
Title エディプス・コンプレックス・モデルとしての「科学
的心理学草稿」 : 初期フロイト理論の再検討

Author(s) 竹中, 均

Citation 年報人間科学. 1993, 14, p. 1-13

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/7900

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



エ
デ

ィ
プ

ス

・
コ
ン
プ

レ

ッ
ク

ス

・
モ
デ

ル

と

し

て

の

「
科

学

的

心

理
学

草

稿
」

1

初
期
フ
ロ
イ
ト
理
論
の
再
検
討

1

1

エ
デ

ィ
プ
ス

・
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
理
論
再
検
討
に
お
け
る

「
科
学
的
心
理
学
草
稿
」
の
重
要
性

エ
デ
ィ
プ
ス

・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
う
概
念
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
り
提
起

さ
れ
て
以
来
、
約

一
世
紀
の
間
、
多
く
の
論
議
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
父
-

母
-
子
の
三
角
形
を
め
ぐ
る
葛
藤
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
余
り
に
有
名
で
あ
る
。
こ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
受
け
入
れ
る
に
せ
よ
受
け
入
れ
な
い
に
せ
よ
、
エ
デ
ィ
プ

ス

・
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
と
い
う
概
念
が
何
を
表
す
か
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
疑
問

の
余
地
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
プ

ラ
ン
シ

ュ

・
ポ

ン
タ
リ
ス

『精
神
分
析
用
語
辞
典
』

に
ょ
れ
ば
、
「
フ
ロ
イ
ト
は
ど
こ
に
も
エ
デ

ィ
プ

ス

・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
組

(1
)

織
的
な
説
明
は
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
」
。
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
エ
デ

ィ
プ

竹
中

均

ス

・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
の

「常
識
」
も
、
フ
ロ
イ
ト
自
身
に
よ
る
オ

リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
後
世
の
研
究
者
に
よ
る

再
構
成
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ら
ば
、
エ
デ

ィ
プ
ス

・
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
に

つ

い
て
の

「常
識
」
を
、
も
う
少
し
慎
重
に
考
え
直
し
て
み
る
こ
と
も
出
来
る
は

ず
だ
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
を
取
れ
ば
、
エ
デ
ィ
プ
ス

・
コ
ソ
プ
レ

ッ
ク

ス
概
念
の
再
検
討
を
行
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
が
本
稿
で
試
み
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
「科
学
的
心
理
学
草
稿
」
(以
下
、
「
草
稿
」
と
略
す
る
)
と
い
う

フ
ロ
イ
ト
の
初
期
論
文

(
一
八
九
五
)
に
注
目
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

〔2
)

る
。
「草
稿
」
は
、
著
者

の
生
前
に
は
公
表
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
著
者
自

身
、公
表
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か

っ
た
私
的
な
論
文
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

フ
ロ
イ
ト
理
論
全
体
の
中
で
、
良
く
も
悪
く
も
、
特
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
特
異
な
論
文
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
エ
デ

ィ
プ

エデ ィプス ・コソブ レックス ・モデル としての 「科学的心理学草稿」
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ス

・
コ

ン
プ

レ

ッ
ク

ス
概

念

の
洗

い
直

し

が

可

能

で

は

な

い
か

、

と
考

え

た

の

で
あ

る

。

ま

ず

、

「
草

稿

」

が

、

フ

ロ
イ

ト

理

論

全

体

の
中

で

ど

の
よ

う

に

位

置

づ

け

ら

れ

て

き

た

の

か

、

ス

タ

ン
ダ

ー
ド

版

フ

ロ
イ

ト

全

集

に

お

い
て

「
草

稿

」

の

冒

頭

に

付

け

ら

れ

て

い

る

、

ジ

ェ

イ

ム

ズ

・
ス

ト

レ

イ

チ

ー

に

よ

る

、.国
象
8

N
.ω

ぎ

貯
o
含

o
ぼ
o
气

.
の
中

の

、
(
Q。
)
目
げ
①

Qっ
貫

p
匡

8

昌
o
Φ

o
{
什
『
Φ

煢

o
蒔

.
の
部

分

で

見

て

み

よ
う

。

ス

ト

レ

イ

チ

ー

に

よ

れ

ば

、

「
草

稿

」

に

は

、

マ
イ

ナ

ス

に

評

価

さ

れ

る

面

と
ブ

ラ

ス

に
評

価

さ

れ

る

面

と

が

あ

る

。

ま
ず

、

マ
イ

ナ

ス

に
評

価

さ

れ

る
に

つ
い

て

は

、

二

つ
の
要

因

が

あ

る

。

第

一
に

、
「
草

稿

」
、成

立

の

経
緯

と

、

著

者

自

身

に
よ

る
評

価

と

で
あ

る

。

つ
ま

り

、

こ

の
著

作

は

、
執

筆

途

中

で
放

棄

さ
れ

、
後

年

の

フ

ロ
イ

ト

自

身

に

よ

っ
て

、

そ

の
価

値

を

否

定

さ

れ

て

い
た

と

　
ヨ
　

い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第

二
の
要
因
は
、
「
草
稿
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ

て
い
る
議
論
が
臨
床
的
な
事
実

の
裏

付
け
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
(「
性

〔4
)

の
臨
床
的
意
義
と
理
論
的
意
義
と
の
不
愉
快
な
分
離
」
)。

以
上
の
よ
う
に
、
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
す
べ
き
理
由
を
挙
げ
る

一
方
で
、
ス
ト

レ
イ
チ
ー
は
、
プ
ラ
ス
に
評
価
す
べ
き
理
由
も
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
草

稿
」
は
、
「見
か
け
上
は
神
経
学
の
論
文
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
、

後
年
の
フ
ロ
イ
ト
心
理
学
理
論
の
大
方
の
核
心
部
分
を
そ
の
中
に
含
ん
で
」
お

り
、
「
「草
稿
」
は
、
と
い
う
よ
り

「草
稿
」
の
見
え
ざ
る
亡
霊
は
、
フ
ロ
イ
ト

(5
)

の
全
て
の
理
論
的
著
作
に
最
後
ま
で

つ
き
ま
と

っ
て
い
た
の
だ
。」

だ
が
、
こ
の
引
用
の
表
現
の
調
子
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ス
ト
レ
イ

チ
ー
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
の
方
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、

こ
れ
が
、
権
威
あ
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
版
の
評
価
と
し
て
、

一
般
的
な
評
価
を
代

表
し
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に

「草
稿
」
は
今
ま
で
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ト
な
評
価
を
与
え
ら
れ

て
き
た
わ
け
だ
が
、
本
稿

で
は
、
「
草
稿
」
が
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
的
著
作
の
隠

さ
れ
た
底
流
と
し
て
、
隠
然
た
る
力
を
持
ち
続
け
た
と
い
う
点
に
注
目
し
た

鴨
v。
と
り
わ
け
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
『夢
判
断
』

の

「第
七
章

夢
事
象

の
心
理
学
」

へ
の

「草
稿
」
の
影
響
だ
。
場
合
に
よ

っ
て
は
、
「第
七
章

夢

事
象
の
心
理
学
」
と
は
、
神
経
学
的
用
語
法
を
用
い
た

「草
稿
」
を
心
理
学
的

　ア
　

用
語
法

へ
と

「翻
訳
」
し
た
も
の
だ
、
と
さ
え
見
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
「草
稿
」
の
重
要
性
と
は
、
〈
フ
ロ
イ
ト
理
論
が
、
そ
の
ご
く
初

期
か
ら
、
そ
の
後
の
展
開
の
可
能
性
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
た
〉
と

い
う
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
重
要
性
も
確
か
に
あ
る

だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
論
じ
た
い
の
は
、
そ
れ
と
は
違

っ
た
重
要
性
で
あ
る
。

今
仮
に
、
「草
稿
」
が
、
エ
デ
ィ
プ
ス

・
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
概
念
を
含
む
後

年
の
フ
ロ
イ
ト
理
論
の
原
型

1

よ
り
精
確
に
言
え
ば
、
神
経
学
的
用
語
法
で

描
か
れ
た
原
型
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
受
け
入
れ
た
と
し
よ
う
。そ
う
す
れ
ば
、

「草
稿
」
の
中
で
展
開
さ
れ
る
心
的
装
置
の
モ
デ
ル
の
中
に
、
エ
デ
ィ
プ
ス

・

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
概
念
に
対
応
す
る
概
念
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
は
ず
だ
。

そ
し
て
実
際
、
「草
稿
」

の
中
に
、
そ
れ
ら
し
い
概
念
装
置
を
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
草
稿
」
モ
デ
ル
の
中
に
見
出
せ
る
エ
デ

ィ
プ

ス

・
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
概
念
と
、
後
年
の

〈本
当
の
〉
エ
デ
ィ
プ
ス

・
コ
ン
プ
レ

ヅ
ク
ス
概
念
と
の
間
に
は
、
決
定
的
に
異
な
る
点
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
「草
稿
」

モ
デ
ル
で
は
、
後
年
の

〈本
当
の
〉
エ
デ
ィ
プ
ス

・
コ
ソ
プ
レ

ッ
グ
ス
概
念
に

2



と

っ
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
父
に
対
応
す
る
要
素
が
登
場
し
な
い
の
で
あ

る
。よ

り
精
確
に
言
え
ば
、
「草
稿
」
に
は
、
父
だ
け
で
は
な
く
母
も
登
場
し
な

い
。
た
だ
し
、
お
お
よ
そ
母
に
対
応
す
る
と
見
て
い
い
要
素
は
登
場
す
る
。
そ

(8
)

れ
は
、
「経
験
豊
か
な
個
体

き

Φ×
b
興
冨
琴
Φ
ロ
も
興
ω
o昌
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

自
力
で
は
生
存
を
維
持
で
き
な
い
幼
児
を
世
話
す
る
養
育
者
の
こ
と
だ
。
幼
児

自
身
を
第

一
者
と
考
え
れ
ば
、
こ
の

「経
験
豊
か
な
個
体
」
は
第
二
者
で
あ
る
。

後
年
の

〈本
当
の
〉
エ
デ
示
プ
ス

・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
概
念
で
は
、
こ
れ
ら
二

者
に
、
第
三
者
で
あ
る
父
が
関
わ
る

こ
と
で
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
展
開
し
て
い
く

わ
け
だ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
「
草
稿
」
モ
デ
ル
で
は
、
こ
の
第
三
者
が
登

場
し
な
い
の
だ
。
「
草
稿
」
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
こ
の
機
能
は
、
第
三
者

の

介
入
で
は
な
く
て
、
「自
我
に
よ
る
禁
止

げ
眠
互
菖
o口
9

9
Φ
oαq
o
」
に
よ

っ

す
　

て
担
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「自
我
に
よ
る
禁
止
」
を
、
内
面
化
さ
れ

た
第
三
老
の
よ
う
な
も
の
に
よ
る
機
能
と
し
て
見
な
す
こ
と
は
、
難
し
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
違
い
は
根
本
的
だ
と
思
わ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
〈
本
当
の
V
エ
デ

ィ

プ
ス

・
コ
ソ
プ
レ
ッ
ク
ス
で
は
、三
者
関
係
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
に
対
し
、

「
草
稿
」
モ
デ
ル
で
は
、
二
者
関
係
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
二
者

か
三
者
か
と
い
う
違
い
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス

・
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

そ
の
も
の
に
関
わ
る
違
い
で
あ
り
、
部
分
的
な
修
正
に
よ

っ
て
結
び
つ
け
る
こ

と
は
出
来
な
い
は
ず
だ
。

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「草
稿
」

で
は
未
だ
、
理
論
的
に
完
成
途
上
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
後
年
に
至

っ
て
は
じ
め

て
、
〈
本
当
の
V
理
論
-
三
者
関
係
か
ら
成
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
到
達
し
た
の
だ
、

だ
か
ら
、
未
熟
な

「草
稿
」
モ
デ
ル
が
二
者
関
係
か
ら
成

っ
て
い
た
と
し
て
も
、

大
し
て
問
題
で
は
な
い
、
と
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
「
草
稿
」
に
対
し
て
概

し
て
否
定
的
だ

っ
た
ス
ト
レ
イ
チ
ー
で
す
ら
認
め
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
事
実
、

す
な
わ
ち
後
年
の
円
熟
期
の
理
論
的
著
作
に
対
し
て

く
未
熟
な
V
「
草
稿
」
が

影
響
を
与
え
続
け
た
こ
と
を
、
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
ヶ
な
問
題
を
孕
ん
だ

「草
稿
」
モ
デ
ル
の
立
場
か
ら
、
常
識
化
し
た

エ
デ

ィ
プ
ス

・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
概
念
を
洗
い
直
そ
う
と
い
う
の
が
、
筆
者
の

(10
)

考

え

で
あ

る

。

2
.
「
草
稿
」
第

一
部
の
論
理
展
開

ま
ず
、
「草
稿
」
第

一
部
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
要
約
し
よ
う
。
「草
稿
」

モ
デ
ル
は
、
人
間
の
心
的
装
置
を
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン

・
シ
ス
テ
ム
内
を
流
れ
滞
留

す
る
欲
動
エ
ネ
ル
ギ
ー

(「草
稿
」
に
お
い
て
は
、
「量
Q
」
と
い
う
言
葉

で
呼

ば
れ
る
)
の
増
減
均
衡
に
よ

っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
心
的
装
置
モ
デ
ル
を

構
成
す
る
に
あ
た

っ
て
、
フ
ロ
イ
ト
が
注
意
し
た
の
は
、
心
の
中
の
現
象
と

一

口
に
い
っ
て
も
、
外
界
か
ら
の
刺
激
に
よ
る
現
象
と
、
心
の
内
側
か
ら
の
刺
激

(11
)

に
よ
る
現
象
と
の
二
種
類
が
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
筆
者
な
り
の
解
説
を

し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
心
的
装
置
の
中
に
、
馬
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
た
と
す
る
。

こ
の
場
合
、
外
界
に
現
実
に
存
在
す
る
馬
を
知
覚
し
た
た
め
に
馬
の
イ
メ
ー
ジ

が
現
れ
た
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
現
実
に
そ
の
場
に
馬
が
い
な
く
て

も
、
記
憶
の
中
か
ら
馬
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
た
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ

エデ ィプス ・コンプ レックス ・モデル としての 「科学的心理学草稿」
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ん
、
こ
の
記
憶
の
中
の
馬
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
元
々
は
外
界
に
存
在
す
る
馬
の
知

覚
を
原
料
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば

一
角

獣
の
イ
メ
ー
ジ
が
心
的
装
置
の
中
に
現
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

外
界
に
対
応
物
を
持
た
ず
、
心
の
内
側
か
ら
の
刺
激
に
よ
る
現
象
と
見
な
さ
ざ

る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
心
的
装
置
の
働
き
を
説
明
す
る
た
め
に
、

フ
ロ
イ
ト
は
、
φ

ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
ψ

ニ

ュ
ー
ロ
ン
と

い
う

二
種
類

の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
想
定
す

(12
)

る
。
φ

ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
は
、
外
界

に
曝
さ
れ
た
感
覚
器
官
と
直
接
結
び

つ
い

て
い
る

「
(な
ん
の
抵
抗
も
し
な
い
し
、
な
に
も
滞
留
さ
せ
な
い
)
透
過
性
」

の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
で
あ
る
。

一
方
、
ψ

ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
は
、
「
記
憶
の
担
い
手
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
お
そ
ら
く
心
的
現
象
全
般
の
担
い
手
で
あ
る

(抵
抗
を
持

　

っ
た

、

量

Q

を

保

持

す

る

)

非

透

過

性
」

の

ニ

ュ
ー

ロ

ン
で

あ

る

。

後

者

の

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ン
が

受

け

取

る

量

Q

に

は

、
二
種

類

あ

る
。

一
つ
は

、
φ

ニ

ュ
ー

ロ

ン
か

ら

の
量

Q

(
「
外

部

か

ら

の
刺

激

」
)

で

あ

り

、

も

う

一
つ
は

、

「
内

因

(13
)

性
刺
激
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
具
立
て
を
行

っ
た
上
で
、
フ
ロ
イ
ト
は
、

上
記
の
二
種
類
の
心
的
現
象
を
、
次

の
よ
う
に
記
述
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「外

部
か
ら
の
刺
激
」
が
、
感
覚
器
官
と

φ

ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
介
し
て
、
ψ

ニ
ュ
ー

ロ
ン
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
心
的
現
象
を

「知
覚
」
と
呼
ぶ
。

一
方
、
「内
因
性
刺
激
」
が
、
直
接

ψ

ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に

ょ

っ
て
生
じ
る
心
的
現
象
を

「
(想
像
的
)
表
象

冨
僧σq
ぎ
贄
団
置
8
」
(囗

「
回

(14
)

想

器
ヨ
O
ヨ
げ
奠
ぎ
αq
」
)

と
呼

ぶ

。

た

だ

し

、
精

確

に

言

え

ば

、

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ン
自

体

が

「
知
覚

」

を

行

う

の

で
は

な

い

。

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ソ
に

「
外

部

か

ら

の
刺

激

」

が

到
達

す

る

こ
と

で

生

じ

る

ψ

ニ

ュ
!

ロ

ソ
内

部

の
興

奮

刺

激

が

、

更

に

、

も
う

一
つ
別

の
種

類

の

ニ

ュ
ー

ロ

ン
に
伝

え
ら

れ

る

こ
と

に

よ

っ
て
初

め

て

、

「
知

覚

」

が

生

じ

る

。

フ

ロ
イ

ト

は

、

こ

の
第

三

の

ニ

ュ
ー

ロ

ン
を

「
ω

ニ

ュ
ー

ロ

ン
」

あ

る

い

は

「
知

覚

ニ

ュ
ー

ロ

ン
」

と
呼

遡

。

つ
ま

り

、
「
外

部

か

ら

の

刺

激

」

を

受

容

し

た

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ン

の
中

に

生
じ

る
興

奮

刺

激

(量

Q

+
質

)

の
質

的

側

面

が

、

更

に

ω

ニ

ュ
ー

ロ

ン
に

伝

え

ら

れ

て

、

「
意

識

的

感

覚

o
o
昌
ω
o
δ
信
の

ω
Φ
ロ
ω
甲

(
16
)

(
17
)

什
δ
霧

」
、

「
感

覚

的

質

ω
①
ロ
ω
o
蔓

ρ
§

鐸
冨
ω
」

が

生

じ

る

の

で
あ

る
。

こ
の

「
意

識

的

感

覚

」

が

、

私

た

ち

の
通
常

の

意
味

で

の

「
知

覚

」

の

こ

と

だ

と

見

て
よ

い
よ

う

な

の

だ

が

、

フ

ロ
イ

ト

に

よ

れ

ば

、

「
意

識

の
内

容

」

に

は

も
う

一
つ

「
そ

れ
と

は

非

常

に
ち

が

っ
た

別

の
系

列

」

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

「
快

と

不

快

の
感

覚

の
系

列

匪

o

ω
〇
二
①
の

o
h
ω
Φ
昌
ω
卑

一〇
ロ
ω

o
h
黛

§
鬟

ミ

(18
)

§
亀
ミ
愚
貯
毳
ミ
蕊
」
で
あ
る
。

(A
)
フ
ロ
イ
ト
は
、
「
不
快
を
避
け
る
と
い
う
心
的
生
活
の

一
傾
向
」
に

つ
い
て
私
た
ち
が
知

っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
傾
向
を
、
「
不
活
発
状
態

ぎ
興
学

貯

へ
と
向
か
う
基
本
的
な
傾
向
」
(爵
①
娼
二
昌
9
覧
o
oh
§
ミ
、画亀
)
と
同

一
視

し
た
い
誘
惑
を
感
じ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
快
に
対
す
る
欲
求
を
、
不
活
発

状
態

へ
の
欲
求
と
見
な
す
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
心
的

「
不
活
発
状
態
」

と
は
、
「
草
稿
」
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
量
Q
の
水
準
が
低
い
こ
と
を
意
味
す

る
か
ら
、
快
に
対
す
る
欲
求
と
は
、
量
Q
の
水
準
の
低
さ

へ
の
欲
求
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

(B
)
そ
し
て
、
も
し
も
こ
の
同

一
視
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
不
快
」

と
は
、
Q
,
の
水
準
の
上
昇
、
す
な
わ
ち
量
的
圧
力
の
増
大
と

一
致
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
逆
に

「快
と
は
、
放
出

氈
ω
oげ
贄
αq
Φ

の
感
覚
で
あ
る

4



だ

ろ

う

」
。

フ

ロ

イ

ト

の
考

え

で
は

、

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ン
と

ω

ニ

ュ
ー

ロ

ン
と

は

一
種

の

「
通
底

器

巨

奠
8

彗
ヨ
=
巳
8

叶冒
αq

〈
Φ
ω
ω
9
の
」
を

な
し

て
お

り

、
「
ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ソ
の

水

準

が

上

昇

す

る

と

、

ω

ニ

ュ
ー

ロ

ン
の

中

の
カ

セ

ク

シ

ス

が

増

大

し

、
反

対

に

、

水

準

が

下

降

す

る

と

、

カ

セ

ク

シ

ス
は

減

少

す

る
」
。

.

　

よ

っ
て

、

不

快

と

は

、

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ン
の
中

で

Q

が

増

大

す

る

時

の

ω

二　

ユ
ー

ロ

ン

の
感

覚

で
あ

る

だ

ろ
う

し

、
快

と

は

、

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ン
の
中

で
Q

が
減

少

す

る
時

の

ω

ニ

ュ
ー

ロ

ン

の
感

覚

で

あ

る

だ
ろ

う

。

そ

れ

で

は

、
先

に
述

べ

た

「
意

識

的

感

覚

・
感

覚

的

質

」

と

「
快

と

不
快

の

感
覚

」

と

の
関
係

は

ど
う

な

っ
て

い

る
だ

ろ

う

か

。

(
C

)

フ

ロ

イ

ト

に

よ

れ

ば

、
「
快

と

不
快

と

の
問

の
無

関

心

の
領

域

に
位

置

す

る

感

覚

的

質

を

知

覚

す

る

性

質

9
営

詳
巳

Φ

は

、

快

と

不

快

の
感

じ

些

Φ

[崗

Φ
の
Φ
p
8

0
h
些

Φ
】
け
Φ
ぎ

αq

9

覧
8

ω
霞

Φ

9
巳

q
昌
覧
8

ω
葺

Φ

が

起

こ
る

と

、

消

失

す

る
」
。

(
D

)

つ
ま

り

、

「
ω

ニ

ュ
ー

ロ

ン
は

、
あ

る

特

定

の

(
強

さ

の
)

カ

セ

ク

ヘ

ヤ

シ
ス
の
時
に
、
ニ
ュ
・ー
ロ
ン
の
動
き

の
周
期

喝
奠
δ
山

を
受
容
す
る
た
め
の
最

適
状
態
に
な
る
。
カ
セ
ク
シ
ス
が
よ

り
強
い
時
に
は
、

ω

ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
不

快
を
生
み
出
し
、
よ
り
弱
い
時
に
は
、
快
を
生
み
出
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
カ

セ
ク
シ
ス
が
無
く
な

っ
て
し
ま
い
、

ニ
ュ
ー
ロ
γ
の
動
き
の
周
期
を
受
容
す
る

こ
と
が
出
来
な
く
な
る
ま
で
続
く
。
」

つ
ま
り
、
「
意
識
的
感
覚
」
と
は
、
快
と

不
快
と
の
問
の
中
間
状
態
で
あ
り
、
「意
識
的
感
覚
」
と

「快
と
不
快
の
感
覚
」

と
は
両
立
し
え
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

以
上
の
よ
う
な
道
具
立
て
を
用
い
て

「
草
稿
」
モ
デ
ル
は
展
開
し
て
い
く
の

だ
が
、
本
稿
に
お
い
て
問
題
に
し
た

い
の
は
、
上
記
の

「
ニ
ュ
ー
ロ
ソ
」
そ
の

他
が
実
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
そ
れ
ら
の
道
具

立
て
を
用
い
て
な
さ
れ
る
論
理
構
成
に
だ
け
注
目
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
「諸

ニ
ュ
ー
ロ
ン
間
の
す
べ
て
の
結
び
つ
き
の
基
礎
」
と
な
る
の
は
、

「
同
時
性
に
よ
る
連
想

四
ω
ωo
o
冨
鉱
o
昌
ぴ
団
匹
日
巳
β
ロ
血
昌
」
で
あ
る
と
言

　　
　

う

。

そ

れ

で

は

、

「
同

時

性

に

よ

る
連

想
」

と

は
何

だ

ろ
う

か

。

過

去

に

お

い
て

、

イ

メ

ー
ジ

α

と

イ

メ

ー

ジ

β

と

を

た

ま

た

ま

同
時

に
記

憶

し

た

と

し

よ
う

。
す

る

と

、
そ

の
後

再

び

イ

メ

ー

ジ

α

を

思

い
出

す

時

(
つ

ま

り

、

イ

メ

ー

ジ

α
に

対

応

す

る

或

る
特

定

の

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ン

に
量

Q
が

流

れ

込

む

時

)
、

そ

れ

と

同

時

に

、

イ

メ

ー

ジ

β

も

思

い
出

さ

れ

て

く

る

(
つ
ま

り

、

イ

メ

ー

ジ

α

・に

対
応

す

る

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ン
に

流

れ

込

ん

た

量

Q
が

、
直

ち

に

、

イ

メ

ー

ジ

β

に

対

応

す

る

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ン

へ
と

移

動

し

て

い

く

)
。

そ

し

て

そ

の

結
果

、

イ

メ
ー

ジ

α

に
対

応

す

る

ψ

ニ

ュ
ー

ロ

ン
に
流

れ

込

ん

(20
)

で
い
た
量
Q
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、イ
メ
ー
ジ

α
を
〈
授
乳
に
よ

っ
て
生
じ
る
生
理
的
な
満
足
体
験
〉
、

イ
メ
ー
ジ
β

を

く
授
乳
に
よ
る
満
足
体
験
と
同
時
に
得
ら
れ
た
、
口
唇
の
触

(21
)

感
V
だ
と
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
主
体

(こ
の
場
合
は
幼
児
)
が
空
腹
に
な
る

と
、
イ
メ
ー
ジ

α

す
な
わ
ち

〈授
乳
に
よ
っ
て
生
じ
る
生
理
的
な
満
足
体
験
〉

に
対
応
す
る
ψ

ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
量
Q
が
流
れ
込
む
。
つ
ま
り
、
授
乳
し
て
も

ら
い
た
く
な
る
。
も
し
も
、
「
同
時
性
に
よ
る
連
想
」
な
ど
が
な
け
れ
ば
、
そ

の
後
の
事
態
は
簡
単
だ
。
幼
児
は
泣
き
声
を
あ
げ
、
結
果
的
に
は
養
育
者
か
ら

授
乳
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
、
「
同
時
性
に
よ
る

連
想
」
が
あ
る
た
め
に
、
事
態
は
違

っ
た
風
に
展
開
す
る
。
イ
メ
ー
ジ

α

に

対
応
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
流
れ
込
ん
だ
量
Q
は
、
「
同
時
性
に
よ
る
連
想
」
に
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よ

っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
β

す
な
わ
ち

〈
口
唇
の
触
感
〉
に
対
応
す
る
ψ

ニ
ュ
ー

ロ
ン
へ
と
移
動
し
て
い
く
。
す
る
と
、
〈
授
乳
に
よ

っ
て
生
じ
る
生
理
的
な
満

足
体
験
〉
そ
の
も
の
に
対
す
る
欲
求
が
減
少
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
〈
口
唇
の

触
感
〉
の
方
を
欲
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
人
間

の
欲
望

の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
同
時
性
に
よ
る
連
想
」
に
よ

っ
て
、
本
来
の
生
理
的

欲
求
が
、
生
理
的
で
は
な
い
イ
メ
ー
ジ
的

・
情
報
的
な
欲
望

へ
と
す
り
替
え
ら

れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
た
と
え
ば
、
お
し
ゃ
ぶ
り
の
使
用
が
そ
う
で
あ
る
し
、

ま
た
、
大
人
の
場
合
で
も
、
食
べ
物
の
お
い
し
さ

(イ
メ
ー
ジ
β

に
相
当
す

る
)

へ
の
執
着
が
そ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
、
.欲
望
の

「
同
時
性
に
よ
る
連
想
」
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、

幼
児
に
と

っ
て
致
命
的
な
問
題
を
引

き
起

こ
す
。
幼
児
の
生
存
に
と

っ
て
は
、

イ
メ
ー
ジ

α
を
も
た
ら
す
外
界
の
対
象
の
獲
得

(
つ
ま
り
、
現
実
に
授
乳
し

て
も
ら
う

こ
と
)
が
必
要
で
あ
る

の
に
、
「
同
時
性
に
よ
る
連
想
」
に
よ
る
す

り
替
え
に
よ

っ
て
、
幼
児
は
、
イ
メ
ー
ジ
β

(
つ
ま
り
、
口
唇
の
触
感
)
の

方
を
追
求
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
こ
の
問
題
を
次

の
よ
う
に
表
現
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「幻
覚
に
も
と
つ
い
て
反
射
的
な
行
為
が

(
22
)

ひ
き
起
こ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
必
ず
失
望
に
終
わ
る
。」
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

「幻
覚
に
い
た
る
ま
で
の
願
望
備
給

と
十
分
な
防
衛
の
消
費
を
と
も
な
う
不
快

(23
)

の
完
全
な
発
展
」
を
、
「
心
的
な

一
次
過
程
」
と
呼
ん
で
い
る
。
要
約
し
て
言

え
ば
、
イ
メ
ー
ジ
が
外
界
の
対
象
の
現
実
的
獲
得
の
た
め
に
役
立
た
ず
に
、
も

う

一
つ
別

の

イ

メ

ー

ジ

の
追

求

へ
と

す

り

替

わ

っ
て

し

ま

う

こ

と

ー

こ

れ

が
、
「
一
次
過
程
」
に
お
け
る
致
命
的
問
題
で
あ
る
。

「
一
次
過
程
」
に
お
け
る
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
何
が
必
要
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
イ
メ
ー
ジ
が
も
う

一
つ
の
別
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
連
想
的
に

す
り
か
わ

っ
て
ゆ
く
と
い
う
状
態
そ
の
も
の
を
変
更
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
別
の

言
い
方
を
す
れ
ば
、
〈
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
意
味
す
る
現
実
的
対

象
と
の
対
応
関
係
〉
を
確
立
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
既
述
の
例
で
言
え
ぱ
、
授
乳

に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
心
的
満
足

(イ
メ
ー
ジ

α
)
と
、
現
実
の
授
乳
体
験
と

の
対
応
を
確
立
す
る
こ
と
だ
。
別

の
側
面
か
ら
言
え
ば
、
「
知
覚

や
奠
o①
℃
雫

凶o
昌
と
表
象

置
Φ
曽
と
を
区
別
す
る
基
準
を
ど

こ
か
ら
か
得

る
必
要
が
あ

〔24
)

る
。」

つ
ま
り
、
外
部
か
ら
の
刺
激
に
よ

っ
て
生
じ
る

「知
覚
」
と
、
内
部
か

ら
の
刺
激
に
よ

っ
て
生
じ
る

「表
象
」
と
を
区
別
で
き
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「
草
稿
」
の
考
え
方
は
、
奇
妙
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
外
部
か
ら
の
刺
激
と
内
部
か
ら
の
刺
激
と
の
区
別
は
、
出
来
て
当
然
の
よ

う
に
思
え
る
の
で
、
敢
え
て
、
そ
の
区
別
の
た
め
の
基
準
が
必
要
と
は
考
え
に

く
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
「
草
稿
」
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
「知
覚
」
と

「表
象
」

と
を
区
別
出
来
な
い
と
い
う
点
こ
そ
が
、
人
間
の
心
的
装
置
の
基
礎
条
件

(「同

時
性
に
よ
る
連
想
」
に
従
う

「
一
次
過
程
」
)
な
の
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
、
こ
の

「知
覚
と
表
象
を
区
別
す
る
基
準
」
を
、
「
現
実
指
標

　お
　

睾

①

ぎ
象
o
o
ユ
o
⇒

o
臨
話
聾

け
矯
」

と

呼

び

、

「
現

実

指

標

」

を

用

い
て

「
「
知

覚

と
表

象

を

区

別

す

る

」

こ
と

を

、

「
現

実

性

判

断

あ

る

い

は

確

信

9

甘

創
αq
?

(26
V

日
Φ
導

o
h
お

o
洋

ざ

σ
亀

Φ
h
」

と

呼

ぶ

。

そ

し

て

、

こ

の

「
現

実

指

標

」

は

、

ω

ニ

ュ
ー

ロ

ン
か

ら

来

る
と

言

う

。
つ
ま

り

、
ω

ニ

ュ
ー

ロ

ン

(知

覚

ニ

ュ
ー

ロ

ソ
)

が

、

「
現

実

性

判

断

」

を

担

っ
て

い
る

の
だ

。
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だ
が
、
「現
実
指
標
」
が
適
切
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
あ
る

一
定
の
条
件

が
成
立
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
フ
ロ
イ
ト
は
付
け
加
え
る
。
す
な
わ

ち
、
「
自
我
に
よ
る
禁
止
」
に
よ

っ
て
、
量
Q
が
小
さ
く
な

っ
て
い
る
場
合
に

(27
V

の
み
、
「
現
実
指
標
」
は
適
切
に
機
能
す
る
と
言
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
条
件

が
必
要
な
の
か
と
い
え
ば
、
量
Q
が
充
分
に
大
き
い
場
合
に
は
、
量
Q
が
外
部

か
ら
の
刺
激
で
あ
ろ
う
と
内
部
か
ら

の
刺
激
で
あ
ろ
う
と
関
係
な
く
(
つ
ま
り
、

「知
覚
」
だ
ろ
う
と

「表
象
」
だ
ろ
う
と
関
係
な
く
)
、
つ
ね
に

「現
実
指
標
」

が
機
能
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
言
う
。

こ
の
よ
う
に

「自
我
に
よ
る
禁

止
」

の
下
で

「
現
実
指
標

の
適
切
な
使
用

潜
oo
霞
Φ
9

Φ
導
覧
o
《ヨ
Φ
暮

9

けげ
Φ
ぎ
岳
o
註
o
ロ
ω
oh
『$
嵩
冖矯
」
が
行
わ
れ
、

そ
の
結
果
、
「
現
実
性
判
断
」
が
成
立
し
て
い
る
状
態
を
、
フ
ロ
イ
ト
は

「
二

(28
)

次
過
程
」
と
呼
ぶ
。

そ
れ
で
は
、
「
二
次
過
程
」
を
成
立
さ
せ
る
の
に
必
要
不
可
欠
な

「
現
実
性

判
断
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
な
の
だ
ろ
う
か
。
「草
稿
」
に
よ
れ

　み
　

ば
、
そ
れ
は

「同

一
性

鋤
口
乙
窪
蜂

《
」
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
既
述
の

よ
う
に
、
「
現
実
性
判
断
」
が
出
来

る
た
め
に
は
、
「知
覚
」
と

「表
象
」
と
を

区
別
す
る
何
ら
か
の
基
準

(「現
実
指
標
」
)
が
必
要
な
わ
け
だ
が
、
こ
の
基
準

と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
〈
現
実
の
外
的
対
象
を
確
実
に
意
味

し
て
い
る
心
的
イ
メ
ー
ジ
〉
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
基
準
と
な
る

イ
メ
ー
ジ
と
、
一
致
す
る
イ
メ
ー
ジ
は

「知
覚
」
で
あ
り
、
一
致
し
な
い
イ
メ
ー

ジ
は

「表
象
」
で
あ
る
と
判
断
す
る
わ
け
だ
。

で
は
、
こ
の
〈現
実
の
外
的
対
象
を
確
実
に
意
味
し
て
い
る
心
的
イ
メ
ー
ジ
〉

と
は
何
だ
ろ
う
か
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「最
初
に
満
足
を
与
え

て
く
れ
る
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
最
初
の
敵
対
的
対
象
」
で
あ
る
も
の
の
イ

(30
)

メ
ー
ジ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
初
に
経
験
し
た
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
、
「現
実
指

標
」
な
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
現
実
性
判
断
」
と
は
、
主
体
が
今
感
じ

て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
最
初
に
経
験
し
た
イ
メ
ー
ジ
と

一
致
す
る
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
し
た
後
で
初
め
て
、
「草
稿
」
は
夢
の
問
題
に
取
り

掛
か
る
。
つ
ま
り
、
「
二
次
過
程
」
の
機
能
が
弱
ま
り
、
「
一
次
過
程
」
が
観
察

で
き
る
数
少
な
い
機
会
が
睡
眠
時
で
あ
り
、
「
一
次
過
程
」
の
諸
性
質
を
知
る

(31
)

た
め
の
恰
好
の
素
材
が
、
夢
な
の
だ
、
と
フ
ロ
イ
ト
は
言
う
。
そ
し
て
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
版
の
脚
注
に
よ
れ
ば
、
「草
稿
」
の
こ
の
部
分
こ
そ
が
、
『夢
判
断
』
の

先
駆
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
『
夢
判
断
』
に
お
い
て
有
名
な

「夢

と
は
願
望
充
足
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
、
「
草
稿
」
の
こ
の
部
分
に
既
に
現

　ぬ
　

れ
て
い
る
し
、精
神
分
析
理
論
確
立
に
と

っ
て
も

っ
と
も
重
要
な
夢
で
あ
る
「イ

(33
)

ル
マ
の
注
射
の
夢
」
が
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
分
析
さ
れ
て
、
「草
稿
」

の
第

　
部
は
終
了
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「草
稿
」
の
議
論
の
流
れ
を
見
て
く
る
と
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
が

夢
を
問
題
に
す
る
こ
と
の
論
理
的
な
背
景
が
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
知
覚
」
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
、
リ
ア
リ
テ
ィ
は

い
か
に
し
て
構
成
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
論
理
的
思
考
を
背
景

に
し
て
初
め
て
、
夢
は
問
題
と
な
る
の
だ
。

エディプス ・コソプレックス ・モデル としての 「科 学的心理学草稿」
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3

「
草
稿
」
の
内
在
的
矛
盾

こ
こ
ま
で
、
「草
稿
」
第

一
部
の
議
論
を
要
約
し
な
が
ら
、
そ
の
基
本
的
な

ロ
ジ

ッ
ク
を
追

っ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
上
記
の

「
一
次
過
程
」
か
ら

「
二
次
過

程
」

へ
の
転
換
の
問
題
が
、
後
年
の

フ
ロ
イ
ト
理
論
に
お
け
る
エ
デ
ィ
プ

ス

・

コ
ン
プ
レ
ヅ
ク
ス
の
克
服
の
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
私
た
ち
は
当
面
、
二
つ
の
疑
問
点
に
ぶ

つ
か
る
。

ま
ず
第

一
に
、
「現
実
指
標
の
適
切
な
使
用
」
に
関
わ
る
疑
問
で
あ
る
。
「草

稿
」
に
よ
れ
ば
、
量
Q
が
充
分
に
大
き
い
場
合
に
は

「現
実
性
判
断
」
は
不
可

能
な
の
だ
が
、
量
Q
が
充
分
に
小
さ

い
場
合
に
は
そ
れ
が
可
能
だ
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
知
覚
と
表
象
が
区
別
出
来
る
状
態

(二
次
過
程
)
と
、
知
覚
と
表
象
が
区
別
出
来
な
い
状
態

(
一
次
過
程
)
と
の

.
違
い
は
、
単
に
、
量
Q
の
大
き
さ
の
違
い
と
い
う

〈量
的
な
〉
違
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ひ
い
て
は
、
(現
実
的
)
「
知
覚
」

ど

(想
像
的
)
「
表
象
」
と
の
違
い
は
、
質
的
な
違
い
で
は
な
く
、
量
的
な
違

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
現
実

的
対
象
が
あ
る
場
合

(「知
覚
」
)
と
現
実
的
対
象
が
な
い
場
合

(「表
象
」
)
と

の
違
い
は
、
連
続
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
存
在
と
不

在
と
の
違
い
が
連
続
的
だ
と
い
う

こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え

(
34
V

方
は
、
常
識
的
リ
ア
リ
テ
ノ
観
か
ら
見
て
、
受
け
入
れ
が
た
い
。

第

二
の
疑
問
は
、
最
初
に
経
験

し
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
「現
実
指
標
」
に
な
る

と
い
う
点
に
関
し
て
い
る
。

一
見
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
も

っ
と
も
な
よ
う
に

思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
最
初
の
経
験

(大
抵
は
、
最
強
度
の
経
験
)
と
は
、
す

な
わ
ち
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
堅
固
な
現
実
性
を
与
え
て
く
れ

る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
「草
稿
」
の
議
論
の
出
発
点
に

お
い
て
、
心
的
装
置
の
基
礎
条
件
す
な
わ
ち

「諸

ニ
ュ
ー
ロ
ン
間
の
す
べ
て
の

結
び

つ
き
の
基
礎
」
と
な
る
の
は

「
同
時
性
に
よ
る
連
想
」
だ

っ
た
は
ず
だ
。

っ
ま
り
、
「
一
次
過
程
」
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
が

「知
覚
」
な
の
か

「表
象
↑
な
の
か
区
別
が
つ
か
な
い
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
最
初
の
経
験
の
イ
メ
ー

ジ
は
当
然

「
一
次
過
程
」
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し

て
そ
れ
が

「
表
象
」
で
は
な
く

「知
覚
」
で
あ
る
と
保
証
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う

か
。
「同
時
性
に
よ
る
連
想
」
を
議
論
の
出
発
点
と
す
る
限
り
、
最
初
に
経
験

し
た
イ
メ
ー
ジ
が

「
現
実
指
標
」
に
な
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
「草
稿
」
の
内
在
的
な
議
論
だ
け
か
ら
で
は

「現
実
性
判
断
」

が
成
立
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ロ
イ
ト
が

「
現

実
性
判
断
」
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
妥
当
性
を
信
じ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
何
か
「
草

稿
」
の
議
論
に
内
在
し
て
い
な
い
要
素
が
、
外
部
か
ら
密
輸
入
さ
れ
た
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
何
だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
そ
れ
は
、
〈
最

初
の
経
験
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
最
初
で
あ
る
が
故
に
、
現
実
的
で

あ
る
は
ず
だ
〉
と
い
う
暗
黙
の
信
念
だ
と
思
う
。
つ
ま
り
、
〈最
初
で
あ
る
こ

と
〉
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
基
準
と
し
て
の
特
権
性
を
与
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
初

　あ
　

め
て
、
「現
実
性
判
断
」
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
完
結
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
特
権
性
は
、
「草
稿
」
の
内
在
的
な
議
論
だ
け
か
ら
は
保
証

で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
一
次
過
程
」
か
ら

「
二
次
過
程
」
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へ
の
転
換
メ
カ

ニ
ズ
ム
自
体
が
、
亀

裂
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

更
に
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「草
稿
」

モ
デ

ル
が
後
年
の
エ
デ

ィ
プ

ス

・

コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
理
論
の
先
駆
形
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
エ
デ
ィ
プ
ス

・
コ

ン
プ
レ

ッ
ク
ス
理
論
も
ま
た
、
同
様

の
亀
裂
を
孕
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

議
論
が
内
在
的
に
完
結
出
来
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
確
か
に

「草
稿
」

は
失
敗
作
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
「草
稿
」

を
読
む
こ
と
で
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
が
背
後
に
持

っ
て
い
る
暗
黙
の
信
念
を
、
簡

潔
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
る
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
更
に
、
背
後

に
あ
る
暗
黙
の
信
念
を
除
き
、
「
草
稿
」
の
内
在
的
な
論
理
だ
け
を
徹
底
さ
せ

る
時
、
そ
こ
か
ら
、
著
者
で
あ
る
フ
ロ
イ
ト
自
身
が
意
識
的
に
意
図
し
た
の
と

は
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
論
が
展
開
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

4
.
「
草
稿
」
に
お
け
る
二
種
類
の

「
快
感
原
則
」
解
釈

「草
稿
」
を
読
む
上
で
も

っ
と
も
興
味
深

い
の
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、

上
記
の
よ
う
な
議
論
の
亀
裂
が
比
較
的
純
粋
な
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
、

フ
ロ
イ
ト
の
思
考
の
現
場
を
垣
間
見
る
の
に
便
利
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下

で
は
、
「草
稿
」
モ
デ
ル
が
孕
ん
で
い
る
も
う

一
つ
の
亀
裂
を
、
「
一
次
過
程
」

に
だ
け
話
を
限
定
し
て
論
じ
て
い
こ
う
。

コ

次
過
程
」
に
関
す
る
諸
問
題
は
、
快
/
不
快
が
如
何
な
る
性
質
を
持
つ

か
と
い
う
問
題
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
既
述
し
た
、
「
一
次
過
程
」
に
お
け

る
快
/
不
快
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
版
の
脚
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、

後
年
の
フ
ロ
イ
ト
理
論
に
お
け
る

「快
感
原
則
」

の
原
型
を
な
す
も
の
で
あ

(36
)

る
。
そ
れ
で
は
、
「草
稿
」
に
お
け
る
快
/
不
快
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
、
「快
感
原
則
」

解
釈
で
う
ま
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

「快
感
原
則
」
は
、
従
来
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

欲
動
エ
ネ
ル
ギ
ー

(「
草
稿
」
で
は
、
量
Q
)
の
水
準
が
低

い
場
合
に
は
、
快

が
生
じ
、
逆
に
、
高
い
場
合
に
は
、
不
快
が
生
じ
る
と
。
だ
か
ら
、
快
を
追
求

し
よ
う
と
す
る
心
的
装
置
の
基
本
傾
向
は
、
欲
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
水
準
を
ゼ
ロ

に
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
。
た
し
か
に

一
見
す
る
と
、
上
記
の

「草
稿
」
モ
デ

ル
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
従
来
の

「快
感
原
則
」
解
釈
通
り
に
、
快
/

不

快
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
、
「草
稿
」
モ

デ
ル
は
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
第
二
節
で
示
し
た
快
/
不
快
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

(B
)
を
素
直
に
読

め
ば
、
不
快
を
生
み
出
す
の
は
、
量
Q
の
水
準
の
高
さ
で
は
な
く
、
量
Q
の
水

準
の
上
昇
で
あ
る
。

一
方
、
快
を
生
み
出
す
の
は
、
量
Q
の
水
準
の
低
さ
で
は

な
く
、
量
Q
の
水
準
の
下
降
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
快
/
不
快
を
生
み
出
す
の
は
、

量
Q
の
状
態
で
は
な
く
、
量
Q
の
変
化
な
の
で
あ
る
。

も
し
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
説
明
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

(C
)
の
解
釈

(「意
識
的
感
覚
」
と

「快
と
不
快
の
感
覚
」
と
の
関
係
)
も
変
わ

っ
て
く
る

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
快
や
不
快
が
生
じ
て
い
る
時
、

つ
ま
り
量
Q
の

水
準
が
変
化
し
て
い
る
時
に
は
、
「
意
識
的
感
覚
」
が
知
覚
さ
れ
な
い
〉
と
い

う
言
明
は
、
〈
通
常
の
意
味
で
の
知
覚
に
相
当
す
る

「意
識
的
感
覚
」
と
は
、

量
Q
の
静
的
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
快

・
不
快
が
生
じ
て
い
る

時
、
す
な
わ
ち
量
Q
が
変
化
し
て
い
る
時
に
は
、
「意
識
的
感
覚
」
は
知
覚
さ

エデ ィプス ・コンプ レックス ・モ デル と しての 「科学的心理学 草稿」
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れ
な
い
〉
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
第

二
節
の
快
/

不
快
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
う
ち
、
(A
)
(D
)
は
、

明
ら
か
に
、
従
来
の

「快
感
原
則
」
解
釈
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

つ
ま
り
、
「
草
稿
」
に
お
け
る

「
快
感
原
則
」
解
釈

(そ
う
い
う
命
名
は
ま
だ

　　
　

さ
れ
て
い
な
か

っ
た
が
)
は
、
二
種
類
の
解
釈
の
混
合
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
も
し
従
来
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
る
と
、
「
意
識
的
感
覚
」
を
感
じ

る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
量
Q
が
あ

る
特
定
の
水
準
に
静
止
し
て
い
る
場
合
だ

け
で
あ
り
、
(静
止
状
態
だ
ろ
う
と
変
化
状
態
だ
ろ
う
と
)
そ
れ
以
外
の
全
て

の
状
態
で
は
、
快
/
不
快
の
感
覚
が
生
じ
て
し
ま
い
、
「
意
識
的
感
覚
」
を
感

じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
、
「意
識
的
感
覚
」

を
感
じ
る
こ
と
は
事
実
上
、
殆
ど
不
可
能
に
な

っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
も
し
、
従
来
の
解
釈
の
言
う
通
り
、
快
を
生
み
出
す
の
が

《
量
Q
の

水
準
の
低
さ
》
で
あ
る
な
ら
ば
、
心
的
装
置
は
、
た
だ
ち
に
量
Q
の
水
準
を
ゼ

ロ
に
し
て
、
最
大
の
快
を
得
よ
う
と
す
る
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
量
Q
の
水
準

が
ゼ

ロ
と
い
う

こ
と
は
、
心
的
装
置
が
死
ん
で
い
る
状
態
な
の
だ
か
ら
、
心
的

装
置
は
死
の
状
態
を
目
指
す
と
い
う
奇
妙
な
結
論
に
な

っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、

従
来
の

「快
感
原
則
」
解
釈
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
「死
の
本
能
」

　
　
　

と
い
う
不
可
解
な
結
論
に
到

っ
て
し
ま
う
。

-
し
か
し
、
〈
快
/

不
快
を
生
み
出
す
の
は
、
量
Q
の
状
態
で
は
な
く
、
量
Q

の
変
化
だ
〉
と
い
う

「草
稿
」
特
有

の
解
釈
を
採
用
す
れ
ば
、
今
挙
げ
た
よ
う

な
問
題
は
生
じ
な
く
な
る
。

ま
ず
、
「
意
識
的
感
覚
」
と

「
快
と
不
快
の
感
覚
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
言

え
ば
、
量
Q
の
水
準
が
静
止
し
て
い
さ
え
い
れ
ば
、
量
Q
の
水
準
の
値
が
い
く

ら
で
あ

っ
て
も
、
「意
識
的
感
覚
」
を
知
覚
す
る
こ
ど
が
出
来
る
。

次
に
、
「死
の
本
能
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「草
稿
」
特
有
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

快
は
、
量
Q
の
水
準
が
下
降
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
こ
れ
は

一
見
す
る
と
、

従
来
の
解
釈
と
同
様
、
量
Q
が
ゼ

ロ
に
な
る
状
態
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
量
Q
が
ゼ
ロ
に
な

っ
て
し

ま
え
ば
、
そ
れ
以
上
、
下
降
で
き
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
で
は
快
を
得
る
こ
と
が

出
来
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
下
降

(快
)
で
き
る
た
め
に
は
、
上
昇

(不
快
)

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、
「
草
稿
」
特
有
の
解
釈
に
よ
る

「快

感
原
則
」
で
は
、
あ
る
静
止
状
態

(た
と
え
ば
、
量
Q
が
ゼ
ロ
の
状
態
)
が
目

指
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
量
Q
の
水
準
の
下
降
と
上
昇
の
反
復
が
目
指
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
二
種
類
の
解
釈
を
比
較
し
て
み
る
と
、
論
理
的
な
整
合
性
の

点
で
、
「草
稿
」
モ
デ
ル
特
有
の
解
釈
の
方
が
優
れ
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者
に

は
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

「快
感
原
則
」
に
つ
い
て
の
新
し
い
解
釈
を
要
求
す
る

「
草
稿
」

モ
デ
ル
が
、
後
年
の
論
文

「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
、

筆
者
が
最
後
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
点
で
あ
る
。

5

「
草
稿
」
の
視
点
か
ら
見
た

「
快
感
原
則
の
彼
岸
」

「精
神
分
析
の
理
論
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
次
の
よ

う
に
仮
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
心
的
出
来
事
が
た
ど
る
軌
跡
は
自
ず
と
、
快
感

(39
V

原
則
に
よ

っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
と
。」
と
い
う

一
文
か
ら
始
ま
る

「
快
感
原

10



則
の
彼
岸
」
は
、

一
言
で
言
え
ば
、
「快
感
原
則
」
と
い
う
仮
定
か
ら
何
が
帰

結
す
る
か
を
詳
細
に
論
じ
た
論
文
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
「快
感
原
則
は
実

(40
)

際
、
死
の
本
能
に
仕
え
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。」
と
い
う
有
名
な
言
明
を
含

む
末
尾
部
分
の
あ
い
ま
い
さ
を
見
れ
ぜ
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
は
、
ひ
と

つ
の
明
確
な
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
よ
り
も
、
多
く
の
理
論
的
可
能
性
を
可
能

性
の
ま
ま
で
提
示
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
論
文
で
あ
る
。

「
草
稿
」
か
ら
の
視
点
を
取
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
論
文
の

一
つ
の
特
徴

を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
論
文
に
お
け
る

「
快
感
原
則
」

の
解
釈
に
は
、
構
造
的
に
異
な
る
二
種
類
が
あ
り
、
フ
ロ
イ
ト
自
身
知
ら
な
い

う
ち
に
、
こ
の
二
種
類
を
混
同
し
て
用
い
て
い
る
の
だ
。

ヘ

へ

ま
ず
、、
第

一
の
解
釈
は
、
「
不
快
を
興
奮
の
量
の
増
加
と
対
応
さ
せ
、
快
を

、

、

(41
V

興
奮
の
量
の
減
少
と
対
応
さ
せ
る
と

い
う
や
り
方
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ペ
リ

カ
ン
版
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
の
注
が

「草
稿
」
を
参
照
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

解
釈
は
、
既
述
の

「草
稿
」
特
有
の

「快
感
原
則
」
解
釈

(量
Q
の
変
化
に
注

目
す
る
解
釈
)
と

一
致
す
る
。
ま
た

、
別
の
表
現
で
は
、
「
快
と
不
快
の
感
じ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
決
定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
は
お
そ
ら
く
、

一
定
の
時
間
内
に
お
い
て
増
減
し
た

　れ
　

興
奮
の
量
の
程
度
な
の
で
あ
る
」
と
も
言
う
。
(こ
の
引
用
で
、
「
一
定
の
時
間

内
に
お
い
て
」
の
部
分
に
強
調
を
置

い
た
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
自
身
で
あ
る
。)

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

へ

つ
ま
り
、
コ

定
の
単
位
時
間
内
に
お
け
る
カ
セ
ク
シ
ス
の
大
き
さ
の
変
化
」

と
、
「カ
セ
ク
シ
ス
の
絶
対
.的
な
大

き
さ
、
お
そ
ら
く
は
カ
セ
ク
シ
ス
の
水
準
」

ヘ

へ

ぬ

ね

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

も

と
を
明
確
に
区
別
し
た
上
で
、
快
/

不
快
は
、
「
一
定
の
単
位
時
間
内
に
お
け

へる
カ
セ
ク
シ
ス
の
大
き
さ
の
変
化
」

の
方
と
結
び
つ
く
と
見
な
さ
れ
て
い
る
わ

(43
)

け
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
「
快
感
原
則

の
彼
岸
」
で
は
、
「草
稿
」
独
自
の
視
点
ぶ

よ
り
明
確
化
さ
れ
た
形
で
復
活
し
て
い
る
。

一
方
、
第
二
の
解
釈
で
は
、
「快
感
原
則
」
は
、
「心
的
装
置
か
ら
興
奮
を
完

全
に
除
去
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
心
的
装
置
の
中
の
興
奮
の
量
を

一
定
に
保

つ
か
、
あ
る
い
は
出
来
る
だ
け
低
く
保

つ
か
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
が
持

つ
も

っ
と

も
普
遍
的
な
努
力

1

す
な
わ
ち
無
生
物
世
界
の
静
止
状
態

へ
の
回
帰
」
(「
死

　ゆ
　

の
本
能
」
)
と
関
係
し
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
は
、
従
来
の

「快
感
原
則
」
解

釈
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
〈
量
Q
の
少
な
さ
〉
に
よ

っ
て
、
快
が
生
じ
、
〈
量

Q
の
多
さ
〉
に
よ

っ
て
、
不
快
が
生
じ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の

解
釈
の
方
が
、
第

一
の
解
釈
よ
り
も
ず

っ
と

一
般
的
に
流
布
し
て
い
る
の
で
、

馴
染
み
深
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
『
精
神
分
析
用
語
辞
典
』
の

「快
感
原
則
」
の
項
目
を
見
て
み

(45
V

る
と
、
上
記
の
第

二
の
解
釈
の
方
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
か
じ
め
、

第

一
の
解
釈
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場

が
、
従
来
の

「
快
感
原
則
」
解
釈
を
代
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
従
来

の

「快
感
原
則
」
解
釈
に
、
こ
の
よ
う
な
欠
落
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と

ー

こ
れ
が
、
「草
稿
」
か
ら
の
視
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

フ
ロ
イ
ト
理
論
に
お
け
る

「
草
稿
」
の
重
要
性
は
、
第

一
の
解
釈
す
な
わ
ち
、

〈
量
Q
の
絶
対
値
で
は
な
く
、そ
の
変
化
の
方
に
注
目
す
る
快
感
原
則
の
解
釈
V

と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
フ
ロ
イ
ト

自
身
は
、
「
草
稿
」
に
お
い
て
も
、
ま
た

「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
に
お
い
て
さ

え
も
、
第

一
の
解
釈
を
徹
底
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
フ
ロ
イ
ト
自
身
が
、

二
種
類
の
解
釈
の
間
で
生
涯
揺
れ
続
け
た
と
い
う
の
が
、
実
情
だ
ろ
う
。
し
か
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し
、
従
来
、
「快
感
原
則
」
の
解
釈
が
、
あ
ま
り
に
第

二
の
解
釈
の
方
に
偏
り

す
ぎ
て
き
た
よ
う
に
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
第

一
の
解
釈
に
も
相
応
の
注
意

を
払
う
こ
と
で
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
を
更
に
多
面
的
に
捉
え
う
る
よ
う
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
こ
の
第

一
の
解
釈
が
、
ど
の
よ
う
な
諸
帰
結
を

も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
が
ど
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
る
の
か
、

と
り
わ
け
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
、
「草
稿
」
特
有
の

〈
二
者
関
係
か
ら
成

る
エ
デ

ィ
プ
ス

・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

・
モ
デ
ル
〉
と
、
第

一
の
解
釈
と
が
ど
の

(46
)

よ
う
に
関
係
す
る
の
か
に
つ
い
て
は

、
別
に
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

注(
1
)
甘
詈

訂

且
§

o
冨

o
け
い
-切
●
℃
o
暮
巴
β

ぎ

§
ミ
ミ
ミ

"
馬
ミ

辱
超
ミ
§

犠
嘗

♪

芍
話
ωの
①
の
α
Φ
d
巳
く
興
降

巴
『Φ
α
①
周
蕁
昌
o
ρ
膳
。
α
α
筐
o
昌
冨
毒

ρ

一
ゆ
刈
G。

(村
上
仁
監

訳

『
精
神
分
析
用
語
辞
典
』
み
す
ず
書

房
、

一
九
七
七
、

二
八
頁
)
。

(2
)
ω
茜
ヨ
§

α
写
①
巳

り
.、勹
弖

8
=

。
萇

ω
。尋

農

。
勹
塁
。
巨

。
撃

..
ぎ

琶

g
巴

ξ

冨
彗
Φ
の
ω
窪
霧
9

響
貯

冒
ヨ
o
の
ω
窪
β。
9
2

&

こ
§

馬
⑦
ミ
§
§
ミ

靆

ミ
§

ミ

ミ
鳴

9

§

隷
紺
き

ミ
o愚

§
丶
き

幕
恥
ミ

⑦
膏
§
ミ
ミ

ぎ

ミ

ぎ

』
ト

↓
冨

=
oαq

鋤
ニ
ゴ

中

oω
9

ド㊤
O
O
.
(小
此
木
啓
吾
訳

「
科
学
的

心
理
学
草
稿
」
、
懸

田
克
躬

・
小
此
木

啓
吾
訳

『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集

第

七
巻

ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
他
』
人
文
書
院
、

一

九
七
四
)
。

(3
)
蕁
ミ
こ
喝
b
㊤
9

人
文
書
院
版

に
は
、
ス
タ

ン
ダ

ー
ド
版

の
解
説
は
入

っ
て
い
な

い
。

(4
)
ミ

鈍
も

・b。
㊤
ド

(5
)
ミ

"
も

.b。
8

●

(6
)
導
ミ

も

b
8

.

(7
)
小
此
木

啓
吾

「
改
題
お
よ
び
メ

タ
サ
イ

コ
ロ
ジ

ィ
解
説
」
、
井
村

恒
郎

・
小
此

木
啓
吾
他
訳

『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集

第

六
巻

自
我
論

・
不
安
本
能
論
』
人
文
書

院
、

一
九
七
〇

所
収
、
四
三
七
頁

。

(8
)
男
話
q
皇

愚
.職
譜

歹
ω
μ
◎。
・
(邦

訳
、

二
五
四
頁
)
。
本
稿

に
お
け
る

フ
ロ
イ
ト
か

ら

の
引
用
は
、
邦

訳
と
必
ず

し
も
同

一
で
は
な

い
。

(9
)
奪
ミ
・博
唱
・Q◎
bQ
O
.
(邦
訳
、

二
六

一
頁
)
。

(10
)
た
と
え
ば
ジ

ャ
ッ
ク

・
ラ
カ

ン
の
理
論
が

、
そ

の
よ
う
な
理
論
だ
と
思
わ
れ
る
。

ラ
カ

ソ
は

『
セ

ミ
ネ
ー
ル
』
の
中

で
、
「草
稿
」
の
重

要
性
を
強
調
し
な
が
ら
、
「
草

稿
」
か
ら

『
夢
判
断
』

へ
の
展
開

に
お

い
て

「
フ
ロ
イ
ト
が
機
械
論
的
な
思
考
か

ら
心
理
学
的
な
思
考

へ
と
転
換
し
た
」
と

い
う
従
来

の
解
釈
を
批
判

し
、
「
フ
ロ

イ
ト
の
思
考
は
常

に
首
尾

一
貫
し

て
い
た
」

こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。

(冒
o
ρ
ロ
o
ω

H
9
8
P

卜
、馭ミ
心
§

§

ミ
辱
超
き
§
亀
曹
災
N
℃
寧

N
℃
題

)
も
"ミ
§
ミ
蚤

ミ

§

蚤

ω
Φ
巨

し

㊤
。。
O
も

●a

・
冒
o
臼

①ω
蠧

8
p

「富

§
9

§
蕊

ミ

ミ
魯
蕊
馬
§

ぎ

ミ

ミ

§

蕊

ミ

§

ぎ

鳶
ミ

§

ミ
辱
超
ら
ぎ
ミ

督
怨

(N
も
匙

山

羂

)
跳

"§
§
ミ
蛬

Nミ
這

趨

ω
窪

芦

H
㊤
c。
ど

署

μ
嵩
-
一
〇
b。
●も

・μ
ω
G。
・)
だ
が
、
「
草
稿
」

モ
デ
ル
と
、
〈
本
当

の
〉

エ
デ

ィ
プ

ス

・
コ
ソ
プ

レ

ヅ
ク
ス

・
モ
デ

ル
と

の
間

に
、
既
述

の
よ
う
な
構
造
上

.
の
違

い
が
あ

る
こ
と

を
思

え
ば
、

ラ
カ
ン
が
、

フ
ロ
イ
ト

の
思
考

の
首
尾

一
貫
性

を
主
張
す
る
の
は
奇
妙

に
映

る
。
し
か
し
、
も
し
私
た
ち
が
自
明
と
見
な
し
て
い

る
前
提

i

〈
本
当

の
〉

エ
デ

ィ
プ

ス

・
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス

・
モ
デ
ル
は
三
者
関

係

か

ら
成

っ
て

い

る

と

い
う

前

提

を

放

棄

す

れ

ば

、

ラ
カ

ン

の
主

張

は
奇

妙

で

は

な

く

な

る

だ

ろ
う

。

つ
ま

り

、

エ
デ

ィ
プ

ス

・
コ

ソ
プ

レ

ッ

ク
ス

・
モ
デ

ル

は

、

見

か

け
上

は

三
者

関

係

で
あ

る

が

、

実

際

は

二
者

関

係

で

あ

る

と

。

よ

っ
て

、
自

明
視

さ
れ

て
き

た

従

来

の

エ
デ

ィ
プ

ス

・
コ
ン
プ

レ

ッ
ク

ス
解

釈

自

体

を

問

題

に

す

る

必
要

が

あ

る

と

。

(11
)

覃

o
ロ
負

愚
・ミ

こ
℃
●bo
り
S

(邦

訳

、

二

三

四
頁

)
。

(
12
)

奪
ミ
・'
サ
ω
O
O
.

(邦

訳

、

二

三

七
頁

)
。

(
13
)

き
ミ
こ
歹
ω
O
野

(邦

訳

、

二

四

二
頁

)
。

(
14
)

き
ミ
.も

.ω
O
c。
聊
(邦

訳

、

二

四

六
頁

)
。
蕁

ミ
.も

●ω
b。
α
.
(邦

訳

、

二

六
〇

頁

)
。

(
15
)

き
ミ
.も

.ω
O
㊤
.
(邦

訳

、

二

四

六
頁

)
。

(
16
)

奪
ミ
.も

.ω
O
Φ
.
(邦

訳

、

二

四

六
頁

)
。

(
17
)

奪
ミ
■も

.ω
這

●
(邦

訳

、

二

四
九

頁

)
。

(
18
)

奪
ミ
●も

.G。
嵩

.
(邦

訳

、

二

四
九

頁

)
。

12



(
19
)
き

ミ
こ
戸
ω
H㊤
.
(邦

訳

、

二

五

五
頁

)
。

(
20
)
♂

ミ

℃
戸
ω
HΦ
●
(邦

訳

、

二

五

五
頁

)
。

(21
)
き

ミ

博
O
ウ
ω
悼
Q。
1
ω
bQ
O
●
(邦

訳

、

二
六

三

頁

)
、

お

よ

び

冒

霞

U
o
5

ミ

～さ
亀
ミ
や

畿
§

昏
ミ

紺
貸ミ
ミ

§

卜
§
§

I
N
.
卜
、§
8
§
9
§

冴

鳳ミ

qミ
愚

s
ミ
§
恥
ミ
ミ
ミ
耄

慟

同
α
三
〇
昌
ω

∪
Φ
ロ
o
α
尸

H
⑩
Q。
9

(小

出
浩

之

訳

『
ラ

カ

ソ
読

解

入

門

』

岩

波

書

店

、

一
九

八
九

、

一
六

二
頁

)

の
次

の
言

明

を

参

照

。

「
ラ
カ

ソ
が

指

摘

し

て

い

る

よ

う

に

、
食

物

の
欲

求

に

お

い

て
欲

動

を

満

足

さ

せ

る

も

の
、

そ

れ

は

食

物

と

い
う

対

象

で

は

な

く

て

、
《
口

の
快

感

》

で
あ

る
。
」

(22
)

国
「O
ロ
P

愚
.鼠
、こ
唱
●ω
昌
Φ
.
(邦

訳

、

二
五

六

頁

)
。

(32
)

き
馬織
こ
娼
娼
.G◎
bσ
O
l
G◎
卜Q
刈
.
(謝邦
訳

、

二

六

二
頁

)
。

(42
)

奪
篤織
こ
娼
.QQ
bo
α
.
(邦

訳

、

二
亠ハ
0

頁
)
。

(%
)

蕁
凡織
;
弓
.らQ
bO
㎝
'
(邦

訳

、

二
六

亠
頁
)
。

(26
)

き
ミ

・も

.。。
ω
Q。
.
(邦

訳

、

二
六

七

頁
)
。

(
27
)

奪
ミ

も

.◎。
b。
α
.
(邦

訳

、

二
六

一
頁
)
。

(
28
)

奪
ミ
●も

.ω
卜。
8

(邦

訳

、

二

六

二
頁
)
。

(
29
)

き
ミ

も

O
・。。
N
O。
山

。。
卜。
・
(邦

訳

、

二
六

三

～

二
六

七

頁
)
。

(
30
)

奪
ミ
こ
や
ω
ω
H
●

(邦

訳

、

二

六

五
～

二

六

六
頁

)
。

(
31
)

き
ミ
.も

や
Q。
Q。
窃
1
。。
虧
。。
.
(邦

訳

、

二
六

九

～

二
七

五

頁
)
。

(
32
)

奪
ミ

も

・G。
お

'

(邦

訳

、

二

七

三
頁

)
。

(
33
)

奪
ミ

》
戸
G。
蔭
ピ

(邦

訳

、

二

七

四
頁

)
。

(
34
)

た

し
か

に

、
「
草

稿

」

第

一
部

の

「
第

一
五
節

ψ

に

お

け

る

一
次

過

程

と

二

次

過

程

」

に
お

け

る

議

論

だ

け

を

見

る

限

り

で

は

、

一
次
過

程

と

二
次

過

程

と

の

違

い
は

、

量

的

な

違

い
に

す

ぎ

な

い
よ

う

に

見

え

る

。

し

か

し

、
そ

の
後

の

「
第

一
八
節

思

考

と

現

実

」

で

は

、

一
次

過

程

と

二
次

過

程

と

の
違

い

に

つ

い

て
、

別

の
角

度

か

ら
検

討

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

〈
二
次

過

程

と

は

、

一
次

過

程

を

、

よ

り

少

な

い
量

Q

に

よ

っ
て

繰

り

返

す

こ

と

だ
V

と

い
う

第

】
五

節

の

結

論

を

再

確

認

し

た

上

で

、

よ

り
大

き

な
量

Q

が
よ

り

小

さ

な

量

Q

へ
と

転

換

す

る

こ
と

か

ら

、

い
か

な

る

問

題

が
引

き
起

こ
さ

れ

る
か

、

に

つ
い

て
論

じ

て

い
く

(蕁

ミ
こ
O
.ω
ω
吟

(邦

訳

、

二
六

八

頁
)
)
。

そ

の
結

果

フ

ロ
イ

ト

は

、

「
た

だ

一
つ

の
可
能

な
答
え
」
と
し

て
、
「副

次
備

給
」
と

い
う
新

し
い
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
導

入

す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
メ

カ

ニ
ズ

ム
に

つ
い
て
は

、
『
ソ
シ
オ

ロ
ジ
』
社
会
学

研
究
会

、

一
一
六
号
掲
載
予
定

の
拙
稿

を
参

照
。

(
35
)
「
満
足

の
最
初

の
体
験
」

の
特
権
化

に

つ
い
て
は
、
U
o
び

愚
.6鐘

(邦
訳
、

一

六
五
頁
)
参
照
。

フ
ロ
イ
ト
の
暗
黙

の
信
念

に

つ
い
て
は

、
若
森
栄
樹

『
精
神
分

析

の
空
間

ー

ラ
カ

ン
の
分
析

理
論

ー

』
弘
文
堂
、

一
九

八
八
、

二
二
七
～

二

二
八
頁
参
照
。
本
稿

は
、
こ
の
著
書

に
多
く
を
負

っ
て
い
る
。

(
36
)
中
窪

負

愚
.9
尹

サ
。。
這
.
(邦
訳

、
三

一
六
頁
)
。
但
し
、
邦
訳
で
は
部
分
的
に

省
略
さ
れ
て

い
る
。

す

(
37
)

「
草
稿

」

の
冒
頭
部
分

で
も
、
た
し
か

に
、
「
量

Q

の
水
準
を
ゼ

ロ
に
し
よ
う

と
す
る
根
源
的
な
傾
向
」
と

い
う
表
現
が
用

い
ら
れ
て

い
る
。
き
ミ
こ

歹
卜。
O
S

(邦

訳
、

二
三
五
頁
)
参

照
。

(
38
)
「
草
稿
」

の
中
で
は
、

こ
の
側
面
は
あ

ら
わ
に
は
な
ら
な

い
が

、
あ

る
意
味

で

「
草
稿
」
の
理
論
的

再
生
と
も
言

え
る

「
快
感
原
則

の
彼
岸
」
で
は
、

こ
の
側
面

が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

(39
)
の
齢
目
ま

α
宰
Φ
ロ
9

、、bU
亀

o巳

窪
o
コ
Φ
器
霞
Φ
勹
ユ
昌
o
堂

Φ
.、
ぎ

暴

鳴
ミ

ミ
§

、
丶
ミ
織

ミ

守
ミ
遷

竃
霞

N

O
謡

ミ

町
鞐愚

超
ミ

ミ
o
讐

㌦

↓
ミ

↓
ミ
o
遷

ミ

き

ミ
o§

犠
霤

畫

勺
曾

讐

巨

bd
o
o
吋
ρ

目
Φ
。。
♪

や
b。
刈
9

(小
此
木
啓
吾
訳

「
快
感

原

則

の
彼

岸

」
、

小

此

木

啓

吾

・
井

村

恒

郎

他

訳

『
フ

ロ
イ

ト

著

作

集

第

六
巻

自
我

論

・
不
安

本

能

論

』

人

文

書

院

、

一
九

七

〇

所

収

、

一
五

〇

頁

)
。

(40

)
き
ミ

も

.ω
。。
。。
●
(邦

訳

、

一
九

四
頁

)
。

(41

)
奪
ミ
.も

'ミ

①
・
(邦

訳

、

一
五

一
頁

)
。

(42

)
導
ミ
.も

.b。
『
O
.
(邦

訳

、

一
五

一
頁

)
。

(43

)
奪
ミ
.も

・ω
G。
S

(邦

訳

、

一
九

三
頁

)
。

(44
)

奪
ミ
.も

.Q。
Q。
①
●
(邦

訳

、

一
九

三
頁

)
。

(45
)

甘

彗

い
昌

冨
昌
o
げ
Φ
o
こ

・・切
・
り
o
昌
巨

貫

愚
・"壁

(邦

訳

三
九

頁

)
。

(46
)

前

掲

の
拙

稿

を

参

照

。

エディプス ・コソプ レックス ・モデル としての 「科学 的心理学 草稿」13


