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感
情
の

セ

ラ
ピ

ー

の

源
泉
を

め

ぐ
っ

て

ス

ピ

ノ

ザ

『

エ

チ
カ
』

を

手
が

か

り

に

森

　
岡
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芳
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A
論
文

要
旨
〉

　
自
然
存

在
お

よ

び
文

化
社
会
的
存
在
の

二

重

性
の

な
か

で

入
は、

葛
藤
を
抱
え

て

き
た

、

心

理

療
法
は

セ

ラ

ピ

ス

ト

と

ク

ラ

イ
エ

ン

ト

　
が
実

際
に

会
っ

て

話
す
と
い

う
こ

と

を
基

本
に

し

て

い

る
。

他
者
と

の

会
話
が
感

情
の

自
己
調
整
を

可
能
に

し

て

い

く
そ

の

基
盤
に

つ

い

て

は
、

ま

だ

　
わ
か

ら
な
い

こ

と

が

多
い

。

小
論
で

は、

感
情
の

セ

ラ

ピ

ー
の

源

泉
と

し

て

ス

ピ

ノ

ザ
の

［
L

エ

チ
カ
』

を
参
照
し

、

他
者
と

の

応

答
的

対
話
が

も
た

ら

　
す
自
己
回

復
へ

の

プ

ロ

セ

ス

を

探
ろ
う
と

試
み

た
。

『
エ

チ
カ
』

第
5
部
の

定
理

に

よ

る

と、

感
情
に

明
晰

判
明
た
る

観
念
を
形
成
す
る

と
、

人
は

感

　
情
に

よ

る

受
動
性
に

さ
ら
さ

れ

た

状
態
か

ら

能
動
存
在
へ

と

転
換
す
る

。

こ

こ

に

主

体
性
回
復
へ

の

治
癒

機
転
を

求
め

た

い
。

ス

ピ

ノ

ザ
は

身
体
の

変

　
様
か

ら
感

情
を

定
義
す
る

。

感
情
に

従
属
す

る

（

受
動）

の

で

は
な
く、

理

性
に

導
か

れ
る

（
能
動）

自
己

認
識
を

も

と

に、

自
己
保

存
の

力
能
す
な

　
わ
ち
コ

ナ
ト

ゥ

ス

と

つ

な
が

る

道
筋
が

セ

ラ

ピ

ー

の

基
盤
で

あ
る
こ

と

が

示
さ
れ
る

。

セ

ラ

ピ

ー
に

お

い

て

他
者
の

応
答
が

不
可
欠
な
の

は
、

コ

ナ

ト

　
ゥ

ス

が
限

定
さ

れ
、

現
実
の

力
に

な
る

こ

と

に

関
わ

っ

て

い

る
。

以
上
に

つ

い

て

セ

ラ

ピ

ー
の

実
際
場
面
や
心
理

学
者
牧
康
夫
の

自
己
治
癒
へ

の

道
筋

　
を
例
に

検
討
を

行
っ

た
。

〈
キ
ー

ワ
ー

ド
V
　
心
理
療
法、

ス

ピ

ノ

ザ、

感
情、

コ

ナ
ト

ゥ

ス
、

応

答
的
他
者
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圃

　

も

と

よ

り

人
は

多
様
な

現
実
に

生
き

て

い

る
。

心
理

療
法
（

サ

イ
コ

セ

ラ

ピ

ー

あ
る
い

は
セ

ラ

ピ

ー
）

に

来
談
さ

れ

る

人
々

の

求
め
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3

は

さ

ま

ざ
ま

で

あ

り
、

セ

ラ
ピ

ス

ト

は

現
実
の

多

様
な

制
約
の

中
に

あ
り

な

が

ら

も
、

一

人
ひ

と

り

の

個
別
性、

多
様
性
に

即
し
て

、
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問
題

解
決
や

変
化
に

役
立
つ

場
を

作
る

。

来
談
さ

れ

る

人
々

（

ク

ラ

イ
エ

ン

ト
）

の

ど
の

よ

う

な
訴
え

も
、

掘
り
起
こ

し

て

い

く

と

生

き

て

い

る
こ

と

の

根

源
に

関
わ

る

問
い

か

け

が

背
景
に

あ
る

と

み

る

こ

と

が

で

き

よ

う
。

人
が

生
き

て

い

く
う
え

で

苦

悩
す

る
こ

と

の

根
本
問
題
は

、

心
理

療
法
が

医
学

・

心
理

学
領
域
に

お

い

て
］

つ

の

臨
床
人

間
科
学
と

し

て

成
立

す
る

以
前
に
、

宗
教
や

倫
理

学
に

お

い

て

現
実
問
題
と

し

て

対
処
さ

れ

て

き

た
。

い

か

な

る

文
化

、

民
族、

時
代
に

お

い

て

も

人
は

迷
い
、

苦
し

ん

で

き
た

。

人
が

生
き

て

い

る

か

ぎ

り

多
く
は

直
面
す

る

苦
悩
の

源
泉
に
つ

い

て
、

各
宗
教
は

教
義
に

も

と
つ

く
独
自
の

物
語
を

用
意
し
、

そ
の

物
語
に

よ

る

解

決
法
を

提
供
し
て

き

た

の

だ

ろ

う
。

心
理
療
法
の

立

場
も
同
じ
く

、

苦
悩
の

源

泉
と

そ

の

解
決
法
に

関
わ

り

さ

ま

ざ
ま

な
理

論
と

実
践

の

蓄
積
が

な

さ

れ

て

き

た
。

　

宗

教
と

倫
理
の

問
題
を

心
理
療

法
の

実
践
と

い

う

場
に

お

い

て

考
え

る

場
合

、

問
題
の

立
て

方
は

多
様
に

あ
る

だ

ろ

う
。

心

理

療
法

に

関
わ

る

理

論
は

宗
教
と

本
来
的
に

さ

ま

ざ
ま

な

接
点
を
も
っ

て

き

た
。

フ

ロ

イ
ト
お

よ

び
ユ

ン

グ
は

宗
教
に

関
わ
っ

て

直

接
的
な

言

及
を

お

こ

な
っ

た
。

ま

た

各
宗
教
こ

そ

数
々

の

心
理
的

安
心

法
や

精
神
の

修
養
法
を
生
ん

で

き

た

歴

史
が

あ
り

、

心
理

療
法

の

世
界
と

宗
教
は

切
り

離
せ

な

い

関
係
に

あ
る

。

宗
教
は

さ

ま
ざ

ま

な
セ

ラ

ピ

ー

の

母
体
と

な
っ

た
。

　

大
小
数
え
て

み

れ

ば

数

百
種
類
は

あ
る

と
い

わ
れ
る

各
種
心

理

療
法
も

基

本
は
、

面
接
と

い

う
場
を

設
定
し
、

会

話
に

よ

る

交
流
を

通
じ

て

問
題
の

解
決
を

目

標
と

す

る

方
法
で

あ
る

。

こ

こ

で

素
朴
な

疑
問
が

出
て

く

る
。

問
題
の

解
決
に

あ

た
っ

て

な
ぜ

人
と

会
っ

て

話
を

し

た

ほ

う
が

よ
い

の

だ
ろ

う

か
。

高
度

情
報
化
の

き

わ

ま
っ

た

こ

の

現

代
社
会
に

お

い

て
、

必
要
な

情
報
は
一

人
で

ど
こ

に

い

て

も

あ
り

あ
ま

る

ほ

ど

手
に

入
る

。

し

か

し
そ

れ
で

も
、

情
報
や

知

識
だ

け
で

は

直
面
し

て

い

る

問
題
が

解
決
し

な
い

こ

と

が

で

て

く

る

の

で

あ
ろ

う
。

　
心
理

療
法
は

、

人
に

実
際
に

会
っ

て

話
す
こ

と

に

よ

っ

て

得
ら
れ

る

影
響
変
化
の

質
を

純
粋
に

抽
出
す
る

と

こ

ろ

が

あ
る

。

セ

ラ

ピ

（62s） 340

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　
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感情の セ ラ ピーの 源泉 を め ぐっ て

ス

ト

と
い

う
他

者
は

ど

の

よ

う
な

点
を
配

慮
し

な

が
ら
、

そ

の

よ

う
な

質
を

高
め

る

働
き

を

す
る
の

だ
ろ

う
か

。

人
が

人
に

関
わ

る
。

そ

の

関
わ

り
方
の

質
が

ほ

か

の

医
療

的
方

法
と

は

異
な

る

特

微
を
も
ち

、

ま

た

そ

の

こ

と

が

際
立
っ

て

心
理

療
法
の

特
徴
と

な
っ

て
い

る
。

そ

れ

だ

け

に
セ

ラ

ピ

ー

の

実
践
は

倫
理

的
問
題
が

本
質
的
に

関
わ

る

営
み

で

あ
る

。

　

セ

ラ
ピ

ス

ト

は
、

ク

ラ

イ
エ

ン

ト

の

基

本
的
な

価

値
観
を

否

定
せ

ず
、

そ

の

人
の

世

界
観、

死
生

観
、

人
間
観
に

そ
っ

て

内
側
か

ら

理

解
し

よ

う
と

努
力
す

る
。

そ

の

過

程
に

お

い

て

個
人

の

「

信
」

の

世
界
に

触
れ

る

と
い

う
こ

と

も

当
然
出
て

く
る

。

心
理

療
法
に

お

け

る

理

解
と

は
、

関
係
の

中
で

の

理

解
で

あ

る
。

関

係
の

中
で

ク

ラ

イ
エ

ン

ト

自
身
の

自
己

理

解
を
深
め

る

こ

と

が

基

本
で

あ
る

。

そ

の

た

め

に

セ

ラ

ピ

ス

ト

の

側
も
、

ど

う
い

う
理

論
を
自

分
が

も
っ

て

い

る
か

に

つ

い

て
の

理

論
（

メ

タ
理
論）

を

白
己
チ
ェ

ッ

ク

す
る

必
要
が

あ

る
。

　
一

方
、

宗
教
と

臨
床
実

践
の

間
に

は

現
実

問
題

と

し

て

多
様
な

課
題
が

出
て

き

て

い

る
。

た

と

え

ば
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

に

か

か

わ

る

苦
悩
は

臨
床
の

現
実
に

な
っ

て

お

り
、

症

状
だ

け

を

切
り
離
し

て

対
処
す

る

だ

け
で

は

そ

の

苦
悩
は

解
決

す

る

ど
こ

ろ

か

ま

す
ま

す
こ

じ
れ

、

二

次
的
な

困

難
を

生
む

ば

か

り

で

あ

る
。

そ

れ

を

根
底
か

ら

問
い

直
し

議
論
し
て

い

く
宗
教
学
の

実
践
的

役
割
は

多
大
で

あ
ろ

う
。

　

し

か

し
、

心
理

療
法
の

世

界
は

宗

教
学
か

ら
の

内
在
的
な
理

解
か

ら

は

離
れ

、

実
践
に

没
入
し

、

心
理

療
法
の

側
か

ら
宗
教
学
へ

の

積

極
的
な

問
い

か

け

が

ほ

と

ん

ど

な
い

の

が

現

状
で

は

な
い

か
。

　

人

間
は

自
然

存
在
と

し

て

の

人
と

、

個
我
を
有
し

共
同
生

活
を

営
む

社
会
的
存

在
と

し

て

の

人
と

の

間
で
、

揺
れ

動
く
二

重
存

在
で

あ
る

。

自
然
存

在
と

し

て

の

人
は

本

能
衝
動
を
か

か

え
、

そ

こ

か

ら

派

生
す

る

欲
望
の

充
足
を

求
め

る
。

一

方
で
、

社
会
存

在
と

し

て

個
人
の

欲
望
の

充
足
は

さ

ま

ざ

ま

な
限

定
を

受
け

、

不
安
や

葛
藤
を
生
む

。

非
人
称

的
な

生
の

持
続
に

対
処
し
、

個
別
化
し

て
い

く

自

341 （629）

N 工工
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我
の

形

成
は

必
要
不

可
欠
と

な

る
。

社
会
や

文
化
の

仕
組
み

は

ま

さ

に

そ
の

た

め

に

個
人

に

学
習
の

機
会
を

与
え

、

自
然
存

在
と

し

て

の

人
と

の

折
り

合
い

を
つ

け

る

練
習
期
間
を

お

い

て

き

た

の

だ

ろ

う
。

そ

の

折
り

合
い

の

途
L
に

お

い

て

心

身
の
バ

ラ

ン

ス

を
壊
す
こ

と

は

よ

く

あ
る

。

】

部
は

問
題

化、

症
状
化

す
る

こ

と

も
出
て

く

る
。

そ

の

と

き

あ

ら

た

め
て

、

他
者
の

力
を

借
り
つ

つ
、

揺
れ

動
く

主

体
を

支
え

て

い

く

セ

ラ

ピ

ー

の

方

法
が

必
要
に

な
っ

た

の

だ

ろ

う
。

自
然
存

在
と

し

て

の

牛
の

力
を

過

度
に

抑
え

損
な

う
こ

と

な

く
、

主
体
の

同

復
を

行
う
場
と

し

て

セ

ラ

ピ

ー

が

あ
る

。

　
セ

ラ

ピ

ー
と

い

う

実
践
は

普
遍
知
の

探
求
で

は

な

く、

固

有
の

場
面
に

限
定
さ

れ

た

理

解
の

範
囲
で

有
効

性
を
探
っ

て

い

く
も

の

で

あ
る

。

場
面
的
理

解
と
い

う

枠
組
み

で
、

そ

の

理

論
が

治
療
的
に

豊
か

な

産

出
力
が

あ
れ

ば

当
面
の

と

こ

ろ

そ

の

理
論
は

妥
当
で

あ
る

　
　

　

　

　
　い

と

考
え

て

い

く
。

心
理

療
法
に

お

い

て

そ

の

実
践

を

支
え

る

人
間

観
や
、

死
生
観
へ

の

問
い

か

け

は

十
分
と

は
い

い

が

た
い

。

根
源
の

知
に

根
ざ

し

た

普
遍
知
を

め

ざ

す
宗
教

学
の

立
場
は

、

セ

ラ

ピ

ー

の

実
践
を

動
か

す

基

本
原
理
に

多
様
な
手
が

か

り
を

与
え

て

く

れ

る

だ

ろ

う
。

一

方
、

セ

ラ
ピ

ー

の

実
践
に

は

他
者
と

の

関
係
性
と
い

う
問
題
が
つ

ね

に

控
え

て

お

り
、

セ

ラ

ピ

ー

の

場
を

検
討
す

る
こ

と

で
、

宗
教
が

実
践
と

の

つ

な

が

り

を

持
つ

と

き

に

ふ

ま

え
る
べ

き

倫
理

性
に
つ

い

て

具
体

的
示
唆
を

与
え

て

く

れ

る
の

で

は

な
い

か
。

小
論
は

以
上

の

よ

う
な
主
題
を

背
景
に

お

き

な

が

ら
、

心
理

療
法
の

根
源
に

あ

る

人

聞
理

解
の

個
別
性
と

普
遍
性
の

力
動
的

関
係
を
探

る

も

の

で

あ

る
。

二

　
行
と

し

て

の

学
問

は

じ

め

に

苦
し
み
あ
り

セ

ラ

ピ

ー
は

あ
く
ま

で

個
人
の

個

別
的
世
界
に

お

い

て

求
め

ら

れ
、

そ
こ

を

離
れ

る
こ

と

は
で

き

な
い

。

名
を

も
っ

た

人

称
的
世
界
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感情の セ ラ ピーの 源泉 をめ ぐっ て

で

の

議
論
に

も

と

つ

か

ね

ば
な

ら

な

い
。

こ

こ

で

自
ら

の

「

神
経
症
」

に

悩
み
、

人
生

問
題
の

解
決
の

た

め

に

心
理

学
を

志

向
し

探
求

し

た
一

人

の

心
理
学

者
牧
康
夫

2

九
二
］

1
｝

九
七
六）

に

つ

い

て

ふ

れ
て

お

き

た

い
。

　

牧
は

自
ら

の

問
題
と

格
闘
す
る

な

か

で
、

各
種
セ

ラ
ピ

ー

を

実
際
に

体
験
し
、

実
践
し

た

よ

う
で

あ
る

。

最
終
的
に

は
ヨ

ー
ガ

に

出

会
い

、

心

身
を

ト
ー

タ
ル

に

と

ら

え

る

理
論

体
系
お

よ

び

実
践
体
系
を

持
つ

ヨ

ー

ガ

に

集
中
し

た
。

な
ぜ
ヨ

ー

ガ

な

の

か
。

牧
に

と

っ

て

そ

れ

は
、

全

身
体
的
な

具
体
的
実
践
が

心

理

学
の

な
か

に

必
要
で

あ

る

こ

と

の

発
見
で

あ
っ

た
。

ア
ー

サ

ナ

（

座

法
）

と

呼
吸
法
に

導
か

れ
、

心

身
の

緊
張
と

弛
緩
の

交

代、

そ

の

プ
ロ

セ

ス

を

意
識
的
に

追
っ

て

い

く
具
体

的
な

技
法
が

あ

る
。

欲
望
と

意
識
の

衝
突

、

葛

藤
が

煩

悩
を

生

む
。

こ

の

よ

う

な

心
の

は

た

ら

き
、

意

識
の

制
御
を

目
的
と

し

て

ヨ

ー

ガ

は

古
来

、

具
体
的
な

心

身
の

実
践
技
法
を

伝

承
し

て

き
た

。

　

ヨ

ー
ガ

も
そ

の

体
系
に
一

つ

の

心

理

学
を

持
っ

て

い

る
。

牧
の

遺
稿
と

し

て

残
さ

れ
た

「

い

く
つ

か

の

心

理

学
・

生

物
学

体
系
の

層

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
2）

構

造
　
　
心
理

学
統
一

理

論
の
一

構
想
」

で

の

フ

ロ

イ
ト
と

ヨ

ー
ガ

心

理

学
の

結

合
が

興

味
深
い

。

　

牧
は

フ

ロ

イ

ト

の

精
神
分

析
が

「

人

に

と
っ

て

は

環
界
内
の

適

応
は

自
明
で

は

な
い
」

と

い

う
人

間
観
か

ら

理

論
構
築
が

始
ま
っ

て

　

　
　
　

　
　
　
（
3）

い

る

こ

と

を

見
ぬ

く
。

牧
は

そ

の

欲
動
論
に

注
目
し

た
。

フ

ロ

イ
ト

と
ヨ

ー
ガ

は

と

も

に

煩
悩
（
匹
綴
四

ω）

に

よ

る

苦
し

み

を

出

発
点

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　〔
4）

と

し

て
い

る

点
で

共

通
し

て
い

る

と

と

ら

え

る
。

そ

し

て

牧
は
ヨ

ー
ガ

心
理

学
に

よ
っ

て

フ

ロ

イ
ト
の

死
の

欲
動
論
の

積
極
的
再
解
釈

を
行
う

。

ヨ

ー

ガ

の

調
身

、

全

身
的
修

行
の

プ
ロ

セ

ス

を

経
る
こ

と

に

よ

っ

て
、

死
の

欲
動
が

実
践

的
に

も

意
味
を
持
つ

と

牧
は

考
え

る
。

そ

の

実
践
の

な
か

で

は

「

た

だ

呼
吸

活
動
だ

け

が

純
粋
に

働
い

て

い

る
」

瞬
間
が

あ
る

。

「

意
志

的
態

度
」

を
緩
め

そ

の

活
動
に

「

じ
っ

と

耳
を

傾
け
る
」

。

「

生

ず
る

こ

と

に

た

だ

同

行
す
る
」

。

こ

の

よ

う
な

実
践
に

よ
っ

て

「

生
に

お

い

て

死
を

切
り

離
さ

ず
生
き

る

こ

と
」

が

可
能
と

な
る

。
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自
ら

の

人
生

問
題
と

の

格
闘

、

そ

の

た

め

の

全
身
的

実
践
を

通
じ

て

心
理

学
の

理
論
を

も

体
感
的
に

確
か

め

る

こ

と

を

牧
は
つ

ね

に

自
覚
し
て

い

た
。

「

私
は

学
問
と

ヨ

ー
ガ

を
二

足
の

わ

ら

じ

と

し

て

は

き

分
け

た

く

な

い

気
持
ち

に

満
た

さ

れ
て

い

る
。

私
は

人
間
の

心

を
完
全
に

客
観
化

、

対

象
化
し
つ

く
そ

う

と

す

る

現

代
の

科
学
的
心
理
学
の

あ

り

方
に

深
い

疑
問
を

感
じ
、

心

理

学
を
そ

の

本
来
の

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　〔
5）

科
学
的
性

格
を

失
わ

な
い

ま
ま

に

い

わ
ば
主

体
化
す
る

こ

と

に

自

分
の
一

生
を
か

け
よ

う
と

思
っ

て

い

る
」

。

こ

の

よ

う
な

心

理

学
の

主

体
化
へ

の

道

筋
は

学
問
の

倫
理

性
を

問
う
と

き

の

基

盤
を

示
唆
し
て

く
れ

る
。

　

欲
望

・

感
情
へ

の

対
処

　

自
我
意
識
と

欲
動
の

相
克
を

乗
り

越
え
る

た
め

に
、

牧
は

全
身

体
活
動
と

し

て

の

ヨ

ー

ガ

の

実
践

に

到
達
し

、

行
に

励
ん

だ
。

そ

の

実

践
は

鬼
気
迫
る

も

の

が

あ
っ

た

よ

う

だ
。

感

情
の
コ

ン

ト
ロ

ー

ル

を

意
識
的
に

行
う
こ

と

の

矛
盾
と

限
界
を

知
っ

た

と

き
、

私
た

ち

は

身
体
に

も

ど

る
。

牧
の

実
践
は

ヨ

ー

ガ

を

通
じ

て

自
分
の

身
体
を
内

側
か

ら

感
じ

受
容
す

る
。

緊
張
と

弛
緩
の

ダ
イ

ナ

ミ

ズ
ム

の

中

で

身

体
感
覚
の

変
化
を

感
じ

る
こ

と

は
、

狭
い

自
我
意

識
か

ら

解
放
さ

れ

る

契
機
と

な

る
。

身

体
は

受
肉
し

た

生

に

内
在
す

る

「

超
越

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
よ

す
が

性
」

と

し

て

苦
悩
す
る

人
の

縁
と

な
る

。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
6）

　

牧
が

典
拠
と

し

た

『

ヨ

ー

ガ
・

ス

ー

ト

ラ
』

の

中
に

次
の

よ

う

な

項
目
が

あ
る

。

「

心
の

平
安
を

得
る

に

は

慈
・

悲
・

喜
・

捨
の

感

情
を

念
想
す

る
こ

と

か

ら

心
の

静
澄
が

生
じ

る
」

。

心
の

安

定
の

た

め

に

欠
か

せ

な
い

こ

と

は
、

自
ら

の

感
情
の

動
き

に

対
す
る
ふ

り

か

え

り、

配
慮
で

あ
る

。

し

か

し

実
際
に

は

困
難
な
こ

と

で

あ
る

。

　
心

理

相
談
に

来
ら

れ

る

多
く
の

人
は

感
情
（

怒
り

や

不
安
）

が

抑
え

ら

れ

ず
苦
し

む
。

】

方
で

自
分
が

感
じ
て

い

る

感
情
が

感
じ

ら

れ

な
い

不
確
か

さ

を

か

か

え

て

い

る

人

も
い

る
。

自
ら

の

感

情
と

の

つ

き

合
い

は

難
し
い

。

そ
の

た
め

に

人
は

そ

れ

ぞ

れ

の

文

化
の

な

か

で

用

意
し
て

き

た

教
育
の

シ

ス

テ
ム

に

も

と

つ

い

て
、

感

情
と

の

つ

き

合
い

方
を
長
い

間
学
ぶ

の

で

あ
る

。

白
然
に

感
じ

て

言
葉
に

（632） 344
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感情 の セ ラ ピ ー
の 源泉を め ぐっ て

な

る

は

ず
の

感

情
を
感
じ

な

い

と
い

う

状
態
は
、

主
体
の

深
刻
な

状
態
を

表
す

。

心
身

医
学
で

は
。゚

一

Φ

図
片

耳
邑
卑

（

失

感
情
言
詔）

と

い

う

状
態
で

あ

る
。

こ

れ

は

特
殊
な

医
学
用

語
で

あ

る

が
、

こ

の

言

葉
に

暮
団

∋
冨

と

い

う

語
が

含
ま

れ

て

い

る

こ

と

に

注
意
し

た

い
。

こ

れ

は

ギ
リ
シ

ャ

語

9
蓉
の

か

ら
派
生
し

た

言
葉
で

あ
る

。

　
「

テ
ユ

ー
モ

ス

と

戦
う
こ

と

は

難
し
い

。

何
で

あ
れ

欲
す

る

と

こ

ろ

の

も
の

を

魂
（

プ

シ
ュ

ー

ケ

i
）

と

引
き

換
え

に

購
お

う
と

す

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
7）

る

か

ら

で

あ
る
」

（
ヘ

ラ

ク
レ

イ
ト

ス

断
片
85
）

。

テ
ユ

ー
モ

ス

と

は

怒
り
そ

し

て

欲
望
で

あ
る

。

　

自
ら

を

衝
き

動
か

す

欲
動、

強
い

否
定
的
な

感
情、

自
ら

を
さ
い

な

む

情
動
と

の

つ

き

合
い

に

人

は

み

な

苦
し

ん

で

き
た

。

そ

の

感

情
を

触
発
す
る

何
ら

か

の

要
因
に

つ

い

て
、

あ
ら
か

じ

め

わ
か

っ

て

い

て

も
、

い

ざ

そ
の

対
処
と

な

る

と

思
う
よ

う
に

は

は

か
ど

ら

な

い
。

そ

の

感

情
は

あ
た

か

も

外
か

ら

突

如
襲
っ

て

く

る

よ

う
に

も

感
じ

ら

れ
、

人
は

受
け

身
（

冨
ω

自。

ぞ
9

に

さ

ら

さ

れ

る

の

み

で

あ

る
。

　

テ
ユ

ー
モ

ス

へ

の

対
処
法
は

古

代
ギ
リ

シ

ャ

に

お

い

て

も

さ

ま

ざ

ま

に

試
み

ら

れ
て

い

た
。

人
の

生

活
が

あ
る

と

こ

ろ

に

は
つ

ね

に

　

　

　
　

　

　
　

　
お　

「

安
心
法
」

が

あ
っ

た
。

そ

れ

ら

は

ア

ポ
ロ

的
方
法
と

デ
ィ

オ
ニ

ュ

ソ

ス

的
方

法
の

二

つ

の

立

場
を

分
け

る

こ

と

が
で

き

る
。

デ

ィ

オ

ニ

ュ

ソ

ス

的

方
法
は
、

浄
化

（

力

タ
ル

シ

ス
）

に

よ
る

衝
動
の

解

放
を

ド

ラ
マ

や

さ

ま

ざ

ま
な

身
体
表
現
を

基
本
に

行
う
も
の

で
、

ギ

リ

シ

ャ

悲
劇
に

よ

る

浄
化
が

典
型

で

あ
る

。

セ

ラ

ピ

ー

の

源
泉
と

し

て

は

こ

ち

ら

の

方
が

注

目
を

集
め

や

す
い

が
、

ロ

ゴ

ス

を

媒
介
と

す

る

対
話
に

も

と

つ

く
ア
ポ

ロ

的
方
法
に

も

注
目
し
た

い
。

こ

の

方

法
は

真
実
を

理

知
的
に

と

ら
え
、

正

義
に

向
か
っ

て

人

間
の

能
力

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

す　

が

働
く
こ

と

を

重
視
す

る
。

こ

れ

は

認
知

、

論
理

、

行
動
へ

の

ア

プ
ロ

ー

チ
を

行
う

近
代
的
心
理
療

法
が

連
想
さ

せ

ら

れ

る
。
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三

　
彼
ら

は

身
体
に

何
が
で

き
る

か

知
ら
な
い

　

心
身
の

苦
悩
を
の

り
こ

え

る
に

は

体
験、

文

字
通
り
身
体
を

通
し

て

験
し

を

得
る

「

体
験
」

が

契

機
と

な

る
。

こ

の

こ

と

を

検
討
す

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
（
10）

る

に

あ
た
っ

て
、

参
照
し

た
い

テ

ク
ス

ト

は

ス

ピ

ノ

ザ

の

『

エ

チ

カ
』

第
3
部
か

ら

5
部
で

あ
る

。

　

心
理
学
者
と

し

て

の

ス

ピ

ノ

ザ

　

心

理
学
の

分
野
で

は

ス

ピ

ノ

ザ

の

思

想
を

心
理

療
法
理
論
の

先
駆
け

と

し
て

位
置
づ

け

る

議
論
が

盛
ん

で

あ
る

。

ロ

シ

ア

心

理

学
の

古
典
で
、

最
近

再
評
価
が

め

ざ
ま

し

い

ヴ
ィ

ゴ

ツ

キ

ー

の

心
理

学
が

ス

ピ

ノ

ザ
の

思

想
か

ら

大
き

な

影
響
を

受
け
て

い

た

こ

と

か

ら
、

ヴ
ィ

ゴ

ツ

キ
ー

心
理

学
が

ス

ピ

ノ

ザ

学

説
を

介
し

て
、

心
身
一

元
論
へ

と

展
開
し

う
る

素
地
を

も
つ

こ

と

が

探
ら

れ
て

い

る
。

ま

た
、

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
11〕

最
近
の

脳
科

学
と

、

情
動
理

論
と

の

関
係
を

議
論
す
る

に

あ

た
っ

て
ス

ピ

ノ

ザ

の

理

論
は

に

わ

か

に

注
目
を

集
め

て

い

る
。

　

ま

ず
注

目
し
た
い

の

は
、

ス

ピ

ノ

ザ

の

感
情
に

つ

い

て

の

と

ら
え

方
で

あ
る

。

「

感

情
（
卸

轂
臼
二
。゚）

と

は

身
体
の

活

動
力
を

増
大
し

あ
る
い

は

減
少
し

、

促
進
し

あ
る
い

は

阻
害
す
る

身

体
の

変

様
、

ま

た

同
時
に

そ

う

し

た

変
様
の

観
念
で

あ
る
」

「

そ
こ

で

も

し
我
々

が

そ
う
し

た

変

様
の

ど

れ

か

の

妥

当
な

原
因
で

あ
り

う

る

な

ら
、

そ

の

と

き

私
は

感
情
を

能
動
と

解
し

、

そ

う
で

な
い

場
合
は

受
動
と

解
す
る
」

（

第
3
部

序
言
定
義
3
）

。

こ

の

よ

う

に

ス

ピ

ノ

ザ

は

身
体
の

変

様
か

ら

感
情
を

定

義
す
る

。

ス

ピ

ノ

ザ

の

理

論
で

は

精
神
と

身

体
と

は

同
一

事

物
と

さ

れ

る
。

あ
る

と

き

は

思
惟
の

属
性
の

も
と

で
、

別
の

と

き
に

は

延

長
の

属
性
の

も
と

で

異
な
っ

て

概
念
化
さ

れ

る

が
、

両

者
は

同
一

で

あ
る
（
第
3
部

定
理
2
備
考）

。

　
そ

し

て

対
処
し

が

た
い

強
い

感
情
（

情
動
）

に

わ

れ

わ

れ

が

受
動

的
に

襲
わ

れ

る

の

は

な
ぜ

な

の

か

と
い

う
問
い

に

対
し
て

「

感

情

の

葛
藤
理

論
」

と
い

う
べ

き

も

の

が

準
備
さ

れ

る
。

「

だ

か

ら
も

し

あ
る

事

物
が

あ
る

感

情
と

結
び

つ

け

ら

れ

た

性
質
を

有
す

る

な

ら
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感情の セ ラ ピ ーの 源 泉を め ぐ っ て

ば
、

た
と

え

そ

の

性

質
自
身
が

そ

の

感

情
の

原
因
で

な
い

と

し
て

も
、

ど

う
し

て

も

そ

の

感
情
を

持
つ

こ

と

が

多
く

な
ろ

う
」

（

第
3
部

定
理
16）

。

心

的
外

傷
（

ト

ラ

ウ
マ
）

を

抱
え

た

人
の

場
合
に

あ
て

は

ま

る

こ

と

だ

が
、

時
問
経
過
を

経
て

も

表
象
の

感
情
強

度
は

変
化

し

な

い

と

い

う

体
験
が

あ
り

得
る

。

こ

の

こ

と

は

表
象
と

感

情
の

問
題
と

し

て

次
の

よ

う
に

説
明
で

き

る
。

「

人

間
は

過
去
あ
る
い

は

未
来
の

も

の

の

表
象
像
に

よ
っ

て
、

現

在
の

も
の

の

表
象
像
に

よ

る

の

と

同
様
の

喜
び

及
び
悲
し
み

の

感
情
に

刺
激
さ

れ

る
」

（

第
3
部

定
理
18
）

。

　
一

方
、

一

つ

の

対
象
が

相
反

す

る

感

情
の

原
因
に

な

る

こ

と

が

あ
る

。

こ

れ

を

ス

ピ

ノ

ザ

は

内
在
的
に

説
明
す

る
。

「

我
々

を

悲
し

み
の

感
情
に

刺

激
す
る

の

を

常
と

す
る

も
の

が
、

等
し

い

大
き

さ

の

喜
び
の

感
情
に

我
々

を

刺
激
す

る

の

を

常
と

す
る

他
の

も

の

と

多

少
類

似
す
る

こ

と

を

表
象
す
る

場

合、

わ
れ

わ

れ

は
そ

の

も

の

を

憎
み

か
つ

同
時
に

愛
す

る

で

あ
ろ

う
」

（
第
3
部

定
理
17
）

。

ス

ピ

ノ

ザ

は

二

つ

の

相
反
す
る

感
情
か

ら
生
じ

る

こ

の

よ

う
な
心

的
状
態
を

「

心

情
の

動
揺
」

と

表
現
す
る
（
第
3
部
定
理
17
備
考）

。

　

こ

の

よ

う
に

ス

ピ

ノ

ザ

は

精
神
の

迷
い

が

な

ぜ

生
じ

る

の

か

に

つ

い

て
、

ト

ラ

ウ
マ

や
コ

ン

プ

レ

ッ

ク

ス
、

ア

ン

ビ

バ

レ

ン

ス

な

ど
、

臨
床
心
理

学
に

お

い

て

扱
わ

れ

る

基
本

的
な

心
的

状
態
に

つ

い

て

す

で

に

理

論
化
し

て

い

る
。

　

例
1

　

　

　
二

〇
歳
代
に

は

い

っ

た

男

性
。

不
定
期
の

ア

ル

バ

イ
ト

を

し

て

い

る
。

家
庭
で

と

き
お

り
暴

力
を
ふ

る

う
。

家
族
は

本
人
の
一

　

　

方
的
な

言
動

、

粗
暴
な

行
為
に

疲

労
の

色
を

濃
く

し

て

い

る
。

　

　

　

本
人
は

か

つ

て

中

学
受

験
に

失

敗
し
た

と

い

う

体
験
を

持
つ

。

第
一

志

望

校
の

受

験
の

時、

一

二

〇

％
の

力
を

出
し

た

と

い

　

　

う
。

し
か

し
、

不
合

格
。

そ

こ

で

人

生

は

が
ら
っ

と

変
わ
っ

た

と
い

う
。

か

ろ

う
じ

て

入

学
し

た

別
の

学
校
に

は

な

じ

め

ず
、

断

　

　

続
的
に

不
登

校
が

続
い

た
。

家
族
は

そ

れ

ま
で

祖
父
母
と

同

居
し

て

い

た

が
、

本
人
が

自
分
の

部
屋
を

ほ

し

が

る

の

で
、

近
く
に

347 （635）
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新
し

く

家
を

建
て

本
人
が

高
校
一

年
に

な

る

と

同
時
に

引
っ

越
し

を

す
る

。

待
望
の

自
分
の

部
屋
が

で

き

た
が

、

学
校
で

は

「

同

　

　

級
生
が

自

分
の

こ

と

を
い

や

な

目
で

見
る
」

と

な

じ

め

ず
、

不
登

校
が

続
き

高
校
二

年
で

中
退

。

家
で

の

暴
力
は

そ

の

頃
か

ら

始

　

　
ま
っ

た
。

　

　
　

中
退
後
単

位
制
高
校
に

再
入

学、

高

校
卒
業
と

同
時
に

あ

る

大

学
に

入
学
で

き

た
。

し

か

し

本
来
自
分
が

入
る

大
学
で

は

な

い

　

　
と

つ

ね

に

否

定
的
に

な

り
、

自
暴
自
棄
な

行
動
に

走
る

。

医

学
部
に

再

受
験
を

考
え

た

り
、

有
名
大
学
へ

の

編
入

学
試
験
を

考
え

　

　
た

り

の

日
々

で

あ
っ

た
。

両

親
は

本
人
に

つ

い

て

「

昔
か

ら

あ

あ
い

う
子

だ
。

家
の

中
と

外
で

は

態
度
が
が

ら
っ

と

変
わ

る
の

が

　

　
困
る
」

と
い

う
。

　
こ

の

例
に

見
ら

れ

る

よ

う

に
、

人
が

自
分
の

人
生
を

語
る

と

き
、

最
初
の

失

敗
の

時
点
に

自
分
を

と

ど

め

て

し

ま

う
こ

と

が

あ
る

。

自
分
の

身
に

起
き

る

出
来

事
は

同
型

的
に

反
復
さ

れ

る

と
い

う
固

定
し

た

語
り
の
パ

タ

ー
ン

に

入
り

込

ん

で

し
ま

う
。

自
分
の

身
に

起

き

た

出
来

事
に

は

否
定
的
感

情
が

と

も

な
っ

て

い

る
。

そ

の

出
来
事
が

あ
っ

た

と

い

う
事
実
は

変
え

よ

う
が

な
い

。

出
来
事
に

と

も

な

う

価
値
感
情
は

受
動
的
に

被
っ

た

ま

ま

固
定
的
に

と

ら

え

ら

れ
、

そ

の

人

の

人
生
を

支
配
す
る

。

　
ス

ピ

ノ

ザ
は

感
情
の

統
御
不

能
に

陥
っ

た

状
態
を

「

隷
属
」

と

す
る

。

「

感
情
を

統
御
し

、

抑
制
す

る

上

で

の

人

間
の

無

力
を
、

私

は

隷

属
と

よ

ぶ
。

な
ぜ

な

ら
、

感

情
に

支
配
さ

れ
た

人

間
は

自
己

を

支
配
せ

ず
に
、

自
ら

よ

り

善
き
こ

と

を

見
な

が

ら

も
、

よ

り

悪
し

き

こ

と

を

行
う

こ

と

を

予
備
な
く

さ

せ

ら

れ

る

く
ら
い

に
、

運

命
の

手
の

な

か

に

あ

る
か

ら
で

あ

る
」

（
第
4
部
序
言）

。

　
感
情
の

セ

ラ

ピ

ー

　
強
い

感
情
に

く
り
か

え

し

支
配
さ

れ

る

と

き
に

、

ど

の

よ

う
に

対
処
す
る

方

法
が

あ
る

の

だ

ろ

う
か

。

ス

ピ

ノ

ザ
は

次
の

よ

う
に

述

べ

る
。

「

精
神
が

対
象
を
妥

当
に

認

識
し

さ

え

す
る

な

ら

ば
、

対
象
そ

の

も

の
、

身

体
の

変

様
も

、

身
体
の

内
で

正

し

く
秩
序
づ

け

ら
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感情の セ ラ ピ
ー

の 源泉を め ぐ っ て

れ

連

結
さ

れ

る
」

（
第
5
部
定
理
10
）

。

こ

の

よ

う
な

基

本
枠
組
み

に

そ

っ

て
、

心

身
の

苦
悩
の

理

解
に

接
近
す

る

と

き
、

あ

る

セ

ラ

ピ

ー

の

理

論
が

形
を

取
る

。

感
情
に

従
属
す

る

（

受
動
）

の

で

は

な

く
、

理

性
に

導
か

れ

た

（

能
動
）

自
己
認
識
に

も
と

つ

く
こ

と

で
、

心

身
の

ま
と

ま

り

が

生
ま
れ

る
。

　
『

エ

チ

カ
』

第
5
部
定
理

1
か

ら
20
ま

で

は
、

感

情
に

つ

い

て

の

セ

ラ
ピ

ー
と

み

な

す
こ

と

が

で

き

る
。

「

感
情
を
外
的
な

原
因
の

思

想
か

ら

切
り

離
し

、

そ

れ

を
他
の

思
想
に

結
び
つ

け
る

と
、

外
的
な

原

因
に

対
す
る

愛
や

憎
し

み
、

精
神
の

迷
い

も

消
え
る
」

（
第
5
部

定
理
2
）

。

ス

ピ

ノ

ザ

に

よ

る

と
、

外
的
事
物
に

つ

い

て

い

く
ら

思

考
し

て

も
、

そ

の

事
物
に

な

ん

の

変
化
も

も

た

ら

さ

な
い

が
、

自
己

の

感

情
に

つ

い

て

思
考
す

る

と
、

感
情
そ

の

も

の

が

変
化
す

る
の

で

あ
る

。

　

例
1
の

青
年
は

、

彼
が

通
っ

て

い

た

最
初
の

高
校
で

親
身
に

相
談
に

の

っ

て

く
れ
た
先
生
か

ら

は
、

退
学
後
も

と

き
お

り

連
絡
を

も

ら

い
、

そ

れ
が

支
え

と

な
っ

て

い

た

よ

う
だ

。

自
分
が

追
い

込
ま

れ

た

原
因
を

外
に

探
し

、

荒
れ
す

さ

ぶ

の

で

は

な

く
、

落
ち

着
い

て

自
分
に

向
か

う
よ
う
に

な
っ

て

く
る

。

ア

ル

バ

イ

ト
の

つ

も

り
で

始
め

た

仕

事
先
で

も
、

い

っ

し
ょ

に

動
き

な

が

ら

世
話
し

て

く
れ

る

先
輩
職
員
が

現
れ

、

徐
々

に

現
実
の

自
分
の

状
態
を

受
け
と

め

始
め

る
。

　
「

受

動
と

い

う

感
情
は

、

わ
れ
わ

れ

が

そ

れ

に

つ

い

て

明

晰
判
然
た

る

観
念
を

形
成
す

る

や
い

な

や
、

受
動
で

あ

る
こ

と

を

や

め

る
」

（

第
5
部
定
理
3
）

。

「

わ

れ

わ
れ
が

何
ら

か

の

明

晰
判
然
た

る

観
念
を

形
成
し

え

な
い

よ

う
な
い

か

な

る

身
体
の

変

様
も

存
在
し

な
い
」

（
第
5
部
定
理
4
）

。

こ

こ

で

の

注
目
点
は

、

受
動
感

情
（
℃

器
ω

δ
冨）

か

ら
の

転
換
の

道
筋
が

描
か

れ

て

い

る
と

こ

ろ

で

あ

る
。

感
情
を

否

定
せ

ず
、

そ
の

ま

ま

明
晰
な

観
念
（

言

語
表

象）

を
与
え

る
こ

と

で
、

受

動
性
か

ら

抜
け

出
せ

る
。

強
い

情
動
に

結
び
つ

い

た

事
物
表

象
を

自
己
か

ら

切
り

離
さ

な

い

と
い

う

こ

と

で

あ
る

。

そ
の

よ

う

な

事
物

表
象
が
コ

ン

ト
ロ

ー

ル

さ

れ

ず
遊
離
し

て

し

ま

う

と
、

独
自

の

運

動
を
強

化
し

て

し

ま

う
。

「

精
神
は

あ

ら

ゆ

る

も

の

を

必

然
的
な

も
の

と

し

て

認

識
す
る

か

ぎ
り

、

感

情
に

対
し

て

よ

り
大
な
る
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能
力
を
有
し

、

あ
る
い

は

感
情
か

ら

影

響
を

受
け
る
こ

と
が

よ

り

少
な
い
」

（
第
5
部
定
理
6
）

。

事
物
を

偶
然
で

は

な

く

必
然
と

し

て

理

解
す

る

ほ

う

が

感
情
に

受

身
的
に

支
配
さ

れ

る

こ

と

が

少
な
い

の

で

あ
る

。

多
く
の

心

理

療
法
が

目
指
す

共
通
の

目
標
は

主

体
的
な

思

惟
・

思
考
の

活

動
を

ま

さ

に

主

体
が

切
り

は

な

そ

う
と

し
た

感
情
の

領

域
に

お

い

て

回

復
さ
せ

る

こ

と

で

あ
る

。

ス

ピ

ノ

ザ

は

ま

さ

に

心
理

療
法
理
論
の

先
駆
者
と

位

置
づ

け

る

こ

と

が

で

き

る
。

　
コ

ナ

ト
ゥ

ス

論

　
ス

ピ

ノ

ザ
は

フ

ロ

イ

ト

の

本
能

欲
動
論
に

ほ

ぼ

重
な

る
コ

ナ
ト
ゥ

ス

の

理

論
を

用
意
し

て

い

る
。

コ

ナ

ト
ゥ

ス

（

8
鐔
9
ω）

と

は
、

自
己

保
存
へ

の

力
能

・

衝
動
で

あ
り

、

精
神

・

身
体
が

思

惟
や

延
長
に

お

い

て

自
ら

の

存
在
に

固

執
し

よ

う
と
つ

と

め

る

努
力
で

あ

（
12）る

。

「

お

の

お

の

の

物
が
、

自
己

の

有
に

固
執
し

よ

う
と

努
め

る

努

力
は

、

そ

の

も

の

の

現
実
的
本
質
に

ほ

か

な

ら
な
い
」

（

第
3
部
定

理
7）

。

存
在
は

そ

れ

自
体
に

お

い

て

無
限

的
な

持
続
存
在
を

続
け
よ

う
と

す
る

。

コ

ナ

ト

ゥ

ス

は

個
々

の

も

の

が

そ

れ

に

よ

っ

て

自

己

の

存
在
を

維
持
し

、

保
存
し

よ

う
と

努
力
す
る

力
能
で

あ
る

。

前
人

称
的、

非
人

格
的
な

力、

活
動

力
あ
る
い

は

単
に

「

力
」

と

訳

し

て

も
よ
い

だ

ろ

う
。

コ

ナ

ト
ゥ

ス

は

精
神
と

自
然
と

の

関

係、

欲
望
と

知
の

関
係
を
た

ど

る
の

に

喚
起
力
豊
か

な

概
念
で

あ
る

。

　
ス

ピ

ノ

ザ
は

コ

ナ

ト
ゥ

ス

に

知

性
を

つ

な
ぐ

。

自
然
の

な

か

に

あ
る

知

性
と
い

う
べ

き

知
性
的
な
コ

ナ
ト

ゥ

ス

を
ス

ピ

ノ

ザ
は

設
定

す

る
。

コ

ナ

ト

ゥ

ス

の

十
全
の

表

現
と

は
、

理

性
（

知
）

に

よ

る

自
己
保

存
の

努
力
（

コ

ナ

ト
ゥ

ス
）

で

あ

り
、

こ

の

「

知
的
コ

ナ

ト

ゥ

ス
」

は

真
の

意
味
に

お

け

る

コ

ナ

ト
ゥ

ス

で

あ
る

。

本
能
衝
動
と

知
を

結
合
さ
せ

る

と
い

う

考
え

方
は
一

見
逆
説
的
で

あ
る

が
、

セ

ラ

ピ

ー
の

立
場
か

ら

は

意

味
深
く

、

重

要
な

概
念
で

あ
る

。

　
知

的
コ

ナ

ト
ゥ

ス

は

い

か

に

し

て

成
立

し

う

る

だ

ろ

う

か
。

一

つ

の

手
が

か

り

は

「

明
晰
判
明
な

観

念
を

形

成
す
る
こ

と
」

で

あ

り、

感

情
を

介
し

て

欲
望
が

言
語
と

接

続
す
る
こ

と

で

あ
る

。

こ

れ

は

実
践
的
に

は

感
情
の

言
語
化
が

主
題
と

な

る
。

（638） 350
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例
2　

ク

ラ

イ
エ

ン

ト
（

A
）

は
二

〇

歳
代

後
半
女
性
の

会

社
員

。

現

在
休
職
中
で

あ
る

。

配
置
転
換
の

あ
っ

た

後、

職
場
の

人

間
関
係

で
の

緊
張
感
か

ら

職
場
に

出
る

の

が

困
難
に

な

る
。

抑
う
つ

状
態
と

診
断
さ

れ
て

い

る
。

面
接
の

な

か

で
、

仕
事
に

向
か

う
自
分

の

こ

と

を
ふ

り

か

え
る

。

仕
事
だ

け
で

な
い

い

く
つ

か

忘
れ

て

き

た

自
分
を

思
い

起
こ

す

よ

う
に

な

る
。

仕
事
に

復
帰
す
る

前
の

A
さ

ん

と

の

や

り

と

り
で

あ
る

。

ん

　
自
分
に

と
っ

て

の

仕

事
の

イ

メ

ー
ジ

は

ま

だ

空
っ

ぽ
。

も
う

復
帰
で

き

な
い

の

で

は

と

思
っ

て

し

ま

う
。

と

に

か

く
自
信
が

　

　
な

い
。

A3　 Th2　 A2　 Th1

　

A
さ

ん

は

自
分
に

は

そ

の

能
力
が

な

い
」

い

う

感
覚
の

大
切
さ

と

い

う
こ

と

の

意

味
に

つ

い

て

そ

の

後
探
求
す
る

よ

う

に

な
る

。

　

こ

の

会

話
に

お

い

て
、

自
分
の

状
態
を

言
語
的
に

等

身
大
に

把
握
す
る
こ

と
へ

の

共
同
作
業
が

行
わ
れ

て

い

る
。

そ
こ

で

動
い

て

い

る

感
情
は

必

ず
し

も
肯

定
的
な

も

の

で

は

な
い

が
、

ク

ラ

イ
エ

ン

ト
は

自
然
に

生
じ

て
い

る

自
己

感
情
を

率
直
に

受
け

取
っ

て

い

る

よ

復
帰
す

る

自
分
が

想
像
つ

か

な
い

。

自
信
が

な
い

と

い

う
よ

り
も

う
少
し

冷
静
に

、

自
分
に

は

そ

の

能
力
が

な
い

と

思
え
る

。

何
で

も
一

人
で

で

き
、

や
っ

て

き

た

A
さ

ん

が
、

自
分
が

で

き

な
い

と
い

う
そ

の

感

覚
は

大
切
だ

と

思
う

。

何
で

も
や
れ
る
こ

う

あ
り
た
い
、

格
好
の
い

い

自
分
と

い

う
の

は

確
か

に

イ

メ

ー
ジ

に

あ
っ

た

け

れ
ど

、

い

つ

も

ど
こ

に

い

て

も

試
験
を

受
け

て

い

る

み

た
い

で
、

あ
れ

で

は

続
か

な
か

っ

た

な

あ
と

思

う
。

　

「

自
信
が

な

い
」

（

A
）

と
い

う
が

、

セ

ラ

ピ

ス

ト

の

応
答
（

凸
）

を
経
て

次
に

「

自
信
が

な
い

と
い

う
よ

り

も
（
中
略）

　

　
　

　

　
　

　

　
（

鳧
）

と

前
の

言
葉
を

さ

ら

に

吟

味
し

、

異
な
っ

た

意

味
に

転
じ

る
。

A
さ

ん

は

自
分
が

で

き

な

い

と

351 〔639）
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う

で

あ
る

。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

蹴

　

ス

ピ

ノ

ザ
の

思

索
は

感
情
と

知
の

統
一

が

め

ざ
さ

れ

て

い

る
。

そ

こ

に

は

様
々

な

次
元
が

考
え
ら

れ

る

が
、

実
践
の
一

つ

の

形
と

し

て

は
こ

の

よ

う

な
セ

ラ

ピ

あ
応
答
関
係
の

中
に

表
れ

て

い

る
・

構
に

従

属
す

る

（

受
動
）

の

で

は

な

く
・

理

性
に

導
か

れ

る

（

能

 

動
）

自
己

認

識
を
も

と

に

コ

ナ

ト

ゥ

ス

と

つ

な

が

る

こ

と

が

で

き
る

。

こ

れ
に

よ
っ

て
、

自
律
的
な

自
己

の

回

復
が

真
に

目
指
さ

れ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
13）

る
。

こ

れ

は

フ

ロ

イ
ト
が

精
神
分
析
の

実
践
に

お

い

て

目
指
し

た

こ

と

と

ほ

ぼ
］

致
す

る

と

考
え
ら

れ

る
。

　

コ

ナ
ト
ゥ

ス

に

お
け
る

否
定
の

契
機

　

知
的
コ

ナ

ト
ゥ

ス

の

成
立
に

お

い

て

考
慮
す
べ

き

は

他
者
の

応

答
と
い

う

契
機
で

あ
る

。

こ

れ
は

セ

ラ
ピ

ー
の

領
域
に

お

け

る

実
践

で

は

対
話

的
関
係
性
に

関
わ

る

問
題
で

あ
る

。

　
コ

ナ

ト
ゥ

ス

は

自
ら

の

出
会

う
対
象
に

応
じ

て

さ

ま

ざ
ま

に

異
な
っ

た

行
動
へ

と

わ

れ

わ
れ

を
駆
り

立
て

る
。

コ

ナ

ト
ゥ

ス

の

有
り

様
は
、

触
発
し
て

く
る

対

象
が

わ

れ

わ

れ
に

引
き

起
こ

す
変

様
に

よ
っ

て

そ

の

つ

ど

決
定
さ

れ

て

い

る
。

コ

ナ

ト
ゥ

ス

が

実
効
的
な

自

己

保
存
力
（

活
動

力
能）

と

し
て

現
実
化
さ

れ

る

に

は
、

他
の

有
限
様
態
か

ら

の

限
定
が

不
可
欠
で

あ

る
。

コ

ナ

ト
ゥ

ス

の

絶
対
的
自

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
14）

己
肯

定
性
は

二

重
に

限
定
さ

れ
て

い

る
。

　
た

し

か

に

コ

ナ

ト
ゥ

ス

の

無
批

判
の

肯
定
だ

け
で

は

セ

ラ

ピ

ー
に

益
し

な
い

。

必
ず

限
定
（

あ

る
い

は

否
定
）

の

契
機
が

入
っ

て

く

る
。

他
者
が

そ

ば
に

い

る
こ

と

が

欲
動
に

伴
う

情
動

苦
の

解
決
に

は

根
本

的
で

あ
る

。

こ

の

他
者
は

応
答
す
る

他

者
と

し

て

あ
る

。

「

明
晰
判
然
た

る

観
念
」

を

受
動
感
情
へ

つ

な
ぎ
、

情
動
と

知
の

力
動

的
統
一

性
へ

と

向
か

う
に

は
、

他
の

有
限
様
態

、

す

な
わ
ち

他

者
の

応
答
が

欠
か

せ

な
い

。

　

精
神
分
析
家
ド
ル

ト

は

長
年

、

知
的
障
害
児
と

し

て

み

ら

れ
、

パ

ニ

ッ

ク

や

衝
動
的
行
動
の

激
し
い

子
ど

も
で

あ
っ

た

た

め
、

家
庭

N 工工
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（
15）

で

も

学
校
で

も

か

え
り

み

ら

れ
な
か

っ

た

少
年
ド
ミ

ニ

ク

と

会
う

。

ド

ミ
ニ

ク
は

は

じ

め

ド

ル

ト
の

顔
を

見
な
い

。

し

ば
ら

く
黙
っ

て

い

る
。

ド

ル

ト

は

自
己

紹

介
を
し
、

ど

ん

な

具

合
な

の

か
。

説

明
で

き

る

こ

と

が

あ

れ
ば

言
っ

て

ほ

し
い

。

こ

の

よ

う
に

語
り

か

け

た
。

す

る

と

ド

ミ
ニ

ク

は
、

苦
し
そ

う
な

、

凍
り
つ

い

た

よ

う
な

笑
い

を

浮
か

べ

て
、

次
の

よ

う
に

言
っ

た
。

「

そ

う
、

ぼ

く

は
、

み

ん

な

の

よ

う

じ
ゃ

な

い

の
。

ぼ

く
は

、

と

き

ど

き
、

は

っ

と

目
を

覚
ま

し

て
、

ほ

ん

と

う
の

物
語
を
生

き
て

き

た

ん

だ
、

と

思
う
」

。

こ

の

言
葉
に

対
し
て

ド
ル

ト

は

「

だ

れ

が

き

み

を
ほ

ん

と

う
の

き

み

で

な

く

し

た

の

？
」

と

問
う

。

ド

ミ

ニ

ク

は

「

そ

れ

な

ん

だ

よ

ね

！

　
け

ど
、

ど

う
し

て

先
生
は

、

そ

の

こ

と

が

わ
か

る

の

？
」

と

驚
い

た

よ

う
に

聞
く

。

ド
ル

ト
は
「

ど

う
し

て

か

わ
か

ら

な
い

け

れ

ど

き

み

を

見
て

い

る

と
そ

う
思
え

て

く
る

の
」

と

応
え
る

。

　

ド

ミ

ニ

ク

の

面
接
は

こ

の

よ

う
に

始
ま
っ

て

い

く
．

相
手
が

沈
黙
し

し
ゃ

べ

ら

な

い

と

き

で

も
、

応
答
す
る

存
在
と

し
て

そ
こ

に

い

る
こ

と

が

セ

ラ

ピ

ス

ト

の

役
割
で

あ

る
。

ド
ル

ト

の

呼
び
か

け

は

た
し

か

に
、

ド

ミ
ニ

ク

に

身
体
感
覚
の

変
化
（

身
体
の

変

様
）

を
起

こ

し

た
。

　

ド

ル

ト

は
こ

の

実
践
を
め
ぐ
っ

て

次
の

よ

う
に

述
べ

る
。

「

知

覚
す

る

こ

と

に

よ
っ

て

身
体
の

な

か

に

変
化
が

生
ま

れ
、

表
現

行
為

に

つ

な

が

る

そ

の

変
化
を
受
け

取
っ

て

そ

の

人

問
が

応
答
反

応
を

示
す
と

、

一

つ

の

象
徴

的
意

味
が

そ
こ

に

生

ま

れ

る

が
、

ま

さ

に

そ

れ

が

交
流
で

あ
り

、

言
語
そ

の

も

の

の

起
源
で

あ
る

。

（
中
略）

も

し

相
手
の

人

間
か

ら

身
体
感

覚
上
ま

た

は

知
覚
上
の

変
化
を
与
え

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　
ヘ　　　　
ヘ　　　　
ヘ　
　　　
ヘ　
　　　
ヘ　　　　ヘ　　　　ヘ　　　　ヘ　　　　
ヘ
　　　　　　　　
ヘ　　
　　
ヘ　　　　
ヘ　　　　ヘ　　　　
ヘ　　　　ヘ　　　　ヘ　　　　ヘ　　　
ヘ　　　　
ヘ　　　　
ヘ　　
　　
ヘ　
　
　へ

れ

る

こ

と

が

な

い

と
、

そ

の

場
合
に

は
、

交
流
は

成
立
し

な
い

。

人
は

大
勢
い

た

け

れ

ど
、

だ
れ

に

も
め

ぐ

り

合
わ

な

か
っ

た

と

い

う

　

　

　

　

　

　（
16）

こ

と

が

あ

り
う
る
」

。

　
セ

ラ

ピ

ス

ト

は

ク

ラ

イ
エ

ン

ト

が

自
分
自
身
で

あ

る

た

め

に
、

他
者
と

し

て

そ
こ

に

い

よ

う
と

す

る
。

他
者
が

応
じ
る
こ

と

に

よ
っ

て

語
り

手
で

あ

る

主

体
は

体
験
を

深
め

る
。

こ

れ

は

微

視
的
な

出
来

事
（

巳
自
。−
。
く

9
こ

に

つ

い

て

い

わ
ば

発
生

状
態

に

あ

る

主

観
を

353 （641）
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練
り

直
す

よ

う
な

作
業
で

あ
る

。

日
常
の

出
来

事
も

よ

く
語
り

聞
き
、

確
か

め

る

よ

う

な

共
同
作
業
の

遂

行
に

他
者
が

そ
こ

に

い

る
と

い

う
こ

と
、

す

な
わ

ち

応

答
的

他
者
の

プ

レ

ザ

ン

ス

（
℃
「

Φ

。。

¢

膏
。）

は

欠
か

せ

な
い

。

セ

ラ

ピ

ス

ト

が

そ

ば
に

い

る

と

い

う
こ

と
、

そ

れ

自
体
が

意
識
の

変

容
に

関
係
す
る

と

も
い

え
る

の

で

は

な

い

か
。

目
の

前
に
一

人
の

人

が

出
現
す

る
と

い

う
こ

と
。

そ

れ

だ

け

で

も

世
界
は

少
し

変
化
す
る

。

四

　
能
動
的
主
体
の

回
復

　

小

論
の

冒
頭
に

お

い

て
、

個
人
が

か

か

え

る

問
題
の

解
決
に

あ

た
っ

て
、

な
ぜ

人

と

会
っ

て

話
を

し

た

ほ

う
が

よ
い

の

だ

ろ

う
か

と

い

う

問
い

を
は

さ

ん

だ

が
、

感
情
の

言
語
化
と

他
者
の

応

答
と
い

う
契

機
は

そ

の

解
明
の

手
が

か

り
で

も

あ
る

。

ス

ピ

ノ

ザ

に

よ

る
セ

ラ

ピ

ー

の

理
論
は

感
情
を
仲
立

ち

に

し

て

欲
望
と

ロ

ゴ

ス

を
つ

な

ぐ

と
い

う

理
論
で

あ

る

が
、

そ

れ

は

他
者
の

心
へ

の

配
慮
と

切
り
離

せ

な
い

。

　
セ

ラ

ピ

ー

の

根
源
に

は
、

自
己

の

外
へ

と

出
よ

う
と

す
る

力
、

人
に

本
性
的
に

そ

な

わ

る

自
己
を

の

り
こ

え
て

い

こ

う

と

す

る

力
が

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　（
17）

関
係
す
る

。

自
己

超
出
の

契
機
と

し

て

セ

ラ

ピ

ー

を
と

ら
え

る
こ

と

が

可

能
だ

ろ

う
。

狭
い

意
識
的

自
我
へ

の

同
→

化
を

放
棄
し

、

よ

り

生

命
有

機
体
的
な
過

程
に

開
か

れ
る

こ

と
。

そ

れ

を
ど
の

よ

う

に

行
う
か

。

こ

れ

は

自
己
の

有
限

性
の

克
服
に

関
わ

る

宗
教
学
の

根

本
問
題
の
一

つ

で

あ
ろ

う
。

　

自
己

が

世
界
へ

と

超
え

出
る

と

き
、

入
が

人

と

の

あ
い

だ

で

活
動
し

な

げ
れ

ば
な

ら

な
い

こ

と

か

ら

く
る

制
約
が

あ
り、

行
動
の

抑

止
が

不
可
避
な
場

合
が

あ

る
。

つ

ま

り

倫
理

と

抵

触
す

る

と

こ

ろ

が

あ

る
。

そ

の

と

き

に

他
者
の

応
答
が

必
要
で

あ
る

。

セ

ラ

ピ

ー

と

い

う
場
で

は
、

人
が

自
分
の

内
に

閉
じ
こ

も

る

の

を

認
め

な

が

ら
、

他
方、

そ

の

人
が

自
ら

現
れ

る
こ

と

を

支
え

る
。

こ

の

よ

う
な

矛

（642） 354
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盾
を

包
含
す
る

応

答
の

関
係
が

求
め

ら

れ
る

。

　

例
3

　

　

　

内
科
に

入

院
中
の

五

〇

歳
代
半
ば
の

男
性
会

社
員
で

あ
る

。

男
性
に

は

が

ん

告
知
が

な

さ

れ

て

い

な
い

。

す
で

に

他
臓
器
へ

の

　

　

転
移
が

み

ら

れ

外
科
的
治
療
は

困
難
で

あ

る
。

周

期
的
に

襲
わ

れ

る

疼
痛
に

対
し

て

薬
物
に

よ

る
コ

ン

ト
ロ

ー
ル

が

行
わ

れ
て

い

　

　

る
。

男
性
は

そ
の

時
点
で

す
で

に
、

重

大
な

病
気
で

あ
る

と

い

う

実
感
を

も
っ

て

い

た

が
、

が

ん

の

宣

告
を
恐
れ

て

い

る
。

孤
立

　

　

感
と

先
行
き
へ

の

絶
望
感
は
強
い

が
、

病
棟
内
の

主

治
医
や
ナ
ー
ス

は

夕

ー

ミ

ナ
ル

を

む

か

え
て

い

る

こ

の

男
性
に

は

怖
さ

を
感

　

　

じ
、

深
い

関
わ

り

合
い

を
も
つ

こ

と

を

意
図
的
に

避
け

て

し

ま
っ

て

い

た
。

そ

の

な
か

で
一

人
の

ナ

ー
ス

が

登

場
す

る
。

　

　

　
こ

の

ナ

ー

ス

は

ほ

か

の

ナ
ー
ス

と

は

ち

が
っ

て
、

「

自
分
と

接
す

る

の

を

怖
が
っ

た

り
、

嫌
が
っ

た

り
せ

ず
、

真
正
面

か

ら

目

　

　

を
さ

し

向
け
、

自

分
の

こ

と

を

聴
き

と

り
、

看
と
っ

て
い

こ

う
と

し

て

い

る

気
持
ち
が

わ

か

り、

こ

の

ナ

ー

ス

が

来
て

く

れ
る

と

　

　

心
の

乱
れ

が

鎮
め

ら
れ

る

よ

う
に

感
ず
る
」

と
い

う
。

こ

の

ナ

ー
ス

と

会
話
を

交
わ
す
こ

と

で

こ

の

男
性
は
、

や
が

て

や
っ

て

く

　

　

る

だ
ろ

う
一

番
恐
れ

、

避
け
た
い

い

や
な

客
の

こ

と

を

自
分
か

ら

迎
え、

歓
待
し

よ

う
と

腰
を

据
え
た

。

商
社
マ

ン

と

し

て

い

く

　

　

度
と

な

く

修
羅
場
を

乗
り
こ

え

て

き

た

こ

の

男
性
は

、

病
気
を

重
要
な

客
VIP

と

し

て

意

味
づ

け
な
お

し
、

丁
重
に

迎
え

よ

う

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　〔
18）

　

　

と

決
心
し

た

の

で

あ
る

。

　

ス

ピ

ノ

ザ

の

テ

ク

ス

ト

に

も
ど

っ

て

み

よ

う
。

「

人

間
は

受
動
と

い

う
感

情
に

と

ら

わ

れ

る

か

ぎ
り

に

お

い

て

本
性
上

た

が
い

に

相

違
し

う
る

し
、

ま

た

そ

の

か

ぎ
り

に

お

い

て

は

同
一

の

人
間
で

さ

え

変
わ

り

や

す

く
か
つ

不
安
定
で

あ
る

」

（

第
4
部
定
理
33
）

。

　

例
3
の

男
性
の

感
情
の

乱
れ
が

鎮
ま
っ

た

の

は
、

あ
る

ナ

ー

ス

が

応
答
し

て

く
れ
た
こ

と

が

き
っ

か

け
で

あ
る

。

自
分
と

接
す

る
の

を
怖
が
っ

た

り、

嫌
が
っ

た

り
せ

ず
、

真
正

面
か

ら

目
を

さ

し

向
け

、

自
分
の

こ

と

を

聴
き

と

り
、

看
と
っ

て

い

こ

う
と

し
て

い

る

気

355 （643）
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持
ち

が

わ

か

っ

た

か

ら

で

あ

る
。

そ
れ

に

よ
っ

て

今
生
じ

て

い

る

事
態
を

冷
静
に

捉
え

よ

う
と

腰
を

据
え
た

。

い

わ

ば

「

感
情
に

明
晰

判
然
た

る

観
念
を

与
え

る
」

作
業
で

あ
る

。

こ

の

作
業
は

同
行
す
る

他
者

、

こ

の

場

合
は
一

人
の

ナ

ー
ス

で

あ
っ

た

が
、

そ

の

応
答
的

理

解
（
「

Φ
。゚

它

鼠
く
Φ

巨
号
房

氤
コ

島
p
αq）

が

あ
っ

て

進
め

ら
れ

た
。

「

受
動
と
い

う

感
情
は
、

わ
れ

わ

れ

が

そ

れ
に

つ

い

て

明
晰
判

然
た

る

観

念
を

形

成
す
る

や
い

な

や
、

受

動
で

あ

る

こ

と

を

や

め

る
」

（
第

5
部

定
理

3
）

。

こ

の

作
業
を

通
じ

て
、

男

性
の

能

動
的

主

体

〔

篝
¢

口

Q）
が

回
復
す
る

の

で

あ

る
。

　

男
性
は

過

去
の

自
分
の

体
験
を

思
い

起
こ

し
、

今
の

状
況
に

新
た

な

意
味
を

付
与
し

た
。

病
い

に

対
し

て

受
け

身
で
は

な
く

、

主
体

と

し

て

能
動

的
に

関
わ

る

「

意

味
の

行
為
」

（

畧
房

oh

菖
霽
巳

轟
）

を

生

む
。

そ

れ

ま

で

否
定
し
て

い

た

体
験
領
域
に

、

踏
み

込

む
。

い

わ

ば

自
己
が

新
た

な

体
験
へ

と

跳
躍
す

る

こ

と

が

そ

こ

に

生
じ

た

よ

う
で

あ
る

。

む
す
び
に

　
ス

ピ

ノ

ザ

の

概
念
を

心
理
療
法
的
に

解
釈
す
る

こ

と

は

も

ら

う

ん

批
判
も

あ

る
。

『

エ

チ
カ
』

を

心
理
学
的
に

読
む

こ

と

に

よ
っ

て
、

ス

ピ

ノ

ザ
が

目
指
し

て

い

た

だ

ろ

う
魂
の

救
済
と

い

う
次
元

を

と

ら

え
損
ね

て

し

ま

う
お

そ

れ

が

あ

る
。

『

エ

チ
カ
』

は

人

の

苦
悩
に

対
す
る

心
理

学
的
な

治

療
と

い

う

記
述
を

よ

そ

お

い

な

が

ら
、

そ

れ

は

あ
く

ま

で
、

比

喩
的
で

形

而
上

学
的
な

意
味
合
い

で

い

わ

れ
て

い

る
。

コ

ナ

ト
ゥ

ス

と

い

う

概
念
も

ま

ず
形
而

上

学
的
な

意
味
が

あ

る
。

コ

ナ

ト
ゥ

ス

の

自
己
保
存
を

目
的
と

す
る
と

い

う
性
質
は

、

心

理

学
的

、

精
神
分
析

的
な

意
味
よ

り
も

、

「

有
限
性
に

打
ち

克
つ

た

め

に

持
続
を

無
際

限
に

拡
張
し

よ

う
と

す
る

追
求
」

と

し

て

理

　
　

　（
19）

解
で

き

る
。

有
限
存
在
と

し

て

の

人

闇
が

、

そ

の

持
続
の

内

部
に

お

け

る

永
遠
を

実
現
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

有
限
性
を
克
服
す
る

。

そ

の

契

機
と

し

て
コ

ナ

ト
ゥ

ス

と

い

う

概
念
を
と

ら

え

る

こ

と

が

で

き

る
。

コ

ナ

ト
ゥ

ス

が

超
越
を

媒
介
し
、

魂
の

救
済
へ

と

つ

な

ぐ
と

（644） 356
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感情の セ ラ ピー
の源泉 をめ ぐっ て

と

ら
え

う

る
。

こ

の

よ

う

な

議
論
を
さ

ら

に

展
開
す
る
こ

と

で

心
理

学
と

宗
教
学

、

限

界
を

実
践
場
面
で

明
ら

か

に

す
る

こ

と

が

で

き

る

だ
ろ

う
。

倫
理

学
そ

れ
ぞ

れ
に

固
有
の

人

間
理

解
の

特
徴
と

注
（
1
）
　
森
岡
正

芳
「

現

場
か

ら

理
論
を
ど
う
立
ち

上

げ
る

か

　
　
心
理
臨

床
の

理

論
か

ら
の

学
び
」

（

『

臨
床

心
理

学
』

七

！
一
、

二

〇
〇
六

年）
、

一

八

−

　
　
二一
二

頁σ

（
2
）
　
牧
康
夫
「

い

く
つ

か

の

心
理

学
・

生

物
学
体
系
の

層
構
造

ー
心
理

学
統
一

理

論
の
一

構
想
」

（
『

思

想
』

六

九
八

号、

一

九
八
二

年）
、

一

六

〇
1

　
　
一

七

九

頁
。

（
以
下
「

構
想
」

と

略
記）

（
3

）

　
牧
康
夫
『

フ

ロ

イ

ト

の

方
法』

岩
波
書

店
、

一

九
七
七

年
。

（
4

）

　

佐
々

木
現
順
編

著
『

煩
悩
の

研
究
』

清

水
弘
文
堂、
　…

九
七
五

年、

五

五

七
頁

。

（
5）
　

牧
康
夫
「

構
想
」 、

一

六
六

頁
。

（
6）
　

佐
保
田

鶴
治
訳
注
『

ヨ

ー

ガ
・

ス

ー

ト
ラ

』

（
1
・

33
・

34
）

平
河

出
版、

一

九
七
三

年、

七
八

頁
。

（
7）
　

木
原

志
乃
「

テ
ユ

ー

モ

ス

と

プ
シ

ュ

ー
ケ

ー

に

つ

い

て

　
　
ヘ

ラ

ク

レ

イ
ト
ス

断
片
八

卜
五

に

お

け
る

魂
の

生

理
学
」

（
京
都

大
学
西
洋
古
代
哲
学

　
　
史
研
究
室

『

｝
宀

団
℃
O
叶

プ
Φ

の一
ω

』

X
、

二

〇

〇
〇
年）
、

一

頁
。

（
8）
　

藤
井

龍
和
「

ギ
リ
シ

ャ

的
安

心
法
と

人

間
性
賛
歌
及
び
そ

の

心
理

治
療
的
意
味
」

（
「
智
山

学
報
』

二

三
・

二

四

号
、

一

九
七
四

年）
、

三

四

九
頁

。

（

9）
　

精
神
の

修
養
法

、

安
心
法
は

ど

の

よ
う
な
民

族
に

お

い

て

も

固
有
の

文
化
の

な

か

で

い

く
つ

も

考
案
さ

れ
た

。

そ

の

中
に

は

現
代
の

心
理

療
法
の

元

　
　
の

姿
が

描
か

れ

て

い

る
と

考
え
ら
れ

る

も

の

が

あ
る

。

夢
を

用
い

る

方

法
は

と

く
に

普
遍
的
で

あ
る

。

医
の

神
ア

ス

ク

レ

ビ

オ

ス

を

祭
る

神
殿
に

巡
礼

　
　
の

人
々

の

絶
え
る

こ

と

は
な
か
っ

た

と

い

う
。

人
々

は

そ

こ

で

ク

リ
ネ
ー

（
寝
椅
子）

を

使
っ

て

横
た

わ
り、

眠
り
に

入
る。

眠
り
に

中
に

訪
れ

る

夢

　
　
は

治
療
へ

の

大
切
な

題
材
で

あ
る

。

　
　
　
も

ち

ろ

ん
凵

本
で

も
、

い

く
つ

も
の

安

心
法

、

精

神
修
養
の

方
法
が

あ
っ

た
。

心
理

学
の

立

場
か

ら

は

城
戸

幡
太
郎
『

心
理

学
問
題

史
』

（
岩
波
書

　
　
店

、

一

九
六
八

年
）

が
、

先
駆

的
に

お

さ

え

て

い

る
。

　
　
　
そ

こ

で

も
と

り
あ
げ
ら

れ
て

い

る

冨
士

谷
御
杖
（
一

七
六
八

1
…

八
二

八）

の

思
想
は
小
論
の

文
脈
に

お

い

て、

セ

ラ

ピ

ー

の

視
点
か

ら

見
て

も
き

　
　
わ

め

て

興
味
深
く

現
代
的
で

あ
る

。

基
本
構
造
は

理

欲
二

元

論
で

あ
る

。

し
か

も

「

欲
を
つ

か

さ
ど
る

を

ば

神
と

い

ひ
、

理

を

つ

か

さ

ど
る

を

ば
、

人

357 〔645）
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と
い

ふ
」

。

欲
は

神
の

領
域
に

あ
る

。

人
が

生
き

る

と

き

だ

れ
も

が

欲
と

の

つ

き

合
い

に

苦
し

む

が、

苦
悩
の

解
決
法
は

神
道
で

あ
る

。

人
が

本
来
的

　
　
に

も

っ

て

い

る

所
思
・

所

欲
が

働
い

て
一

方
向
に

傾
く
と

「

偏
心
」

（
ひ

と

へ

こ

こ

ろ
）

と

な

る
。

偏
心
の

ま

ま

為
を
い

た
せ

ば

禍
を

招
く

。

し

か

も

　
　
理
を
も
っ

て

は

制

御
で

き
な

い
。

内
的
衝
迫
と

い

う

べ

き
偏
心
を

制
す

る

た

め
に

神
道
が

あ
る

。

神
道
に

お

け

る

禊
ぎ
と
は

理
と

欲
を
「

混
沌
」

さ

せ

　
　
な
い

で

分
離
す

る

こ

と
で

あ
る

。

禊
ぎ
は
そ
の

意
味
で

セ

ラ

ピ

ー

で

あ
る

。

人
は

心

身
の

二

欲
を
も
つ
。

こ

れ

ら

を

衝
突
さ

せ

ず
に
、

そ
れ

ぞ

れ
の

欲

　
　
を

達
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

葛
藤
の

多
い

人
生
を

処
す

る

こ

と

が

で

き

る
。

し

か

し
人
は

神
道
を
も
っ

て

で

も
制

御
で

き

な

い

心
を
も

つ

こ

と
が

あ

　
　
る。

そ
れ

を
一

向
心
（
ひ

た
ぶ

る

こ

こ

ろ
）

と
い

う
．

御
杖
に

よ

れ
ば
一

向
心
は

詠
歌

（

歌
を

詠
む

こ

と）

に

よ
っ

て

な
ぐ
さ

め

ら

れ
る

。

こ

の

よ

う

　
　
に
、

御
杖
は

心

身
の

処
置
（
す
な
わ

ち
セ

ラ

ピ

ー
）

と

し

て

歌
道
を
基

本
に

お

く
。

　
　

　
ま

た、

日

本
で

初
め

て

心
理

療
法
の

体
系
を

分
類

、

記
述
し

た

井
上

円
了

（

一

八
五

八

1
一

九
一

九
）

は

只

観
法
と

い

う
独
自
の

心
理
療
法
を

考
案

　
　
し

て

い

る
。

只

観
法
と

は

以
下
の

よ

う
な

方
法
で

あ
る

。

最
近
の

出
来

事
か

ら

不
快
な
も
の

を

取
り
あ
げ、

そ
れ

を
観
察
の

対
象
と

す
る

。

そ

の

出
来

　
　
事
で

感
じ

た
嫌
な

気
持
ち

や
不

快
な

感
情
を
思
い

出
し、

そ

れ

に

浸
る

。

そ
の

感
情
が

十
分

出
て

き

た

ら、

そ
れ
を
も

う
一

人
の

自
分
が

見
る

。

何
の

　
　
判
断
も

批
判
も
加
え

ず
た

だ

観
る

。

こ

の

よ

う
な

方
法
に

つ

い

て

ス

ピ

ノ

ザ
の

倫
琿

学
と

対
比
す
る

と、

感
情
へ

の

処
し

方
に

は

共
通
点
が

あ
る

こ

と

　
　
に

気
づ

か

さ
れ
る

。

（

10
）
　
ス

ピ

ノ

ザ

切
蝉

毎
筈

∪
Φ

ω

℃

冒
o

鑓
（
一

 

もQb
Ω

1
一

〇

刈

刈）

の

「

エ

チ
カ
』

引
用
に

つ

い

て

は、

畠
中
尚
志

訳
、

岩
波

文

庫
版
『

エ

チ

カ

（
倫

埋

学
ご

　
　
上
・

下
の

翻
訳
を
基

本
と

し

た
。

ま
た
」

』
訂
o
器
广

昌

し。

駐

魯

ミ

憩
帖

謎

爵
勘

曜

卑
ミ
覇

（
ぎ
亀
⇔
⇒

碧
o一
ジ

＝

鸛
貯

9
冖

藁
 

謹
ご

国゚

O
霞
げ
ざ

馳

き
ミ
駄

　
　
蕁
偽

O
§
ミ
ミ
誌
ら

ミ

ミ
ミ

ぎ
鞐

諺

需

鶏
ミ

薦

黛

留
暁

ミ
ミ
げ

肉
慧
腎
 

（

牢
ヨ
α
Φ

8
昌

d
巳
く

 
獣

蔓

牢
Φ
゜・

の

HO

°。

°。

γ

　
関
龍
美
・

福
田

喜
一

郎
訳
『

ス

ピ

　
　
ノ

ザ

『

エ

チ
カ
』

を

読
む
』

文
化
書

房

博
文
社、

「

九
九
三

年、

福

居
純
『

ス

ピ

ノ

ザ

『

エ

チ

カ
』

の

研
究

　
　
『

エ

チ

カ
』

読
解
入
門
』

知
泉

書

　
　
館、

二

〇
〇
二

年
な
ど
の

注
釈
書
を
参
考
に

し
た
。

（
11
）
　
ヴ
ィ

ゴ

ツ

キ

ー
と

ス

ピ

ノ

ザ
の

関
係
に

つ

い

て

は
、

ヴ
ィ

ゴ

ツ

キ

ー

（
神
谷
栄
司
・

土

井
捷
二

・

伊
藤
美
和
子

・

竹
内
伸
宜
・

西
本
有
逸
訳）

『

情

　
　
動
の

理

論
　
　
心
身
を

め

ぐ

る
デ
カ

ル

ト
、

ス

ピ

ノ

ザ

と

の

対

話
』

三

学
出

版
、

二

〇
〇
七

年
、

茂
呂

雄
二

『

具

体
性
の

ヴ

ィ

ゴ

ツ

キ

ー
」

金
子

書

　
　
房、

一

九
九
九

年
を

参
照
し

た

い
。

ま

た、

精
神

分

析
や

心

理
療

法

の

源

流
と

し

て

の

ス

ピ

ノ

ザ
の

評

価
に

つ

い

て

は

旨

　
Z
 

二

　
肉
ミ

ミ
§、

　
　

搴
ミ

薦

ミ

職
鳶

職

搴
鴨

導
（
¢

巳
く
Φ

観
σ
o
州

9
ま
o

讐一
四

牢
Φ

ω

9

ら
罵）｝

ピ

団
o
〈

皀
（

a°）
．

b
鳴

鴇
越

ミ
ミ

国

斗
舞
 

讐
§
o

鴛

毳

き
ミ
ミ

麸
鶤

　
　（
Z
 

≦

く
o
「

ぎ

玄
冖

二
Φ

寓
oo

∋

℃
目

 

冂゚

。゚｝
一
 

O
 ）°

bd
Φ
コ
ゴ

簿

前
掲
書
で

は

第
14
章
が
、

眉
ω

団
o
ゴ
o

夢
Φ

6k
、
と

な

っ

て

い

て
、

『

エ

チ
カ

』

第
五

部
を

感
情
の

　
　
コ

ン

ト
ロ

ー

ル

に

関
わ
る

技
法

書
と

し

て

の

読
解
が
な

さ

れ

て

い

る
。

他
に

森
岡
正

芳
「

ヴ
ィ

ゴ

ツ

キ

ー

と

精
神
分
析
」

（
『

ヴ
ィ

ゴ

ツ

キ
ー

学
」

10

　

号
、

二

〇
〇
九

年
　
印
刷
中）

参
照

。

ま

た

ポ

ル

ト

ガ
ル

出
身
の

神
経
生

物
学
者
ダ
マ

シ

オ

は

脳
の

メ

カ
ニ

ズ

ム

に

果
た

す
身
体
と

感
情
の

役

割
に

つ

　
　
い

て
、

ス

ピ

ノ

ザ

の

「

身
体
の

観
念
」

と

し
て

の

人
間

精
神
論
を

積
極
的
に

評
価
し

て

い

る
。

二

〇
〇
三

年
の

本
は

「

ス

ピ

ノ

ザ
を

探
し
て
』

（
邦
訳

358（646）
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感情の セ ラ ピー
の 源 泉 を め ぐっ て

　

　
は

田

中
二

彦
訳
「

感
じ

る

脳

ー
情
動
と

感
情
の

脳

科
学

　
よ
み

が

え
る

ス

ピ

ノ

ザ
』

ダ

イ
ヤ
モ

ン

ド

社、

二

〇
〇
五

年
）

と

い

う
タ
イ

ト

ル

で

あ

　

　
る

。

〉°

∪
肆

筥
霧圃
P
卜
Q

簿
ミ
晦

誉植、

ぜ
§
霧
飛

言
 
O

ミ
ミ’
黛

蕊
亀

ミ
鴨

隷
ミ
謡

晦

切
ミ
§層

頃
餌
「

OO

霞
广

b ⊇

08

．

（
12
）
　
ス

ピ

ノ

ザ
の

oo

瓢

篝
口
ω

と

い

う
概
念
は
、

英
語

、

フ

ラ
ン

ス

語
圏
で

は
一凶
三
ロ
o

ま

た
は

粤
℃

卑
需
¢

と

訳
さ

れ

る

こ

と

が

あ
る

。

精
神
分

析
の

本
能

　

　
欲
動
を

表
す
謡
σ

昼
o

と

oo

昌

簿
二
の

と

の

概
念
の

連

続
性
に

注
目
で

き
る

。

（
13
）
　
知

的
コ

ナ
ト
ゥ

ス

は

自
然
と

文
化
と

い

う

人
の

行
動
の

二

つ

の

様
相
を

つ

な
ぐ
も

の

で

あ
る

。

感
情
と

身
体
性
と

の

関
係
で
コ

ナ
ト
ゥ

ス

は

次
の

よ

　

　
う
に

体
験
さ

れ
る

。

快
の

感
情
に

お

い

て

コ

ナ
ト
ゥ

ス

は
喜
び
に

寄
与
す
る

す
べ

て

を

促
進
し
、

実
現
し

よ

う
と

す
る

。

牧
（
「

構
想
」 、

］

七

四
−
一

　

　
七
五

頁
）

の

表
現
を
用
い

る

と
、

世
界
に

向
か

っ

て

開
か

れ
た
姿

勢
を

体
感
で

き
る

こ

と

と

な

る
。

そ
れ
に

対
し

て

不

快
の

感
情、

悲
し
み

は

コ

ナ

ト

　

　
ゥ

ス

を

減
少
し

阻
害
す
る

。

そ

れ

は

世
界
に

向
か
っ

て

閉
じ

た
姿

勢
の

中
で

経
験
さ

れ
る

こ

と

で

あ
る

。

（
14）
　
コ

ナ

ト

ゥ

ス

は
無
制
約
の

自
己

肯
定
性
を

有
す
る

と

い

っ

て

も、

「

そ
れ
自

体
で

見
ら

れ
る

限
り

」

で

有
効
で

あ
っ

て
、

有
限

様
態
と

し
て

の

人

間

　

　
は、

有
限
様
態
同
士

の

相
互

作
用
の

な
か

で

は、

次
の

よ

う

な
二

重
の

意

味
で

の

限

定
を
受
け

る

（
第
5
部
定
理
37
）

。

（

一
）

他
の

有
限
様
態
に

よ
っ

　

　
て

存

在
と

作
用
へ

と

限

定
さ

れ
る

こ

と

で

は
じ
め

て

現
実
に

存

在
で

き
る

。

（
二
）

有
限
様
態
の

コ

ナ

ト

ゥ

ス

は

外
部
の

力
に

よ
っ

て

境
界
確
定
さ

れ

　

　
る

。

つ

ね
に

外
部
の、
原
因、

と

く
に

偶
然
的
な
出

会
い

の

秩
序
に

よ
っ

て

破
壊
さ

れ
る

可
能
性
が

あ
る

。

し
た
が
っ

て

出
会
い

を

秩
序
立
て

る

努
力
が

　

　
必
要
で

あ
る

。

こ

の

努
力
は

理

性
の

努
力
に

外
な
ら
な
い

。

福
居
純
『

ス

ピ

ノ

ザ

『

エ

チ
カ
』

の

研
究
　
　
『

エ

チ
カ
』

読
解
入

門
』

知
泉
書
館

、

二

　

　
〇
〇
二

年、

四

三

四

頁
。

〔
15
）
　
剛゚

UoF

ρ

蠹

ミ
吻

b
§
鼠

邑
餐
鳴

9冒
国
「

寅
ω

Φ
¢

芦

6
 
）°

小

此
木
啓
吾
・

中
野
久
夫

訳
『

少
年
ド
ミ
ニ

ク

の

場
合
』

平

凡
杜、

一

九
七
五

年
。

（

16
）
　
「

」
）
o
需
o

前
掲

書、
→

＝

七

−
二
→

九

頁
。

（

17
）
　
＝°

竃
巴

融

鬘
ざ

鼬

鵞
検

鼠

黜
ミ
蜀

ξ
ミ
恥

臼

譬
 

譽
口

P

胃
〉
伽q
¢

島−
【

一

〇

8
∋
P

巳
記）巳

（

18
）
　
上
野
齏
「

す
ご

や

か

な
生
の

心
理

ー
霊
臨

興
貯
αq

と

芝

巴・
σ

巴

躍
の

狭
間
を

手
が
か

り
に
」

（
「

凵

本
保
健
医

療
行
動
科

学
会
年

報
』

第

＝
ハ

号、

　

　
二

〇
〇
一

年）
、

六

頁
−

八
百
以

。

（
19
）
　
ζ

団
o
＜
o
尸

9
冒
o

ミ

§
駄

O
ミ
鴨

検

寒
ミ
篤

毳
（

零
ぎ
oo8

⇒

¢

巳
〜

δ
「

°。

房・
℃

話

賃

這
゜。

9
°

小
岸

昭、

E
・

ヨ

リ
ッ

セ

ン
、

細
見

和
之
訳
『

ス

ピ

ノ

　

　
ザ

　
異
端
の

系

譜
』

人

文
書
院

、

一

九
九
八

年
、

四
九
一

頁
。
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