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メルロ
＝

ポン
ティ
と

Ｇ
・

ゲ
クス 

―
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
に
お
け
る
『
遺
棄
神
経
症
』
解
釈

酒
井
麻
依
子

　

は
じ
め
に

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
一
九
四
九
年
か
ら
五
二
年
の
児
童
心
理
学
お
よ
び
教
育
学
の
講
座
（
以
下
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
）
に
お
い
て
、

幼
児
期
を
自
己
と
他
者
の
境
界
が
築
か
れ
る
以
前
の
自
他
未
分
化
状
態
、
癒
合
状
態
と
表
し
た
。
す
で
に
『
知
覚
の
現
象
学
』［
註
１
］

か
ら
見
ら
れ
る
そ
う
し
た
記
述
は
、
原
初
状
態
に
お
け
る
自
己
と
他
者
の
平
和
的
共
存
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
人
間
同
士
の
必
然
的
な

和
解
を
説
い
た
も
の
と
と
き
お
り
受
け
取
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
［
註
２
］。
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
傾
向
は
多
か
れ
少
な
か
れ

『
知
覚
の
現
象
学
』
の
次
の
よ
う
な
記
述
に
重
点
を
置
い
て
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
を
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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コ
ギ
ト
と
と
も
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、
各
自
が
他
の
者
の
死
を
追
い
求
め
る
と
い
う
意
識
同
士
の
闘
争
が
始
ま

る
。
闘
争
が
始
ま
る
た
め
に
も
、
各
々
の
意
識
が
、
否
定
す
べ
き
数
々
の
異
な
る
現
存
に
気
付
き
う
る
た
め
に
も
、
諸
意
識

は
共
通
の
地
盤
を
も
た
ね
ば
な
ら
ず
、
幼
児
の
世
界
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
平
和
な

`

`

`

共
存
を
覚
え
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（PhP, p. 413 /II, p. 221

、
強
調
引
用
者
）

『
知
覚
の
現
象
学
』
の
時
期
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
独
我
論
の
場
合
の
よ
う
に
他
者
知
覚
と
相
互
主
観
的
世
界
の
可
能
性
が

問
題
と
な
る
の
は
成
人
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
（C

f. PhP, p. 412 / II , p. 220

）、
成
人
に
比
し
て
幼
児
は
自
分
自
身
や
他
人
を
外
界
か
ら
区

別
さ
れ
た
私
的
な
主
観
性
と
し
て
は
意
識
し
な
い
し
、
他
人
や
彼
自
身
が
一
度
に
一
つ
の
場
所
や
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
し
か
と
り
得

な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
自
他
未
分
化
性
を
平
和
と
記
述
す
る
こ
と
は
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
幼
少
期
の
懐
古
や
理
想
化
に
見
え
、
読
み

よ
う
に
よ
っ
て
こ
の
引
用
箇
所
は
、
現
実
の
争
い
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
原
初
の
状
態
を
思
い
出
し
そ
こ
に
還
帰
し
さ
え
す
れ
ば

よ
い
の
だ
と
も
聞
こ
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
サ
ル
ト
ル
の
追
悼
文
「
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
」
が
描

い
て
み
せ
た
、
幼
年
時
代
に
あ
こ
が
れ
、
そ
の
「
楽
園
」［
註
３
］
か
ら
の
追
放
を
一
時
的
に
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
母
親
を
自
分
の
命

の
よ
う
に
愛
し
て
い
た
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
像
か
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
は
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
が
上
の
よ
う
な
傾
向
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
た
く
も
な
る
。
確
か
に
『
知
覚
の
現
象
学
』
当
時
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
そ
の
よ
う
な
ナ
イ
ー
ブ
な
考
え
を
し
て
い
た

と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
原
初
的
な
自
他
未
分
化
性
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
［
註
４
］
に
お
い

て
は
、
病
理
的
な
対
人
関
係
の
可
能
性
も
考
慮
し
た
、
必
ず
し
も
平
和
と
は
言
え
な
い
要
素
を
含
み
う
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
を
本
稿
で
示
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
る
の
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
に
お
い
て
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ

が
非
人
間
的
な
愛
の
様
相
と
し
て
言
及
す
る
「
遺
棄
神
経
症
」
で
あ
る
。
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「
遺
棄
神
経
症nevrose d’abandon

」
と
は
ス
イ
ス
の
精
神
科
医
・
精
神
分
析
家
オ
デ
ィ
エ
（C

harles O
dier 1884-1954

）
に
よ
っ
て
提

唱
さ
れ
、
同
じ
く
ス
イ
ス
の
心
理
学
者
・
精
神
分
析
家
の
ゲ
ク
ス
［
註
５
］（G

erm
aine G

uex 1904-1984

）
に
よ
っ
て
発
展
的
研
究
が
な

さ
れ
た
病
理
で
あ
り
、
ゲ
ク
ス
の
研
究
の
成
果
は
著
作
『
遺
棄
神
経
症
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
遺
棄
神
経
症
は
今
日
、
境
界
性

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
非
常
に
近
い
と
思
わ
れ
る
［
註
６
］。
ち
な
み
に
本
稿
で
も
用
い
る
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
［
註

７
］
と
い
う
言
葉
は
、
ゲ
ク
ス
の
用
法
に
沿
っ
て
遺
棄
神
経
症
者
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

精
神
分
析
と
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
哲
学
と
の
関
係
を
探
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
も
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
主
に
Ｓ
・
フ
ロ

イ
ト
、
Ｍ
・
ク
ラ
イ
ン
、
Ｊ
・
ラ
カ
ン
と
い
っ
た
著
名
な
分
析
家
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
［
註
８
］。
も

ち
ろ
ん
彼
ら
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
与
え
た
影
響
が
多
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン

テ
ィ
は
し
ば
し
ば
、
今
日
忘
れ
ら
れ
た
精
神
分
析
家
ゲ
ク
ス
に
言
及
し
て
お
り
、
紙
幅
の
関
係
上
本
稿
で
は
扱
え
な
い
も
の
の
プ

ル
ー
ス
ト
読
解
を
通
し
た
愛
の
分
析
な
ど
に
も
役
立
て
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ゲ
ク
ス
は
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
を
把
握
す
る

上
で
の
一
つ
の
重
要
な
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
［
註
９
］。

　

本
稿
で
わ
れ
わ
れ
は
、『
遺
棄
神
経
症
』［
註
10
］
が
お
そ
ら
く
国
内
で
は
あ
ま
り
読
ま
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、

ゲ
ク
ス
に
あ
る
程
度
即
す
形
で
こ
れ
を
ま
と
め
る
。
そ
の
後
に
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
当
時
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
に
ゲ

ク
ス
を
参
照
し
、
遺
棄
神
経
症
と
い
う
病
理
の
考
察
を
彼
の
他
者
論
に
取
り
入
れ
た
か
に
注
目
す
る
。
今
回
扱
う
の
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ

講
義
の
中
で
も
「
幼
児
意
識
の
構
造
と
葛
藤
」
お
よ
び
「
幼
児
の
対
人
関
係
」
の
章
で
あ
る
。

　
１
　
Ｇ
・ 

ゲ
クス
の
議
論

　
『
遺
棄
神
経
症
』
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。
こ
の
著
作
は
精
神
分
析
の
潮
流
の
中
で
は
あ
ま
り
目
立
っ
て
い
な
い
も
の
の
、

一
九
五
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
講
義
と
論
文
で
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
た
ほ
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か
、
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
『
黒
い
皮
膚
、
白
い
仮
面
』（1952

）
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
一
九
八
三
年
に
は
『
遺
棄
神
経
症
』

の
ド
イ
ツ
語
訳
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ゲ
ク
ス
は
こ
の
症
例
の
呼
称
を
よ
り
適
切
に
す
る
べ
く
、
再
版
に
あ
た
っ
て
著
作
名
を
『
遺

棄
症
候
群Le syndrom

e d’abandon

』（1973

）
と
変
更
し
て
い
る
。
現
在
ゲ
ク
ス
の
原
典
は
い
ず
れ
も
絶
版
に
な
っ
て
い
る
が2015

年

に
英
訳
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
章
に
お
い
て
は
『
遺
棄
神
経
症
』
の
中
で
も
ゲ
ク
ス
の
主
張
に
と
っ
て

重
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
と
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
議
論
に
関
わ
る
箇
所
を
中
心
的
に
扱
う
。

　
１
‐
１
　
アバン
ドニックの
概
要

　

遺
棄
神
経
症
に
お
い
て
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
た
ち
は
彼
ら
に
欠
け
て
い
る
情
緒
的
安
心
感
を
追
い
求
め
、
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
へ
の

不
安
に
苦
し
ん
で
い
る
。
彼
ら
は
直
接
的
な
も
の
し
か
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
相
手
に
友
情
や
愛
情
の
証
拠
を
示
す

よ
う
に
無
際
限
に
要
求
し
、
そ
の
振
る
舞
い
の
せ
い
で
か
え
っ
て
相
手
を
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
て
、
実
際
的
な
情
緒
的
関
係
を
築
け

な
い
（
だ
が
本
人
は
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
）。
遺
棄
神
経
症
的
な
愛
は
相
手
の
不
在
を
認
め
ず
、
ま
た
相
手
の
愛
を
他
の
人
と
分
か

ち
合
お
う
と
し
な
い
嫉
妬
深
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ゲ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
お
い
て
は
超
自
我
が
不
在
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
彼
ら
は
超
自
我
の
形
成
に
必
要
な
段
階
に
達
し
た
こ
と
が
な
く
、
前
エ
デ
ィ
プ
ス
的
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
超
自
我
の
存
在
を
前
提
と
し
た
伝
統
的
な
精
神
分
析
の
治
療
は
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
対
し
て
は
う
ま
く
い
か
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
エ
デ
ィ
プ
ス
的
解
釈
を
加
え
る
こ
と
が
神
経
症
と
患
者
の
苦
悩
の
本
質
を
覆
い
隠
し
、
遺
棄
神
経
症
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
強
化
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

　

遺
棄
神
経
症
が
ど
の
よ
う
な
病
理
で
あ
る
か
を
ゲ
ク
ス
に
立
ち
入
っ
て
示
そ
う
。
遺
棄
不
安
、
攻
撃
性
、
無
価
値
化
の
三
つ
が
遺

棄
神
経
症
の
中
心
的
特
徴
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ａ 

遺
棄
不
安

　

ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
、
幼
少
期
に
親
に
見
捨
て
ら
れ
た
と
感
じ
て
い
る
。
実
際
に
ト
ラ
ウ
マ
的
な
遺
棄
を
体
験
し
て
い
る
場
合
も

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
体
験
が
実
際
に
は
な
い
例
も
多
く
存
在
す
る
。
ゲ
ク
ス
は
、
た
い
て
い
の
場
合
遺
棄
神
経
症
の
発
病
は
遺
棄

体
験
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
子
ど
も
〔
患
者
〕
自
身
の
気
質
と
親
〔
養
育
者
〕
の
情
緒
的
態
度
の
二
つ
に
大
き
く
因
る
と
述
べ
て

い
る
（C

f. G
uex, p. 94 / p. 70

）。
こ
の
〈
見
捨
て
ら
れ
た
〉
と
い
う
感
情
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
情
緒
的
な

安
心
感
を
持
て
ず
、
そ
し
て
目
下
情
緒
的
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
相
手
か
ら
再
び
見
捨
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
に

つ
ね
に
苛
ま
れ
て
い
る
。

ｂ 

攻
撃
性

　

ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
か
つ
て
幼
少
期
に
味
あ
わ
さ
れ
た
遺
棄
の
苦
痛
は
周
囲
が
い
く
ら
償
っ
て
も
償
わ
れ
つ
く
す
こ
と

は
あ
り
得
な
い
。
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
直
接
的
な
愛
の
「
証
明
」
を
絶
え
ず
求
め
る
。
な
ぜ
な
ら
通
常
の
場
合
、
人
は
相
手
の
諸
々

の
行
動
の
中
に
そ
れ
ら
を
超
え
た
意
図
や
心
情
を
見
出
す
も
の
だ
が
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
と
っ
て
内
面
や
感
情
、
意
図
な
ど
は
信
用

の
お
け
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
「
事
実
」
に
よ
っ
て
し
か
相
手
の
愛
情
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
［
註
11
］。

例
え
ば
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
自
分
の
欲
望
や
苦
し
み
を
は
っ
き
り
と
表
現
せ
ず
、
愛
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
自
分
の
望
み
が

全
部
相
手
に
わ
か
る
と
い
う
形
で
そ
れ
が
証
明
さ
れ
る
は
ず
だ
と
密
か
に
期
待
し
て
い
る
。
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
場
合
は
た
い
て
い

絶
望
し
、
相
手
の
愛
が
足
り
な
い
証
拠
だ
と
言
っ
て
辛
辣
に
非
難
す
る
。
こ
の
行
為
を
ゲ
ク
ス
は
「
証
明
の
た
め
の
試
験
に
か
け
る

〔m
ettre à l’éprouve pour faire le preuve

〕」（G
uex, p. 18 / p.10

）
と
呼
ぶ
。

　

ま
た
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
幼
児
と
同
様
、
対
象
の
全
能
性
を
魔
術
的
に
信
じ
て
い
る
た
め
、〈
相
手
が
私
に
会
い
に
来
る
こ
と



28メルロ＝ポンティ研究　第 21 号

を
本
当
に
望
み
さ
え
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
物
理
的
、
心
理
的
な
障
害
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
は
ず
だ
〉
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア

バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
面
会
に
際
す
る
対
象
の
病
気
、
事
故
に
よ
る
欠
席
や
遅
刻
は
、
面
会
の
拒
絶
だ
と
か
、
患
者
へ
の
不
興

な
ど
の
意
味
を
持
っ
た
「
事
実
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
現
実
の
偶
発
事
を
認
め
ず
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
相

対
的
な
も
の
も
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（「
絶
対
的
な
も
の
へ
の
欲
求
」）。
少
し
で
も
患
者
と
対
象
の
関
係
が
傷
を
こ
う
む
る

と
、
そ
れ
は
取
り
戻
し
よ
う
の
な
い
ほ
ど
破
壊
さ
れ
た
と
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
考
え
る
（「
全
か
無
か
の
法
則
」）。

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
攻
撃
性
は
た
い
て
い
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
よ
っ
て
外
在
化
さ
れ
、
つ
ま
り
投
影
さ
れ
て
相
手
や
周
囲
、
出
来
事

そ
の
も
の
の
属
性
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ｃ 

無
価
値
化non-varolisation

　

こ
れ
は
価
値
下
げ
〔dévalorisation

〕
と
は
別
も
の
で
あ
っ
て
、
無
価
値
化
と
は
そ
も
そ
も
自
己
に
つ
い
て
の
価
値
感
情
が
手
に
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幼
少
期
に
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
で
は
愛
さ
れ
な
い
と
感
じ
た
た
め
に
、
あ
る
い
は
自
分
に
非

が
あ
っ
た
か
ら
捨
て
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
思
い
か
ら
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
自
己
が
無
価
値
で
あ
る
と
い
う
感
情
を
持
っ
て
い
る
。

他
人
と
の
比
較
は
つ
ね
に
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
本
人
の
不
利
に
な
る
よ
う
に
し
か
行
わ
れ
な
い
。

　

ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
、
自
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
頻
繁
に
両
親
が
自
分
を
十
分
に
愛
し
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
帰
結
と
見
な

し
、
両
親
を
原
因
に
で
き
な
い
よ
う
な
と
き
に
は
、
代
わ
り
に
対
象
（
性
的
対
象
、
愛
憎
の
感
情
が
向
か
う
相
手
の
こ
と
）
を
責
め

る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
が
自
分
を
卑
下
し
傷
つ
け
る
こ
と
は
、
愛
情
の
足
り
な
か
っ
た
か
ど
で
対
象
や
両
親
に
復
讐
す
る

こ
と
に
等
し
い
。
こ
の
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
自
己
に
対
す
る
無
価
値
化
は
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
が
人
生
に
お
い
て
自
分
が
取
る
に
足

り
な
い
余
計
な
人
間
で
、
周
囲
か
ら
「
排
除
さ
れ
て
い
る
」（G

uex, p. 35 / p. 23
）
と
感
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
［
註
12
］。
さ
ら
に
無
価
値

化
は
患
者
自
身
の
無
力
感
に
も
関
わ
る
。
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幼
児
の
受
け
取
り
、
独
占
す
る
〔captatif

〕
段
階
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
他
人
に
す
べ
て
を
期
待

す
る
。
深
刻
な
場
合
に
は
、
献
身
的
〔oblativem

ent

〕
に
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
人
生

の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
受
動
的
に
と
ど
ま
る
。（G

uex, p. 22 / p. 13

）

こ
の
受
動
性
は
、
他
人
を
自
分
の
欲
望
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
支
配
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
患
者
が
責
任
を
避
け
他
人
に
責

任
転
嫁
す
る
態
度
と
し
て
も
現
れ
る
（
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
は
し
ば
し
ば
「
責
任
へ
の
恐
れ
」
が
見
ら
れ
る
）。

　
１
‐
２　
アバン
ドニックの
愛

　

ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
概
観
を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
特
徴
的
な
愛
の
観
念
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

す
で
に
前
節
で
も
多
少
確
認
し
た
が
、
そ
れ
ら
も
含
め
た
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
な
愛
に
関
す
る
議
論
こ
そ
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
ゲ
ク

ス
か
ら
取
り
入
れ
た
最
重
要
項
目
で
あ
る
。
も
っ
と
も
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
自
身
は
、
こ
の
節
で
扱
う
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
愛
と
死

に
つ
い
て
の
議
論
に
は
言
及
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
彼
が
ゲ
ク
ス
の
著
作
を
読
ん
で
い
る
以
上
、
こ
の
議
論
か
ら
影
響
を
受
け
て
い

な
い
と
は
考
え
づ
ら
い
。

　

ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
が
求
め
て
い
る
愛
情
と
は
性
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
多
く
は
、
性
愛
に
興
味
を
持
た
ず
、

性
行
為
に
際
し
て
退
屈
や
苦
痛
を
覚
え
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
た
め
に
苦
行
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
。
ア

バ
ン
ド
ニッ
ク
の
追
求
す
る
愛
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
ゲ
ク
ス
は
あ
る
女
性
患
者
が
記
し
た
手
記
を
引
用
す
る
こ
と
で
明
確
に
示
し
て
い
る
。

人
間
の
味
わ
う
根
本
的
な
孤
独
の
苦
し
み
は
、
そ
の
外
部
の
も
の
と
の
調
和
的
な
融
合
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
以
上
、

つ
ね
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
融
合
は
存
在
〔l’être

〕
の
達
成
で
あ
る
が
、
あ
る
人
〔un être

〕
の
愛
に
お
い
て
、
そ
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し
て
さ
ら
に
高
い
と
こ
ろ
で
は
、
神
の
愛
に
お
い
て
生
じ
う
る
。
世
界
と
調
和
し
て
お
り
、
世
界
に
吸
収
さ
れ
、
世
界
を

吸
収
す
る
人
間
は
も
は
や
一
人
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
の
孤
独
で
な
い
状
態
の
追
求
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
を
か
く
も
激
し
く

悩
ま
せ
る
。(G

uex, p. 36-37 / p. 24) 

ゲ
ク
ス
は
こ
の
引
用
に
注
釈
を
つ
け
て
お
り
、「
あ
ら
ゆ
る
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
と
同
様
に
こ
の
患
者
に
と
っ
て
孤
独
で
な
い
こ
と
と

は
、
成
人
が
思
い
描
き
実
現
す
る
よ
う
な
愛
情
深
い
関
係
か
ら
な
る
の
で
は
な
く
、
母
親
へ
の
え
も
言
わ
れ
ぬ
帰
属
の
状
態
へ
還
る

こ
と
か
ら
な
る
の
で
あ
る
」（G

uex, p. 37 / p. 110n5

）
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
求
め
る
愛
と
は
、
い
わ
ゆ

る
原
初
の
母
子
関
係
、
あ
る
い
は
胎
内
に
い
た
と
き
の
よ
う
な
自
他
の
一
体
感
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
愛
の
追
求
は
、
実
は
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
死
の
観
念
と
非
常
に
強
い
つ
な
が
り
を
持
つ
。

　

ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
と
っ
て
愛
す
る
対
象
の
死
は
、
離
別
や
新
た
な
遺
棄
体
験
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
脅
威
だ
が
愛
の
全
面
的

で
永
遠
的
な
所
有
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
最
終
的
な
救
い
で
あ
る
、
と
ゲ
ク
ス
は
述
べ
る
。
と
い
う
の
も
対
象
そ
の
人
が

死
ん
で
し
ま
え
ば
、
も
は
や
そ
の
度
々
の
不
在
に
苦
し
む
必
要
も
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
本
当
に
自
分
が
愛
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑

い
や
遺
棄
不
安
を
抱
く
必
要
も
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ゲ
ク
ス
は
彼
女
の
経
験
か
ら
言
っ
て
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
事
例
に
お
い

て
死
が
利
得
と
見
な
さ
れ
た
場
合
の
方
が
頻
繁
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

多
く
の
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
死
は
破
壊
と
は
全
く
の
別
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
達
成
な
の
で
あ
る
。
離
別
で
は

な
く
結
合
な
の
で
あ
る
。
闘
争
で
は
な
く
平
安
〔repos

〕
な
の
で
あ
る
。（G

uex, p. 51 / p. 36

）

こ
の
平
安
と
し
て
の
死
の
観
念
は
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
、
愛
す
る
対
象
の
死
を
求
め
さ
せ
る
と
同
時
に
自
ら
の
死
を
望
ま
せ
る
。
ゲ
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ク
ス
に
よ
る
と
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
と
っ
て
死
は
過
去
の
失
敗
を
精
算
し
無
垢
の
幼
児
の
状
態
に
戻
る
こ
と
に
等
し
い
。

　

１
‐
３
　エ
ディ
プス・コン
プレックス
と
アバン
ドニック

　

本
章
の
最
後
に
、
ゲ
ク
ス
が
『
遺
棄
神
経
症
』
に
お
い
て
最
も
力
点
を
置
い
た
主
張
を
示
し
て
お
こ
う
。
通
常
、
精
神
分
析
に
お

い
て
神
経
症
は
超
自
我
に
よ
る
禁
止
が
原
因
と
な
っ
て
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
は
超
自
我
の
形
成

以
前
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
不
安
は
去
勢
不
安
で
も
な
け
れ
ば
、
罪
悪
感
に
起
因
す
る
不
安
で
も
な
く
、
寄
る
辺

な
き
現
実
世
界
に
対
す
る
不
安
で
あ
る
。

　

ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
場
合
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
患
者
に
お
い
て
未
だ
通
過
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
治
療
の
前
提

と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
伝
統
的
な
精
神
分
析
は
、
し
ば
し
ば
患
者
に
お
い
て
未
だ
到
達
さ
れ
て
い
な
い
自
我
や
情
緒
の

発
達
を
前
提
す
る
傾
向
に
あ
る
た
め
に
、
的
外
れ
な
解
釈
を
加
え
患
者
を
苦
し
め
て
し
ま
う
こ
と
す
ら
あ
る
。
例
え
ば
伝
統
的
な
分

析
治
療
を
受
け
た
あ
る
女
性
患
者
は
、
ゲ
ク
ス
の
前
に
分
析
を
担
当
し
た
分
析
家
か
ら
、
一
通
り
の
治
療
の
最
後
に
「
あ
な
た
は
も

う
子
供
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
」
と
い
う
言
葉
を
か
け
ら
れ
、
長
ら
く
痛
ま
し
い
苦
悩
に
陥
っ
て
自
宅
か
ら

出
ら
れ
な
く
な
る
。
彼
女
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
自
ら
の
幼
児
性
（
し
か
も
も
は
や
容
認
さ
れ
な
い
幼
児
性
）
を
意
識
す
る
よ
う
に
な

り
、
苦
悩
と
自
己
嫌
悪
の
内
で
生
き
る
こ
と
と
な
っ
た
（C

f, G
uex, p.140 / pp. 106-07

）。

　

ゲ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
特
に
遺
棄
神
経
症
の
よ
う
な
場
合
は
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
前
提
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
分
析

の
過
程
の
中
で
エ
デ
ィ
プ
ス
的
な
も
の
が
現
れ
て
き
た
と
き
、
む
し
ろ
そ
れ
は
治
癒
の
兆
し
で
あ
る
。
ゲ
ク
ス
は
『
遺
棄
神
経
症
』

の
最
後
で
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
幼
児
期
か
ら
抜
け
出
す
決
定
的
な
一
歩
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
が
「
人
間
的
発
達
の
二

段
階
、
自
我
の
二
つ
の
構
造
、
神
経
症
の
二
つ
の
構
造
の
境
界
を
成
す
」（G

uex, p. 141 / p. 107

）
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
の
は
、
ゲ
ク
ス
が
一
方
で
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
関
わ
ら
な
い
神
経
症
の
存
在
を
提
唱
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し
、
伝
統
的
な
精
神
分
析
の
療
法
を
批
判
し
た
も
の
の
、
他
方
で
フ
ロ
イ
ト
の
唱
え
た
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
理
論
に

は
価
値
を
認
め
、
発
達
に
お
け
る
第
一
段
階
、
つ
ま
り
幼
児
の
魔
術
的
思
考
と
〈
受
け
取
り
独
占
す
る
態
度
〉
の
段
階
か
ら
、
第
二

段
階
、
合
理
的
な
思
考
と
〈
献
身
的
な
態
度
〉
の
段
階
へ
と
移
行
す
る
分
水
嶺
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
［
註
13
］。

　

２　

メルロ
＝

ポン
ティ
の
解
釈

　

以
上
の
概
説
を
踏
ま
え
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
ゲ
ク
ス
受
容
を
検
討
し
よ
う
。
彼
は
ゲ
ク
ス
の
研
究
を
ソ
ル
ボ
ン
ヌ

講
義
「
幼
児
意
識
の
構
造
と
葛
藤
」
の
章
で
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
肉
体
的
・
知
性
的
に
は
成
熟
し
て
お
り
、
自
己
と
他
者
の
区
別
が
つ
い
て
い
る
は
ず
の
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
お

い
て
、
情
緒
面
に
お
け
る
発
達
の
遅
延
、
つ
ま
り
自
分
の
攻
撃
性
を
相
手
に
投
影
す
る
と
い
っ
た
自
他
未
分
化
の
傾
向
が
残
る
の
か

に
つ
い
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
情
緒
面
で
の
発
達
の
方
が
知
性
面
の
発
達
よ
り
も
「
さ
ら
に
困
難
で
あ
り
、
遅
れ
ば
せ
で
あ

る
」（Sorb, p. 232

）
た
め
だ
と
答
え
る
。
彼
は
、
情
緒
的
葛
藤
が
あ
る
と
き
私
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
と
他
人
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
と
の

峻
別
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
考
察
を
、
恋
人
た
ち
の
破
局
を
例
に
示
す
（C

f. Sorb, p. 232-33

）。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク

に
お
い
て
、
こ
の
情
緒
面
に
お
け
る
自
他
未
分
化
の
傾
向
は
よ
り
強
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
と
幼
児
の
構
造
を
同
一
視
す
る
ゲ
ク
ス
の
態
度
を
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
一
般
的
に
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
病
者
に
お
け
る
退
行
は
幼
児
期
へ
の
還
帰
で
は
な
い
と
し
て
お
り
、
病
者
の
構
造
と
幼

児
の
構
造
を
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
る
（C

f. Sorb, p.175

）。
し
か
し
遺
棄
神
経
症
は
ゲ
ク
ス
の
理
論
に
沿
う

と
退
行
で
は
な
く
い
わ
ば
停
留
に
よ
る
病
理
で
あ
る
こ
と
に
な
る
た
め
か
、
必
ず
し
も
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
病
理
と

い
う
文
脈
を
捨
象
し
た
上
で
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
を
積
極
的
に
幼
児
に
な
ぞ
ら
え
、
遺
棄
神
経
症
の
中
に
他
者
経
験
に
お
け
る
あ
る
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種
の
本
質
を
見
て
い
る
。

　

２
‐
１
　
アバン
ドニック
か
ら
見
え
る
他
者
経
験
の
本
質

　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
幼
児
が
現
実
的
な
も
の
と
想
像
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
の
二
元
化
さ
れ
て
い
な
い

「
夢
幻
状
態
の
あ
い
ま
い
さ
の
中
に
生
き
て
い
る
」（Ibid.

）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
態
度
も
幼
児
と
同
様
に
「
夢
幻

的
〔onirique

〕」（Sorb, p. 233
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
夢
幻
的
生
活
は
、
よ
り
合
理
的
で
客
観
的
な
成
人
の
生
活

に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
べ
き
否
定
的
な
生
活
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
態
度
は
、
わ
れ
わ
れ
の
他
者
知
覚
に
お
け
る
避
け
が
た
い
一
要
素
を
極
限
ま
で
押
し
進
め
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
。〔
…
〕「
外
面
主
義
〔externism

〕」［
註
14
］
が
、
つ
ま
り
私
の
感
情
の
外
エ
ク
ス
テ
リ
オ
リ
ザ
シ
オ
ン

在
化
（
そ
し
て
反
対
に
他
人
の
感
情
の
私

へ
の
取
り
込
み
）
が
、
諸
対
象
と
の
関
わ
り
の
中
の
不
合
理
が
、
他
人
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
あ
る
。（Sorb, p. 233

）

　

そ
れ
ゆ
え
か
な
り
程
度
は
弱
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
健
康
な
人
同
士
の
関
係
も
ま
た
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
想
像
的

な
色
味
を
帯
び
た
、
い
く
ば
く
か
夢
幻
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
「
他
者
経
験
」（1952

）
で
も
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
他
者
知
覚
と
は
、
決
し
て
全
面
的
に
開
示
さ
れ
得
な
い
他
人
の
部
分
的
な
表
れ
を
通
じ

て
間
接
的
に

`

`

`

`

、
他
人
の
思
考
や
感
情
、
ひ
い
て
は
他
人
の
人
格
そ
の
も
の
へ
と
到
達
し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
っ
た
［
註
15
］。
し
た

が
っ
て
他
者
知
覚
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
物
質
的
に
示
さ
れ
て
い
る
以
上
の
こ
と
を
、
上
の
意
味
で
の
想
像
で
補
っ
て
い
る
と
言

い
得
、
そ
し
て
こ
の
想
像
の
機
能
を
担
う
の
が
投
影
と
取
り
込
み
で
あ
る
。

　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
と
こ
ろ
の
投
影
と
取
り
込
み
と
は
、
私
が
他
人
と
交
流
す
る
と
き
私
は
私
の
感
情
を
相
手
に
与
え
て
し
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ま
っ
て
お
り
、
ま
た
私
の
方
で
も
他
人
の
感
情
を
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
前
人
称
的
な
間
身

体
的
交
流
の
別
の
言
い
方
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
他
人
を
人
間
と
し
て
生
気
づ
け
て
い
る
当
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
〈
投
影
‐
取
り
込
み
〉
の
現
象
は
必
ず
し
も
病
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
幼
少
期
に
住
ま
っ
て
い
た
と

想
定
さ
れ
、
成
人
の
生
活
の
根
底
に
存
続
す
る
夢
幻
的
な
生
活
の
名
残
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
対
人
関
係
に
と
り
不
可

避
的
か
つ
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
仮
に
こ
の
想
像
の
「
魔
術
的
〔de sorcellerie

〕」（Sorb, 
p. 233

）
な
働
き
が
無
か
っ
た
と
す
れ
ば
「
愛
は
慣
習
に
す
ぎ
ず
、
他
人
は
そ
こ
に
い
な
い

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
ろ
う
」（Ibid.

）
と
す
ら
述
べ
て
い

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
遺
棄
神
経
症
の
中
に
他
者
経
験
の
本
質
的
な
要
素
を
見
出
す
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
そ

の
よ
う
な
所
作
に
お
い
て
、
ゲ
ク
ス
の
遺
棄
神
経
症
に
関
す
る
研
究
か
ら
症
例
研
究
と
い
う
文
脈
を
は
ぎ
取
り
、
彼
女
の
議
論
を
他

者
論
へ
と
応
用
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

２
‐
２
　
交
流
の
要
請

　

他
者
経
験
に
と
っ
て
〈
投
影
‐
取
り
込
み
〉
の
現
象
、
つ
ま
り
間
身
体
的
交
流
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
が
全

て
で
は
な
い
。
こ
の
〈
投
影
‐
取
り
込
み
〉
の
段
階
は
、
言
う
な
れ
ば
自
己
と
他
者
の
う
ち
、
一
方
が
他
方
の
分
身
や
鏡
像
に
す
ぎ

な
い
よ
う
な
段
階
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
主
体
は
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
自
分
の
欲
望
や
劣
等
感
か
ら
相
手
の
意
図
を

断
定
し
、
あ
る
い
は
現
実
の
出
来
事
を
意
味
づ
け
、
他
人
を
激
し
く
攻
撃
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
こ
そ
が
〈
独
占
的

態
度
〉
の
段
階
な
の
で
あ
り
、
人
間
た
ち
の
交
流
が
自
分
の
分
身
と
の
独
語
的
や
り
と
り
で
は
な
く
、
異
な
る
人
格
同
士
の
交
流
で

あ
る
た
め
に
は
〈
献
身
的
態
度
〉
の
段
階
へ
の
移
行
が
必
要
と
な
る
。

　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
幼
児
の
〈
独
占
的
態
度
〉
と
は
、
幼
児
が
自
由
を
実
現
す
る
た
め
の
能
力
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
状
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態
そ
の
も
の
が
、
成
人
と
幼
児
の
間
に
必
然
的
に
も
た
ら
す
不
均
衡
で
非
相
互
的
な
関
係
で
あ
る
（C

f. Sorb, p. 233-34

）。
し
た
が
っ
て

障
害
な
い
し
病
理
が
生
じ
る
の
は
自
他
未
分
化
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
と
い
う
よ
り
も
時
期
の
錯
誤
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
っ
て
、
幼

児
が
自
由
を
実
現
す
る
能
力
を
得
た
以
後
に
も
、
成
人
と
（
元
）
幼
児
の
い
ず
れ
か
が
そ
れ
ま
で
の
対
人
関
係
を
保
持
し
よ
う
と
す

る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
親
子
関
係
や
恋
人
同
士
の
関
係
が
僭
主
と
奴
隷
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る
の
は
お
そ

ら
く
こ
の
よ
う
な
場
合
だ
と
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
述
べ
て
い
る
（C

f. Sorb, p. 92

）。

　

そ
れ
ゆ
え
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
や
幼
児
に
お
い
て
他
者
経
験
の
重
要
な
要
素
が
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
も
は
や
幼
児
で
は
な
い
わ

れ
わ
れ
が
そ
の
〈
失
わ
れ
た
楽
園
〉
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
対
人
関
係
は
必
然
的
に
歪
み
を
孕
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

幼
児
に
お
い
て
は
、
そ
の
身
体
的
な
劣
等
と
能
力
〔talents

〕
の
不
均
衡
ゆ
え
に
、
他
人
に
対
し
て
こ
の
寛
容
さ
、
他
人
の
自

由
へ
の
こ
の
承
認
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
成
人
は
そ
れ
ら
〔
寛
容
さ
と
承
認
〕
に
よ
っ
て
「
魔
術
」
を
脱
し
て
、

交
流
へ
と
赴
く
の
で
あ
る
（Sorb, p. 234
）

さ
ら
に
、
こ
の
異
な
る
人
格
同
士
の
「
交
流
」
を
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
あ
る
種
の
当
為
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

私
が
彼
に
つ
い
て
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
他
人
が
順
応
す
る
こ
と
を
強
い
な
い
よ
う
な
、
交
流
を
築
か
ね
ば
な
ら
な
い
（Sorb, p. 231

）

こ
れ
に
加
え
て
「
幼
児
の
対
人
関
係
」
の
第
二
部
で
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
対
象
関
係
に

つ
い
て
の
議
論
の
中
に
―
―
そ
れ
ら
を
〈
独
キ
ャ
プ
タ
テ
ィ
フ

占
的
〉
と
〈
献オ
ブ
ラ
テ
ィ
フ

身
的
〉
と
読
み
替
え
た
上
で
―
―
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
が
「
責
務

〔tâche

〕」（Sorb, p. 335

）
で
あ
る
と
い
う
発
想
を
読
み
込
ん
で
い
る
。
別
途
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
箇
所
は
フ
ロ
イ
ト
の

忠
実
な
読
解
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
を
フ
ロ
イ
ト
に
仮
託
し
て
述
べ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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上
の
「
責
務
」
と
い
う
表
現
が
意
味
す
る
の
は
、
人
間
の
発
達
に
お
い
て
〈
献
身
的
態
度
〉
が
、
肉
体
の
成
長
の
よ
う
に
栄
養
さ
え

と
っ
て
い
れ
ば
必
然
的
に
や
っ
て
く
る
よ
う
な
「
状エ

タ態
」（Ibid.

）
で
は
な
く
て
、
例
え
ば
嫉
妬
の
克
服
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
困
難

と
葛
藤
を
伴
い
、
主
体
が
〈
独
占
的
〉
と
〈
献
身
的
〉
の
二
つ
の
態
度
の
間
で
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
［
註
16
］、
よ
う
や
く
到
達
さ

れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
に
よ
り
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
の
〈
献
身
的
態
度
〉
は
元
々
ゲ
ク

ス
の
言
葉
で
は
あ
る
も
の
の
、
病
理
の
議
論
か
ら
す
で
に
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ゆ
え
に
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ

で
、
上
述
の
分
析
家
の
よ
う
に
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
成
人
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
を
と
る
よ
う
諭
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
の

引
用
は
病
理
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
幼
児
の
一
般
的
な
発
達
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
以
上

は
踏
み
込
ま
な
い
が
他
者
と
の
交
流
に
お
け
る
道
徳
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
ゲ
ク
ス
の
概
念
の
一
般
化
は
例
え
ば
「
幼
児
は
必
ず
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
愛
す
る
」（Sorb, p. 234

）
と
い

う
記
述
か
ら
も
、
ま
た
次
の
記
述
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。

幼
児
の
〈
独
占
的
愛
〉
は
決
し
て
証
拠
に
飽
き
足
ら
ず
、
つ
い
に
は
自
分
の
内
在
の
う
ち
に
相
手
を
閉
じ
込
め
、
幽
閉
す
る
愛

で
あ
る
。 (PA, p. 228 / p. 191)

［
註
17
］

こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
の
〈
独
占
的
態
度
・
独
占
的
愛
〉
は
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
、
本
来
の
厳

密
に
遺
棄
神
経
症
的
な
意
味
を
薄
め
ら
れ
、
せ
い
ぜ
い
〈
幼
児
的
な
非
寛
容
の
態
度
・
愛
〉
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
に
至
っ

て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
〈
独
占
的
愛
〉
に
、「
証
明
し
う
る
以
上
の
こ
と
を
信
じ
、
実
践
の
寛
容
さ
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ
る
中
で
お
の
れ

を
証
明
す
る
行
動
に
よ
っ
て
、
感
情
の
現
実
性
に
唱
え
ら
れ
う
る
疑
い
を
乗
り
越
え
る
」（Ibid.

）
愛
、
す
な
わ
ち
〈
献
身
的
愛
〉
が
対

置
さ
れ
、
あ
る
意
味
で
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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２
‐
３
　
幼
児
の
闘
争
か
ら
成
人
の
平
和へ

　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
境
と
し
た
〈
独
占
的
態
度
〉
か
ら
〈
献
身
的
態
度
〉
へ
の
移

行
は
不
可
逆
的
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
の
〈
献
身
的
〉
段
階
に
入
っ
て
も
第
一

の
〈
独
占
的
〉
段
階
の
〈
投
影
‐
取
り
込
み
〉
の
よ
う
な
特
徴
は
決
し
て
完
全
に
消
滅
す
る
こ
と
な
く
存
続
し
続
け
、
病
理
や
嫉
妬
・

愛
な
ど
の
情
動
的
状
況
と
い
っ
た
何
ら
か
の
拍
子
に
強
ま
り
顕
在
化
す
る
。

　

そ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
の
引
用
を
確
認
し
よ
う
。

成
人
の
状
態
へ
の
移
行
は
、
第
二
の
状
態
へ
の
移
行
で
あ
る
。
第
二
の
状
態
に
お
い
て
、
人
間
は
人
間
に
と
っ
て
魔
術
師
で

は
も
は
や
な
く
、
他
の
二
つ
の
自
由
に
と
っ
て
各
自
由
が
脅
か
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。（Sorb, p. 231

）

　

こ
の
引
用
の
「
他
の
二
つ
の
自
由
に
と
っ
て
…
」
の
く
だ
り
は
、
サ
ル
ト
ル
『
存
在
と
無
』
に
お
け
る
愛
の
話
を
念
頭
に
置
い
た
も

の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
恋
人
同
士
の
二
人
が
ま
な
ざ
し
の
相
剋
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
、
各
々
が
自
分
を
相

手
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
対
象
化
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
（
つ
ま
り
相
手
を
魅
惑
し
よ
う
と
す
る
）
最
中
に
第
三
者
の
ま
な
ざ
し
が

登
場
し
、
カ
ッ
プ
ル
を
二
人
と
も
対
象
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
筋
書
き
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
構
図
の
場
合
、
一
人
の
自
由
な
意

識
と
し
て
の
人
間
は
―
―
上
の
第
三
者
の
登
場
に
加
え
て
、
恋
人
が
突
然
自
分
を
愛
さ
な
く
な
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら

―
―
残
り
二
人
の
自
由
な
人
間
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
上
の
引
用
か
ら
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
の

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
他
者
論
の
図
式
に
お
け
る
第
一
段
階
が
サ
ル
ト
ル
的
な
相
剋
状
態
に
重
ね
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。
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興
味
深
い
の
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
時
点
で
は
、
コ
ギ
ト
の
出
現
と
と
も
に
意
識
同
士
の
闘
い
が
生
じ
る
と
い
う
、〈
幼
児
の

平
和
か
ら
成
人
の
闘
争
へ
〉
と
い
う
図
式
が
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
の
言
述
に
お
い
て
は
幼
児
期
の

〈
投
影
‐
取
り
込
み
〉
の
よ
う
な
魔
術
的
対
人
関
係
が
〈
人
間
が
ほ
か
の
人
間
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
状
態
〉
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
上

で
、
そ
の
脅
威
が
成
人
に
お
い
て
止
む
と
さ
れ
て
お
り
、〈
幼
児
の
闘
争
か
ら
成
人
の
平
和
へ
〉
と
い
う
図
式
へ
と
変
化
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
確
か
に
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
議
論
が
幼
児
期
と
成
人
期
と
い
う
二
段
階
の
図
式
を
採
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
を
単
純
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
の
二
段
階
の
図
式
に
重
ね
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
［
註
18
］。
し
か
し
少
な
く
と
も
指
摘
で
き
る
の
は
、

『
知
覚
の
現
象
学
』
の
前
期
と
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
の
中
期
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
間
身
体
的
交
流
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
中
期
に
お
い
て
は
そ
の
交
流
に
つ
い
て
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る

と
、
中
期
に
お
い
て
は
、
も
は
や
交
流
さ
え
あ
れ
ば
良
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
交
流
が
い
か
な
る
様
相
で
あ
る
か
が
問
題

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
議
論
の
深
化
ゆ
え
に
、
幼
児
期
に
対
す
る
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
評
価
は
前
期

と
中
期
で
は
百
八
十
度
の
転
回
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
遺
棄
神
経
症
と
い
う
病
理
の
記
述
を
通
じ
て
幼
児
的
な
〈
独
占

的
態
度
〉
と
い
う
も
の
を
明
示
し
た
ゲ
ク
ス
は
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
他
者
論
を
深
化
さ
せ
、
中
期
の
新
た
な
問
題
意
識
の
発
生
に

と
っ
て
重
大
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　　

終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
ジ
ェ
ル
メ
ー
ヌ
・
ゲ
ク
ス
の
著
作
『
遺
棄
神
経
症
』
の
概
要
を
紹
介
し
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
を
中
心
と
し
て
メ
ル
ロ
＝

ポ

ン
テ
ィ
に
よ
る
ゲ
ク
ス
の
解
釈
と
、
ゲ
ク
ス
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
思
想
へ
の
寄
与
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。

　

ゲ
ク
ス
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
遺
棄
神
経
症
と
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
通
過
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
患
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者
（
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
）
が
、
直
接
的
な
事
実
を
超
え
た
相
手
の
意
図
を
信
頼
せ
ず
に
、
愛
の
証
拠
を
絶
え
ず
要
求
す
る
と
い
っ
た

こ
と
を
特
徴
と
す
る
症
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
幼
児
的
な
態
度
へ
の
停
留
は
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
た
ち
に
、
し
ば
し
ば
死
が
も
た
ら
す
、

愛
す
る
相
手
と
の
融
合
（
幼
児
期
に
想
定
さ
れ
る
自
他
の
一
体
感
）
を
追
い
求
め
さ
せ
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ

ク
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
う
ち
、
情
緒
面
で
の
自
他
未
分
化
の
た
め
に
自
己
と
他
者
の
間
に
投
影
と
取
り
込
み
が
生
じ
る
現
象
を
、
一

般
的
な
他
者
知
覚
に
お
い
て
も
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
唱
え
た
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
〈
独
占
的
態
度
〉
と
〈
献
身
的
態
度
〉
と

い
っ
た
ゲ
ク
ス
の
遺
棄
神
経
症
に
ま
つ
わ
る
発
想
を
、
人
間
の
発
達
一
般
へ
と
、
あ
る
い
は
他
者
経
験
一
般
へ
と
敷
衍
し
、
自
ら
の

他
者
論
に
取
り
込
ん
で
い
る
。

　

ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
前
期
に
お
け
る
、〈
幼
児
の
平
和
か
ら
成
人
の
闘
争
へ
〉
と
い
う
発
想
が
、
ゲ
ク
ス
を

受
容
し
た
後
の
中
期
に
お
い
て
、〈
幼
児
の
闘
争
か
ら
成
人
の
平
和
へ
〉
と
い
う
図
式
へ
と
反
転
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ゲ

ク
ス
は
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
前
期
の
こ
ろ
か
ら
重
要
性
を
主
張
し
て
い
た
間
身
体
的
交
流
に
つ
い
て
の
考
え
を
彼
に
深
め
る
よ
う

促
し
、
中
期
に
お
い
て
交
流
の
様
相
を
問
題
に
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
、
彼
の
歩
み
を
進
ま
せ
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
他
者
論
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
よ
う
な
出
来
事

も
ま
た
同
じ
方
向
に
彼
を
促
し
た
と
言
え
、『
知
覚
の
現
象
学
』
よ
り
後
の
彼
の
問
題
意
識
が
ゲ
ク
ス
を
契
機
と
し
て
一
つ
の
結
晶

化
を
遂
げ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
の
考
察
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
「
平
和
な
幼
児
期
」
と
い
う
記
述
と
、
サ
ル
ト
ル
の
描
い
た
母
親
・

幼
児
期
へ
の
愛
着
に
満
ち
た
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
像
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
が
ち
な
、
幼
児
と
養
育
者
と
の
相
即
的
な
関
係
を
理
想
と

す
る
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
幼
児
的
自
他
未
分
化
性
を
理
想
と
す
る
倫
理
に
回
収
さ
れ
得
ず
、
む

し
ろ
そ
れ
を
退
け
乗
り
超
え
て
い
く
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
中
期
他
者
論
を
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
に
お
け
る
彼
の
ゲ
ク
ス
読
解
を
切

り
口
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
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註
［
１
］　M

erleau-Ponty, Phénom
énologie de la perception, tel, G

allim
ard,paris, 2011. 『
知
覚
の
現
象
学
』
Ⅰ
巻
、
竹
内
芳
郎
・
小
木
貞
孝
訳
、
み

す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
。
Ⅱ
巻
、
竹
内
芳
郎
・
木
田
元
・
宮
本
忠
雄
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
。（
以
下PhP

。
原
書
の
頁
数

を
示
し
た
後
に
邦
訳
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。）

［
２
］　

例
え
ば
高
橋
哲
哉
『
逆
光
の
ロ
ゴ
ス
』、
未
來
社
、
一
九
九
二
年
で
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
対
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
普
遍
的
・
根

源
的
「
和
解
」
の
中
で
の
「
偶
然
」
た
ら
し
め
て
し
ま
う
言
説
」
と
い
う
批
判
。

［
３
］　Sartre, J-P., Situation IV : Portraits, nrf, G

allim
ard, 1980, p. 263.

［
４
］　M

. M
erleau-Ponty, Psychologie et pédagogie de l’enfant : C

ours de Sorbonne 1949-1952, Verdier, 1988. C
hild Psychology and Pedagogy : 

Th
e Sorbonne Lectures 1949-1952, translated by Talia W

elsh, N
orthw

estern univ. press, 2010. 

以
下Sorb

。

［
５
］　

ス
イ
ス
の
心
理
学
者
、
精
神
分
析
家
。
一
九
〇
四
年
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
後
ス
イ
ス
に
移
り
、
一
九
八
四
年
に
没
す
る
ま
で
そ
こ

で
一
生
を
過
ご
す
。
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
三
〇
年
ま
で
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
研
究
所
の
心
理
学
研
究
室
で

Ｊ
・
ピ
ア
ジ
ェ
の
助
手
を
務
め
、
そ
の
時
期
に
Ｒ
・
de
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
教
育
分
析
を
受
け
る
。
三
〇
年
か
ら
は
Ａ
・
レ
ポ
ン
の
勧
誘
で

モ
ン
テ
ー
に
移
る
。
一
九
四
〇
年
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
に
移
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
ス
イ
ス
の
精
神
分
析
発
展
に
尽
力
し
た
。
ス
イ
ス
精
神
分

析
協
会
に
所
属
。（『
遺
棄
神
経
症
』
英
訳
の
編
集
者
序
文
お
よ
びInternational D

ictionary of Psychoanalysis

を
参
照
）。

［
６
］　C

f. J. G

・ G
underson, Borderline Personality D

isorder: A C
linical G

uide, John Scott &
C

om
pany, 2001, p. 27. 『

境
界
性
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
障
害
：
ク
リ
ニ
カ
ル
・
ガ
イ
ド
』、
黒
田
章
史
訳
、
金
剛
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、p. 44. 

当
該
の
箇
所
に
お
け
る
症
状
の
描
写
が
『
遺

棄
神
経
症
』
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
。

［
７
］　

ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
と
ポ
ン
タ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
と
い
う
語
そ
の
も
の
は
広
く
知
ら
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
（C

f. J. 
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Laplanche et J.-B. Pontalis,Vocabulaire de la psychanalyse, Q
uadrige / puf, 2013[1967], pp. 273-74

）。

［
８
］　

例
え
ばH

ervé Le Baut, M
erleau-Ponty, Freud et les psychanalystes, L’H

arm
attan, 2014.

［
９
］　

本
稿
の
議
論
に
関
わ
る
先
行
研
究
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。A. D
ufourcq, M

erleau-Ponty : une ontologie de l’im
aginaire, Phenom

e-

nologica 204, Springer, 2014.E. de Saint Aubert, D
u lien des êtres aux élém

ents de l’êtres: M
erleau-Ponty au tournant des années 1945-

1951, Vrin, Paris, 2004.

澤
田
哲
生
「
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
精
神
分
析
―
―
性
と
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
批
判
を
め
ぐ
っ

て
」、『
実
存
思
想
論
集
』、 

三
一
号
、pp. 81-100

、
二
〇
一
六
年
六
月
、pp.81-100.

「
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
嫉
妬
と
愛
」、

『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』、
一
一
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
、pp. 45-70. 

本
稿
の
内
容
は
同
拙
論
の
ゲ
ク
ス
に
つ
い
て

の
記
述
と
少
し
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

［
10
］　

Ｇ
・ G

uex, La nevrose d’abandon, Bibliothethéque de psychanalyse et de psychologie clinique dirigée par D
aniel Lagache, professeur 

á la sorbonne, PU
F, Paris, 1950. Th

e Abandonm
ent neurosis, translated by P.D

. D
ouglas, K

arnac, 2015. 

以
下G

uex

。
原
書
の
頁
数
の

後
に
英
訳
の
頁
数
を
示
し
た
。

［
11
］　

ゲ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
見
か
け
の
か
な
た
に
意
図
や
心
情
を
認
識
で
き
る
た
め
に
は
、
認
識
す
る
側
に
健
全
な
内
的
安
心
感
が
あ
る
こ
と

が
必
要
な
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
ア
バ
ン
ド
ニ
ッ
ク
に
は
こ
れ
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
（C

f. G
uex, p. 20

）。

［
12
］　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
「
排
除
さ
れ
て
い
る
感
じ
」
を
Ｍ
・
プ
ル
ー
ス
ト
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
主
人
公
マ
ル
セ
ル
の
感
情

に
重
ね
て
い
る
（Sorb, 233

）。

［
13
］　

ゲ
ク
ス
は
、
知
的
発
達
段
階
（
自
己
と
他
者
、
現
実
と
空
想
の
区
別
）
と
対
人
関
係
に
お
け
る
態
度
の
発
達
段
階
は
比
例
関
係
を
持
つ

と
述
べ
る
が
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
考
察
は
し
て
い
な
い
。

［
14
］　
「
外
面
主
義externism

」
と
は
『
遺
棄
神
経
症
』
の
言
葉
で
あ
る
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ
で
そ
の
意
味
を
変
え
て
用
い
て
い
る
。

ゲ
ク
ス
は
こ
の
語
に
よ
っ
て
、
他
人
の
意
図
の
よ
う
な
内
面
を
汲
ま
ず
、
あ
く
ま
で
も
行
動
の
よ
う
な
外
面
に
の
み
と
ど
ま
っ
て
他
人

を
判
断
す
る
態
度
を
指
す
。
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［
15
］　

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
に
お
け
る
他
者
知
覚
の
議
論
に
つ
い
て
は
拙
論
「
現
れ
る
他
者
・
消
え
る
他
者
：
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
「
他
者
経
験
」
を

め
ぐ
っ
て
」、『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
研
究
』、
日
本
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
・
サ
ー
ク
ル
、pp. 1-15

、
第
一
九
号
、
二
〇
一
五
年
九
月
。

［
16
］　

こ
の
点
に
「
人
間
と
逆
行
性
」（
一
九
五
一
年
）
の
次
の
記
述
が
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。「
非
人
間
的
な
要
請
、
つ
ま
り
絶
対
的
エ
ゴ

イ
ズ
ム
か
ら
、
主
体
自
身
を
破
滅
さ
せ
る
飽
く
こ
と
な
き
献
身
ま
で
の
間
を
揺
れ
動
く
形
で
、
無
媒
介
的
絶
対
と
い
う
袋
小
路
に

と
ら
わ
れ
る
」（Signes, p. 226 / 

Ⅱ, p. 132

）。
こ
の
非
人
間
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
破
滅
的
献
身
の
両
極
は
、
ゲ
ク
ス
に
よ
る
ア
バ
ン
ド

ニ
ッ
ク
の
消
極
‐
攻
撃
的
〔N

egatif-agressif

〕
タ
イ
プ
と
積
極
‐
愛
情
的
〔Positif-aim

ant

〕
タ
イ
プ
の
区
別
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。

［
17
］　« Les relation avec autrui chez l’enfant », Parcours, Verdier, 1997. 「
幼
児
の
対
人
関
係
」、『
眼
と
精
神
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
。

以
下PA
と
略
記
。

［
18
］　
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
方
で
二
段
階
の
分
か
れ
目
と
さ
れ
る
の
は
コ
ギ
ト
、
つ
ま
り
明
白
な
自
己
意
識
の
在
不
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
で
は
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
分
か
れ
目
で
あ
り
、
前
者
で
は
自
他
の
認
識
の
発
達
が
、
後
者
で
は
幼
児

の
態
度
の
発
達
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
時
期
の
二
段
階
図
式
は
一
致
し
な
い
。
こ
こ
に
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の

哲
学
的
議
論
と
彼
の
精
神
分
析
・
心
理
学
的
議
論
の
折
り
合
い
と
い
う
重
大
な
問
題
が
伏
在
す
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
指
摘
に
留
め
て

お
く
。


