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個
人
的
無
意
識
と
b
h
a
v
a
n
g
a
v
i
ii
ii
a
l).
a

ー
深
層
心
理
と
ア
ー

ラ
ヤ
識
の
狭
間
で
|
|

唯
識
思
想
と
い
う
と
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
ま
ず
思
い
浮
か
べ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

そ
し
て
そ
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い

う
と、

無
意
識、

あ
る
い
は
無
意
識
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が、

あ
る
程
度
一

般
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

こ
の

「
無
意
識」

と
い
う
言
莱
を
使
う
こ
と
で
多
く
は
西
洋
の
心
理
学、

そ
の
中
で
も
フ
ロ

イ
ト
や
ユ
ン
グ
の
心
理
学
と
重
ね
合
わ
せ
て
唯
識
思
想
を

何
気
な
く
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か。

西
洋
の
学
問
体
系
の
中
で

り
の
時
間
を
要
し
た
訳
で
あ
る
し、
「
物
理
学
的
な
正
確
さ」

を
暗
黙
の
う
ち
に
求
め
る
西
洋
の
学
問
の
枠
の
中
で
は、

理
論
体
系
が
必
ず
し
も
学
問
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
事
情
を、

そ
れ
で
は
仏
教
を
輸
入
し、

長
い
年
月
仏
教
に
親
し
み、

唯
識
思
想
と
フ
ロ

イ
ト
や
ユ
ン
グ
の
心
理
学
と
を
少
し
か
じ
っ
て
み
る
と、

点
も
多
い
。

一

方
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
に
お
い
て
は
ま
た
ど

「
無
意
識」

と
い
う
概
念
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
ま
で
に
は、

日
本
人
は
ど
の
く
ら
い
認
識
し
て
い
る
の
か
疑
問
な

日
本
独
自
の
仏
教
も
生
み
出
し
て
き
た
日
本
人
が
唯
識
思
想
に
対
し
て
「
無
意
識」

と
い
う
言
葉
を
使
う
な
ら、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
無
意
識」

と
い
う
言
葉
を
使
う
の
か
認
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か。

ア
ー
ラ
ヤ
識
は
ユ
ン
グ
の
集
合
的
無
意
識
と
性
質
が
似
て
い
る
と

云
う
こ
と
に
漠
然
と
思
い
至
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

そ
の
割
に
は、

あ
る
程
度
し
つ
か
り
と
し
た
文
献
考
証
な
り
の
手
続
き
を
経
て、

こ
の

両
者
を
比
較
考
察
し、

成
功
し
た
研
究
を
探
し
て
み
る
と、

思
い
の
ほ
か
少
な
い
こ
と
に
む
し
ろ
驚
か
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。

当
論
に
お
い
て
は
ま
ず
「
無
意
識」

と
い
う
も
の
が
仏
教
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ、 佐

久

間

フ
ロ

イ
ト
や
ユ
ン
グ
の

秀

範

か
な
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