う
に
解
釈
し
よ
う

（
②
に
お



け

る
①
の
再

認
と
は
、
し
た
が
っ
て

、
最
終
的
に
は
「
対
象
ａ

」
の
再

認
の

こ
と
で

あ
る
。
弟
の
死

の
空
想
と
は
、
回
復
さ
れ
た
両
親
の
愛
情
を
鏡
に
し

て
自
己

の
「
存
在
」
を
映
し
出

し
取

り
戻

す
空
想
で

あ
る
）
。

そ
し
て
、
②
－
'
②
は
②
－
①
の
置
き
換
え
で
あ
る
と
は
、
人
間
の
欲
望
は

常
に
、
水
準
あ
る
い
は
主
体
の
分
割
に
示

さ
れ
る
よ
う
な
二
重
構
造
を
持
っ

て
い
る

と
い
う
こ

と
で
あ

る
。

前
者
を
自

我
の
欲
望

と

呼
べ

ば
、
後
者

は

「
他
者
の
欲
望
」
（
ラ
カ

ン
）
で
あ
る
。
自
我
に
と

っ
て
後
者
の
欲
望
は
、

フ

ロ
イ

ト
の
女

性
患
者
に
と
っ
て
実
の
兄
弟
の
死
を
願
う
願
望
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
ま
さ
し
く
、
身
に
覚
え
の
な
い
、
見
知
ら

ぬ
他
者
の
欲
望
で
あ
る
。

こ
れ

ら
二
つ
の
欲
望
の
「
置
き
換
え
」

の
関
係
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
強

迫
の
そ
れ
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
神
経
症
の
症
候
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
自
我

は
「
他
者

の
欲
望
」

に
駆

ら
れ

る
こ

と
を

「
余
儀

な
く

さ
れ

る
」
（

フ
ロ
イ
ト
）
の
で
あ
る
。
こ
の
強
迫
の
関
係
を
図
式
化
す

る
と
、
「
他

者
の
欲
望
」
で
あ
る
②
―
①
を
、
②
‐
'
②
―
①
と
描
き
換
え
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う

（
図
参
照
）
。
つ
ま
り
、
「
他
者
の
欲
望
」

は
自

我
の
欲
望
を
貫

ぎ
駆

る
の
で
あ
る
。

そ
れ

は
常

に
世
界
内
の
主
体

に
先
行
す

る
の
で

あ
る
（
侍
従

が
い
つ
も
平
中

の
「
胸
算
用
」
の
先
回
り
を
し

た
よ

う
に
）
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
欲
望
の
「
構
造
」
を
前
提
と

し
て

、
我
々
の
課
題
で

あ
る
芥
川
の
「
地
獄
変
」
の
検
討

に
取
り

か
か
る
こ
と

に
し
よ

う
。

二
　

良

秀

＝
猿

「
地
獄
変
」
の
物
語
中
の
主
要
な
登
場
人
物

は
、
絵
師

良
秀

、
大
殿
、

そ
し

て

大
殿
の
御
邸

に
小
女
房

と
し
て
仕
え

る
良
秀

の
一
人
娘
で
あ
る
。
物
語

は

全
て

、
自
身
が
登
場
人
物
で
も
あ

る
語
り
手

「
私
」

に
よ

っ
て
語
ら
れ
る
。

良
秀

は
高
名
な
絵
師
で
あ
る
が

、
人
柄

は
卑
し

く
「
獣

め
い
た
」
印
象

さ

え
与
え
る
。
良
秀

に
備
わ
る
〈
獣

め
い
た
も

の
〉
と

は
、
仏
性
が
そ
う
で
あ

る
よ
う

に
、
人
間
性

に
対
す
る
一

つ
の
〈
他
な

る
も
の
〉

の
こ
と
で
あ
る
。

作
者
は
「
良
秀
」
と

い
う
名
の
猿

を
登
場

さ
せ

、
一
方
で

は
、
い
つ
も
娘

に

寄
り
添

わ
せ

る
こ
と
で
こ
の
猿
に
良
秀

の
自
我

を
担
わ
せ
、
他
方
で
は
、
こ

う
し
て

「
畜
生
」

に
重
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

良
秀
が
あ

る
意
味
で
人
間
世

界

を
凌

駕
し
て

い
る
こ
と
、

即
ち
、
「
他
者
」

の
領

野

に
そ
の

視
線

が
向

か

っ
て

い
る
こ
と

を
暗
示

す
る
。

三
　

一

人

娘

と

〈

禁
止

線

＝

限
界

〉

そ

ん
な
主
人
公

に
も
「
た

っ
た
一
つ
人
間
ら
し
い
、

情
愛
の
あ
る
所
」

が

あ

る
。

良
秀
は
、
自
分

の
一
人
娘
を
「
ま
る
で

気
違
い
の
よ

う
に
可
愛
が
っ

て

い
た
」

の
で

あ
る
。
絵
師
良
秀
の
欲
望
は
、
世
界
の
表
象
や
意
味
の
厚
み

を
貫

い
て

他
界

へ
と
向
か
っ
て

い
る
が
、
情
愛
に
お
い
て

も
事
情

は
基
本
的

に
同
じ
で

あ
る
。
即
ち
、
そ
の
欲
望

は
、
地
上
的
対
象
と
し
て

の
娘
を
介
し

て

、
や
は
り
他
界
を
目
指
し
て

い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て

、
そ
れ

は
獣
性
を

帯
び
て

お
り
、
い
わ
ば
〈
畜
生
の
欲
望
〉
で
あ
る
。

娘
が

大
殿
の
御
声
が

か
り
で
小
女
房
に
上
が

っ
た
こ
と
を
、
良
秀
は
大
い

に
不
服

に
し
て

い
た
が
、
あ
る
日
、
絵
の
褒
美
に
娘
の
お
暇
を
願

い
出
る
。

こ
れ
に
対

し
、
大
殿
は
「
そ
れ
は
な
ら
ぬ
」
と
拒
絶
す
る
。
こ

の
拒
絶
に
お
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い
て

、
三
者
が
巡
る
限
界
の
軸
が
、
世
俗
の
父

に
よ

る
禁
止

線
と
し
て

浮
上

す

る
。

大
殿
が
良
秀

に
、
地

獄
変

の
屏
風
を
描
く
よ

う
に
と

命
ず
る
の
は
こ

の
時
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
禁
止
線
を
巡

っ
て
、
両
者

の
間

に
「
他
者
の

欲
望
」

が
台
頭
し
始

め
て

い
る
の
で
あ

る
。

四
　

奈

落

の
娘

良

秀
は
地
獄
変
の
絵

に
掛

か
り
き
り

に
な
る
。
そ

ん
な
あ

る
日
、

良
秀
は

午
睡

の
折
に
譫
言
を
呟

く
。
「
奈

落
に
は
己

の
娘
が
待

っ
て

い
る
」

と

い
う

言
葉
で

、
「
娘
」
は
既
に
奈
落

に
い
る
こ
と
が

明
ら

か
に
な

る
。

炎
熱
地
獄

と

い
う
他
界
で

、
こ
と
の
初
め

か
ら
良
秀
を
待

っ
て
い
る
も
の

（
欲
望
す
る

も
の
）

と
は
、
分
割
さ
れ
失
わ
れ
た
主
体
、
即
ち
、
良
秀
か
ら
分
離
・
去
勢

さ
れ

た
「
存
在

」
と
し
て

の
分
身
な

の
で

あ
る
（
図

の
①
）
。
そ

れ
は
、
世

界
内

の
肉
親

（
肉
身
）
で
あ
る
娘
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
だ
が
、
構
造

的
な
分

身
と
し
て
、
そ
れ
に
重
な
る
の
で
あ
る
（
こ
の
重
な
り

は
、
図
－

２

で
見
れ
ば
、
②
と
①
と
の
重
な
り
を
表
す
'
②
と
し
て
表
現
さ
れ
る
）
。
ズ
レ

を
含
み

つ
つ
重
な
る
か
ら
こ
そ
、
肉
親
の
娘
を
介
し
た
「
他
者
の
欲
望
」
が

物
語

に
な
る
の
で
あ
る
。

五
　

禁

じ

ら

れ

た

も

の

描
き

続
け

る
良
秀

に
、
「
何

か
屏
風
の
画
で

、
自
由

に
な
ら
な

い
事
が
」

生
じ

る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
御
邸
の
廊
下
で

、
あ
る
夜
更
け
に
良
秀
の
娘
が

何
者

か
に
襲

わ
れ
る
。
こ
の
廊
下
の
出
来
事
は
暗
示

と
示

唆
で
し
か
語
ら
れ

て

は
い
な
い
。

そ
れ
は
あ
る
意
味
で
語
り
得
ぬ
も
の
の
こ
と
（
図
の
①
）
で

あ
る
。
我

々
は
こ
の
事
件
を
近
親
相
姦
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
こ
の
廊
下
の

一
件

は
、
出
来

し
た
「
自
由
に
な
ら
な

い
事
」
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
解
決
の

試
み
で

あ
る
。
「
自
由
に
な
ら
な

い
事
」
と

は
、
要

す

る
に
、
禁
じ
ら
れ
た

こ
と

の
意

味
な
の
で

あ
る
。
こ
の
禁
止
と
は
、
娘
の
暇
を
願
う
良
秀
に
、
大

殿
が
「
そ
れ

は
な
ら
ぬ
」

と
応
じ
た
際
に
浮
上
し
た
禁
止
線
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
良
秀
の
讒
言
の
「
奈
落
に
は
己
の
娘
が
待
っ
て
い
る
」
と
い

う
言
葉
が
含
意
す

る
、
現
世
と
奈
落
の
境
の
こ
と
で
も

あ
る
。
つ
ま
り
、
絵

師
で
あ
る
良
秀

に
、
彼
方

を
そ
の
眼
で

見
る
こ
と
を
禁
ず

る
構
造

的
な
禁
止

線

（
限
界
）
が
、
近
親
相
姦
の
禁
止
線
と
し
て

立
ち
現

れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
と
同
時

に
、
地
上

の
娘

に
、
禁
じ
ら

れ
た
対
象

（
「
対

象
ａ
」
）
、
即
ち
、

見
え
な
い
も
の
が
重
ね
ら
れ
る
。
芥
川

は
、
画
家

の
芸
術
上
の
欲
望
が
、
性

的
な
そ
れ
と
本
質

に
お

い
て
、
即
ち
、
構

造
的
に
、
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と

を
知

っ
て

い
た
の
で
あ

る
。

六
　

描

け

な

い
も

の

そ
の
後
、
良
秀

は
御
邸

に
参
っ
て
大
殿

に
、
「
あ

ら
ま
し

は
出

来
上
が
り

ま
し
た
が
、
唯
一
つ
、
今
以
て
私
に
は
描
け
ぬ
所
が
ご
ざ
い
ま
す
る
」
と
言

う
。
そ
し
て
、
「
私

は
総
じ
て
、
見

た
も
の
で
な
け

れ
ば
描
け
ま

せ
ぬ
」

と

説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
「
描
け

ぬ
所
」
と
は
「
他
者
」

の
場

に
位
置
付
け

ら

れ
る
見
え
な
い
も
の

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

、
「
地
獄
」
の
地

獄
た
る
と

こ
ろ
、
即
ち
、
決
定
的
に
見
え
な
い
も

の
が
、
中
空

か
ら
炎
上
し
な
が
ら
地



獄

へ
落

ち

て

く

る

一
両

の
牛

車

の

中

の

「
一

人

の
あ

で

や

か

な
上

臈

」

に
凝

集
さ

れ

て

位

置

付

げ

ら

れ

る
。

良
秀

に

と

っ

て

越
え

る

べ
き

限

界

は

そ

こ

に

あ

る
。

良

秀

は
大

殿

に
、

自

分

の

目

の

前

で

檳

榔
毛

の
車

に

火
を

か
け

て

頂
き

た

い
と
、
「
そ
う
し
て
も
し
出
来
ま
す
る
な
ら
ば
―
―
」
と
請
い
、
大
殿
は
良

秀
の

言

わ
ん

と

す

る
と

こ
ろ

を

承

知

す

る
。

七
　

他

界

の

美

良

秀

の
限

界

越

え

の

場

面

は

去
勢

の

儀

式

で
も

あ

る
。

世

界

に

お
け

る

全

価

値

を

一
身

に

担

っ
た

一
人

娘

が
良

秀

か
ら

切

断

さ

れ

る
の

で

あ

る
。

禁
止

線

・
限

界

を

越

え

る

こ

と

と

は
、

も

は

や
、

世

界

内

に
実

在

化

さ
れ

た

掟
を

侵

犯

す

る
こ

と

で

は

な

い
。

そ

れ

は

、

世
界

と

他
界

の
次

元

の

差

を
乗

り

越

え

る
こ

と

で

あ

る
。

そ

し

て

そ

れ

は

、

世
界

と

そ

こ
を

住
処

と

す

る

自

我

の

原

理

を

消

尽

す

る
こ

と

に
等

し

い
。

他

界

に

お

い
て

、

そ

こ

に

待

っ

て

い

る

〈
娘

〉

と

同

一
化

す

る

た

め

に

は
、

地

上

の
娘

は

消

尽

（
焼

尽

）

さ

れ

ね

ば

な
ら

な

い
。

こ

れ

は

、

い

わ
ば

構

造

的

論

理

で

あ

る
。

良

秀

は
こ

の

欲

望

を

果

た
し

、

自

身

の

分

身

的
主

体

と

一

体

化
し

て

、

失

わ
れ

て

い

た
全

一
を

回

復

し

た

の

だ

ろ

う

か

。

作
者

は

そ

の

よ

う

に

描

い

て

い
る

と

見

え

る

。

遂

に

回
復

さ

れ

た

全

一

の

「
恍
惚

と

し

た

法

悦

の

輝

き

」

を

顔

に

浮

か

べ

た
そ

の

様

子

に

は

、
「

人

間

と

は
思

わ

れ

な

い

、

夢

に

見

る

獅

子

王

の

怒

り

に

似

た

、

怪

し

げ

な

厳

か

さ

」

が

、

即

ち

、
「

無

心

な

鳥

の

眼

に

も

」

明

ら

か

な

超

越

的

な

獣

性

が

あ

る
。

見
え

な

い
も

の

を

目

の

当

た

り
に
見

る
良
秀

を
、
語

り
手

は
、
現
世
的
存
在
に
お
け

る
他
界

の
仏
性
的
本

質

と
の
一

体
化

を
示
唆
し

つ
つ

「
開
眼
の
仏
」
に
喩
え
、

そ
の
場

に
居
合
わ

せ
た
者

た
ち
が
皆

「
異

様
な
随
喜

の
心
に
充
ち
満

ち
て
」

良
秀
を
見
つ

め
て

い
た
と

い
う
。
「
何

と
云

う
荘
厳
、
何
と
云
う
歓
喜
で

ご
ざ

い
ま
し

ょ
う
」
。

八

「
地

獄

変

」

の

構

造

こ
れ
ま
で

の
議

論
を
、
先

に
示
し
た
既
視
体
験
の
図

を
用

い
て
簡

単
に
ま

と
め
て
み
よ

う
（
図
－

２
）
。

「対象ａ」（失われた分身）

娘

〈娘〉

①
②
'②

一 一― - 一 一 ― -

「地獄変」の構造図図一2

「
再
認
」

と
い
う
こ
と
に

つ

い
て

い
え
ば
、
ま
ず
、

良
秀

は
、
②
の
娘

に
お
い

て
、
自
身

の
失

わ
れ
た
分

身

的
主

体
①
を
再
認
し
て

い
る
。

こ
の
「
対
象
ａ
」

は
「
他
者
」

の
場

に
抑
圧

さ
れ
喪
失

さ
れ
て

い
る
の

だ
が
、
置
き
換
え
の
機
制
に
よ
り
、
'
②
に
幻
想
の
〈
娘
〉
と
し
て
経
験
さ
れ

る
。
こ
こ
で
、
自
我
は
②
―
'
②
に
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
自
我
は
②
か

ら
'
②
を
貫
い
て
①
へ
と
向
か
う
「
他
者
の
欲
望
」
に
駆
ら
れ
て
、
そ
の
「
他

者
の
欲
望
」
の
代
わ
り
に
②
―
'
②
上
に
〈
娘
〉
へ
の
欲
望
を
経
験
す
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
自
我
に
対
し
て
、
'
②
が
①
へ
の
欲
望
（
再
認
）
を
媒
介
す
る

の
で
あ

る
。

一
方
、
問
題

の
見
え

な
い
も
の
は
①
に
「
対
象
ａ
」
と
し
て
置

芥川龍之介とラカン的 「構造」89



く
こ
と

が
で
き

る
。
し

か
し

、
良
秀
は
当
初
、
こ
の
「
描
け
ぬ
所
」
が
ぼ
の

〈
娘
〉
で

あ
る
と

、
即
ち
、

娘
に
お

い
て

実
在
す

る
か

に
見
え

る
何

も
の

か

と
し
て

捉
え

る
。
こ

う
し
て
問
題

の
解
決
に
お

い
て
、
良
秀
は
、
ま
ず
近
親

相
姦

へ
と
導
か
れ
る
。

②
‐
'
②
に
お
け
る
、
良
秀
に
と
っ
て
の
娘
の
存
在
は
、
次
の
よ
う
な
図
で

描
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
図
-
３
）
。

他者

娘の構造図図-3

こ
の
図
で
、
菱
形
の
枠
を
境

に
、
そ

の
外
が
良
秀
の
自
我
の
場
を
、
そ
し
て

枠
内
が
「
他
者
」
の
場
を
表
し
て

い
る
。

こ

の
よ

う
に

見

る
と
、

娘

は
良

秀

に

と

っ
て
、

そ

の
自

我

だ
け

で

な

く
、

「
他
者
」
と

い
う
超

越
の
場
を

そ

の
媒

体
と
な

っ
て
担
う
の
が
分
か
る
。
つ
ま

り
、
「
他
者
の
欲
望
」

の
通

り
道

に
な

っ
て

い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
構

図
は

元

々
あ
る
が
、
大
殿
の
禁
止

が
菱
形

の
枠
を
禁
止
線
と
し
て
浮
上
さ
せ
、
こ

の
穴

の
中
に
、
穴
を
通
し
て

、
「
対

象
ａ
」
が
現
れ

る
の
で
あ
る
。
良
秀

は
、

ま
ず

、
こ
の
「
枠
」

と
「
対

象
ａ
」
が
娘

に
お
け
る
実
在
だ
と
思

っ
た
。
し

か
し

、
近
親
相
姦
の
禁
止
と
構
造
的
限
界

（
「
枠
」
）
の
間
に
は
決
定
的
な
ズ

レ
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
娘
の
存
在
に
お
け
る
「
他
者
」
と
は
、
足
を
踏
み
入

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
の
こ
と
で
あ
る
。
近
親
相
姦
の
禁
止
は
越
え
ら
れ

る
が

、
構
造
的
限
界
は
越
え

ら
れ
な

い
。
「
他
者
」
の
場
も
「
対
象
ａ
」
も
、

娘
に
お

い
て
垣
間
現
れ
て

い
な
が
ら
、
娘

に
お

い
て
在

る
の
で
は
な
い
。
良

秀

は
こ

の

こ

と

に

気

づ

い

た
だ

ろ

う

。

ズ

レ
に

気

づ

い

た
だ

ろ

う

。

で

は

、

「
他

者

」

の

場

に
行

き

着

く

た

め

に

は

ど

う

す

れ

ば

よ

い

か

。

娘

の

媒

介

性

の

意

味

を

捉

え

直

す

こ

と

で

あ

る
。

そ
こ

で

、

娘

が

自

我

の

場

、

良

秀

の

「
人

間

的

な

情

愛

」

が

凝

集

し

た
場

で

あ

る

こ

と

が

注
目

さ

れ

る
。
「
他

者

」

へ

の
限

界

を

越

え

る
と

は
自

我

を

滅

ぼ

す

こ

と

に

他
な

ら

な

い
。

娘

を

滅

び

行

く

自

我

を

乗

せ

た
車

（
媒

介

）

と

し

て

、

他
界

へ
と

境

を

越

え

る
の

で

あ

る
。こ

の
限
界
越
え
の
瞬
間
を
、
先
の
「
地
獄
変
」
の
構
造
図
（
図
-
２
）
上

で
、
②
‐
'
②
を
貫
い
て
①
へ
と
向
か
う
「
他
者
の
欲
望
」
が
限
界
線
（
破

線

）

と

交

錯

す

る

点

（
黒

丸

）

と

し

て

表

現

す

る

こ
と

が

で

き

る
。

そ

し

て

更

に

、

炎

上

す

る

牛

車

と

娘

を

そ

の

黒

丸

で

あ

る
と

す

る
と

、

そ

の

牛

車

が

、

欲

望

の

道

を

辿

っ
て

今

ま

さ

に

他

界

へ

越

え

よ

う
と

し

て

い

る

境

界

線

（
破

線

）

と

は

、

地

獄

変

相

図

の

描

か

れ

る

屏

風
面

で

あ

る
こ

と

に

な

る
。

ラ

カ

ン

は
、

意

識

と

無

意

識

の

分

割

、

つ

ま

り

、
主

体

の

分

割

を

引

き

起

こ
す
原
抑
圧
に
お
け
る
二
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
連
結
（
「
S
1
‐
S
2
」
）
を

「
ス
ク
リ
ー
ン
ｅ
ｃ
ｒ
ａ
ｎ
」
あ
る
い
は
「
枠
ｃ
ａ
ａ
ｒ
ｅ
」
と
呼
ぶ
。
我
々
の
「
地
獄

変
」
の
構
造
図
で
見
れ
ば
、
②
―
①
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
②
-

①

の
成

立

が

全

く

同

時

に
自

我

の
世

界

と

他

界

と

の
分

割

を

意

味

す

る
点

に

お

い
て

、

そ

れ

は

、

境

界

線

（
破

線

）

の

こ

と

で

も
あ

る
。
「

ス

ク
リ

ー

ン
」

は
、

世

界

と

他

界

の

位

置

関

係

を

限

界

面

の

表

裏

と

し

て

捉

え

、

ま

た
、

「
枠

」

は

そ

れ

ら

を

限

界

枠

の

内

外

と

し

て

捉

え

る

の

で

あ

る

。

我

々

の

〈
娘

の

構

造

図

〉

に

お
け

る

菱

形

は

「
枠

」

の
図

式

化

の

一

例

で

あ

る

。

そ
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し
て
、
地

獄
変

の
描

か
れ
て

い
る
屏
風

に
つ

い
て

、
そ
の
縁
枠
を
「
枠
」

の
、

ま

た
、
そ

の
画
面

を
「
ス
ク
リ
ー
ン
」

の
、

そ
れ
ぞ
れ
象
徴
的
表
現
の
一

例

で
あ
る
と

見
な
す

こ
と
が
で
き

る
だ
ろ

う
。

つ
ま
り

、
画
面

の
中

心
を
成
す
牛
車

の
女
房

は
、
こ
の
屏
風

絵
の
「
枠
」

の
外

か
ら

、
あ
る
い
は
、

そ
の
裏

側
か
ら

、
即

ち
「
世

界
」
の
側
か
ら
、
他

界
で
あ

る
枠
内

あ
る
い
は
絵
の
表

へ
と
現

れ
出

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て

屏

風
絵

は
そ
の
枠

の
中
に
、
あ
る
い
は
、

そ
の
画

面
の
表
に
、
今
ま
さ
に
世

界

の
側
か
ら

限
界

を
越
え
て

落
ち
て

く
る
女
房

を
、
他
界
で
あ
る
地
獄
の
側
か

ら

捉
え
表
現
す

る
。
し
か
し

、
こ
こ
で
、

枠
の
内

外
あ
る
い
は
画
面
の
表
裏

と

い
う

二
水
準

の
相
互
関

係
は
両
義
的
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
と
他
界
の

区
別
を

「
見
え

る
も
の
」
と

「
見
え

な
い
も
の
」

の
区

別
で
あ
る
と
す

れ
ば
、

屏
風
絵

の
地

獄
は
ひ
と
つ
の
表
象

と
し
て

、
そ
れ
を
見
る
者
と
共
に
世

界
の

側
に
位

置
付
け

ら
れ
る
も
の
で

あ
り

、
そ
の
裏
の
方
が
「
見
え
な
い
も
の
」

の
他
界

に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

こ
の
観
点
は
、
我
々
の
〈
娘
の
構
造
図
〉
（
図
-
３
）
で
見
る
こ
と
が
で

き

る
。

こ
の
図
で
自
我
と
し
た
も
の
を
一
般
化
し
て
世
界
と
し
て
み
る
と
、

菱
形

の
穴
は
、
世
界
に
お
け

る
他
界
の
現
れ
で
あ
る
こ
と

に
な

る
。
良
秀
だ

け
で

は
な
く
一
般
に
画

家
は
、
こ
の
「
枠
」
に
画
枠
を
重
ね
て
画
布
を
置
く

の
で

あ

る
。

そ
う
し
て
、

他
界
の
要

を

成
す

「
見

え
な

い
も

の
」
（
「
対

象

ａ
」
）

を
そ
こ
に
描
き
取
ろ
う
と
す

る
。
つ
ま

り
、
何
も

描
か
れ
て

い
な
い

白
い
画

布
面
は
「
他
者
」
の

領
域
の
価

値
を
持

つ
の
で
あ

り
、
「
他
者
」
の

場

に
失

わ
れ
た
主
体
で

あ
る
「
対

象
ａ
」

は
、
画
布

に
塗
り
重
ね
ら
れ
る
表

象
世

界
に
お
い
て

、
そ
の
中
心

に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
の
絵
の
中
心
に
お
い
て
、

い
わ
ば
他
界
に
死

せ
る
主
体
が
、
そ

の
裏
側
か
ら
画
面
上
に
現
れ

か
か
る
の
で
あ

る
。

こ
う
し
て
、
屏
風

の
炎
上
す

る
牛
車

に
乗

っ
た
女
房
は
、
そ
の
裏
側
の
他

界

か
ら
画
面
世
界
の
中
心
に
現
れ
出

た
画
家
良
秀
の
亡
霊
的
な
主
体

（
①
に

お
け
る
主
体
）
で
あ
る
こ
と

に
な

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
女
房

は
、
世
界

か
ら

地
獄
に
堕
ち
つ
つ
あ
る
と
同

時
に
、
地

獄
か
ら
絵
と

い
う
表
象
世
界

に
現
れ

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
領
域

の
間

の
限
界
を
越
え
る
と
は
そ
う
い
う

こ
と
で
あ
る
。
絵
を
描
く
と
は
、
そ

の
本
質

に
お

い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
で

あ
る
。
他
界
の
「
枠
」
に
画

布
を
重
ね
て
見
え
な

い
対
象
を
絵
の
具
で
描
き

取

る
た
め
に
は
、
そ
の
他
界

へ
の
限
界
を
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
、
世
界
の
側
の
原

理
で
あ

る
自
我
を
消
尽

（
焼
尽
）
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
限
界

自
体
を

越
え

る
こ
と
は
図
式
的
に
は
可
能

で
あ
り
、
そ
れ

は
死
を
意
味
す
る
の
だ
が
、
実
際

の
絵
画
創
作
に
お
い
て

は
、

辿
り
着

い
た
限
界
面
で
あ
る
画
布
上
で

、
「
見
え

る
も

の
」
（
自
我
の
原
理

に

属
す
る
も

の
）
が
潰
え

た
そ
の
場

に
、
「
見
え

な
い
も
の
」
が
新
た

に
「
見

え

る
も

の
」
（
表
象
）
へ
と
置
き
換
え

ら
れ
る
の
で
あ

る
。

し

か
し
、
「
見
え

な
い
も

の
」

そ
れ
自
体

が
「
見
え
る
も
の
」
に
置
き
換

え
ら
れ

る
と

い
う
こ
と

は
な
い
。
「
置

き
換
え
」
と

い
う
語

が
端
的

に
示
す

よ

う
に
、
そ
れ

は
や
は
り
別

の
物
（
表
象
）

に
さ
れ
て

い
る
。

し

か
し

、

「
見
え

な
い
も

の
」
、
即
ち
、
見
る
（
視
る
）
よ
う
に
と
我

々
の
欲
望
を
駆
り

立
て

る
強
迫
、
即

ち
、
我
々
の
眼
を
射
す
く
め
る
他
界

か
ら
の
他
者
の
「
視

｜　芥川龍之 介とラカ ン的 「構造」91



線
ｒ
ｅ
ｇ
ａ
ｒ
ｄ
」
（
ラ
カ
ン
）
は
、
そ
こ
に
あ
る
意
味
で
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
地
獄
変
相
図
を
前
に
し
て
見
る
者
は
、
こ
の
女
房
を
介
し
て

や

っ
て
来

る
「
視

線
」

に
捕
ら
え
ら
れ
そ
の
脅

威
に
あ
る
仕
方
で
曝
さ
れ
る

の
で
あ

る
。
こ

の
他
界

か
ら
の
「
視
線
」
、
即

ち
、
「
他
者
の
欲
望
」
は
、
こ

れ

に
捕
ら

え
ら
れ
る
人
々
を
「
不
思
議
に
厳
か
な
心
も
ち
」
で
打
つ
こ
と
だ

ろ

う
。

（

―

）

「

芋

粥

」

と

「

好

色

」

の

ラ

カ

ン

的

読

解

に

つ

い

て

は

、

拙

論

「

芥

川

龍

之

介
「
芋
粥
」
の
構
造
」
、
明
星
大
学
人
文
学
部
研
究
紀
要
n
o
.
 
4
0
、
二
〇
〇
四

年

、

及

び

、

「

芥

川

龍

之

介

「

好

色

」

の

構

造

」
、

明

星

大

学

人

文

学

部

研

究

紀

要
ｎ
ｏ
.
　
４
１
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
扱
う
フ
ロ
イ
ト
の
報

告

と

そ

れ

に

つ

い

て

の

我

々

の

見

取

り

図

は

後

者

で

用

い

た

も

の

で

あ

る

。

（

２

）
　

フ

ロ

イ

ト

、

「

日

常

生

活

の

精

神

病

理

学

」
、

『

フ

ロ

イ

ト

著

作

集

四

』
、

人

文

書

院

．

ｐ
ｐ

．
　
２
２
５
-
２
２
６
.
及

び

。

「

精

神

分

析

治

療

中

に

お

け

る

誤

っ

た

再

認

識

（
「

す

で

に

話

し

た

」
）

に

つ

い

て

」
、

『

フ

ロ

イ

ト

著

作

集

九

』
、

人

文

書

院

、

ｐ
ｐ
．
　
１
１
０
-
１
１
１
．

（

３

）
　

フ

ロ

イ

ト

、

前

掲

「

日

常

生

活

の

精

神

病

理

学

」
、

ｐ

．
　
２
１
９
.

（

４

）

「
［

…

］

夢

を

み

た

人

は

そ

の

夢

が

な

に

を

意

味

し

て

い

る

か

を

知

っ

て

い

る

の

だ

、

た

だ

自

分

が

夢

の

意

味

を

知

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

知

ら

な

い

の

で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
自
分
が
知
ら
な
い
と
信
じ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
[
…
]
」
。

「
精
神
分
析
入
門
」
第
六
講
、
『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
一
』
、
p
.
 
8
1
.
 
強
調
は
フ
ロ

イ
ト
。

（

５

）
　

ラ

カ

ン

は

、

こ

の

〈

無

意

識

に

お

い

て

知

っ

て

い

る

主

体

〉

を

「

知

っ

て

い

る
と
想
定
さ
れ
た
主
体
ｓ
ｕ
ｊ
ｅ
ｔ
　
ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｏ
ｓ
ｅ
　
ｓ
ａ
ｖ
ｏ
ｉ
ｒ
」
と
呼
ぶ
。
無
意
識
と
は
あ

く

ま

で

も

「

想

定

」

と

い

う

様

態

に

お

い

て

捉

え

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

。

（
６

）
　
引

用

に

は
昭

和

六

二
年

改

版

の

新

潮

文

庫

を

用

い

る

。

ま

た
、

引

用

文

中

の

傍

線

は

引

用

者

に
よ

る
。

（
７

）
　
問

題

の
牛

車

に
乗

っ

た

「

一
人

の

あ

で

や

か

な
上

臈

」

が

誰

の
こ

と

な

の

か

、

こ

こ

で

は

、

大

殿

は

既

に
心

づ

も
り

を

し

て

い

る
が

、

良

秀

は
知

ら

な

い

か

の

よ

う

に
語

ら
れ

て

い

る
。

大

殿

に

し

て
も

、

何

故
、

そ

れ

が

良

秀

の

娘

で

な
け

れ

ば

な

ら
な

い

か
は

知

ら

な

い
だ

ろ

う

。

し

か

し
、

大

殿

の
意

図

が

「
他

者

の

欲

望

」

に
貫

か
れ

て

い

る
限

り

に

お

い

て

。
実

は
知

っ
て

い

た
。

即

ち

、

両
者

と

も

、

知

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

知

ら

な

か

っ

た

（
つ

ま

り

、
「
知

」

は

「

他

者

」

に

在

る

。

小

説

と

い
う

仮

構

に

お

い

て

は

、

作

者

が

そ

こ

に
位

置

す

る

。

作

者

は

「
知

っ
て

い
る

と

想

定

さ

れ

た

主

体

」

の

位

置

に

い

る

）
。

な

ぜ

な

ら

、
「

他
者

」

の

場

は
、

両

者

に
お

い
て

一

つ

だ

か

ら

で

あ

る

。
「
そ

れ

は
な

ら

ぬ

」

と

い
う

禁

止

と

共

に
形

を
得

た

「
他

者

の
欲

望

」

が

、

そ

れ

自
身

の
対

象

を

目

指

し

な

が

ら

、

ま

っ
し

ぐ

ら

に
こ

の
限

界

の

場

ま

で

突

き

進

ん

で
き

た

の

で

あ

る

。

（
８

）
　

良
秀

に

と

っ
て

「
こ

の

世

」

は
、

世

界

内

存

在

で

あ

る

そ

の

自

我

と
共

に
消

滅

し

て

い

る

。

つ

ま

り

、

語

り

手

は

、
「
屏

風

の

出

来

上

っ

た

次

の

夜

に
」
、

「

一
人

娘

を

先

立

て

た
あ

の
男

は

。

恐

ら

く

安

閑

と

し

て

生

き

な

が

ら

え

る
の

に

堪

え

な

か

っ
た

」

た

め

に

、
「
自

分

の

部
屋

の

梁

へ

縄

を

か
け

て

」
「

こ

の
世

に

無

い

人

」

に
な

っ
た

と

い

う

の
だ

が

、

良

秀

は
、

娘

が

焼

け

死

ん

だ

｝
月

前

の

あ

の

夜

に

、

既

に

構

造

論

理

的

に
死

ん

で

い

る
の

で

あ

る
。

（
９

）
　

こ

の

「
枠

」

の

概

念

に

つ

い

て

は

、

拙

論

「
絵

画

と

構

造
」
、

日

本

ラ

カ

ン

協
会
編
『
Ｉ
．
Ｒ
．
ｓ
．
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
研
究
』
、
ｎ
ｏ
.
５
,
 
二
〇
〇
六
を
参

照

さ

れ

た

い

。

（
1
0
）
　
ラ
カ
ン
は
絵
画
を
「
視
線
の
罠
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
　
ａ
　
ｒ
ｅ
ｇ
ａ
ｒ
ｄ
」
と
呼
ぶ
。
絵
画
は

「
視

線

」

が

そ

こ

を

通

る

「
枠

」

状

の

罠

で

あ

る

。

（
か

た

や

ま

・

ふ

み

や

す

、

フ

ラ

ン

ス

現

代

思

想

、

明

星

大

学

教

授

）
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