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こ

と
に

な

る
だ

ろ
う

。

　
と

こ

ろ
で

、

「

身

体
的
な

中
身
の

排
出

」

と

い

う
一

連
の

振
る

舞
い

が

ク
リ
ス

テ

ヴ
ァ

の

言
う

「

ホ

ラ

ー
」

の

様
態
で

あ
る

と
す

る

な
ら

ば、

ク

リ
ス

テ
ヴ
ァ

が

こ

こ

で

参
照
し

て

い

る

フ

ロ

イ
ト

の

恐

怖
症
の

観
察

記
録

（
「

症
例
ハ

ン

ス
」）

に

お

い

て
、

ま
さ

し

く
そ
の

よ
う
な

振
る
舞
い

と
し

て

五

歳
児
の

ハ

ン

ス

が

「

唾
を
吐
く

」

と

い

う
行
為
を

強
調
す
る

こ

と
に

注

目
し

て

良
い

。

ハ

ン

ス

は
、

母
親
の

は

い

て

い

な
い

と

き
の

「

黄
色
い

パ

ン

ツ
」

と
「

黒
い

パ

ン

ツ
」

に

「

ぺ

っ

！
」

と

言
っ

て

唾

を
吐
く

。

フ

ロ

イ

ト
が

「

排
泄

物
コ

ン

プ
レ

ッ

ク

ス
」

と

指

摘
す
る

こ

の

行
為
は

、

ま

さ

し

く
唾
棄
物
の

現

前
の

生
き

ら

れ
た

現
場
と

し

て

再

考
に

値
す

る
も
の

で

あ

る
と

思
わ
れ
る

。

ハ

ン

ス

の

分

析
症
例
に

お

い

て

読
ま

れ
る

こ

う
し

た

主

体
の

ド
ラ
マ

に

つ

い

て

の

考
察
は、

書
か

れ
た
唾

棄
物
は

感
情

体
験

と

し

て

読
み

う
る

の

か

と

い

う

問
い

を

私
た

ち
に

突
き
つ

け
る

。

こ

れ
は

ク

リ
ス

テ

ヴ
ァ

が

「

聖
な

る

も
の
」

を

書
く
と

す
る
現

代
文

学
か

ら

そ
れ

を

読
み

う
る

か

ど

う
か

と
い

う

問
い

と

ま
っ

た

く

同
型

的
な

も
の

で

あ

る
。

「

心

理

臨
床
科
学
」

の

宗
教

　

−
故
河
合
隼
雄
の

〈

か

た

り
＞

1戸

　
田

　
游

　
晏

　
筆
者
は

こ

れ

ま

で、

認
定

資
格
「

臨
床
心
理
士
」

を

中
核
と

す

る

心
理

療
法
実
践
・

研
究
者
の

最
大

組
織
体
日

本
心

理
臨
床
学
会
の

動
向
に

、

類

宗
教
事
象
と
し
て

の

枠
づ

け
を

試
み

て

き

た
。

　
「

心
理
臨

床
科
学
」

は
、

「

臨
床
心
理
士
」

の

職
能
の

根
幹
と

な

る

方
法

論
と

さ

れ

て

い

る
。

　

本
稿
は
、

心
理

臨
床
と

宗
教
と

の

関

係
の

再
考
を

目
指
し、

心
理

臨
床

学
躍
進
期
の

立
役
者
で

お

そ

ら

く
目

本
で

最
も

著
名
な

「

臨
床
心
理
士
」

河
合
隼
雄
（

一

九
二

八

−
二

〇
〇
七）

の

著
作
を

読
み

解
く

。

　

河

合
隼
雄
は

、

八
〇

年
代
前
半
か

ら

世
問
の

注

目
を

集
め

は

じ
め
、

彼

の

提
唱
す
る

「

臨
床

心
理

学
」

「

心

理
療

法
」

が

広
く
知
ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

八
二

年
に

日

本
臨
床
心
理
学
会
を

離
脱
し
た
河
合
ら

は
日
本
心

理
臨

床
学
会
を

設
立
し

た
が
、

同
年
に

岩
波
よ

り
刊
行
の

『

昔
話
と

日
本

人
の

心
』

の

第
九

回
大
佛
次

郎
賞
受
賞
を
は

じ
め
心
理
療
法
の

有
効
性
を

宣
伝
す

る

大
衆
へ

の

啓
蒙
は

マ

ス

メ

デ
ィ

ア
を
通
し

人
気
を
博
し

た
。

こ

れ
ら
の

活
動
が、

八
九

年
の

「

臨
床
心
理
士
」

認
定
資
格
化
に

大
い

に

貢

献
し
た

。

　

当

時
日

本
に

も
ニ

ュ

ー
サ

イ
エ

ン

ス

の

思
潮
が

上

陸
し、

科
学
の

発
達

と

「

精
神
世
界
」

と

の

折
り
合
い

に

関
わ
る

議
論
も

高
ま

っ

て

い

た
。

そ

の
一

方
で

政
府
は

科
学
技
術
立
国
を

謳
い

、

八

五

年
に

は

国
際
科
学
技
術

博
覧
会
が

開
催
さ
れ

た
。

ま

た
、

新
宗

教
・

新
々

宗
教
が
、

大
学
と

い

う

諸
科
学
を

教
授
す
る

機
関
の

中
に

布
教
の

場
を

拡
げ
は

じ
め

て

い

た。

オ

ウ
ム

真
理

教
の

発

祥
と

展
開
も
こ

の

頃
に

あ
た

る
。

　

日
本
心
理

臨
床

学
会
と

オ

ウ
ム

真
理

教
団
の

共
通

項
を、

敢
え

て

言
挙

げ
す
る

な
ら
、

心
理
（
学）
主

義
に

基
づ

き

存
立
す
る

点
と

言
え

よ

う
。

　

八

六

年
の

『

宗

教
と

科
学
の

接

点
』

で

河

合

は、

「

心

理

療
法
」

は

「

広
義
の

科
学
」

で

あ
り

「

広
義
の

宗
教
」

で

も
あ
る
と

述
べ

る
。

論
文

「

精
神
療
法
の

深
さ
」

で

は、

心
理
臨
床
は

医
療
領
域
を

侵
犯
し

な

い

よ
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う

自
戒
せ

ね
ば

な
ら
な
い

が、

医
学
に

な

い

独
自
性
を、

「

悟
り

」

に

類

し

た

「

深
い

体
験
を
も
つ
」

こ

と
で

補
う
の

で、

「

宗
教
モ

デ
ル
」

の

治

療
は

心
琿

臨

床
家
に

任
せ

て

貰
い

た
い

と

主
張
す
る

。

　
こ

れ

ら

の

中
で

河

合
は

、

宗
教
に

纏
い

付
く

「

う
さ

ん

く
さ
さ
」

の

除

去
を

試
み

る
。

即
ち

正

体
を
暴
か

れ
る

前
に、

予
め

、

脱

臭
・

解
毒
済
み

の

概
念
と

し

て

の

「

宗

教
」

を

自
ら

の

立

場
の

現
れ

の
一

つ

で

あ
る

と

申

し
立
て

る

の

だ
。

こ

れ
も
ま

た

「

臨
床
の

知
」

を

用
い

た

方
略
で

あ
る

の

か

も
し
れ

な

い
。

巧
み

な

政
治
家
で

あ
っ

た

河

合
は、

こ

の

後
の

「

心

理

臨
床
」

の

大

筋
を

こ

の

よ

う
に

方
向
付
け
た

。

　

読
み

手
の

感
性
に

配
慮
し

論
を

誘
導
す
る

河

合
の

論

述
に

は、

相
手
を

納
得
さ

せ

つ

つ

自
ら

の

主
張
に

引
き

込

む

手
品
の

巧
み

さ

が

あ
る
。

読
み

手
は

河
合
が
埋
め

込
む

論
理
の

飛
躍
に

気
付
か

な
い

。

む

し
ろ

河

合
は、

相
手
の

脳
裏
に

根
拠
無
き
一

定
の

イ
メ

ー

ジ
を

植
え
つ

け

て

ゆ
く。

幗
み

取
り
た

い

こ

と

は

名
調
子

の

文
の

行

間
に

沈
み

こ

み、

読
み

手
は

対
象
の

沈
黙
の

中
に

限
り
な

く
自
ら

を

投
射
す

る
。

　
「

心

理
療
法
」

は

詰
ま

る
と
こ

ろ
、

〈

行
間
〉

を

読
み
1

書
き

す

る

相
互

交
流
の

中
に

在
る

。

こ

の

実
践
の

理

論
へ

の

搆
築
は
、

臨
床

的
勘
を
錬
磨

し

続
け
る

「

終
わ

り
な
き

（

甲
Φ

巳）
」

道

だ
。

こ

れ
を

方
法

論
と

し

て

の

致
命
的

欠
陥
と

み

る

か
、

或
い

は

「

新
し
い

科
学
」

と

主

張
す
る

か
。

後
者
を
躊

躇
う
こ

と

な

く
選
ば
ざ
る

を

得
な
か
っ

た

の

が
、

河
合
を

中
心

に

提
唱
さ

れ

る

「

心
理

臨
床
科
学
」

で

あ
っ

た
。

　
非
科
学
的
事
象
を

捨
象
し

た
「

宗
教
」

を
自
ら
の

存
在
意
義
と

見
做
す

限
り、

科
学
に

も

宗
教
に

も

な
り
き

れ
な

い
、

自
助
の

治
癒
力
さ
え

疑
わ

れ

る

職
能
組
織
と

な

っ

て

し

ま

う
。

か

の

よ

う

な

集
団
が
「

心
の

専

門

家
」

な

る

権
勢
の

虚
焦

点
を

標
榜
し、

仮
構
の

〈

治
療
〉

能
の

喧

伝
を

通

し
て

現
の

地
位
の

獲

得
に

拘
泥
す
る

と

き
、

自
閉
・

カ

ル

ト
化
へ

の

道
を

辿
る

こ

と

が

ほ

ぼ

避
け

難
い

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

　
心
理

臨
床
家
が

調
う

効
能
の

数

多
は

大
い

に

疑
わ

し

い
。

た

だ
し

、

或

る

限
ら
れ

た

人
々

は、

羊
頭
（
科
学）

を

掲
げ
つ

つ

優
れ

た

狗

肉
を

売

る
。

か

れ
ら

が
、

居
り
場
の

な
い

現
状
を
辟
き
、

な

お

有
効
性
と

独
自
性

を
主

張
し
て

自
ら

の

職
域
と

組
織
体
の

維
持
存
続
を

望
む

と

き、

お

そ
ら

く
も
う
進
む

道
は

残
さ

れ
て

は

い

な
い

。

己
の

出
自
を

顧
み、

そ

こ

を
基

点
に

再
び

出
立
の

方
途
を
探
る

こ

と
の

他
に

は
。
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