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訳
者
あ
と
が
き

本
書
は
、Jacques-A

lain M
iller (Sous la direction de), l’Autre m

échant : Six cas cliniques com
m

entés, N
avarin, 2010.

の
全
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
〇
〇
九
年
二
月
一
日
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
、
世
界
精
神
分
析
協
会
（A

ssociation m
ondiale de 

Psychanalyse : 

Ａ
Ｍ
Ｐ
）
主
催
の
症
例
検
討
会
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
に
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
を
臨
床
の
礎
と
す
る
「
ラ
カ
ン
派
」
精
神
分
析
の
グ
ル
ー
プ
が
複
数
あ
る
が
、
そ
の
中

で
も
っ
と
も
精
力
的
に
活
動
し
て
い
る
の
が
エ
コ
ー
ル
・
ド
ゥ
・
ラ
・
コ
ー
ズ
・
フ
ロ
イ
デ
ィ
エ
ン
ヌ
（École de la C

ause 

freudienne : 

Ｅ
Ｃ
Ｆ
、
フ
ロ
イ
ト
大
義
派
と
も
訳
さ
れ
る
）
で
あ
る
。
こ
の
Ｅ
Ｃ
Ｆ
を
は
じ
め
Ｅ
Ｃ
Ｆ
と
考
え
を
同
じ
く
す

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
七
つ
の
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
団
体
が
加
入
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
検
討
会
を
主
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催
し
た
Ａ
Ｍ
Ｐ
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
の
娘
婿
で
あ
り
ラ
カ
ン
か
ら
講
義
録
『
セ
ミ
ネ
ー
ル
』
の
編
集
を
任
さ
れ
た
ジ
ャ
ッ
ク
゠
ア

ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
が
こ
の
Ａ
Ｍ
Ｐ
を
主
導
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｆ
や
Ａ
Ｍ
Ｐ
で
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
臨
床
検
討
会
が
催
さ
れ
て
お

り
、
と
り
わ
け
年
に
一
度
の
大
き
な
症
例
検
討
会
の
ひ
と
つ
が
、
こ
の
大
会
で
あ
る
。

１　

症
例
検
討
会
に
つ
い
て

症
例
検
討
会
は
以
下
の
仕
方
で
為
さ
れ
る
。
ま
ず
大
会
の
二
週
間
前
に
症
例
の
テ
ク
ス
ト
が
ま
と
め
て
参
加
者
に
送
ら
れ
、

各
自
読
み
込
ん
で
当
日
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
本
書
の
前
半
に
テ
ク
ス
ト
は
収
録
）。
検
討
会
は
午
前
十
時
か
ら
十

三
時
ま
で
と
、
昼
休
憩
を
は
さ
ん
で
、
午
後
十
五
時
か
ら
十
八
時
ま
で
続
け
ら
れ
る
。
二
〇
〇
九
年
の
場
合
は
、
パ
リ
五
区
の

ミ
ュ
チ
ュ
ア
リ
テ
会
館
に
世
界
各
地
か
ら
お
よ
そ
七
百
名
の
分
析
家
た
ち
が
参
集
し
た
。
一
時
間
ご
と
に
、
原
則
と
し
て
ひ
と

つ
の
症
例
の
概
略
の
説
明
が
行
わ
れ
、
こ
れ
は
症
例
提
供
者
と
は
別
の
者
が
担
当
す
る
。
続
い
て
症
例
提
供
者
と
指
定
討
論
者

ら
、
ジ
ャ
ッ
ク
゠
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
を
中
心
に
討
論
が
な
さ
れ
、
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば
フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
を
受
け
つ
け

る
。こ

の
検
討
会
は
「
会
話
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
を
討
論
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
症
例
が
集

め
ら
れ
る
。
大
会
の
テ
ー
マ
も
毎
年
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
年
の
精
神
分
析
を
取
り
ま
く
状
況
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

例
え
ば
二
〇
〇
五
年
は
「
精
神
分
析
の
迅
速
な
治
療
効
果
」
が
テ
ー
マ
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
で
「
エ
ビ
デ
ン
ス
」
を

掲
げ
る
勢
力
に
よ
り
精
神
分
析
の
実
践
が
脅
か
さ
れ
る
情
勢
に
陥
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
し
、
二
〇
一
五
年
は
「
現
代
的
主
体
」

と
い
う
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
た
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
性
の
多
様
性
」
に
関
す
る
訴
え
を
も
つ
主
体
に
対
し
、
ラ
カ
ン
派
精

神
分
析
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
実
践
を
行
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
言
わ
ず
も
が
な
か
も
し
れ
な
い
が
、
ラ
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カ
ン
が
講
義
の
中
で
練
り
上
げ
た
主
要
な
概
念
を
整
理
し
そ
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
で
、
ミ
レ
ー
ル
は
例
え
ば
「
現
実
的
無
意

識
（l’inconscient réel

）」
を
始
め
「
語
る
身
体
（corps parlant

）」、「
話
存
在
（parlêtre

）」
な
ど
の
概
念
を
ラ
カ
ン
か
ら
取

り
出
し
た
。
今
日
分
析
家
た
ち
は
そ
れ
ら
を
前
提
に
し
て
議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
が
、
私
た
ち
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

ラ
カ
ン
や
ミ
レ
ー
ル
が
地
道
で
莫
大
な
（
こ
の
語
は
決
し
て
大
袈
裟
で
は
な
い
）
臨
床
的
実
践
活
動
に
携
わ
っ
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
導
き
出
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
個
々
の
精
神
分
析
家
た
ち
に
よ
る
実
践
や
本
書
が
収
録
す
る
症
例
検
討
会
等
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
概
念
の
練
り
上
げ

や
検
証
は
、
今
も
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
る
。

な
お
当
日
登
壇
の
分
析
家
た
ち
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
Ｅ
Ｃ
Ｆ
と
Ａ
Ｍ
Ｐ
両
方
に
所
属
の
精
神
分
析
家
た
ち
で
あ
る
。
そ
の

主
な
登
壇
者
た
ち
を
挙
げ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
在
住
し
活
躍
し
て
い
る
分
析
家
と
し
て
は
、
ジ
ャ
ン
゠
ダ
ニ
エ
ル
・
マ
テ
、
ク

リ
ス
テ
ィ
ア
ン
ヌ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ド
ゥ
・
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ゥ
ヴ
ァ
ン
ブ
ル
シ
゠
ラ
・
サ
ー

ニ
ャ
、
エ
リ
ッ
ク
・
ロ
ー
ラ
ン
、
ジ
ャ
ン
゠
ロ
ベ
ー
ル
・
ラ
バ
ネ
ル
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
、

ス
ペ
イ
ン
で
は
、
ミ
ケ
ル
・
バ
ッ
ソ
ル
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
ィ
・
チ
ャ
ッ
チ
ャ
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
パ
オ
ロ
・

シ
ク
エ
ラ
と
な
っ
て
い
る
。

２　

大
会
の
テ
ー
マ
「
底
意
地
の
悪
い
〈
他
者
〉」
に
つ
い
て

二
〇
〇
九
年
の
大
会
の
テ
ー
マ
は
「
底
意
地
の
悪
い
〈
他
者
〉」
で
あ
る
。
大
会
直
前
に
は
、
言
わ
ば
プ
レ
ミ
ア
と
し
て
、

ラ
カ
ン
が
博
士
論
文
を
執
筆
す
る
際
に
参
照
し
た
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
精
神
医
学
に
つ
い
て
の
勉
強
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る

（La C
ause Freudienne, nº 73

とnº 74

に
収
録
）。
ミ
レ
ー
ル
は
そ
こ
で
、
こ
の
「
底
意
地
の
悪
い
〈
他
者
〉」
と
い
う
語
は
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「
パ
ラ
ノ
イ
ア
（paranoïa

）」
の
概
念
よ
り
も
広
大
で
あ
り
、
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
本
書
で
も
同
様
で
あ

る
。
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
概
念
的
に
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
「
底
意
地
の
悪
い
〈
他
者
〉」
を
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
現
の
仕

方
を
通
じ
て
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
は
い
え
、
ミ
レ
ー
ル
は
本
書
で
そ
の
目
印
を
打
ち
立
て
て
い
る
。
そ
れ
に
基
づ
き
、
ご
く
簡
単
に
こ
の
語
が
持
っ
て
い
る

射
程
を
見
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
ラ
カ
ン
に
と
っ
て
「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
は
あ
ら
ゆ
る
主
体
の
原
始
的
状
態
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
に
彼
は
、
自
我
は
パ

ラ
ノ
イ
ア
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
、「
パ
ラ
ノ
イ
ア
的
認
識
（connaissance paranoïaque

）」
と

い
う
語
を
発
明
す
る
。
そ
れ
は
鏡
像
段
階
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
帰
結
で
あ
る
。

鏡
像
段
階
に
お
い
て
幼
児
は
、
鏡
像
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
（
身
体
の
統
一
性
）
を
初
め
て
獲
得
す
る
。
だ
が
、
つ
ね

に
鏡
像
の
ほ
う
が
自
分
よ
り
も
先
ん
じ
て
い
る
た
め
、
鏡
像
は
自
分
を
騙
取
す
る
も
の
と
し
て
も
現
れ
る
。
幼
児
は
鏡
像
に
対

し
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
感
情
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
。
ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
主
体
は
、
こ
の
よ
う
な
憧
れ
と
攻
撃
性

と
の
揺
れ
動
き
の
な
か
に
、
つ
ま
り
、
想
像
的
な
関
係
の
な
か
に
そ
の
基
礎
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
人
間
の
認

識
は
「
パ
ラ
ノ
イ
ア
的
認
識
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
想
像
的
な
関
係
（
自
己
愛
的
で
あ
り
、
葛
藤
的
な
関
係
）
を
安
定
さ
せ
、
正
常
化
す
る
の
が
、〈
父
の
名

（N
om

s-du-Père

）〉
の
機
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
主
体
が
象
徴
界
（
言
語
の
世
界
）
に
参
入
す
る
際
、〈
父
の
名
〉
の
機
能
に

よ
っ
て
去
勢
を
受
け
入
れ
、
象
徴
界
に
誕
生
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
主
体
は
神
経
症
と
な
る
。
も
し
そ
れ
と
は
別
の
在

り
方
で
象
徴
界
に
参
入
す
る
な
ら
ば
、
主
体
は
精
神
病
、
も
し
く
は
倒
錯
と
な
る
。

さ
て
、
ミ
レ
ー
ル
は
、
ラ
カ
ン
が
描
き
出
し
た
象
徴
界
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
連
鎖
）
の
特
性
か
ら
出
発
し
、「
底
意
地
の
悪
さ

は
基
本
的
な
意
味
作
用
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（「
会
話
」
開
始
の
冒
頭
部
を
参
照
）。
彼
は
そ
れ
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
説
明
す


