
〈
研

究

論

文

１

〉

西
田
哲
学
と
精
神
分
析
の
基
本
構
造
に
つ
い
て

１
．
比
較
の
視
座
―
は
じ
め
に

ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（
一
八
五
六
～
一
九
三
九
）
が
西
洋
の
伝
統
を

根
底

か
ら
問

い
直
す
よ
う

に
し
て
創
始
し
多
様
に
発
展
し
た
精
神
分
析
の
う

ち
で

も
、
「
フ

ロ
イ
ト

へ
還

れ
」

の
標
語
を
掲
げ
て
。

そ
の
理
論
を
図

式
化

し
て
み
せ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
（
一
九
〇
一
～
一
九
八
一
）
に
よ
る
論
理
構

成
と
、
西
洋
哲
学
と
対
峙
し
、
初

め
て
日
本
独
自
の
哲
学
を
打
ち
立
て
た
と

も

い
わ
れ

る
西

田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
一

一
九
四
五
）
に
よ
る
論

理
と

を
比
較

す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
彼
ら
の
独
特
な
論
理
構
成
の
共

通
し
た
特
色
が
浮
き

彫
ｈ
ソ
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
ど
こ
に
分
岐
点
が
存
す

る
の
か
に
つ
い
て
も
見

極
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
、
豊
富
な
臨
床
経
験
に
基
づ
き
ラ
カ
ン
に
西
田
を
対
抗
さ
せ
る

研
究
や
、
ラ
カ
ン
の
理
論
を
も
っ
て
西
田
哲
学
の
解
説
に
あ
て
る
研
究
、
あ

る
い
は
ま
た
、
受
容
史
の
観
点
か
ら
西
田
に
期
待
を
寄
せ
る
研
究
な
ど
が
あ

り
、
重
要

な
指
摘

が
行
わ
れ
て
き

た
。
し
か
し
い
ま
だ
、
基
本
構
造
を
比
較

し

た
研
究

は
な

い
。

今
回
、
基
本
構
造
と
呼
ぶ
も
の
は
、
ま
ず
ラ
カ
ン
が
第
一
義
的
な
も
の
で

あ
る
と
し
た
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
主
体
の
関
係
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ

れ
に
つ
い
て
詳
し
く
扱
っ
た
基
礎
講
義
『
精
神
分
析
の
四
基
本
概
念
』
を
主

に
取
り
上
げ
る
。
西
田
で
は
、
自
ら
「
根
本
思
想
」
と
し
た
「
絶
対
矛
盾
的

自
己
同

一
」
以

降

を
中

心
と
す

る
が
。
初
期

作
以

来
、
「
根
本
の
精
神
」

は

変
わ
ら
ず
。
長
年
そ
の
論
理
を
工
夫
し
て
き
た
と
い
う
西

田
自
身
の
証
言
を

尊
重
し
適
宜
遡
っ
て
追
及
す
る
。

構
成
と
し
て
は
、
節
ご
と
の
表
題
が
次
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
節
番
号

〔
比
較
す
る
共
通
項
〕
―
対
応
す
る
〔
ラ
カ
ン
の
用
語
〕
〔
西
田
の
用
語
〕
、

の
順
で
あ
る
。
共
通
項
を
も
っ
て
相
同
性
の
あ
る
「
基
本
構
造
」
と
し
な
が
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ら

、

そ

れ

ぞ

れ

の
用

語

の

指
示

対

象

か

ら

導

か

れ

る

相
違

性

を

あ

ら

か
じ

め

示

し

て

い

る

も

の
で

あ

る

。

２
．
「
一
」
―
「
無
意
識
」
と
「
無
」

精

神

分

析

は

「
無

意

識

」

と

い

う

概

念

を

扱

う
こ

と
で

知

ら

れ

、

西

田

哲

学

は

「
無

の

哲

学

」

と

も

称

さ

れ

る
。

無

の

実

在

視

、

な
ど

と

い

っ
た

誤

解

を

避

け

る

た

め
に

も

。

ま

ず

こ

こ

で

は
、

そ

の

簡

略

な
概

念

史

か
ら

定

義

を

確

認

す

る

こ

と

で

、
「
無

」

な

る
も

の

を

扱

う

方

法

を

明
ら

か

に

し

て

い
こ

う
。
フ

ロ
イ

ト

以

前

に

も

「
無

意

識

」

と

い

う

言

葉

は

あ

っ

た
。

ラ

カ

ン

に

よ

れ

ぱ

、

フ

ロ
イ

ト

が

発

見

し

た
の

は

「
無

意

識

の

次
元

に

は

主
体

の

水
準

で

お

き

て

い

る
こ

と

と

あ

ら

ゆ

る

点

で

等

し

い

何

か

が

あ

る
」

と

い
う

こ

と

だ

と
い
う
。
こ
れ
が
一
体
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
、
本
論
に
展
開
す
る
西
田
哲

学

と

の

比

較

が

理

解

の

助

け

と

も

な

る
は

ず

で

あ

る

。

さ

て

定

義

と

し

て

の

無

意

識

の

出

現

形

態

は

、
「

一
」

の

線

に

よ

る
も

の

で
あ
り
、
「
開
口
の
線
」
と
し
て
の
「
一
　
u
n
」
が
「
無
意
識
Ｕ
ｎ
ｂ
ｅ
-

w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｅ
」
の
「
無
U
n
」
「
不
在
」
を
出
現
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
無
意

識

は

存
在

す

る
も

の
で

も

な

く

、

存

在

し

な

い
も

の

で

も

な

く

、

実

現

さ

れ

な
い
も
の
に
属
し
て
い
る
」
と
い
う
・
「
一
」
は
５
・
に
検
討
す
る
「
シ
ニ

フ

ィ

ア

ン
」

が

対

に

な

っ

た
も

の

で

あ

り

、

原

初

に

刻

ま

れ

以
後

連

鎖

す

る

、

言
語

の
世

界

へ
の

参

入

を

記

し

付

け

る
も

の

で

も

あ

る

。

一

方
、

西

田

も

し

ぱ

し

ぱ

「
無

意

識

」

と

い
う

語

に
言

及

し
て

い

る

が

、

端
的
に
い
え
ば
、
自
身
の
主
張
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
の
内
実
を
探
れ
ば
、
実
は
ラ
カ
ン
が

「
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
」
と
し
て
他

の

「
無
意

識
」
と
区
別

し

た
も
の
の
様

態
が
、
西

田
の

主
張
す

る
「
絶

対

無
」
を
経
て
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
へ
と
結
実
し

た
理
論
と
同
様
の
構

造
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ

の
定

義
と
は
、
「
絶
対
矛
盾

的
自
己
同

一
の
世
界
」

は
「
ど

こ
ま
で
も

自
己
同

一
を

も
つ
こ
と

は
で

き
な
い
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
内
在
的
に

自
己
同
一
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
抽
象
化
す

る
こ
と
」
で
あ
る
。

そ
れ
が

「
無
い
」
と
し
て
否
定
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
も

抽
象
化

さ
れ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
。
そ
れ
で
は
西
田
は
、
「
抽
象
化
」
や
次
節

に
詳
述
す
る
「
対
象
化
」
を
拒
む
の
か
と

い
う
と
、
そ
う
で

は
な

い
。
そ
れ

に
拘
泥
す
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
一
方
で
、
抽
象
論
理

が
「
否
定
的
契
機
」

と
し
て
、
対
象

論
理
が

「
自
己

限
定
の
契
機
」

と
し

て
、
「
表
現

的
に
」

含

ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
西
田
の
論
理
の
要
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
両
者
が
　

無
」
な
る
も
の
を
扱
う
際
に
は
、
そ
　

を
決

し
て
自
己
同
一
的
な
実
　

と
し
て
捉
え
て

い
る
の
で
は
な
く
、

何
ら

か
の
限

定
の
際
に
い
わ
ば
後
か
ら
掴
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
な
ぜ

「
無
」

が
問
題
と
な
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な

「
無
」
が
我

々
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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３
.
「
視
界
か
ら
消
え
る
」
ゆ
え
に
「
無
」

―
―
「
他
者
」
と
「
他
」

ラ

カ
ン
は
「
自
分

を
見
て

い
る
自
分
を
見
る
」

と

い
う
事
態
を
「
意
識
の

錯
覚
」
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
そ
の
錯
覚
を
支
え
る
も
の
は
、
「
眼
差
し
」

の
特
殊
な
性
質
で
あ
る
と
い
う
。
眼
差
し
は
「
主
体
が
成
立
す
る
た
め
に
手

放

し
た
器

官

と
し
て

の
何

か
」

で
あ

る
「
小

文
字

の
他

者

ａ
ｕ
ｔｒ
ｅ
・
対

象

ａ
」
を
含
み
も
つ
と
い
う
。
い
か
な
る
こ
と
か
。
ま
ず
、
「
眼
差
し
」
と

「
目
」

と
が
分
裂
し
て

い
る
点
が
重
要
で
あ

る
。
通

常
の
感
覚

に
置

き
換
え

て

解
説
す
る
な

ら
ば
、
「
眼
差
し
」
は

「
見
ら
れ
て

い
る
」
と

い
う
意
識
と

解
す

れ
ば
よ

い
。

そ
の
こ
と
を
意
識
す
る
た

め
に
も
、
ま
ず

「
眼
差
し
」
が

「
自
分
」
と
関

係
し

て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
次

に
こ
の
眼
差
し

の
位
置
に
自
分
の
目
（
他
者
の
目

で
あ
っ
て

も
そ
れ

は
想
像
的
な
も

の
で
あ

る
か
ら
に
は
「
自
分
の
目
」
で
あ
る
と
い
え

る
）

を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と

に

よ

っ
て
「
自
分
を
見
て
い
る
自
分
を
見
る
」

と
い
う
錯
覚
が
完
了
す

る
。
こ

の
と
き
、
自
分

は
「
眼
差
し
」
と
い
う
他
者
の
位
置
へ
と
移
動
す
る
た
め
。

本
来
の
位
置

か
ら

は
分
裂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
対

象
ａ
」

と
し
て
の

「
眼
差
し
」
の
機
能
は
実
は
あ
ら
ゆ
る
精
神
活
動
の
根
底
に
あ
る

と

い
う
の
だ
が
、
ま
ず

は
無
意
識
へ
と
「
一
」
が
刻
ま
れ
る
原
初
の
場
面

に

こ
の
機
能
が
働

い
て

い
る
。
「
眼
差
し
と
し
て
の
対
象
ａ

」
は
、
こ
の
「
一
」

の
導
入
の
結
果
、
分
裂
し
た
元
の
も
の
（
「
■
」
と
斜
線
で
消
さ
れ
た
形
で

表

さ
れ
る
）
の
印
と
し
て
生
成
さ
れ
た
残
滓
で
も
あ
り
、
欲
望
の
原
因
と
も

な
る
。
「
自
分

を
見
て

い
る
…
…
」
の
例
で
確
認
し

た
よ
う
に
、

こ
の
「
対

象
ａ

」
の
位
置
へ
と
主
体
は
常

に
「
落
下
」
し
そ
の
こ
と
に
気
付

か
な
い
構

造
が
あ

る
の
だ

と
ラ

カ
ン
は
言
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
眼
差
し
」
の
機

能
に
よ

る
「
無

知
」
が
あ
ら
ゆ
る
思
想
の
進
展
や
世
界
観
の
形
成

に
見
ら
れ

た
も
の
だ
と
も
ラ
カ
ン
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ

う
し
た
論
理
に
基

づ
き
ラ
カ
ン
は
、
「

デ
カ
ル

ト
の
間
違
い
」
を
、
「
我

思

う
」
こ
そ
が

「
知
で

あ
る
と
し

た
と
こ
ろ
」
つ
ま
り
、
「
確
信
に
つ
い
て

何
か
知

っ
て

い
る
と
言
っ
た
こ
と
、
”我

思

う
”
を
た
ん
な
る
消
滅
の
点
に

し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

西

田
も
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
に
つ

い
て
、
同
様
の
見
解
を
示
し
て

い
る
。
「
彼
の
懐
疑

の
刃

は
論
理

そ
の
も

の
に
ま
で
向

か
わ
な

か
っ
た
。
真

の
自
己
否
定
的
自
覚
に
達
し
な
か

っ
た
。
彼
の
自
己

は
身
体
な
き
抽
象
的
自

己
で

あ

っ
た
の
で
あ
る
」
と

い
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
と

い
う
の
も
、

認
識
論
者
が
知
る
と
い
う
時
、
既
に
対
象
認
識
の
意
味
に
限
定
し
て

い

る
の
で
あ
る
。
知
る
者
そ
の
も
の
は
既
に
除
去
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し

か
し
知
る
も
の
な
く
し
て
知
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

此

に
深

い
矛
盾
が
あ
る
、
問
題
が
あ
る
。
し
か
も
一
度
対
象
認
識
の
立

場

に
立
っ
た
以
上
、
何
処
ま
で
も
知
る
と
い
う
も
の
は
視
野

に
入
っ
て

来

な
い

と

い
う
よ

う
に
、
何

か
を
対

象
的
に
知

る
と

い
う
場
合
、
我
々
の
視
界
か
ら

消
え

る
も

の
が

あ
る
と

い
う
点
で
、
ラ

カ
ン
と
認
識
を
同
じ
く
し
て
い
る
と

い
５

こ
と
が

い
え

る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ラ

カ
ン
が
消
滅
の
点
と
し
た
事
態
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を
捉
え
て
西
田

は
「
真
の
自
己
否
定
的
自
覚
」

と
し
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な

自
覚
と
は
、

我
々
の
自
覚
と
い
う
の
は
、
単
に
閉

じ
ら
れ

た
自
己

自
身

の
内

に
お
い

て
起
こ
る
の
で
は
な
い
。
自
覚
は
自
己
が
自
己
を
越
え
て
他
に
対
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
起
こ
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
自
覚
す
る
と
い
う
時
、

自
己
は
既
に
自
己
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
―
―
ラ
カ
ン
と
同
じ
く
―
―
「
他
」
に
対
す
る
こ
と
に

よ

っ
て

の
み

起
こ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
更

に
こ
の
「
自
覚
」
と

は
、
西
田

に
よ
れ
ば

「
表
現
す

る
も

の
が

表
現
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
即
ち
「
矛
盾

的
自
己
同

一
」
と

い
う
形
式

を
も
つ

が
、

こ
の
形
式

が
我

々
の
世
界

に
は

「
い
つ
も
何
処
か
に
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
矛
盾
」
に
、
■
と

対
象
ａ
の
「
分
裂
」
を
重
ね
合

わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
が
分
か
る
で
あ
ろ

う
。こ
う
し
て
、
こ
こ
で
も
同
様
の
構
造
、
即
ち
、
我
々
の
認
識
活
動
に
は
消

滅
す
る
何
か
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
何
か
と
は
、
ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
「
眼

差
し
」「
欲
望
の
原
因
」
で
あ
り
。
西
田
に
よ
れ
ば
「
知
る
も
の
そ
の
も
の
」

「
論
理
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
特
に
そ
う
し
た
認
識
活
動
は
、
「
他
」
な
る
も

の
を
通
し
て
の
み
、
作
動
し
始
め
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
そ
の
内
実
は
、
単
に
視
界
か
ら
消
え

る
も

の
を
追
い
求
め

る
と
い
う
よ
り
も
―
―
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
常
に
焦
点
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る

や
い
な
や
消
え
去
る
廴
鎚
で
あ
る
―
―
む
し
ろ
、
そ
の
作
動
を
通
し
て
実
践

す
る
と
い
う
戦
略
を
両
者
は
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
集
約
さ
れ
て
い
る

の
が
、
「
映
す
」
と
い
う
機
能
で
あ
る
。

４
．
「
映
す
」
―
―
「
欲
望
」
と
「
欲
求
」

ラ
カ
ン
に
よ
れ
ぱ

「
眼
差
し
」
と

は
、
自
分
を
認

識
す

る
際

に
必
要
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
眼
差
し
」
の
下
に
あ
る
こ
と
に
は
、
「
満
足
」

が
あ
る
と
さ
れ
、
ラ
カ
ン
の
初
期
の
理
論
で
あ
る
「
鏡
像
段
階

（
鏡
に
映
っ

た
自
己
像

に
ナ
ル

シ
シ
ズ
ム
的
な
同
一
化
を
示
す
段

階
）
」
と
重
ね
あ

わ
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
眼
差
し
の
機
能
と
は
、
自
己
を
投
影
す
る
も
の
で
あ

る
の
だ
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
現
実
に
は
、
眼
差

し
自
体
は
決
し

て
像

を
結
ば
な

い
。
鏡
の
中

に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
だ
と

い
わ
れ

る
。
た

だ
そ
の
眼
差
し
の
下

に
落
ち
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
満

足
を
得

る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
う
し
た
境
涯
は
、
あ
く
ま
で
も
幻

想
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
体
は
成
立
し
て
い
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

西

田
も
同

様
の
見

解
を
示

し
て
い
る
と
い
え
る
。
即
ち
、
「
鏡
」
の

メ
タ

フ
ァ
ー
を
「
意
識
面
」
を
説
明
す
る
際
、
「
欲
求
」
満
足
」
を
伴
う
も
の
と

し
て
、
同
一
性
を
確
保
す
る
方
法
的
基
盤
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
初
期
か

ら
「
鏡
の
如
く
」
「
映
す
こ
と
」
を
「
構
成
す
る
こ
と
」
と
説
明
し
て
い
た

が
、
そ
れ
を
保
持
し
な
が
ら
後
期
で

は
「
場
所
的
絶
対

有
」
そ
し
て

「
自
己

同
一
」
に
つ
い
て
表
す
際
に
用
い
、
と
り
わ
け
、
そ
の
「
映
す
こ
と
」
と
は
、

「
自
己
否
定
」

的
な
営
み
で
あ

る
。
な
ぜ

「
自
己
否
定
」

な
の
か
、
そ

れ
は

映
し
た
も
の
は
、
そ
れ
自
体
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
と

い
え
る
。
し
か
し
映

さ
れ
た
も
の
と
は
確
か
に
対

応
関
係
を
も

っ
て

い
る
。
こ

の
こ
と
を
「
即
」
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で
は
な
く
「
即
非
」
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
「
欲
望
」
「
欲
求
」

が
介
在
す

る
点
か
ら

も
予

感
さ
れ
る
よ

う
に
、

こ
こ

に
は
、
単

に
「
映
す
」
こ
と
に
よ
る
静
謐
な
対

応
関
係
が
あ
る
の
み
で

は
な

い
。

他
を
映
す
と

い
ふ
こ
と
は
、
何
処
ま
で

も
自
己
に
対

立
す
る
も
の
を
自

己

の
中

に
含
む
と

い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
非
連
続
の
連

続

と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
だ
が
、
こ
れ
と
ラ
カ
ン
の
次
の
解
説
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

反
復

は
新
し

い
も
の
を
要
求
し
ま
す
。
反
復
の
中
心
は
こ
の
新
し
い
も

の
を
自
ら
の
次
元
と
す
る
よ
う
な
遊
び
で
す
。

こ
れ
ら
―
―
―
は
対
応
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
―
―
―
線
部
、

「
反
復
」
は
、
先
述

し
て
き

た
「
映
す
」
こ
と

に
よ
る
主
体

の
形

成
過
程
の

本
質
と
し
て
ラ

カ
ン
が
注
意
を
促
し
て

い
る
も
の
だ
が
、

フ
ロ
イ

ト
に
よ

っ

て
発
見
さ
れ
た
「
反
復
強
迫
」
の
含
み

を
も
つ
も

の
で

あ
る
。
そ
れ

は
苦
痛

の
反
復
で
あ
る
。
片
や
そ
れ
が
西

田
に
お
け

る
「
時
の
形

式
」
や

「
世
界

の

自
覚
」
と
も
関
係
す
る
「
非
連
続
の
連
統
」

と
対

応
し
て

い
る
の
は
興
味
深

い
が
、
こ
こ
で
深
入
り
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

確
認
し
て

お
く
べ
き

は
即

ち
、
両
者
は
、
こ
の
映
す
機
能
の
本
質
を
、
あ
る
種
の
繰
り
返
し
を
本
質
と

し

、
し

か
も
そ
れ

は
単
な
る
繰
り
返
し
で

は
な
く
、
他
の
新
た
な
る
も
の
を

取
り
入
れ

る
こ
と

と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
映
す
」
「
表
現
す
る
」
と
い
う
両
者
の
論
理
に
と
っ
て

中
心
に
据
え
ら
た
契
機
は
、
第
一
に
、
欲
求
・
欲
望
に
動
か
さ
れ
て
い
る
、

そ
し
て
第
二
に
そ
れ
は
、
自
己
に
と
っ
て
は
創
造
で
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

し

か
し
、

そ
れ
は
欲
す
る
の
み
で
。

い
わ
ば
捏
造
の
よ

う
な
も
の
な
の
で

あ
ろ

う
か
。
次

に
、
実
在
と
の
関

わ
り

か
ら
「
表
現
」
の
問
題
を
検
討
し
よ

―
―
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」
と
「
個
物
」

「
無
意
識
の
実
在
論
」
「
観
念
論
の
直
面
す
る
困
難
」
に
言
及
す
る
ラ
カ
ン
、

「
現
象
即
実
在
」
「
単
な
る
唯
物
論
も
観
念
論
も
制
作
を
説
明
し
得
な
い
」
と

す

る

西

田

だ

が

、

こ

の

問

題

が

先

鋭

化

さ

れ

て

い

る

の

が

「

表

現

」

の

問

題

で

あ

り

、

こ

の

結

節

点

と

な

っ

て

い

る

の

が

、

ラ

カ

ン

の

「

シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

」

西

田

の

「
個

物

」

概

念

で

あ

る

と

い

え

る

。

「

シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

」

と

は

、

元

は

構

造

主

義

の

祖

で

も

あ

る

言

語

学

者

の

ソ

シ

ュ

ー

ル

が

提

唱

し

た

言

語

の

理

論

の

中

心

的

な

概

念

で

、

シ

一一

フ

ィ

エ

（
意

味

さ

れ

る

も

の

）

に

対

応

す

る

「
意

味

す

る

も

の

」

を

指

し

て

い

る

。

こ

の

シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

の

機

能

を

、

ラ

カ

ン

は

フ

ロ

イ

ト

の

理

論

の

根

本

と

し

て

読

み

取

っ

た

。

ラ

カ

ン

に

よ

る

シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

の

定

義

は

、

シ

ニ

フ

ィ

エ

に

対

す

る

シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

で

あ

る

以

前

に

「
他

の

シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

に

対

し

て

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
下
の
原

初
に
、
対
を
な
す
関
係
こ
そ
フ
ロ
イ
ト
の
い
う
「
Ｖ
ｏ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｒ
ｅ
ｐ
ｒ
ａ
ｓ
ｅ
ｎ
-

ｔａ
ｎ
ｚ

表

象

の

代

理

」

で

あ

る

と

し

。

こ

れ

が

２

．

に

お

い

て

紹

介

し

た
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「
一
」
で
あ
る
と
い
う
。

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
「
共
時
性
」
と
「
通
時
性
」
と
い
う
時
間
性
を
も
つ
。

こ

の

シ

ニ

フ
ィ

ア

ン
が

も

た

ら

さ

れ

る
無

意

識

は
そ

れ

自

体

と

し

て

は

無

時

間

的

で

あ

り

な

が

ら

、
「
ほ

ん

の
瞬

間

垣

間

見

え

る
も

の
」

と

さ

れ

る

。

こ

れ
は
元
々
フ
ロ
イ
ト
の
「
判
断
の
時
」
を
巡
る
証
言
と
も
連
関
し
て
お
り
、

ラ

カ

ン

が

こ

の

時
間

論

に
基

づ
き

、

他

者

の
中

に

お

け

る
主

体

の
決

断

を

巡

る
論

文

を

著
し

て

い

る

こ

と
も

有

名

で

紀

和

。

フ

ロ
イ

ト

が

そ

う

し

た

時

間

の
観
点
を
含
む
臨
床
実
践
の
中
で
提
示
し
た
「
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｎ
ｅ
ｈ
m
u
n
g
s
z
e
i
c
h
e
n

知
覚
記
号
」
こ
そ
、
ラ
カ
ン
日
く
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、

知

覚

が

意

識

へ
至

る
ま

で

に
介

在

す

る

も

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

重
要

な

こ
と

は

、

記

号

化

の

際

に

は

、

何

か

が

変

化
し

て

い
な

が
ら

、

同

時

に

、

対
応

関

係
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

西

田

に

お

い

て

同

様

の

形

式

を

探

る
な

ら

ば

。

ま

ず

繰

り

返

し

述

べ
ら

れ

る

「
個

物

は

個

物

に

対

し

て

個
物

で

あ

る
」

と

い
う

文

が

そ

れ

に
あ

た

る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
世
界
と
世
界
と
の
対
立
的
関
係
」
を
い
う
。
つ
ま
り
、

個
物
と
は
、
世
界

を
表
現

す
る
と
共

に
意
識
作
用
で
も
あ

る
た
め
、
意
識
は

「
表
現
作
用
的
個
物
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
に
あ
っ
て

「

抽

象

作

用

と

は
表

現

作

用

的

自

己

が

記

号

的

に
世

界

を

映

ず

る

こ

と

で

あ

る
（
即
ち
言
語
的
に
）
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
れ
ま
で
の
論
証
を
裏

付

け

る
も

の
で

あ

ろ

う
。

表

現

と

は
何

な

の

で

あ

ろ

う

か

。

モ
ナ
ド
は
世
界
を
映
す
と
共
に
、
世
界
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
フ
の
一

観
点
な
の
で
あ
る
、
表
出
即
表
現
で
あ
る
（
e
x
p
r
i
m
e
r
＝
 
r
e
p
r
e
-

ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
）
　
°
し
か
も
真
の
個
物
は
モ
ナ
ド
の
如
く
知
的
で
は
な
く
、
自

己

自

身

を

形

成

す

る
も

の
で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
、

表

現

作

用

的
で

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ

の

よ

う

に

西

田

は

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ
ツ

の

「

表
現

」

概

念

を

う
け

て

、

そ

れ

に
更

に

「
有
」

で

は

な

い

「
無

」

の

観

点

を

導
入

す

る
こ

と

で

「
事

そ
の

も

の
」

と

「
時
」

を

含

む

「
実

存

的

」

な

「
自

覚

」

を

引

き

も

。

そ
し

て

「
一
々
の
事
実
が
単
な
る
事
実
で
は
な
く
。
世
界
の
自
覚
を
意
味
し
て
い
る
」

と

い

う
実

在

観

を
主

張

す

る

に
至

る
。

換

言
す

れ

ば

、

即

ち

、

知

覚
さ

れ

る

か
ら

と

い

っ
て

実

在

す

る
と

い

う

の
で

は
な

く

、

つ

ま

り

知

覚
す

る
主

体

が

別

に

あ

る

と

い

う

の
で

は

な

く

。
そ

の
も

の

自

体

が

「
知

」
（
西

田

が

知

覚

と

訳

す

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ
の

ｐ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
ｐ
ｒ
ｔ
ｉｏ

表
象

）

と

は
別

に

自

己

自

身

を

形

成

し

て

い

る

こ

と

が

む

し

ろ

我

々
の

意

識

に

の

ぽ

っ

た
表

現

な

の

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

西
田
が
踏
襲
し
た
と
い
う
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
「
表
現
」
の
定
義
は

「
一
つ
の
も
の
と
他
の
も
の
と
の
間
に
、
不
変
な
る
規
則
正
し
い
関
係
が
成

立
す
る
時
、
一
が
他
を
表
現
す
る
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

そ
の
「
表
現
」
と
は
ｐ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
と
も
関
係
し
、
e
x
p
r
i
m
e
r
と
ｒ
ｅ
ｐ
ｒ
ｅ
-

ｓ
ｅ
ｎ
ｔｅ
ｒ

と

、

ほ

ぼ

同

じ

意

味

で

使

わ

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る
も

の
の

、

上

記
の
定
義
か
ら
し
て
も
一
義
的
に
は
「
対
応
関
係
を
も
つ
」
と
い
う
い
わ
ば

「
状
態
」
を
表
す
の
が
意
味
の
中
心
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
表
現
す
る
」
と

い
う

日
本

語

の
能

動

的

な
語

感

が

寄
与

し

た
の

か
、

あ

る
い

は

言

葉
が

む

し

ろ
こ
う
し
た
事
態
を
掴
ん
で
い
る
と
い
う
べ
き
か
、
西
田
は
こ
れ
を
特
に



「
形
成
」

と
結
び
つ
け
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
に

は
「
時
」
が
含

ま
れ
て
い

る

と
も
い
う
。

一
方
、

ラ
カ
ン
は
、
先
述
し
た
時
間
論
を

「
事
物
の
持
統
」
と
区
別
し
て

「
論
理

的
時
間
」
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
実
在
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、

西
田

と
の
興

味
深

い
対
比
が
予
感
さ
れ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
稿

を
改

め

ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
考
察
の
土
台
と
も
な
る
で
あ

ろ

う
、
立
脚

点
の
相
違

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

論
拠
を
列

挙
し
て

い
こ
う
。
ま
ず
、
①
一
連
の
過
程
を
説
明
す

る
際
に
、

ラ
カ
ン
が
好
ん
で
使
う
語
が

「
ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｉｍ
ｅ
ｒ

表
現
し
て

い
る
」
と

い
う
も

の

で

あ
る
。

こ
れ
は
単
な
る
偶
然
と
ば
か
り
は

い
え
ず
、
む
し
ろ
事
態
の
共
通

性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
ラ
カ
ン
の
そ
れ
は
、
”
彼
ら
が

症
状
と
し
て
e
x
p
r
i
m
e
表
現
し
て
い
る
の
は
…
…
”
と
、
基
本
的
に
は
観

察
の
立
場
か
ら
で
も
あ
り
、
同
時

に
、
そ

の
当
事

者
の
無
意
識
か
ら
の
訴

え

と
も
取
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
②
「
～
に
対
し
て
～
」
と
い
う
形
式
を

も
つ
も
の
が
、
西
田
に
お
い
て

は
、
ラ
カ
ン
に
と

っ
て
獲
得

さ
れ
た
結
果
で

あ
る
は
ず
の
も
の

に
つ
い
て

、
つ
ま

り
「
個
物
」

に
つ
い
て
で
あ

る
こ
と
か

ら
も
、
ラ

カ
ン
は
あ
く
ま
で

も
分
析

家
の
立
場
、
西

田
は
い
わ
ば
当
事
者
の

立
場

に
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即

ち
、
ラ
カ
ン
に
と
っ
て

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は

も

た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
見

極
め
る
べ
き
も

の
で
あ

る
が
、
西

田

に
と

っ
て
表
現

は
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
自
ら
表
現
す
る

も

の
で
も
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
だ
が
、
③
両

者
が
時
間
の
観
点
か
ら
、

そ

の
置
き
換
え
の
必
然
性
を
主
題

に
し
て

い
た
こ
と
か
ら

も
、
西
田

に
お
け

る

実

在

と

い

う

問

題

性

が

、

ラ

カ

ン

に

お

い

て

は

と

り

わ

け

言

語

の

問

題

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

、

西

田

の

「
表

現

」

に

は

、

ラ

カ

ン

が

換

喩

的
だ
と
い
う
欲
望
の
機
構
が
、
無
意
識
的
に
で
は
な
く
、
自
覚
的
に
、
働
い

て

い

る

と

も

い

え

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

西

田

の

「
自

覚

」

と

は

「

表

現

せ

ら

れ

る

も

の

が

表

現

す

る

も

の

で

あ

る

」

と

い

う

形

式

を

も

つ

。

し

か

も

こ

れ

は

そ

の

ま

ま

同

一

な

の

で

は

な

く

、

異

な

る

も

の

で

あ

り

な

が

ら

、

同

時

に

一
致

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

点

を

ラ

カ

ン

は

、

日

本

語

の

よ

う

な

「
嘘

を

媒

介

」

と

す

る

、

つ

ま

ｈ
ソ
嘘

が

嘘

と

は

な

ら

な

い

言
語
を
話
す
人
々
は
「
精
神
分
析
さ
れ
る
必
要
が
な
い
」
、
と
書
い
て
い
る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
。
ラ
カ
ン
の
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」
と
西
田

の
「
個
物
」
と
は
。
そ
の
立
脚
点
の
相
違
に
よ
っ
て
全
く
逆
方
向
か
ら
辿
り
、

同

様

の

場

所

で

出

会

っ

た

も

の

で

あ

る

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。

６
．
相
同
性
か
ら
相
違
性
ヘ
―
―
お
わ
り
に

以

上
、
本
論
で
は
、
ラ
カ
ン
・
西
田
の
言
辞
に
つ

い
て
比
較
し

た
結
果
、

多
く
の
相
同
性
が
見
い
だ
さ
れ
、
一
つ
の
構
造
を
な
す
こ
と
が
明

ら
か
に
な

っ
た
。

共
通
し
て

い
る
の
は
、
両
者

に
と

っ
て
通
常
の
意
味
合

い
に
お
け

る
論
理

と

は
、

通
弊
と
は
逆
に
、
「
欲
」

と
い
う
必
然
的
な
置
き
換
え
に
よ

っ
て

は

じ

め
て
作
動
し
始
め
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
も
我
々
が
欲
す

る
の
で

は
な
く
、
も
は
や
既

に
置
き
換
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

西田哲学 と精神分析の基 本構造について45



り
、
こ

れ
に
よ

っ
て

よ
う
や
く
通
常
の
論
理
に
お
け
る
同

一
性
を
扱
う
こ
と

が
で
き

る
と

い
う
構
造
を
も

っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
成
り

立

ち
自
体

を
捉
え

た
の
が
、
彼
ら
の
独
特
な
論
理
な
の
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
、
形
式
的

に
は
同
様
の
構
造
を
成
す

よ
う
に
見
な
し

得
る
両
者

の
論
理
で

あ
る
が
、
そ
の
適
用
対
象
を
比

較
し
て

み
る
と
、
ラ
カ
ン
の
「
無

意
識
」
「
他
者
」
「
欲
望
」
と
西
田
の
「
無
」
「
他
」
「
欲
求
」

と
で
、
ラ
カ
ン

の
方
は

い
ず
れ
も

「
人
格
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
西
田
の

方

は
必
ず
し
も
人
格
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

一
見
し
て

。
こ

の
点
が

実
在
に
関
す
る
大
き
な
分
岐
点
で
あ
る
が

、
基
本
構

造
の
比
較

を
通
し
て
。

最
後
に
見
た
よ
う

に
、
こ
こ
に
あ
る
本
当

の
相
違
と

は
立
脚

点
の
相
違
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
西
田
の
場
合
、
い
わ
ば
自
身
が
人
格

の
位
置

に
あ
る
の
だ
と

い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
か
ら
、

ラ
カ
ン
は
あ
く
ま
で
も
治
療
家
と
し
て

対

象
で
あ
る
人
格
と
適
切

な
距
離
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
西
田
は
我
々
一
人

ひ
と
り
に
寄
り
添

う
生
の
現

実
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

っ
た
そ
れ

ぞ
れ
の
目
的
を
遂
行
す
る
論
理
と
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
彼
ら
の
実
在
観
に
は
、
未
だ
重
要
な
問

い
が
潜
在
し
て
い
る
。
基

本
構
造
を
捉
え
た
本
論
で

は
以
上
の

よ
う
に
ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
立
脚
点
の
相

違
と
し
て

考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
た
が
、
そ
れ
は
ラ

カ
ン
が
根
本
に

据
え
た
よ
う
に
、
言
語
の
構
造
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
例
え
ば
西

田
が
提
示
す

る
よ
う
な
西

洋
の
主
知
主
義
に
対
す
る
東
洋
の
知
行
合
一
、
と

い
っ
た
伝
統
文
化

に
よ
る
も

の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
更
に
お
そ
ら
く
両

者

の
視
野

に
も

あ

っ
た
で
あ
ろ
う
、
文
化
や
時
代

を
超
え
た
普
遍

的
な
構
造

―
―
そ
れ
は
あ
る
の
か
否
か
を
含
め
―
―
を
考
え
る
た
め
の
一
助
と
も
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

○

引

用

文

、

本

文

中

と

も

傍

線

・

傍

点

は

全

て

筆

者

に

よ

る

。

○
西
田
に
つ
い
て
は
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
（
新
版
）
』
二
〇
〇
〇
～
を
参
照
。
〔
巻

数

（

漢

数

字

）

〕

‐

〔

頁

数

〕

と

記

す

。

○
ラ
カ
ン
に
つ
い
て
は
、
”
Ｌ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｍ
i
n
a
i
r
e
　
ｄ
ｅ
　
Ｊ
ａ
ｃ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ａ
ｃ
ａ
ｎ
．
　
Ｌ
ｉ
ｖ
ｒ
ｅ
　
1
1
:
l
e
s

ｑ
ｕ
ａ
ｔ
ｒ
ｅ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｓ
　
ｆ
ｏ
ｎ
ｄ
ａ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｕ
ｘ
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
ｐ
ｓ
ｙ
ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ａ
ｌ
ｙ
ｓ
ｅ
”
，
　
１
９
６
４
（
Ｓ
ｅ
ｕ
ｉ
ｌ
,

１
９
７
３
）
、
小
出
浩
之
、
鈴
木
国
文
、
新
宮
一
成
、
小
川
豊
昭
・
訳
『
セ
ミ
ネ
ー
ル

１
１
・
精
神
分
析
の
四
基
本
概
念
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
〇
を
参
照
。
Ｓ
1
1
-
〔
原
著

頁

数

〕
、

〔

邦

訳

頁

数

〕

と

記

す

。

訳

文

に

則

り

な

が

ら

、

適

宜

原

語

と

別

訳

を

補

っ

た

。

○

そ

の

他

は

書

名

を

記

す

。

（
１
）
　
木
村
敏
「
西
田
哲
学
と
医
学
的
人
間
学
」
一
九
九
一
二
『
木
村
敏
著
作
集
７
』

所

収

、

等

多

数

。

（
２
）
　
荒
谷
大
輔
『
西
田
幾
多
郎
－
歴
史
の
諭
理
学
』
講
談
社
二
〇
〇
八

（

３

）
　

石

澤

誠

一

「

フ

ロ

イ

ト

の

判

断

胎

」

日

本

ラ

カ

ン

協

会

発

行

『

Ｉ

．
Ｒ

．
Ｓ

．

ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
研
究
』
二
〇
〇
三
所
収
等

（
４
）
　
　
Ｓ
1
1
-
１
２
７

，
　
１
８

２

（
５
）
　
九
‐
9
7
,
 
八
‐
2
5
5

（

６

）
　

Ｓ

１

１
-

２
７

，
　
３

０

（

７

）
　

Ｓ

１

１
-

２
８

，
　
３

２

（

８

）
　
　

Ｓ

１

１
-

３
２

，
　
３

８

（
９
）
　
『
善
の
研
究
』
で
は
エ
ル
サ
レ
ム
、
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
で
は
、
Ｅ

．ｖ

．

ハ

ル

ト

マ

ン

と

い

っ

た

フ

ロ

イ

ト

以

外

の

名

を

冠

し

て

「

無

意

識

」

と

い

う

語

は

記

述

さ

れ

て

い

る

。

但

し

，

西

田

の

蔵

書

に

は

フ

ロ

イ

ト

の

も

の

も

あ

っ

た

。
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『
夢
判
断
』
一
九
〇
〇
『
精
神
分
析
に
つ
い
て
』
一
九
〇
九
『
精
神
分
析
入
門
』

一
九

一
七
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
彫
響
は

「
夢
の
強
度
」
な
ど
に
言
及
し

た
論

文
に
見

ら
れ

る
。

八
-
２
８
５

（
1
0）
　
八
-
４
２
３

（
1
1
）
　
八
-
４
２
３
　
十
―
3
3
0

（
1
2
）
　
Ｓ
1
1
-
７
８
，
　
１
０
９

（
1
3
）
　
Ｓ
Ｉ
 
１
-
１
６
４
～
，
　
２
３
９

（
1
4
）
　
Ｓ
１
１
-
２
０
４
，
　
３
０
２

（
1
5
）
　
Ｓ
１
１
-
７
３
，
　
１
０
２

（
1
6
）
　
Ｓ
１
１
-
２
０
４
，
　
３
０
２

（
1
7
）
　
十
―
１
１
９

（
1
8
）
　
十
―
3
0
0

（
1
9
）
　
九
-
４
６
９
　
「
ま
ず
何
処
か
に
表
現
す
る
も
の
が
表
現
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
自
覚
的
実

在
の
形
式
が
な
け
れ
ば
、
表
現
と
い
う
こ
と
は
成
立
し
な
い
の

で
あ
る
」

（
卵
一
）
　
Ｓ
1
1
-
７
９
，
　
１
１
１

（
2
1
）
　
Ｓ
１
１
-
１
１
，
　
８
ラ
カ
ン
は
自
身
の
精
神
分
析
に
つ
い
て
「
実
践
」
と
い
う
語
を

好
意
的
に
採
用
し
て

い
る
。

（
９
一
）
　
Ｓ
Ｉ
 １
-９
５

，　
１
３
６

（
叭一
）
　
Ｓ
Ｉ
 １
-７
１
，
　９
９

（
2
4
）
　
機
序
の
詳
細
は
、
片
山
文
保
「
絵
画
と
構
造
ト
ラ
カ
ン
の
『
ラ
ス
・
メ
ニ
ー

ナ
ス
』
論
を
め
ぐ
っ
て
」
『
I
.
R
.
S
.
』
二
〇
〇
六
参
照

（
2
5
）
　
三
-
4
2
9
 
こ
の
時
点
で
は
、
「
映
す
」
と
は
「
鏡
」
と
は
違
っ
て
「
も
の
を
歪

め
な

い
」
と
し
て
い
る
。

（
2
6）
　
八
-
１
９
７
等

（
2
7
）
　
三
―
２
８
３
及
び
八
-
３
７
３

（
2
8
）
　
三
‐
4
0
4

（
2
9
）
　
九
-
４
７
３

（
3
0
）
　
即
非
と
鏡
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
井
上
克
人
「
経
験
と
趨
越
―
―
禅
に
お
け

る

〈
覚
〉

と

そ

の
既

在

的

直

接

性

に

つ

い

て

」
『
日

本

の

哲

学

・
７

』

二
○

○

六

所

収

参

照

（
3
1
）
　

八
-
１
２
４

（
3
2
）
　
Ｓ
１
１
-６
１

，　
８
１

（
3
3
）
　
Ｓ
１
１
-
１
４
１
，
　
２
０
１

（
3
4
）
　
Ｓ
１
１
-
７
７
，
　
１
０
８

（
3
5
）
　
九
―
5
0
3

（
3
6
）
　
八
―
１
４
９

（
3
7
）
　
Ｓ
1
1
-
１
８
０
，
　
２
６
４

（
3
8
）
　
　
Ｓ
1
1
-
１
９
９
，
　
２
９
４

（
3
9
）
　
　Ｓ
１
１
-４
６

，　
６
０

（
4
0
）
　
Ｓ
1
1
-
２
８
，
　
３
３

（
4
1
）
　
ラ
カ
ン
「
論
理
的
時
間
と
予
期
さ
れ
る
確
実
性
の
断
言
」
"
Ｅ
ｃ
ｒ
ｉ
ｔ
ｓ
”
　
Ｅ
ｄ
ｉ
-

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ｄ
ｕ
　
Ｓ
ｅ
ｕ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｓ
６
６
邦
訳
：
 
『
エ
ク
リ
』
弘
文
堂
一
九
七
二
所
収

（
4
2
）
　
Ｓ
1
1
-
４
６
，
　
６
０

（
4
3
）
　
Ｓ
1
1
-
５
５
，
　
７
４

（
4
4
）
　

十
-
２
９
９

（
4
5
）
　

八
-
３
８
５

（
4
6
）
　
八
―
3
8
8

（
4
7
）
　
八
―
3
7
3

（
4
8
）
　
九
-
４
７
５

（
4
9
）
　
九
―
4
7
8

（
5
0
）
　
九
‐
4
6
8

（
5
1
）
　
ア
ル
ノ
ー
宛
書
簡
に
見
ら
れ
る
。
p
3
5
7
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
・
８
』

工
作
舎
一
九
九
〇
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
表
現
」
解
釈
に
関
し
て
は
、
石
黒
ひ
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で
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
」
一
九
八
四
参
照

（
5
2
）
「
人
工
言
語
」
の
創
出
に
尽
力
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
ま
た
「
自
然
言
語
」

を
も
重
視
し
た
と
い
う
。
酒
井
潔
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
然
言
語
論
―
―
そ
の

哲
学
的
前
提
に
よ
せ
て
」
二
○
○
七
『
水
声
通
信
』
一
七
号
所
収
参
照

（
5
3
）
　
Ｓ
1
1
-
６
０
，
　
８
２
’
　
Ｓ
１
１
-
，
　
２
０
６
等

（
5
4
）
　
１
１
-
１
４
１
，
　
２
０
２
欲
望
は
換
喩
的
で
あ
る
と
い
う
S
5
『
無
意
識
の
形
成
物
』

に
詳
し

い

（
5
5
）
『
Ｅ
ｃ
ｒ
ｉ
ｔ
s
』
邦
訳
に
寄
せ
ら
れ
た
序
文
。
ラ
カ
ン
と
日
本
に
つ
い
て
は
、

佐
々
木
孝
次
『
文
字
と
見
か
け
の
国
』
太
陽
出
版
二
〇
〇
七
等
参
照

（
5
6
）
　
浅
利
誠
「
日
本
語
と
日
本
思
想
―
―
本
居
宜
長
・
西
田
幾
多
郎
・
三
上
章
・
柄

谷
行
人
』
藤
原
書
店
二
〇
〇
八
参
照

（
い
し
ざ
き
・
け
い
こ
、
国
際
日
本
学
、

お
茶

の
水

女

子

大

学

大

学

院

）
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