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ラ
カ
ン
の
哲
学
的
思
考

宇
　
波
　
　
　
彰

主
体
の
消
失

　

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
︵
一
九
〇
一
～
一
九
八
一
︶
は
、
普
通
の
意
味
で

の
哲
学
者
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る
哲
学
研
究
者
で
も
な
い
。
し

か
し
ラ
カ
ン
は
「
セ
ミ
ネ
ー
ル
X
」
で
、「
精
神
分
析
の
一
部
は
哲
学
的

で
す
」︵X

.69

︶
と
明
言
し
て
い
る
。
ま
た
実
際
に
、
彼
の
書
い
た
も
の
、

話
し
た
こ
と
の
記
録
で
あ
る
『
エ
ク
リ
』、『
セ
ミ
ネ
ー
ル
』
な
ど
を
読
む
と
、

そ
の
根
底
に
「
哲
学
的
思
考
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

︵
ラ
カ
ン
の
「
セ
ミ
ネ
ー
ル
」
か
ら
の
引
用
は
、Seu

il

社
か
ら
刊
行
さ
れ

た
も
の
に
つ
い
て
は
、「X

.69

」
の
よ
う
に
、
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
、

ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
私
家
版
」
に

つ
い
て
は
、「X

V
II-1970.4.25

」
の
よ
う
に
、
巻
数
と
セ
ミ
ネ
ー
ル
の

行
わ
れ
た
年
月
日
を
示
す
。『
エ
ク
リ
』
に
つ
い
て
は
、J Lacan

, Écrits, 

Seu
il. 1966

に
よ
り
、
引
用
に
際
し
て
はE.745

の
よ
う
に
示
す
。︶
そ

れ
は
伝
統
的
な
「
哲
学
」
の
枠
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
的
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
反
哲
学
的
」
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ラ

カ
ン
は
『
エ
ク
リ
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
に
お
け

る
主
体
の
転
倒
と
欲
望
の
弁
証
法
」︵
一
九
六
〇
︶
に
お
い
て
、｢

精
神
分

析
は
科
学
の
歴
史
に
到
来
し
た
ひ
と
つ
の
新
し
い
地
震
を
示
す
も
の
で
あ

る
」︵E.797

︶
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
地
震
と
は
、
科
学
の
み
な
ら
ず

伝
統
的
な
哲
学
の
世
界
に
も
起
き
て
い
る
地
震
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
が
精
神

分
析
と
い
う
と
き
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
思
想
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ラ
カ
ン

は
フ
ロ
イ
ト
の
思
想
に
潜
在
し
て
い
る
哲
学
的
な
も
の
を
顕
在
化
し
た
と

も
い
え
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
従
来
の
哲
学
に
対
す
る
「
反
デ
カ
ル

ト
的
」
な
批
判
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ラ
カ
ン
は
一
九
七
五
年
十
一
月
二
十
四
日
に
イ
エ
ー
ル
大
学
で
行
な
っ
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た
講
演
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る
と
考
え

る
の
は
、
ま
っ
た
く
の
幻
想
な
の
で
す
が
、
こ
の
幻
想
が
い
く
つ
か
の
哲

学
体
系
の
源
泉
に
あ
る
の
で
す
。」︵Scilicet 6/7, Seu

il. 1976, p
.12

︶

自
分
が
考
え
て
い
る
と
考
え
る
の
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
、
デ

カ
ル
ト
哲
学
の
根
本
に
あ
る｢

私
は
考
え
る　

し
た
が
っ
て
私
は
存
在
す

る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に｢

地

震｣

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、「
セ
ミ
ネ
ー
ル
XVI
」
に
お

け
る
ラ
カ
ン
の
発
言
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ
カ
ン
は
、「
私
は
自
分
が
考
え

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
の
根
本
で

あ
る
と
指
摘
す
る
︵X

V
I.272

︶。
ラ
カ
ン
は
こ
れ
が
デ
カ
ル
ト
に
関
し

て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
で
あ
る
と
す
る
。
ラ
カ
ン
は
こ
こ
で
は
へ
ー
ゲ
ル

の
思
想
を
「
幻
想
」
だ
と
規
定
し
て
は
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
デ
カ
ル
ト
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
批
判･

否
定
が
あ
る
。「
私
は
自
分
が
考
え
て
い
る

と
考
え
る
」
と
い
う
の
が
、
伝
統
的
な
西
欧
思
想
で
あ
り
、
ラ
カ
ン
が
そ

れ
に
対
立
さ
せ
る
も
の
は
、「
自
ら
を
知
ら
な
い
知
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
そ

の
も
の
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
知
が
存
在
す
る
」︵X

.88

︶
と
い
う
立
場

で
あ
る
。
自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
よ
う
な
知
は
否
定
さ

れ
、
す
で
に
「
私
」
を
離
脱
し
た
知
が
現
れ
る
。

　

ラ
カ
ン
は
「
セ
ミ
ネ
ー
ル
XVI
」
の
冒
頭
で
、
哲
学
が
「
思
考
の
位
置

を
確
実
に
す
る
方
法
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
︵X

V
I.12

︶。
哲

学
と
精
神
分
析
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
ラ
カ
ン
は
認
め
て
は
い
る

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
の
相
互
浸
透
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
こ
の「
セ
ミ
ネ
ー
ル
」で
は
パ
ス
カ
ル
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
ひ
と
つ
だ
け
知
っ
て
お
い
て
い
て
い
た
だ
き
た

い
の
で
す
が
、
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
反
対
に
、
パ
ス
カ
ル
の

賭
は
未
来
の
生
に
で
は
な
く
、
私
の
存
在
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。」

︵X
V

I.119

︶
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は

反
対
に
」
と
い
う
ラ
カ
ン
の
思
考
の
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ラ
カ
ン

の
哲
学
的
思
考
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ね
に
「
普
通
に
考
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
」
を
否
定
す
る
思
考
、
そ
れ
が
ラ
カ
ン
の
哲
学
的
思
考
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
思
考
は
、
ま
ず
第
一
に｢

デ
カ
ル
ト
的
主
体｣

と
い
わ
れ

て
い
る
近
代
哲
学
の
基
本
概
念
の
根
本
的
な
批
判･

否
定
と
な
る
。
ラ
カ

ン
は｢

同
一
化
」
を
テ
ー
マ
と
す
る｢

セ
ミ
ネ
ー
ル
IX
」︵
一
九
六
一
～

一
九
六
二
︶
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
コ
ギ
ト
と
い
う
デ
カ
ル

ト
的
探
求
か
ら
発
展
し
た
哲
学
的
系
譜
に
お
い
て
は
、
唯
一
の
主
体
で
し

か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
最
後
に
私
が
持
ち
出
す
︿
知
を
想
定
さ
れ
た

主
体
〉
で
す
。」︵IX

. 1961.11.5

、
向
井
雅
明
訳
に
よ
る
︶
近
代
の
哲
学

的
系
譜
で
は
、
コ
ギ
ト
︵
私
は
考
え
る
︶
と
い
う
と
き
の
主
体
だ
け
し
か

認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ラ
カ
ン
に
よ
る
「
主
体
の
消
滅
」
と
い
う
概

念
は
、
そ
の
主
体
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。　

　

フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
無
意
識
の
発
見
は
、
主
体
概
念
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

的
転
回
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
本
当
の
意
味
は
十
分
に

は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
J
・
D
・
ナ
シ
オ
は
『
ロ
ー
ル
の
眼
』︵J. - 

D
. N

asio
, Les yeu

x
 d

e Lau
re,  A

u
b

ier, 1987,

以
下Y

L

と
略
記
︶
に
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お
い
て
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
よ
る
父
殺
し
が
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
は
行
わ

れ
ず
、
叔
父
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、

︵
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
い
う
︶｢

こ
の
主
体
は
、
ひ
と
り
の
他
者
の
行
動
を
通

し
て
、
自
分
の
欲
望
の
対
象
を
受
け
取
る
」︵Y

L.104

︶
と
述
べ
て
い

る
が
、
そ
の
と
き
に
生
じ
て
い
る
の
が
、｢

断
片
化
し
た
主
体
」︵su

jet 

fragm
en

té

︶
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
で
デ
カ
ル
ト
的
な
統
一
さ
れ
た

主
体
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
カ
ン
の
哲
学
的
思
考
は
、
ま
ず
デ
カ

ル
ト
的
な
主
体
概
念
の
否
定
と
し
て
存
在
す
る
。

反
復
の
破
壊
作
用

　

ラ
カ
ン
の
哲
学
的
思
考
の
第
二
の
論
点
は
「
反
復
」
の
概
念
に
か
か
わ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
反
復
」
は
言
語
の
問
題
と
不
可
分
で
あ
る
。
ラ
カ

ン
の
思
考
の
出
発
点
は
分
析
の
経
験
で
あ
り
、
ま
た｢

フ
ロ
イ
ト
へ
の

回
帰
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
原
点
に
共
通
す
る
中
心
は
、｢

言

語
」
の
機
能
で
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
ア･

ハ
ー
ス
ト
は
『
デ
リ
ダ
対
ラ
カ
ン
』

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
多
く
の
注
釈
者
た
ち
が
い
っ
て

い
る
よ
う
に
、
ラ
カ
ン
の
い
わ
ゆ
る
︿
フ
ロ
イ
ト
へ
の
回
帰
〉
の
特
徴

は
、精
神
分
析
が
根
底
に
お
い
て
は
︿
話
す
こ
と
に
よ
る
治
療
〉︵talkin

g 

cu
re

︶
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」︵ A

n
d

rea H
u

rst, D
errid

a vis- à- vis 
Lacan

, Fo
rd

h
am

 U
n

iversity P
ress, 2008, p

.349

︶ 

言
語
の
問
題
が
ラ

カ
ン
の
思
想
の
中
心
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
い
ま
ま
で
も
し
ば
し
ば
い
わ

れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
出
発
点
は
フ
ロ
イ
ト
で
あ
り
、
の
ち
に

述
べ
る
よ
う
に
、
言
語
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
問
題
に
関
し
て
も
重
要
な
役
割

を
演
じ
て
い
る
。
こ
の「
回
帰
」は
反
復
と
密
接
に
つ
な
が
る
概
念
で
あ
る
。

　

反
復
は
、
ラ
カ
ン
が
フ
ロ
イ
ト
か
ら
継
承
し
、
展
開
し
た
重
要
な
概
念

の
一
つ
で
あ
る
。
一
九
四
六
～
一
九
六
五
年
の
「
セ
ミ
ネ
ー
ル
XI
」
は
、

「
精
神
分
析
の
四
基
本
概
念
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
四
基
本

概
念
と
は
、
無
意
識･

反
復
・
転
移･

欲
動
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
の
反
復

の
概
念
の
起
源
は
フ
ロ
イ
ト
に
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は｢

快
楽
原
則
の
彼

岸
」︵
一
九
二
〇
︶
に
お
い
て
、「
反
復
、
つ
ま
り
同
一
な
も
の
の
再
発
見

は
、
そ
れ
自
体
で
快
楽
の
源
泉
を
意
味
し
う
る
」
と
書
い
て
い
る
。︵S, 

Freu
d

, D
as Ich

 u
n

d
 d

as ES, Fisch
er Tasch

en
b

u
ch

 V
erlag, 2007, 

S.220~
221

︶
過
去
の
経
験
、
で
き
ご
と
の
想
起
が
反
復
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
。
ラ
カ
ン
は
「
セ
ミ
ネ
ー
ル
XVI
」
に
お
い
て
、「
享
楽
は
再
発

見
の
努
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
」︵X

V
I.121

︶
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
の
「
再
発
見
」
は
フ
ロ
イ
ト
の
こ
と
ば
の
反
復
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

想
起
は｢

同
一
な
も
の
の
再
発
見｣

で
あ
る
が
、
こ
の
再
発
見
と
い
う

か
た
ち
の
反
復
に
は
言
語
の
働
き
が
介
入
す
る
。
つ
ま
り
、｢

再
発
見
」

と
は
、
言
語
に
よ
っ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
を
反
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。

夢
に
つ
い
て
の
ラ
カ
ン
の
考
察
に
は
、
反
復
の
問
題
に
つ
い
て
示
唆
を
与

え
る
も
の
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
夢
は
解
釈
の
対
象
で
あ
る
」
と
い
う

通
常
の
理
解
を
超
え
た
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ラ
カ
ン
は
夢
の
解
釈
そ

の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
夢
は
野
生
的
︵sau

vage

︶

な
解
釈
で
は
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に
ひ
と
つ
の
解
釈
で
す
」︵X

V
I.197

︶

と
い
う
ラ
カ
ン
の
考
え
は
、
通
常
の
夢
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
超
え
る
も
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の
で
あ
る
。「
夢
は
像
に
な
っ
た
翻
訳
で
あ
り
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て

分
節
可
能
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
」︵X

V
I.197

︶
と
い
う
ラ

カ
ン
の
考
え
は
、
明
ら
か
に
フ
ロ
イ
ト
を
超
え
て
い
る
。
夢
は
何
か
あ
る

も
の
を
、
ま
ず
像
と
し
て
反
復
す
る
。
そ
の
と
き
、
夢
は
何
を
「
翻
訳
」

と
い
う
反
復
の
対
象
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
「
無
意
識
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
無
意
識
と
は
何
か
と
い

う
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。
と
に
か
く
こ
の
「
セ
ミ
ネ
ー
ル
」
で
は
、「
イ

マ
ー
ジ
ュ
化
さ
れ
た
︵
像
と
し
て
示
さ
れ
た
︶
事
後
効
果
」︵X

V
I.260

︶

と
い
う
注
目
す
べ
き
概
念
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
事
後
的
に
、
像

と
し
て
示
さ
れ
た
」
野
生
的
な
解
釈
を
、
さ
ら
に
夢
を
見
た
人
が
言
語
に

よ
っ
て｢

合
理
的
な
解
釈
」
を
行
う
と
い
う
の
が
、
ラ
カ
ン
に
よ
る
夢
の

解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。「
こ
の
合
理
的
な
解
釈
に
お
い
て
重
要
な
の

は
、
再
構
成
さ
れ
た
フ
レ
ー
ズ
で
す
」︵X

V
I.197

︶
と
ラ
カ
ン
は
述
べ

て
い
る
が
、「
再
構
成
さ
れ
た
フ
レ
ー
ズ
」
と
は
、
言
語
化
さ
れ
た
夢
の

こ
と
で
あ
る
。

　

ラ
カ
ン
は
、
一
九
七
五
年
十
一
月
二
十
四
日
に
イ
エ
ー
ル
大
学
で
行
な

っ
た
講
演
の
な
か
で
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
夢
の
解
釈
が
、
夢
の
「
物
語
」

︵récit

︶
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
フ
ロ
イ
ト
が
考
察
し

た
夢
は
、
像
と
し
て
の
夢
で
は
な
く
、
言
語
化
さ
れ
た
夢
で
あ
る
。
フ
ロ

イ
ト
は
夢
の
「
言
語
的
材
料
」︵le m

atériel lin
gu

istiq
u

e

︶
だ
け
を
扱

っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る　
︵Scilicet, 6/7, p

.13

︶。
と
に
か
く
言

語
化
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
を
最
終
的
に
は
ふ
た
た
び
言
語
に
よ
っ

て｢

反
復｣

す
る
こ
と
が
、
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ラ
カ
ン

は
す
で
に
一
九
五
四
年
一
月
十
三
日
の
「
セ
ミ
ネ
ー
ル
」
に
お
い
て
、「
夢

と
は
想
起
で
あ
る
」︵Träu

m
e sin

d
 au

ch
 erin

n
ern

︶
と
い
う
フ
ロ
イ

ト
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
い
る
︵I.20

︶。
想
起
と
は
言
語
化
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
と
き
の
「
セ
ミ
ネ
ー
ル
」
で
は
、「
歴
史
は
現
在
に
お
い
て

歴
史
化
さ
れ
る
限
り
で
の
過
去
で
す
」︵I.19

︶
と
も
述
べ
て
い
る
が
、「
歴

史
化
」
と
は
、
あ
と
か
ら
、
事
後
的
に
な
さ
れ
た
「
言
語
化
」
の
こ
と
で

あ
る
。

　

こ
の
ば
あ
い
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
」
は
、
第
一
次
的
に
は
個
人

の
経
験
、
も
し
く
は
何
か
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
ば
あ
い
に
よ
っ
て

は
、
そ
れ
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
単
な
る
幻
想
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
あ

と
か
ら
」
言
語
で
解
釈
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
必
ず｢

合
理

化
」
が
あ
る
。
言
語
化
と
い
う
合
理
化
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
こ
と
、
書

か
れ
た
こ
と
は
、
あ
と
か
ら
、
事
後
的
に
行
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
生
産
さ
れ
た
も
の
は
、
ラ
カ
ン
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、｢

美

し
い
嘘
」︵m

en
so

n
ge b

eau
, V

III.38

︶｢

真
正
性
の
錯
覚
」︵l ’illu

sio
n

 

d
’au

th
en

ticité, V
III.55

︶
で
あ
る
。「
真
正
性
の
錯
覚
」
は
次
の
よ
う
な

文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
。「
こ
の
対
話
篇
︵「
饗
宴
」︶
は
、
ほ
か
の
対
話

篇
と
同
じ
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

こ
に
は
私
が
︿
真
正
性
の
錯
覚
〉
と
呼
ん
だ
も
の
を
作
り
出
す
状
況
が
あ

る
の
で
す
。」︵V

III.55

︶
そ
の
状
況
と
は
、『
饗
宴
』
の
テ
ク
ス
ト
が
反

復
を
重
ね
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。
反
復
は
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
も
の
を
歪
め
、
否
定
し
、
破
壊
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。

　

ラ
カ
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
こ
の
対
話
篇
を
対
象
と
し
た｢

セ
ミ
ネ
ー
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ル
VIII
」
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る｢

饗
宴
」
そ

の
も
の
が
反
復
の
所
産
で
あ
る
。「
饗
宴｣

は
「
誰
か
が
聞
い
て
き
た
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
こ
と
ば
を
、
そ
の
誰
か
か
ら
聞
い
た
別
の
ひ
と
が
語
る
」

︵V
III.55

︶
と
い
う
反
復
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
ラ
カ
ン
は
次
の
よ
う
に

具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。︵｢

饗
宴｣

で
は
︶「
ず
っ
と
語
っ
て
い
る
の
は

ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
ス
で
、
彼
は
ア
リ
ス
ト
デ
ー
モ
ス
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
反

復
︵rép

éter

︶
し
て
い
る
の
で
す
。」
こ
こ
で
ラ
カ
ン
が｢

反
復
す
る｣

︵rép
éter

︶
と
い
う
動
詞
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
語
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
反
復
を
繰
り
返
し

て
言
説
化
さ
れ
て
い
く
。

　

森
進
一
は
プ
ラ
ト
ン
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
解
説
に
お
い
て
、『
饗
宴
』

が
『
パ
イ
ド
ー
ン
』
や
『
テ
ア
イ
テ
ト
ー
ス
』
と
同
じ
よ
う
に
、「
報
告

者
が
、
自
分
の
見
聞
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
と
い
う
形
式
」
で
書
か
れ
て

い
る
と
す
る
。
そ
し
て
『
饗
宴
』
で
は
、「
報
告
と
い
う
間
接
性
」
が
非

常
に
複
雑
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
直
接
饗

宴
に
参
加
し
た
ア
リ
ス
ト
デ
ー
モ
ス
の
報
告
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
誤
っ
て
伝
え

ら
れ
て
い
る
の
を
ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
ス
が
訂
正
す
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ

て
い
る
。」︵
森
進
一
訳
『
饗
宴
』
新
潮
文
庫
、2006, p

.191

︶
こ
の
プ

ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
が
歪
め
ら
れ
、
間
違
っ
て
伝
え

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
も
の
は
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が｢

真
正
性
の
錯
覚｣

に

ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
世
界
が
言
語
化
に
よ
っ
て
存
在
す
る
と
い
う

考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
反
復
に
含
ま
れ
る
破
壊
作
用
の

確
認
で
あ
る
。

　
心
身
問
題
と
言
語

　

こ
の
よ
う
に
ラ
カ
ン
の
思
考
に
は
、
言
語
の
力
を
重
視
す
る
も
の
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
第
三
の
論
点
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
心
身
問
題
と
か
か
わ
る
。

精
神
と
身
体
、
も
し
く
は
精
神
と
物
体
と
の
関
係
の
問
題
は
、
な
が
い
あ

い
だ
に
わ
た
っ
て
哲
学
が
考
察
し
て
き
た
対
象
で
あ
っ
た
。
ラ
カ
ン
の
思

考
は
、こ
こ
で
も
注
目
に
値
す
る
。
今
回
の
コ
ロ
ッ
ク
で
、向
井
雅
明
氏
は
、

自
閉
症
の
患
者
に
お
い
て
は
、
感
覚
と
知
覚
が
分
離
さ
れ
て
い
て
、
た
と

え
ば｢

熱
い
」
と
い
う
知
覚
が
な
い
ば
あ
い
は
、
や
け
ど
に
な
ら
な
い
と

い
う
例
を
挙
げ
て
論
じ
た
。
こ
れ
を
換
言
解
釈
す
る
と
、
そ
の
患
者
は
リ

マ
ジ
ネ
ー
ル
の
領
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
領
域

が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
感
覚
」
は
リ
マ
ジ
ネ
ー
ル
の
領

域
に
あ
り
、「
知
覚
」
は
ル･

サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
領
域
に
あ
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
か
た
ち
・
身
体･

像
の
領
域
と
、
言
語･

記
号

の
領
域
と
が
分
断
さ
れ
る
ば
あ
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二

つ
の
領
域
の
関
係
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
の
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
ヒ
ス
テ

リ
ー
論
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
『
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
』
の
な
か
で
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。「
誘
因
と
な
る
出
来
事
に
関
す
る
思
い
出
を
完
全
に

明
晰
な
か
た
ち
で
喚
び
覚
ま
し
、
そ
の
思
い
出
に
随
伴
す
る
情
動
を
も
目

覚
め
さ
せ
、
さ
ら
に
は
患
者
が
可
能
な
限
り
詳
細
に
そ
の
出
来
事
に
つ
い

て
物
語
り
、
そ
の
情
動
に
言
葉
を
与
え
た
と
き
、
個
々
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
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状
は
た
だ
ち
に
消
失
し
、
二
度
と
回
帰
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。」︵
フ
ロ

イ
ト
、
ブ
ロ
イ
ア
ー
、
金
関
猛
訳
『
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究 

上
』
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
、
十
六
頁
、
同
書
下
巻
一
二
一
頁
に
も
再
録
︶
こ

こ
で
フ
ロ
イ
ト
が
論
じ
て
い
る
こ
と
を
、
ラ
カ
ン
の
概
念
を
使
っ
て
換
言

解
釈
す
れ
ば
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
が
リ
マ
ジ
ネ
ー
ル
の
領
域
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
と
き
に
は
症
状
が
現
れ
る
が
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
領
域
に
立

ち
入
る
と
き
、
そ
の
症
状
は
消
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

言
語
は
心
的
な
も
の
の
表
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ナ
シ
オ
は

フ
ロ
イ
ト
が
考
察
し
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
ば
あ
い
も
視
野
に
入
れ

る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
て
ん
か
ん
の
発
作
に
襲
わ
れ
て
い
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ナ
シ
オ
は
そ
の
発
作
を
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

の
父
殺
し
へ
の
欲
望
と
関
連
さ
せ
て
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
の
父
を
殺
し
た
い
と
い
う
欲
望
が
、
て
ん
か
ん
の
発
作
と
い

う
危
機
の
出
現
に
よ
っ
て｢

部
分
的
」
に
せ
よ
満
た
さ
れ
た
と
解
釈
す
る

︵Y
L.101

︶。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
て
ん
か
ん
の
発
作
は
、
フ
ロ
イ
ト

に
よ
れ
ば
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。︵
て
ん
か
ん
の
発
作
に
よ
っ

て
︶「
気
を
失
な
っ
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
死
ん
だ
父
で
あ
り
、
同

時
に
こ
の
主
体
は
、
殺
害
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

と
同
一
で
あ
る
。」︵Y

L.101

︶

　

こ
れ
も
ま
た
、
ナ
シ
オ
の
い
う
「
言
語
へ
の
身
体
の
従
属
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
。︵J. -D

. N
asio

, C
in

q
u

e leço
n

s su
r la th

éo
rie d

e J.Lacan
, 

Payo
t et R

ivage, 1994, p
.52

︶ 

身
体
の
運
動
は
言
語
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
論
を
根

拠
に
す
る
考
え
で
あ
る
。
ナ
シ
オ
は
『
ヒ
ス
テ
リ
ー 

精
神
分
析
の
申
し

子
』︵
姉
歯
一
彦
訳
、
青
土
社
、
一
九
九
八
年
︶
に
お
い
て
も
、
ヒ
ス
テ

リ
ー
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
精
神
と
身
体
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
ナ
シ
オ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
医
学
の
系
譜
に
お
い
て
は
、
ヒ
ス
テ

リ
ー
は｢

強
い
情
動
負
荷
を
受
け
た
観
念
や
精
神
的
表
象
の
抉
る
よ
う
な

活
動
か
ら
生
じ
た
病
気
」︵
一
五
九
頁
︶
と
し
て
規
定
さ
れ
て
き
た
と
す
る
。

そ
し
て｢

表
象
が
強
け
れ
ば
、
つ
ま
り
、
表
象
が
強
く
過
剰
な
感
覚
を
表

象
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
表
象
は
、
突
然
身
体
の
現
実
に
転
置
し
て
、

身
体
症
状
の
形
で
現
れ
る
」︵
一
五
九
頁
︶
こ
と
に
な
る
。
こ
の
身
体
症

状
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
で
あ
る
。
こ
と
ば
を
換
え
て
い
う
と
、
観
念
が
身
体
を

場
に
し
て
現
実
化
す
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば｢

私
は
歩
け
な
い
」
と
考

え
る
と
き
、
私
の
足
は
動
か
な
く
な
る
。
こ
の
考
え
は
、『
ロ
ー
ル
の
眼
』

に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
自
我
に
と
っ
て
の「
耐
え
が
た
い
表
象
」

に
対
し
て
、
自
我
は
防
御
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
現
れ
が
ヒ

ス
テ
リ
ー
で
あ
る
。
精
神
の
運
動
が
身
体
の
運
動
へ
と
変
換
さ
れ
る
。
ナ

シ
オ
は
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
お
い
て
は
、
耐
え
が
た
い
表
象
が
、「
身
体
の

一
定
の
部
分
に
局
在
化
す
る
」︵Y

L.109

︶
の
だ
と
説
明
す
る
。
問
題
は
、

そ
の
「
局
在
化
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
お

そ
ら
く
そ
の
と
き
に
機
能
す
る
の
が
、
言
語
の
力
で
あ
る
。｢

ヒ
ス
テ
リ

ー
の
身
体
苦
痛
は
一
つ
の
観
念
を
造
形
し
た
体
現
の
結
果
」︵
一
六
〇
頁
︶

で
あ
る
が
、そ
れ
を
ナ
シ
オ
は
「
文
法
的
言
語
の
身
体
の
言
語
へ
の
翻
訳
」

︵
一
六
〇
頁
︶
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
ナ
シ
オ
が
『
五
つ
の
レ
ッ
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ス
ン
』
で
述
べ
た
「
言
語
へ
の
身
体
の
従
属
」
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
言
語
が
身
体
に
命
令
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
言
語
の

「
行
為
遂
行
的
」︵p

erfo
rm

arive

︶
な
機
能
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
ラ
カ
ン

の
哲
学
的
思
考
の
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
こ
に

は
ラ
カ
ン
に
よ
る
次
の
よ
う
な
フ
ロ
イ
ト
の
考
え
の
評
価
が
あ
る
。「
フ

ロ
イ
ト
は
自
分
に
と
っ
て
異
質
な
︵étran

ge

︶
次
元
を
導
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
心
理
学
的
考
察
の
基
盤
そ
の
も
の
を
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。」︵IV.412

︶
ラ
カ
ン
も
ま
た
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
思
考
と
は
ま
っ

た
く
異
質
な
も
の
を
導
入
す
る
と
い
う
思
考
の
方
法
に
よ
っ
て
、
哲
学
の

領
域
に
地
震
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
。

︵
付
記
。
本
稿
は
二
〇
〇
九
年
十
一
月
十
四
日
に
明
治
学
院
大
学
言
語
文

化
研
究
所
主
催
の
コ
ロ
ッ
ク
「
ジ
ャ
ッ
ク･

ラ
カ
ン
を
考
え
る
」
に
お
い

て
行
な
っ
た
報
告
の
草
稿
に
、
全
面
的
に
加
筆･

修
正
を
施
し
た
も
の
で

あ
る
。︶


