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【
書
評
】
竹
田
青
嗣
（
二
〇
二
二
）『
新
・
哲
学
入
門
』 

講
談
社
現
代
新
書 

 

小
林 

隆
児 

  

精
神
科
医
で
あ
る
評
者
が
精
神
療
法
研
究
を
遂
行
す
る
上
で
大
き
な
影
響

を
受
け
た
の
が
、本
書
の
著
者
に
よ
る
『
現
象
学
入
門
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、

二
〇
〇
二
）
で
あ
る
。
そ
の
書
評
を
私
は
一
〇
年
前
に
書
い
て
い
る
（
そ
だ

ち
の
科
学
、
二
〇
号
、
二
〇
一
三
、
一
一
四
―
一
一
六
頁
）。
以
下
、
そ
の
一

部
を
再
掲
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。 

 

＊ 

著
者
は
同
書
の
な
か
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て

い
る
。「
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
判
断
が
、
こ
れ
は
間
違
い
な
い
（
不
可
疑
だ
）

と
い
う
確
信
を
伴
う
こ
と
の
根
拠
は
な
に
か
。
〈
知
覚
〉
だ
け
は
、
つ
ね
に

意
識
の
自
由
に
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
〈
主
観
〉
は
自
分
の
外

側
に
あ
る
も
の
の
実
在
の
「
確
実
性
」
を
、
主
＝
客
の
「
一
致
」
と
い
う
仕

方
で
得
て
い
る
の
で
は
全
く
な
い
。〈
主
観
〉
は
そ
れ
を
た
だ
自
分
の
内
部

か
ら
の
み
、
な
ん
ら
か
の
対
象
存
在
の
「
不
可
疑
性
」（
＝
妥
当
）
と
い
う

仕
方
で
だ
け
得
て
い
る
。
そ
し
て
〈
主
観
〉
に
そ
う
い
う
「
不
可
疑
性
」
を

与
え
る
根
本
の
条
件
は
〈
知
覚
〉
と
い
う
〈
主
観
〉
に
と
っ
て
自
由
に
な
ら

な
い
も
の
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
（
『
現
象
学
入
門
』
五
七
頁
）。…

と
こ
ろ
が
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
発
達
的
観
点
に
立
て
ば
、〈
知
〉
が

ど
の
段
階
で
生
ま
れ
る
か
、
厳
密
に
は
定
か
で
は
な
い
と
は
い
え
、
知
覚
表

象
そ
の
も
の
が
あ
る
意
味
を
い
ま
だ
明
確
に
は
持
ち
え
な
い
段
階
で
の
知

覚
体
験
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
評
者
が
常
々
主
張
し
て
い
る
原
初

的
知
覚
に
よ
る
体
験
様
式
で
あ
る
。
こ
の
知
覚
体
験
の
特
徴
は
、
な
ん
ら
か

の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
知
覚
表
象
が
志
向
さ
れ
が
た
く
、
情
動
の
あ
り

よ
う
と
共
時
的
に
作
動
す
る
よ
う
な
体
験
様
式
で
あ
る
。
快
か
不
快
か
、
安

心
か
不
安
か
、
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
意
味
的
世
界
が
容
易
に
変
貌
を
遂
げ
る

も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
る
知
覚
様
態
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
時
、
著
者
も
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
依
拠
し
つ
つ
も
、「
不
可
疑
性
」
を
与
え
る
根
本

の
条
件
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
取
り
上
げ
た
〈
知
覚
〉
と
い
う
よ
り
も
、
情
動

で
は
な
い
か
と
自
身
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
（
同
一
三
七
頁
）
。
こ
の
こ
と

に
評
者
も
深
く
賛
同
す
る
。
…
本
書
の
主
題
で
あ
る
〈
主
観
‐
客
観
〉
図
式

に
孕
ま
れ
た
近
代
哲
学
の
根
本
問
題
の
解
明
は
、
革
新
的
な
意
味
を
持
つ
と

思
う
。 

 

＊ 

以
来
、
精
神
療
法
の
〈
患
者
‐
治
療
者
〉
関
係
で
私
は
主
観
的
（
と
い
う

よ
り
間
主
観
的
）
に
体
験
し
た
こ
と
を
か
た
ち
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
確

信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
以
上
に
、
患
者
が
何
を
語
っ
た
か
で
は

な
く
、
患
者
が
い
か
に
語
り
、
そ
こ
で
私
の
心
に
ど
う
響
い
た
か
を
大
切
に

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
精
神
療
法
研
究
に
お
け
る
核
心
は
、
テ
キ
ス
ト
の
内

容
そ
の
も
の
で
は
な
く
情
動
体
験
に
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。 

 

今
か
ら
三
〇
年
近
く
前
に
、
乳
幼
児
と
母
親
を
一
組
の
対
象
と
し
て
観
察

し
治
療
す
る
と
い
う
理
念
を
掲
げ
て
母
子
ユ
ニ
ッ
ト
を
創
設
し
た
。
そ
こ
で

徹
底
し
て
鍛
え
ら
れ
た
の
は
、
言
葉
が
生
ま
れ
る
前
の
子
ど
も
と
親
と
の
関

係
の
有
り
様
の
観
察
力
で
あ
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
も
情
動

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
世
界
で
あ
る
。
私
は
人
間
の
発
達
と
そ
の
病
理
を

「
関
係
」
と
「
情
動
（
甘
え
）
」
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
く

認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、先
の
『
現

象
学
入
門
』
で
著
者
が
「
不
可
疑
性
を
与
え
る
根
本
の
条
件
は
〈
知
覚
〉
で

は
な
く
情
動
で
は
な
い
か
」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
強
く
賛
同
し
た
の
で
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あ
る
。 

 

＊ 
本
書
は
著
者
の
集
大
成
『
欲
望
論
』
二
部
作
（「
『
意
味
』
の
原
理
論
」
と

「『
価
値
』
の
原
理
論
」
）（
講
談
社
、
二
〇
一
七
）
を
一
般
読
者
向
け
に
分

か
り
や
す
く
説
い
た
（
？
）
入
門
書
で
あ
る
。 

 

本
書
の
構
成
は
、
第
一
章
「
哲
学
の
本
質
」
と
第
二
章
「
本
体
論
的
転
回

と
認
識
論
の
解
明
」
に
始
ま
り
、
本
書
の
主
題
で
あ
る
第
三
章
「
欲
望
論
哲

学
の
開
始
」
へ
と
入
っ
て
い
く
が
、「
意
味
と
価
値
の
本
質
学
」
に
お
い
て

著
者
は
「
人
間
の
み
な
ら
ず
、
生
き
物
の
世
界
認
知
に
と
っ
て
、
そ
の
第
一

の
契
機
と
な
る
の
は
、
知
覚
で
は
な
く
む
し
ろ
情
動
の
契
機
で
あ
る
。
欲
望

論
哲
学
に
お
い
て
…
『
情
動
』
を
世
界
構
成
の
根
本
契
機
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
『
価
値
』
の
本
質
論
が
可
能
と
な
る
」（
七
三
頁
）
と
宣

言
す
る
。
そ
し
て
「
生
き
物
は
対
象
を
捉
え
る
ま
で
接
近
の
努
力
を
維
持
し

な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
達
成
ま
で
は
、
欲
望
‐
衝
迫
の
内
的
ノ
イ
ズ
（
快

‐
不
快
）
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
」（
八
二
頁
）
。
そ
う
し
た
内
的
体
験
に
よ

っ
て
「
快
‐
不
快
と
い
う
エ
ロ
ス
的
審
級
の
上
に
『
予
期
不
安
』
と
い
う
新

し
い
エ
ロ
ス
的
審
級
が
階
層
化
さ
れ
る…

。
人
間
の
エ
ロ
ス
的
審
級
は
、
こ

う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
へ
て
本
質
的
に
エ
ロ
ス
的
審
級
の
重
層
的
な
構
造
を

形
成
し
て
ゆ
く
」（
八
二
―
八
三
頁
）
。
こ
こ
に
著
者
の
「
意
味
と
価
値
の
本

質
学
」
の
核
心
が
簡
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

次
い
で
著
者
は
第
四
章
「
世
界
認
識
の
一
般
構
成
」
で
「
生
き
生
き
と
し

た
今
」
の
構
成
を
論
じ
る
中
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
依
拠
し
な
が
ら

も
「
純
粋
意
識
」
に
定
位
す
る
本
質
観
取
の
方
法
を
、
「
現
前
意
識
」
に
定

位
す
る
「
本
質
洞
察
」
へ
と
位
相
変
様
し
、
音
楽
体
験
が
喚
起
す
る
メ
ロ
デ

ィ
を
例
に
と
り
、
「
持
続
的
顕
在
」
、
「
情
動
継
起
」
、
「
情
動
累
積
」
と

い
う
三
契
機
と
し
て
述
べ
、
さ
ら
に
「
音
楽
体
験
の
本
質
洞
察
は
、
わ
れ
わ

れ
の
『
日
常
世
界
』
に
お
け
る
一
切
の
自
明
性

、
、
、
（
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ブ
ラ

ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
）
の
確
信
構
成
に
つ
い
て
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
な
る
」
（
一

一
六
頁
）
と
も
論
じ
て
い
る
。 

 

第
五
章
「
幻
想
的
身
体
論
」
で
は
、
「
身
体
」
の
本
質
洞
察
に
お
い
て
、

「
エ
ロ
ス
的
感
受
」「
存
在
可
能
」「
能
う
」
と
い
う
三
つ
の
契
機
が
提
起
さ

れ
る
。
次
い
で
、
第
六
章
「
無
意
識
と
深
層
文
法
」
で
、「
『
無
意
識
』
と
は
、

本
質
的
に
、
自
分
の
存
在
に
つ
い
て
の
自
己
理
解
と
他
者
の
理
解
と
の
『
ズ

レ
』
の
自
覚
と
し
て
現
わ
れ
る
観
念
で
あ
り
、
こ
の
「
ズ
レ
」
を
克
服
し
よ

う
と
す
る
自
己
配
慮
を
含
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
事
象
‐
経
験
一
般
を
わ
れ

わ
れ
は
い
わ
ば
『
本
体
化
』
し
て
、『
無
意
識
』
と
呼
ん
で
い
る
」（
一
六
一

頁
）。
さ
ら
に
、「
『
無
意
識
』
が
存
在
す
る
と
い
う
信
憑
は
、
わ
れ
わ
れ
の

『
幻
想
的
身
体
性
』（
情
動
、
欲
望
、
関
係
態
度
、
美
意
識
、
倫
理
観
な
ど
）

が
、
私
の
現
在
的
な
自
己
理
解
に
本
質
的
に
先
行
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
超
え

出
る
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
の
自
覚
と
確
信
で
あ

り
、
ま
た
そ
う
し
た
自
分
の
幻
想
的
身
体
性
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
関
係

的
な
存
在
配
慮
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、『
無
意
識
』
と
は
、
な
ん
ら
実
体

と
し
て
の
心
の
一
部
分
あ
る
い
は
領
域
な
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
、
私
の

対
他
的
な
関
係
世
界
に
お
け
る
『
現
実
性
』
の
一
領
域
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（
一
六
三
頁
）
と
い
う
。 

 

そ
し
て
い
よ
い
よ
第
七
章
「
価
値
審
級
の
発
生
」
で
本
丸
「
価
値
審
級
の

発
生
論
」
へ
と
進
展
す
る
が
、
そ
こ
で
の
決
定
的
契
機
は
「
人
間
が
言
語
ゲ

ー
ム
に
よ
る
関
係
世
界
の
う
ち
を
生
き
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
と

し
て
、
動
物
的
な
「
快
‐
不
快
」「
予
期
‐
不
安
」
の
審
級
は
、
人
間
の
幻

想
的
身
体
に
お
け
る
価
値
審
級
、
す
な
わ
ち
「
よ
い
‐
わ
る
い
」「
き
れ
い

‐
き
た
な
い
」
へ
と
転
移
す
る
。
人
間
の
幻
想
的
身
体
は
、
つ
ね
に
す
で
に

こ
う
し
た
発
生
的
プ
ロ
セ
ス
の
集
積
で
あ
り
、
そ
の
縮
約
さ
れ
た
所
産
で
あ

る
。
幻
想
的
身
体
の
発
生
論
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
本
質
構
造
の
洞
察
に
ほ
か
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な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
エ
ロ
ス
中
心
性
の
転
移
の
道
す
じ

を
た
ど
る
。
す
な
わ
ち
、
①
身
体
的
「
快
‐
不
快
」
と
、
そ
の
展
開
と
し
て

の
「
エ
ロ
ス
的
予
期
‐
不
安
」、
②
「
身
体
的
‐
能
う
」
の
エ
ロ
ス
、
③
「
関

係
感
情
」
の
生
成
に
よ
る
関
係
的
エ
ロ
ス
、
④
「
初
期
禁
止
」
を
契
機
と
す

る
「
よ
い
‐
わ
る
い
」「
き
れ
い
‐
き
た
な
い
」
の
審
級
の
生
成
、
⑤
ル
ー

ル
規
範
の
順
守
を
め
ぐ
る
承
認
価
値
、
す
な
わ
ち
「
自
己
価
値
」
エ
ロ
ス
の

生
成
で
あ
る
（
一
七
二
―
一
七
三
頁
）
。 

 

＊ 

と
こ
ろ
で
、
評
者
の
生
業
と
す
る
精
神
医
学
の
世
界
は
、
身
体
医
学
に
伍

し
て
科
学
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
い
ま
だ
に
〈
主
観
‐
客
観
〉
図
式
へ
の
囚

わ
れ
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
そ
の
端
的
な
表
れ
は
一
九
八
〇

年
に
ア
メ
リ
カ
で
始
ま
っ
た
操
作
主
義
的
国
際
診
断
基
準
（
Ｄ
Ｓ
Ｍ
）
の
わ

が
国
へ
の
導
入
で
あ
る
。
病
因
論
的
解
明
が
一
向
に
進
ま
な
い
ゆ
え
に
、
そ

れ
ま
で
の
精
神
分
析
を
基
盤
と
す
る
精
神
力
動
的
精
神
医
学
で
用
い
ら
れ

て
き
た
種
々
の
疾
病
概
念
は
エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
の
乏
し
さ
ゆ
え
に
捨
象
さ
れ
、

客
観
的
指
標
と
し
て
行
動
観
察
に
特
化
し
た
特
徴
を
中
心
に
概
念
化
さ
れ

た
の
が
こ
の
操
作
主
義
的
国
際
診
断
基
準
で
あ
る
。
言
動
の
意
味
が
文
脈
に

規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
い
か
に
的
外
れ
な
も
の
か
は
容
易
に

推
測
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
当
然
の
成
り
行
き
と
い
う
べ
き
か
、
今
で
は
そ
の
診
断
体
系
が

最
新
の
神
経
生
物
学
や
遺
伝
学
の
知
見
と
整
合
性
を
も
た
な
い
と
の
理
由

か
ら
根
本
的
な
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
核
に
あ

る
の
は
現
在
の
病
態
を
複
雑
な
遺
伝
・
環
境
要
因
と
発
達
の
段
階
に
よ
っ
て

生
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
視
点
で
あ
る
。
子
ど
も
に
限
ら
ず
患
者
の

病
態
を
関
係
の
文
脈
で
捉
え
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
事
象
の
意
味
を
発
達

過
程
の
中
に
位
置
付
け
て
考
え
る
視
点
で
あ
る
。
今
や
こ
う
し
た
エ
ピ
ジ
ェ

ネ
テ
ィ
ッ
ク
（
後
成
的
）
な
考
え
方
は
世
界
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い

る
。 

 

世
界
を
見
渡
す
と
、
精
神
療
法
の
世
界
に
も
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
が
起

き
て
い
る
。
昨
年
秋
、
評
者
は
ア
ラ
ン
・
Ｎ
・
シ
ョ
ア
著
『
右
脳
精
神
療
法
』

（
岩
崎
学
術
出
版
社
）
を
訳
出
し
た
際
に
そ
の
こ
と
を
強
く
実
感
し
た
。
シ

ョ
ア
の
主
張
の
根
幹
に
は
「
人
間
の
幼
児
期
に
発
生
す
る
出
来
事
、
特
に
社

会
環
境
と
の
相
互
作
用
は
人
生
の
最
初
の
数
年
に
成
熟
途
上
の
脳
の
構
造

に
消
え
る
こ
と
な
く
刻
印
さ
れ
る
」
と
い
う
対
人
関
係
神
経
生
物
学
を
柱
に
、

「
情
動
」
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
「
関
係
」
に
視
点
を
向
け
た
精
神
療
法
の

重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
対
人
関
係
神
経
生
物
学
の
信
条
は
「
心
と
脳
の

構
造
と
機
能
は
特
に
経
験
、
と
り
わ
け
情
動
関
係
を
含
む
経
験
に
よ
っ
て
形

作
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
心
に
あ
る
の
が
、
情
動
（
感

情
）
の
一
義
性
、
つ
ま
り
情
動
こ
そ
が
人
間
の
経
験
の
底
板
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。「
関
係
」
と
「
情
動
」
を
軸
に
精
神
療
法
研
究
を
蓄
積
し
て
き
た

評
者
と
軌
を
一
に
す
る
立
場
で
あ
る
。 

 

＊ 

本
書
に
戻
ろ
う
。
著
者
は
「
純
粋
意
識
」
に
定
位
す
る
本
質
観
取
の
方
法

を
、
「
現
前
意
識
」
に
定
位
す
る
「
本
質
洞
察
」
へ
と
位
相
変
様
し
、
「
持

続
的
顕
在
」
、
「
情
動
継
起
」
、
「
情
動
累
積
」
と
い
う
三
契
機
を
取
り
出

し
て
い
る
。
こ
の
三
契
機
か
ら
私
が
す
ぐ
に
連
想
し
た
の
は
、
著
者
も
引
用

し
て
い
る
ス
タ
ー
ン
の
鍵
概
念
で
あ
る
力
動
感
（
生
気
情
動
の
訳
も
あ
る
）

（v
itality

 affects

）
と
、
現
実
を
意
味
す
る
二
つ
の
概
念
の
う
ち
、
リ
ア
リ

テ
ィ
と
対
比
さ
れ
る
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
著
者
が
「
現
前
意
識
」

と
称
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
に
近
似
し
て
い
る
、

と
い
う
よ
り
も
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。な
ぜ
な
ら
著
者
は
「
『
現
前
意
識
』

は
、
人
間
の
一
切
の
世
界
確
信
の
構
成
を
支
え
る
、
そ
れ
以
上
遡
行
さ
れ
え

な
い
最
後
の
『
底
板
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
前
意
識
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生

と
世
界
の
『
現
実
性
』
の
根
本
的
前
提
で
あ
り
、
誰
も
『
そ
の
背
後
に
回
る
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こ
と
が
で
き
な
い
』
絶
対
的
な
基
底
で
あ
る
」
（
九
七
頁
）
と
論
じ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。 

 

実
は
「
情
動
」
と
「
関
係
」
に
焦
点
を
当
て
た
精
神
療
法
の
実
践
で
は
、

患
者
‐
治
療
者
関
係
に
立
ち
上
が
る
「
間
主
観
」
と
し
て
の
情
動
の
動
き
を

掴
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
治
療
の
成
否
を
決
す
る
ほ
ど
に
重
要
な
意

味
を
持
つ
。
面
接
場
面
で
の
「
現
実
」
と
は
情
動
の
動
き
と
し
て
の
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
を
指
す
。
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
わ
れ
わ

れ
の
生
と
世
界
の
「
現
実
」
の
根
本
的
前
提
で
あ
り
、
誰
も
「
そ
の
背
後
に

回
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
絶
対
的
な
基
底
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

し
か
し
、
精
神
医
学
は
科
学
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
い
ま
だ
に
「
リ
ア
リ

テ
ィ
と
し
て
の
現
実
を
み
る
」
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
る
。
患
者
の
話
を
丁

寧
に
聞
き
取
り
、
症
状
を
丁
寧
に
捉
え
て
診
断
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
す
べ

て
「
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
の
現
実
を
み
る
」
行
為
で
あ
る
。
「
ア
ク
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
と
し
て
の
現
実
を
み
る
」
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
眼
中
に
な
い
、
と
い

う
よ
り
も
「
感
じ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
こ
と
」
は
非
科
学
的
態
度
だ
と
信

じ
て
疑
わ
な
い
。
恐
ろ
し
い
こ
と
に
、
わ
が
国
の
精
神
分
析
学
界
で
さ
え
、

い
ま
だ
に
〈
主
観
‐
客
観
〉
図
式
に
強
く
囚
わ
れ
、
精
神
療
法
の
エ
ヴ
ィ
デ

ン
ス
を
変
数
の
数
量
化
に
よ
っ
て
可
視
化
す
る
な
ど
と
い
う
倒
錯
的
な
試

み
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

次
い
で
、
「
音
楽
体
験
の
本
質
洞
察
は
、
わ
れ
わ
れ
の
『
日
常
世
界
』
に

お
け
る
一
切
の
自
明
性

、
、
、
（
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
）
の
確

信
構
成
に
つ
い
て
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
な
る
」
（
一
一
六
頁
）
こ
と
に
つ
い

て
。
以
前
評
者
は
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
に
現
出
す
る
「
自
明
性
」
の
病
理

に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
（
「
広
汎
性
発
達
障
害
に
み
ら
れ

る
『
自
明
性
の
喪
失
』
に
関
す
る
発
達
論
的
検
討
」
精
神
神
経
学
雑
誌
、
一

〇
一
巻
、
一
〇
四
五
―
一
〇
六
二
頁
、
二
〇
〇
三
）
。
そ
こ
で
私
は
、
広
汎

性
発
達
障
碍
（
今
は
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
と
称
さ
れ
て
い
る
）
に
み
ら
れ

る
言
語
障
碍
の
本
質
は
、
対
象
の
も
つ
意
味
を
、
養
育
者
と
の
あ
い
だ
で
共

通
の
体
験
を
基
盤
と
し
て
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
こ
と
ば
は
自
ら
の
体
験
世
界
と
調
和
す
る
こ
と
な

く
、
わ
れ
わ
れ
の
意
味
内
容
を
包
含
し
た
こ
と
ば
が
彼
ら
に
焼
き
付
く
た
め

に
、
体
験
と
意
識
と
の
あ
い
だ
に
深
刻
な
乖
離
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
、
よ

っ
て
、
「
自
明
性
」
が
獲
得
さ
れ
る
た
め
に
は
、
体
験
世
界
で
子
ど
も
た
ち

が
外
界
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
着
目
し
、
関
わ
っ
て
い
る
か
を
分
か
ち
合
う

中
で
彼
ら
に
こ
と
ば
を
働
き
か
け
る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
た
め
に
は
、
相
互
の
身
体
、
情
動
が
響
き
合
う
情
動
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
成
立
を
目
指
す
こ
と
が
治
療
の
要
諦
で
あ
る
と
論
じ
た
。 

 

著
者
は
「
本
質
洞
察
」
を
展
開
す
る
中
で
、
精
神
障
碍
に
つ
い
て
も
以
下

の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。「
神
経
症
（
は
）
…
母
‐
子
の
（
つ
ぎ
に
親
‐
子

の
）
基
礎
的
「
関
係
感
情
」
の
本
質
的
な
不
調
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

（
一
八
七
頁
）。
さ
ら
に
は
「
人
間
の
心
は
何
ら
か
の
不
安
に
襲
わ
れ
る
と
、

こ
れ
に
対
処
す
る
手
段
を
探
そ
う
と
す
る
。
だ
が
、
そ
の
対
処
の
能
力
が
無

効
で
あ
る
と
い
う
経
験
が
重
な
る
と
、
不
安
の
情
動
は
蓄
積
さ
れ
、『
身
体

化
』
さ
れ
て
、
た
え
ざ
る
不
安
の
感
覚
が
人
間
の
幻
想
的
身
体
の
基
礎
的
情

動
と
な
る
。
こ
れ
を
私
は
『
不
安
身
体
』
と
名
づ
け
る
。『
不
安
身
体
』
の

体
制
化
が
、
多
く
の
心
的
障
害
の
中
心
的
原
因
で
あ
る
」（
一
九
三
頁
）
と
。 

 

今
日
、
精
神
障
碍
の
大
半
で
、
そ
の
精
神
病
理
的
病
因
は
情
動
（
感
情
）

調
整
不
全
に
あ
る
と
の
考
え
が
広
が
っ
て
き
た
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、「
人

間
の
幼
児
期
に
発
生
す
る
出
来
事
、
特
に
社
会
環
境
と
の
相
互
作
用
は
人
生

の
最
初
の
数
年
に
成
熟
途
上
の
脳
の
構
造
に
消
え
る
こ
と
な
く
刻
印
さ
れ

る
」
ゆ
え
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
形
成
の
成
否
が
決
定
的
な
重
要
性
を
持
つ
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
関
係
と
は
ま
さ
に
情
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動
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
で
あ
る
。
「
情
動
」
と
「
関
係
」
に
焦

点
を
当
て
た
精
神
療
法
は
人
間
関
係
の
基
盤
で
あ
る
情
動
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
介
し
て
病
者
の
感
情
調
整
を
目
指
す
試
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま

で
の
精
神
医
療
の
大
半
が
対
症
療
法
的
手
段
し
か
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
こ
れ
こ
そ
根
治
療
法
へ
の
道
を
切
り
拓
く
も
の
で
あ
る
。 

 

対
人
関
係
神
経
生
物
学
の
視
点
に
立
て
ば
、
脳
・
心
・
体
は
事
実
上
一
体

と
し
て
未
分
節
な
か
た
ち
で
発
生
す
る
。
よ
っ
て
、
生
誕
時
に
始
ま
る
情
動

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ま
さ
に
脳
・
心
・
体
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
知
覚
、
運
動
、
情
動
の
各
過
程
は
未
分
節
な
か
た
ち
、

す
な
わ
ち
〈
知
覚
‐
運
動
‐
情
動
〉
過
程
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
れ
こ
そ
原

初
的
知
覚
体
験
世
界
で
あ
る
。 

 

今
や
混
迷
を
極
め
て
い
る
精
神
医
学
に
あ
っ
て
、
発
達
的
視
点
に
立
ち
エ

ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
な
発
想
を
持
っ
て
、
枝
分
か
れ
し
専
門
化
し
続
け
て
い

る
心
の
医
学
関
連
領
域
を
包
含
し
統
合
す
る
視
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、「
現
前
意
識
」
に
定
位
す
る
「
本
質
洞
察
」
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
、「
情
動
」
を
世
界
構
成
の
根
本
契
機
と
す
る
「
欲
望
論
」
は
、

臨
床
研
究
者
で
あ
る
評
者
に
と
っ
て
心
強
い
発
想
の
導
き
手
で
あ
る
。 

 

す
で
に
規
定
の
紙
幅
を
大
幅
に
超
え
た
。
本
書
は
さ
ら
に
、
「
善
と
悪
」
、

「『
き
れ
い
‐
き
た
な
い
』
審
級
」
、「
美
醜
」
、
「
芸
術
美
」
、「
芸
術
の
本
質

学
」
、「
芸
術
の
普
遍
性
に
つ
い
て
」
と
続
く
。
こ
れ
ら
は
評
者
の
守
備
範
囲

で
は
と
て
も
手
に
負
え
な
い
代
物
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
筆
を
擱
く
こ

と
に
す
る
。 

 

な
お
、
本
文
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
拙
稿
に
つ
い
て
は
感
性
教
育
臨
床
研
究

所
の
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「
論
文
・
そ
の
他
」
の
該
当
年
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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