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ラ
カ
ン
の
記
号
空
間

宇
　
波
　
　
　
彰

は
じ
め
に

　

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン︵
一
九
〇
一
～
一
九
八
一
︶
の
仕
事
は
、
単
に
精
神

医
学
の
領
域
に
留
ま
ら
ず
、
哲
学
・
文
学
理
論
を
含
む
き
わ
め
て
広
範
な

分
野
で
影
響
力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
た
の
は
、
最
近
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
に
彼
の
論

文
集
﹃
エ
ク
リ
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
と
き
、
同
時
代
人
は
こ
の
著
作
が
ど

う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
十
分
に
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
ラ
カ
ン
自
身
が
一
九
七
三
年
一
月
九
日
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
で
、﹁﹃
エ
ク

リ
﹄
が
簡
単
に
は
読
め
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い

る
︵X

X
. 29

、
ラ
カ
ン
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
は
最
初
に
原
書
の
巻
数
を
ロ
ー
マ

数
字
で
示
し
、
そ
の
あ
と
に
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
︶。
ま
た
徐
々
に
刊
行
さ

れ
て
い
る
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
﹂
の
解
読
も
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
に

は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
が
、
ラ
カ
ン
が
語
っ
た
こ
と
を
文
字
化
す
る

と
き
に
誤
り
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
﹁
重
層
構
造
﹂

が
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。﹁
重
ね
書
き
用
紙
﹂
と
訳
さ
れ

る
こ
と
も
あ
るpalim

pseste

は
、
す
で
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
テ
ク
ス
ト
を

消
し
て
そ
の
上
に
別
の
テ
ク
ス
ト
を
書
き
こ
む
羊
皮
紙
の
こ
と
で
あ
る
ら

し
い
が
、
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
ま
さ
に
こ
の
﹁
重
ね
書
き
用
紙
﹂
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
き
、
そ
の
下

に
あ
る
別
の
テ
ク
ス
ト
を
解
読
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
原

因
が
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
解
読
は
難
行
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

ラ
カ
ン
の
仕
事
の
意
義
が
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
い
の
は
そ
う
し
た
理
由

に
も
よ
る
。

　

ラ
カ
ン
の
仕
事
が
実
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

が
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
や
は
り
彼
の
仕
事
を
理
解
で
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き
る
別
の
思
想
家
た
ち
の
努
力
の
結
果
で
あ
る
。
早
く
か
ら
ラ
カ
ン
の
仕

事
の
意
義
を
認
め
て
い
た
の
は
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
で
あ
る
が
、
の

ち
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
も
し
だ
い
に
ラ
カ
ン
の
﹁
哲

学
﹂
の
重
要
性
を
確
認
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

ま
た
、
ラ
カ
ン
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
い
わ
ば
隠
さ
れ
て
い
た
フ
ロ
イ

ト
の
思
想
の
意
義
が
再
発
見
さ
れ
、
フ
ロ
イ
ト
の
思
想
が
新
た
な
照
明
を

与
え
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
の
モ

ッ
ト
ー
で
あ
る
と
さ
れ
る
﹁
フ
ロ
イ
ト
へ
の
回
帰
﹂
の
ひ
と
つ
の
意
味
は
、

隠
さ
れ
て
い
た
フ
ロ
イ
ト
の
思
想
に
照
明
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ロ

イ
ト
が
十
九
世
紀
末
に
友
人
の
耳
鼻
咽
喉
科
の
医
師
フ
リ
ー
ス
に
あ
て
た

多
く
の
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
フ
ロ
イ
ト
が
触
れ
た
﹁
事

後
性
﹂
の
概
念
が
、
ラ
カ
ン
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
の
は
そ
の
典
型
的
な

例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
﹁
事
後
性
﹂
の
概
念
の
意
義
を
認
識
し
、
さ
ら

に
そ
れ
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
と
も
結
び
つ
け
る
試
み
が
最
近
の
フ
ラ
ン

ス
、
ア
メ
リ
カ
の
ラ
カ
ン
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
小

論
は
ま
さ
に
フ
ロ
イ
ト
、
ラ
カ
ン
の
い
う
﹁
事
後
的
﹂
な
操
作
を
用
い
て
、

ラ
カ
ン
の
思
想
の﹁
転
回
﹂を
追
い
か
け
つ
つ
、彼
に
よ
る﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂

の
解
読
が
ど
の
よ
う
な
思
考
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
か
を
探
求
し
、
そ
の

論
点
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
フ
ロ
イ
ト
と
ラ
カ
ン
の
差
異
も
明
ら
か
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、﹁
部
分
対
象
﹂
と
い
わ
れ
る
ラ
カ
ン
の
重
要
な
概
念
も
、
も
と

を
た
ど
る
と
フ
ロ
イ
ト
の
部
分
衝
動
と
い
う
考
え
に
い
た
る
。
も
ち
ろ
ん

﹁
部
分
対
象
﹂
は
メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
理
論
化
さ
れ
た
と

さ
れ
て
い
る
が
、
ク
ラ
イ
ン
の
思
考
の
根
源
に
は
、
や
は
り
フ
ロ
イ
ト
が

存
在
す
る
。
部
分
対
象
に
限
ら
ず
、
ラ
カ
ン
の
概
念
は
ひ
と
つ
だ
け
を
取

り
上
げ
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
に
関
す
る
ラ

カ
ン
の
考
察
も
、
け
っ
し
て
﹁
欲
望
﹂
の
概
念
だ
け
を
中
心
に
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。

　
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
は
、
す
で
に
フ
ロ
イ
ト
が
考
察
の
対
象
と
し
た
演
劇

で
あ
り
、
そ
の
解
釈
、
つ
ま
り
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
概

念
に
よ
る
解
釈
は
、
二
十
世
紀
以
降
の
こ
の
作
品
の
具
体
的
な
演
出
に
非

常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ラ
カ
ン
は
、
ほ
と
ん
ど

固
定
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
フ
ロ
イ
ト
の
﹁
権
威
﹂
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

独
自
の
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
論
を
展
開
し
た
。
残
念
な
が
ら
ラ
カ
ン
の
﹁
ハ

ム
レ
ッ
ト
﹂
論
、
も
し
く
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
は
、
わ
れ
わ
れ
の
周
辺
で
も
、

ま
た
欧
米
で
も
ま
だ
十
分
に
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ

の
小
論
は
ま
だ
解
明
不
足
の
ラ
カ
ン
の
思
考
の
こ
の
側
面
を
追
い
つ
つ
、

﹁
新
た
な
ハ
ム
レ
ッ
ト
問
題
﹂
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
論
点
を
提
示
し
た

い
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
ラ
カ
ン
の
思
想
そ
の
も
の
を
再
検
討
す
る
こ

と
も
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
本
章
で
使
わ
れ
る
﹁
記
号
空
間
﹂
と

い
う
こ
と
ば
が
、
ラ
カ
ン
の
概
念
で
あ
る
﹁
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
﹂
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ル
・
サ

ン
ボ
リ
ッ
ク
も
き
わ
め
て
難
解
な
概
念
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
、
つ
ま
り
記
号
空
間
に
存
在
し
、
生
き
て
い
く
と
い
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う
宿
命
を
背
負
っ
て
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
を
自
明
の
前
提

と
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
シ
ェ
フ
ァ
ー
ド
ソ
ン

は
、
そ
の
ラ
カ
ン
論
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
な
問
題
を
提
示
す
る
。﹁
多
く

の
ラ
カ
ン
の
読
者
は
、
本
当
に
す
べ
て
が
言
説
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も

の
、
つ
ま
り
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
所
産
な
の
か
、
そ
し
て
も
し
も
そ
う

で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
素
朴
な
実
在
論
に
戻
る
こ
と
な
し
に
︿
外
部
﹀

に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。﹂︵C

harles 

Shepherdson,Lacan and the lim
it of language,Fordham

 U
niversity Press, 

2008, p.1

︶
こ
こ
に
は
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
な

問
題
が
あ
る
。
シ
ェ
フ
ァ
ー
ド
ソ
ン
は
、わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
す
べ
て
ル・

サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
支
配
下
に
お
く
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
つ
ま
り
、
言
語

が
支
配
し
て
い
る
現
実
世
界
に
完
全
に
従
属
し
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
可

能
か
、
そ
し
て
も
し
も
そ
れ
が
可
能
で
な
い
と
す
れ
ば
、
実
在
そ
の
も
の

の
存
在
を
言
語
な
し
で
考
え
る
﹁
素
朴
な
実
在
論
﹂
に
戻
っ
て
し
ま
い
は

し
な
い
か
と
い
う
問
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
思
想
の

ユ
ダ
ヤ
系
研
究
者
で
あ
る
ス
ー
ザ
ン
・
ハ
ン
デ
ル
マ
ン
︵
現
在
は
イ
ス
ラ

エ
ル
の
大
学
で
教
え
て
い
る
︶
が
﹃
誰
が
モ
ー
セ
を
殺
し
た
か
﹄︵
山
形

和
美
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
七
︶
の
最
初
の
部
分
で
提
起
す
る

問
題
に
対
応
す
る
。
ハ
ン
デ
ル
マ
ン
は
、
こ
と
ば
と
物
の
関
係
に
つ
い
て
、

ギ
リ
シ
ア
人
が
﹁
こ
と
ば
は
真
の
存
在
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と

考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ヘ
ブ
ル
語
でdavor

が
﹁
こ
と
ば
の
み
な
ら

ず
物
を
も
意
味
す
る
﹂
こ
と
を
根
拠
に
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
で
は
こ
と
ば
と

物
が
一
致
す
る
と
見
る
。﹁
ギ
リ
シ
ア
の
啓
蒙
思
想
が
壊
し
た
の
は
ま
さ

に
、
こ
の
こ
と
ば
と
物
と
の
、
言
語
表
現
と
思
想
と
の
、
言
説
と
真
理
と

の
間
に
も
と
も
と
あ
っ
た
統
一
性
で
あ
っ
た
﹂︵p.19

︶。
と
こ
ろ
が
、
ユ

ダ
ヤ
思
想
に
お
い
て
は
、﹁
基
本
的
な
現
実
と
い
う
も
の
は
言
語
的
な
も

の
﹂
で
あ
り
、﹁
神
の
ま
ね
び
と
は
、
沈
黙
し
て
受
け
と
る
こ
と
で
は
な

く
、
語
り
、
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
﹂︵p.20

︶
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

ギ
リ
シ
ア
人
は
言
語
は
現
実
の
す
べ
て
を
表
現
で
き
な
い
と
考
え
、
ユ
ダ

ヤ
人
は
現
実
は
言
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え

る
。
ハ
ン
デ
ル
マ
ン
が
提
示
し
て
い
る
問
題
は
ま
さ
に
ラ
カ
ン
の
問
題
で

あ
る
。

　
ラ
カ
ン
の
言
語

　

ラ
カ
ン
の
書
い
た
も
の
を
含
む
﹃
エ
ク
リ
﹄︵
佐
々
木
孝
次
他
訳
、
弘

文
堂
︶と
、語
っ
た
こ
と
の
記
録
で
あ
る
二
十
数
冊
の﹃
セ
ミ
ネ
ー
ル
﹄︵
岩

波
書
店
か
ら
邦
訳
刊
行
中
、
原
書
で
も
未
刊
の
も
の
が
多
い
︶
を
読
む
と

き
、
そ
の
言
語
表
現
に
不
思
議
な
魅
力
、
と
き
に
は
一
種
の
魔
力
の
よ
う

な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
特
に
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
﹂
は
、
ラ
カ
ン
の

発
言
を
女
婿
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ル
た
ち
が
文
字
化
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
限
界
が
あ
り
は
す
る
が
︵
そ
の
文
字
化
が
不
正
確
だ
と
い

う
批
判
も
あ
る
ら
し
い
︶、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
ら
か
で
も
ラ

カ
ン
の
考
え
て
い
る
こ
と
に
直
接
触
れ
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
れ
る
。
ま

た
セ
ミ
ネ
ー
ル
の
雰
囲
気
も
幾
分
か
感
知
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
ラ
カ
ン
研
究
者
で
、
実
際
に
﹁
セ
ラ
ピ
ー
﹂
と
い
わ
れ
る
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分
析
治
療
の
仕
事
も
し
て
い
る
ブ
ル
ー
ス
・
フ
ィ
ン
ク
は
、
二
〇
〇
五
年

に
﹃
エ
ク
リ
﹄
の
完
全
英
訳
版
︵
序
文
に
よ
る
と
、
こ
の
英
訳
に
は
夫
人

の
エ
ロ
イ
ー
ズ
・
フ
ィ
ン
ク
、
ミ
レ
ル
、
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
な
ど
も

協
力
し
た
︶
を
刊
行
し
た
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
自
分
の
臨
床
体
験
に
基
づ
い

た
考
察
を
含
む
三
冊
の
ラ
カ
ン
論
を
公
に
し
て
い
る
︵
そ
の
う
ち
の
一
冊

の
邦
訳
が
誠
信
書
房
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
信
友
建
志
他
訳

﹃
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
入
門
﹄
で
あ
る
︶。
そ
の
第
三
冊
目
に
あ
た
る
著
作

の
な
か
で
、
フ
ィ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。﹁
ラ
カ
ン
の
書
い

た
も
の
は
わ
れ
わ
れ
に
影
響
し
、
と
き
に
は
わ
れ
わ
れ
を
打
ち
の
め
し

さ
え
す
る
。﹂︵B

ruce Fink, Lacan to the letter, U
niversity  of M

innesota 

Press, 2004, p.155

︶。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
﹁
打
ち
の
め
す
﹂︵upset

︶

と
い
う
こ
と
ば
は
き
わ
め
て
強
力
で
あ
る
。
た
だ
し
、﹁
打
ち
の
め
さ
れ

る
﹂
た
め
に
は
、
フ
ィ
ン
ク
が
こ
の
ラ
カ
ン
論
の
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
﹁
一
行
ず
つ
読
む
と
い
う
基
礎
﹂
が
必
要

で
あ
る
。
こ
のthe basis of a line-by-line reading

こ
そ
、
ラ
カ
ン
の
解

読
に
必
須
の
作
業
で
あ
る
。
こ
れ
は
ラ
カ
ン
自
身
が
フ
ロ
イ
ト
の
テ
ク
ス

ト
を
読
む
と
き
に
使
っ
た
方
法
で
あ
っ
て
、ラ
カ
ン
は
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅴ
﹂

で
、
フ
ロ
イ
ト
の
﹁
快
楽
原
則
の
彼
岸
﹂
を
﹁
一
行
ず
つ
追
い
か
け
る
﹂

︵suivre ligne par ligne

︶
と
い
う
方
法
で
読
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
︵V. 241

︶。

つ
ま
り
フ
ィ
ン
ク
は
ラ
カ
ン
が
フ
ロ
イ
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
用
い
た

方
法
を
ラ
カ
ン
に
使
お
う
と
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
わ
れ

わ
れ
が
こ
の
方
法
を
ラ
カ
ン
に
つ
い
て
使
お
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
き
わ

め
て
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
﹁
一
行
ず
つ
解
読
﹂

す
る
こ
と
は
至
難
の
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に

は
、
多
く
の
﹁
材
料
﹂
が
あ
る
。﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
や
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の

ほ
か
に
多
く
の
文
学
作
品
が
あ
り
、
突
然
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
小
説
が
言
及

さ
れ
る
と
思
う
と
、
次
に
は
ス
ペ
イ
ン
・
バ
ロ
ッ
ク
の
画
家
ス
ル
バ
ラ
ン

の
異
様
な
聖
女
像
が
図
示
さ
れ
る
。﹁
一
行
ず
つ
読
む
﹂
こ
と
は
、
た
だ

単
に
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
を
読
む
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
テ
ク
ス
ト

に
す
で
に
刷
り
こ
ま
れ
て
い
る
も
の
も
読
ん
だ
り
、
見
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
テ

ク
ス
ト
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
﹁
重
ね
書
き
用
紙
﹂
と
し
て
扱
わ
れ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

実
際
に
ラ
カ
ン
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
に
出
席
し
た
ひ
と
た
ち
の
証
言
に
よ
る

な
ら
ば
、
ラ
カ
ン
の
講
義
が
ど
れ
ほ
ど
異
様
で
、
魔
術
的
で
あ
っ
た
か
が

推
測
で
き
る
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ラ
バ
テ
は
、
数
百
人

が
出
席
し
て
い
た
と
い
う
ラ
カ
ン
の
講
義
に
は
、
そ
れ
を
テ
ー
プ
に
録
音

し
よ
う
と
し
て
﹁
マ
イ
ク
の
林
立
﹂︵the forest of m

icrophones

︶
が
出

現
し
た
と
書
い
て
い
る
︵Jean–M

ichel R
abaté, Lacan’s turn to Freud, in 

R
abaté ed., C

am
bridge com

panion to Lacan, C
am

bridge U
niversity Press, 

2003, p.1

︶
わ
れ
わ
れ
の
周
辺
に
﹁
マ
イ
ク
の
林
立
﹂
を
可
能
に
す
る
よ

う
な
講
義
・
講
演
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
か
つ
て
フ
ラ
ン
ス
の
右
翼
運

動
ア
ク
シ
オ
ン
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
指
導
者
で
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
・
モ
ー

ラ
ス
の
演
説
は
、
声
が
小
さ
く
、
ま
た
け
っ
し
て
上
手
で
も
な
か
っ
た
が
、

き
わ
め
て
魔
術
的
で
あ
り
、
聴
衆
は
そ
れ
に
陶
酔
し
た
と
い
う
が
、
若
い

ラ
カ
ン
も
彼
に
心
酔
し
て
い
た
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
ラ
カ
ン
に
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は
モ
ー
ラ
ス
の
遺
伝
子
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
の
ち

に
言
及
す
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
有
名
な
ヘ
ー
ゲ
ル
講
義

も
、
や
は
り
参
加
者
を
魅
了
す
る
も
の
で
、
彼
の
講
義
が
終
わ
る
と
、
聴

い
て
い
た
人
た
ち
は
茫
然
と
し
て
教
室
を
立
ち
去
っ
た
と
い
う
。
コ
ジ
ェ

ー
ヴ
と
親
し
か
っ
た
ラ
カ
ン
は
︵﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
﹂
で
も
、
た
と
え
ば
プ

ラ
ト
ン
に
関
し
て
彼
に
言
及
し
て
い
る
︶、
彼
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て

学
ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、﹁
行
為
遂
行
的
﹂︵perform

ative

︶
な
話
し
方
も

学
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。

　

ラ
カ
ン
と
デ
リ
ダ
の
思
想
を
結
び
つ
け
て
考
え
よ
う
と
し
た
著
作

︵R
ené M

ajor, Lacan avec D
errida, Flam

m
arion, 2001

︶ 

の
な
か
で
ル

ネ
・
マ
ジ
ョ
ー
ル
は
、﹁
過
去
数
十
年
の
思
想
空
間
の
変
化
は
、
ラ
カ
ン

な
し
で
は
、
ラ
カ
ン
の
挑
発
な
し
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
﹂
と
書
い
て

い
る
︵p.16

︶。
ま
た
マ
ジ
ョ
ー
ル
は
、
の
ち
に
述
べ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ジ

ュ
リ
ア
ン
の
コ
ロ
ッ
ク
で
の
報
告
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
で
も
、﹁
ラ
カ

ン
は
現
代
思
想
の
空
間
を
変
貌
さ
せ
た
﹂
と
反
復
し
て
い
る
し
︵É

tudes 

freudeiennes,N
o,33,1992,p.75

︶、
デ
リ
ダ
も
﹃
精
神
分
析
の
抵
抗
﹄︵
守

中
高
明
他
訳
、青
土
社
、二
〇
〇
七
︶
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹁
こ
の
十
数
年
の
間
に
思
考
の
空
間
を
変
容
さ
せ
得
た
も
の
の
何
一
つ
と

し
て
ラ
カ
ン
を
相
手
に
行
な
わ
れ
る
何
ら
か
の
対
決
＝
闡せ
ん

明め
い︵quelque 

explication avec Lacan

︶な
し
に
は
可
能
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。﹂︵p.90
︶

そ
れ
程
の
強
い
力
を
持
つ
ラ
カ
ン
の
よ
う
な
思
想
家
と
相
対
す
る
と
き
に

は
、﹁
打
ち
の
め
さ
れ
る
﹂
覚
悟
で
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
カ

ン
が
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
を
考
察
す
る
と
き
に
使
っ
た
と
い
う
﹃
ハ
ム
レ
ッ

ト
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
﹄
の
著
者
ド
ー
ヴ
ァ
ー・ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
﹁
ハ

ム
レ
ッ
ト
﹂
の
﹁
テ
ク
ス
ト
を
確
定
し
、
そ
の
す
べ
て
の
こ
と
ば
と
フ
レ

ー
ズ
と
格
闘
す
る
こ
と
﹂
が
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
に
つ
い
て
書
く
た
め
の
前

提
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︵D

over W
ilson, W

hat happens in H
am

let, 
C

am
bridge U

niversity Press,1935, p.13

︶。﹁
す
べ
て
の
フ
レ
ー
ズ
、
こ

と
ば
と
格
闘
す
る
﹂︵w

restle w
ith every phrase and w

ord

︶
と
い
う
の
は

き
わ
め
て
印
象
的
な
部
分
で
あ
る
。
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
も
マ
ル
ク

ス
解
釈
に
関
す
る
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
と
格
闘
し
た
と
い
う
が
、

﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
に
対
す
る
こ
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
﹁
格
闘
的
﹂
と
も
い
え

る
態
度
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
対
す
る
ラ
カ
ン
の
態
度
と
同
一
で
あ
る
。
ラ
カ

ン
に
対
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
方
法
を
踏
襲
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

ラ
カ
ン
の
思
想
の
「
転
回
」

　

ラ
カ
ン
の
思
想
の
展
開
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら

変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
﹁
転
回
﹂
と
す
る
研
究
者
が
存
在

す
る
。
Ｊ
・
Ｍ
・
ラ
バ
テ
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
ラ
カ
ン
に
、﹁
論
理
的
も

し
く
は
言
語
学
的
な
理
解
の
様
式
﹂
へ
の
移
行
︵shift

︶
が
あ
る
と
す
る

が︵Jean–M
ichel R

abaté, Lacan’s turn to Freud, in C
am

bridge com
panion 

to Lacan, C
am

bridge U
niversity Press, 2004, p.11

︶、一
般
に
は
そ
の
﹁
転

回
﹂
は
、
鏡
像
段
階
理
論
か
ら
記
号
空
間
理
論
へ
、
リ
マ
ジ
ネ
ー
ル
か
ら

ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
へ
と
ラ
カ
ン
の
関
心
が
転
回
し
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
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れ
て
い
る
。
ラ
カ
ン
の
三
領
域
論
に
つ
い
て
、
私
は
い
ま
ま
で
も
述
べ
る

機
会
が
あ
っ
た
が
、
反
復
を
厭
わ
ず
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
リ
マ
ジ

ネ
ー
ル
︵l’im

aginaire

︶
に
は
﹁
想
像
界
﹂
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
﹁
像
﹂︵
イ
マ
ー
ジ
ュim

age

︶
の
領
域
の
こ
と

で
あ
る
。
ラ
カ
ン
の
有
名
な
鏡
像
段
階
理
論
は
、
リ
マ
ジ
ネ
ー
ル
論
の
中

心
で
あ
る
。
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
は
、
言
語
を
中
心
と
す
る
記
号
、
し
た

が
っ
て
法
・
掟
・
慣
習
・
伝
統
な
ど
が
支
配
し
て
い
る
領
域
で
あ
り
、
む

し
ろ
現
実
世
界
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
の
思
想
に
つ
い
て
は
欧
米
で
は
す
で
に

何
冊
か
の
﹁
ラ
カ
ン
事
典
﹂
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
冊

で
﹁
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
﹂
の
項
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。﹁
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
は
、
法
・
契
約
、
社
会
的
・
親
族
的
構
造

と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
法
は
各
個
人
の
歴
史
に
ま
た
が
り
、
ル
・

サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。﹂︵A

 com
pendium

 of Lacanian 

term
s, Free A

ssoiation B
ooks, 2001, p.199

︶
そ
し
て
、﹁
こ
の
法
は
言
語

の
秩
序
︵order

︶
と
同
じ
で
あ
る
﹂
と
い
う
ラ
カ
ン
の
こ
と
ば
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
と
は
、
法
が
支
配
す
る
領

域
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
法
で
あ
り
、
誰
が
そ

の
法
を
決
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
﹁
ル
・
レ
エ
ル
︵le réel

︶
は
﹁
現
実
界
﹂
と
訳
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
現

実
の
世
界
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ

り
、
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
言
語
で
は
表
現
で
き
な
い
、
不
可
視
・

不
可
知
の
領
域
で
あ
る
。
ア
レ
ン
カ
・
ズ
パ
ン
チ
ッ
チ
︵
ジ
ジ
ェ
ク
と
同

じ
ス
ロ
ベ
ニ
ア
人
で
あ
る
︶
は
、
ル
・
レ
エ
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。﹁
ル
・
レ
エ
ル
は
わ
れ
わ
れ
に
不
可
能
な
も
の
と
し
て
生
じ

て
く
る
︵
わ
れ
わ
れ
は
不
可
能
な
も
の
と
し
て
の
ル
・
レ
エ
ル
に
遭
遇
す

る
︶﹂︵A

lenka Z
upancic, Ethics of the real, V

erso, 2000, p.235

︶。
ル
・

レ
エ
ル
は
基
本
的
に
は
﹁
物
﹂
を
示
す
ラ
テ
ン
語res

に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
も
具
体
的
な
﹁
事
物
﹂
で
は
な
く
、﹁
も
の
の
け
﹂
と

か
﹁
も
の
ぐ
る
い
﹂
と
い
う
ば
あ
い
の
﹁
も
の
﹂
に
近
い
。

　

こ
の
よ
う
な
三
領
域
論
を
前
提
に
す
る
と
、
ラ
カ
ン
の
い
わ
ゆ
る
﹁
転

回
﹂
は
、
リ
マ
ジ
ネ
ー
ル
か
ら
ル・サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
へ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ロ
レ
ン
ゾ
・
チ
ー
サ
も
、
そ
の
ラ
カ
ン
論
﹃
主
体
性
と
他
者
性
﹄
の
な
か

で
﹁
疎
外
﹂
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
こ
の
﹁
転
回
﹂
を
考
え
て
い
る
。﹁
主

体
は
像
へ
と
疎
外
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
言
語
へ
の
疎
外
と
重
な
っ
て
い

く
。﹂︵Lorenzo C

hiesa, Subjectivity and otherness, T
he M

IT
 Press, 2007, 

p.36

︶﹁
像
へ
の
疎
外
﹂
と
は
、
鏡
像
段
階
理
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
主
体
が
自
ら
を
映
す
鏡
の
像
に
自
分
を
同
一
化
さ
せ
る
こ
と

で
あ
り
、﹁
言
語
へ
の
疎
外
﹂
と
は
、
す
で
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
ル
・
サ

ン
ボ
リ
ッ
ク
に
自
ら
を
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
こ
の
ル
・
サ
ン
ボ
リ

ッ
ク
を
﹁
法
の
世
界
﹂
と
し
て
見
る
と
き
、
欲
望
と
法
を
結
び
つ
け
る
ラ

カ
ン
の
思
想
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。

ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
変
化

　

つ
ま
り
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
を
支
配
す
る
﹁
言
語
﹂
は
、
単
純
な
意

味
で
の
言
語
で
あ
る
以
上
に
、
命
令
し
、
支
配
す
る
言
語
で
あ
る
。
母
親
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の
表
情
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
愛
の
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
普
通
で

あ
る
が
、
同
時
に
彼
女
の
欲
望
の
表
現
で
あ
り
、
い
わ
ば
幼
児
に
命
令
す

る
記
号
で
あ
る
︵
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
﹁
欲
望
﹂
が
何
を
対
象
と
す
る
の
か

は
別
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
︶。
そ
う
い
う
意
味
の
言
語
で
あ
る
か

ら
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
概
念
を
使
う
な
ら
ば
、
単
に
事
実
や
事
象
を
記

述
す
る
﹁
事
実
確
認
的
﹂︵constative

︶
な
言
語
で
は
な
く
、
相
手
に
行

動
さ
せ
る
﹁
行
為
遂
行
的
﹂︵perform

ative

︶
な
言
語
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
は
、
単
な
る
﹁
事
実
確
認
的
﹂
言

語
の
領
域
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
﹁
権
力
﹂
が
か

か
わ
る
領
域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
は
、
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
の
有
名
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
国
家
装
置
の
概
念
と
つ
な
が
っ
て
い

る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
﹁
呼
び
か
け
﹂︵interpellation

︶
と
い
う
概
念

は
、
言
語
の
﹁
行
為
遂
行
的
﹂
機
能
な
し
で
は
行
使
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
、﹁
呼
び
か
け
の
声
﹂
の
例
と
し
て
﹁
お
い
、
お
ま

え
、
そ
こ
の
お
ま
え
！
﹂
と
い
う
警
官
と
思
わ
れ
る
男
の
声
を
示
し
て
い

る
︵
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
西
川
長
夫
他
訳
﹃
再
生
産
に
つ
い
て
﹄
平
凡
社
、

p.267

︶。
こ
れ
は
﹁
呼
び
か
け
﹂
の
背
後
に
国
家
権
力
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
てinterpellation

に
与
え
ら
れ
た
﹁
呼
び
か
け
﹂

と
い
う
訳
語
は
か
な
ら
ず
し
も
適
切
で
は
な
く
、む
し
ろ
﹁
命
令
的
発
言
﹂

と
い
う
訳
語
の
方
が
原
意
を
伝
え
て
い
る
。

　

一
九
五
七
年
ご
ろ
か
ら
の
ラ
カ
ン
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
で
は
、
こ
の
ル
・
サ

ン
ボ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
ラ
カ
ン
の
考
え
に
一
種
の
﹁
転
回
﹂
が
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
小
論
は
、
ラ
カ
ン
の
ル
・
サ
ン

ボ
リ
ッ
ク
を
再
考
す
る
作
業
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
カ
ン

は
、
そ
の
時
期
に
は
﹁
欲
望
﹂
を
中
心
に
考
え
て
い
た
。
一
九
五
八
年
か

ら
五
九
年
に
掛
け
て
の
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
の
テ
ー
マ
は
﹁
欲
望
と
そ
の

解
釈
﹂
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
欲
望
論
を
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
と
い
う
文

学
作
品
、
そ
こ
に
登
場
す
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
い
う
舞
台
上

の
人
物
を
材
料
に
し
て
展
開
し
た
。﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
と
そ
の
登
場
人
物

た
ち
は
、
す
で
に
フ
ロ
イ
ト
の
考
察
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
ラ
カ
ン
は
フ

ロ
イ
ト
と
そ
の
弟
子
で
、
フ
ロ
イ
ト
の
伝
記
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ア

ー
ネ
ス
ト
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
エ
ラ・

シ
ャ
ル
プ
な
ど
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
を
読
み
解
き
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
超
え
て

考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ラ
カ
ン
に
よ
る
と
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
欲
望
は
、
け

っ
し
て
﹁
母
﹂
を
対
象
と
す
る
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
的
・
無
意
識
的
・
性
的
欲

望
で
は
な
く
、﹁
母
の
欲
望
﹂、
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
欲
望
で
あ
る
。﹁
ハ
ム

レ
ッ
ト
の
欲
望
は
母
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
ど
う
理
解
す

る
か
が
鍵
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、﹁
権
力
﹂
と
い
う
論
点
が
絡
ん
で
い
る
。

ハ
ム
レ
ッ
ト
は
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
三
角
形
に
お
け
る
息
子
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
上
に
﹁
デ
ン
マ
ー
ク
国
王
の
息
子
﹂、﹁
王
子
﹂
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し

て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ラ
カ
ン
の
﹁
転
回
﹂
を
単
に
リ
マ
ジ
ネ
ー
ル
か
ら
ル
・
サ
ン

ボ
リ
ッ
ク
へ
の
転
回
と
し
て
考
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
私
は
も

し
も
ラ
カ
ン
に
﹁
転
回
﹂
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
は
異
な
る
次
元
の

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
に
つ
い

て
の
﹁
転
回
﹂
で
あ
る
。
従
来
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
は
﹁
父
の
名
﹂
に
よ



ラカンの記号空間

137

っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
父
は
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
父
と

み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ラ
カ
ン
の
一
九
五
八
～
五
九
年
の
﹁
セ
ミ

ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
で
は
、
既
に
一
九
五
六
年
か
ら
五
八
年
に
掛
け
て
の
﹁
セ
ミ

ネ
ー
ル
Ⅳ
、
Ⅴ
﹂
で
提
示
さ
れ
て
い
た
﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
母
﹂
が
改
め

て
重
視
さ
れ
る
。
ラ
カ
ン
は
ま
だ
こ
の
段
階
で
は﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
母
﹂

に
つ
い
て
理
論
的
な
基
礎
付
け
を
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
断
片
的

に
示
さ
れ
る
彼
の
見
解
を
集
め
て
判
断
す
る
と
、﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
父
﹂

に
代
わ
る
﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
母
﹂
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
を
示
唆

す
る
の
が
ラ
カ
ン
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
と
そ
れ
に
先
行
す
る
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル

Ⅳ
、
Ⅴ
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅳ
、
Ⅴ
﹂
と
ラ

カ
ン
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
で
あ
る
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
は
、﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ

ク
な
母
﹂
へ
と
い
う
彼
の
思
想
の
転
回
を
示
す
重
要
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論

　

ラ
カ
ン
の
書
い
た
も
の
、
語
っ
た
こ
と
を
検
討
す
る
と
き
に
見
え
て
く

る
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
﹁
フ
ロ
イ
ト
へ

の
回
帰
﹂
と
い
う
ラ
カ
ン
の
モ
ッ
ト
ー
に
は
、
重
層
的
な
意
味
が
あ
る
こ

と
も
確
か
で
あ
り
、
ラ
カ
ン
は
け
っ
し
て
フ
ロ
イ
ト
の
思
想
の
﹁
祖
述
﹂

を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
カ
ン
に
対
す

る
フ
ロ
イ
ト
の
力
は
き
わ
め
て
強
く
、
ラ
カ
ン
の
思
想
は
フ
ロ
イ
ト
の
思

想
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
意
志
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ラ
カ
ン
が
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
に
つ
い
て
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
を
行
な
っ
た

の
は
、
一
九
五
八
年
か
ら
五
九
年
に
掛
け
て
で
あ
る
。
そ
の
前
年
に
は

﹁
無
意
識
の
形
成
物
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅴ
﹂
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
は
き
わ
め
て
密
接
な
関

係
に
あ
る
。
た
だ
し
﹁
欲
望
と
そ
の
解
釈
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
セ
ミ

ネ
ー
ル
は
、﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
と
し
て
刊
行
が
予
告
さ
れ
て
は
い
る
が
、

二
〇
〇
八
年
十
二
月
現
在
で
は
未
刊
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
セ
ミ
ネ
ー

ル
の
Ⅰ
、
Ⅱ
はO

rnicar?

︵C
ham

p freudienne

の
機
関
誌
︶
の
二
十
四
号

︵
一
九
八
一
︶
に
、
Ⅲ
、
Ⅳ
は
二
十
五
号
︵
一
九
八
二
︶
に
、
Ⅴ
、
Ⅵ
、
Ⅶ

は
二
十
五
／
二
十
六
号
︵
一
九
八
三
︶
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿

で
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
使
う
こ
と
に
す
る
。﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
に
つ
い

て
は
、︵V

I, 4. 2

︶
の
よ
う
に
表
記
し
、
そ
れ
が
こ
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
の
第

４
回
で
２
と
表
示
さ
れ
た
部
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。﹁
セ
ミ
ネ

ー
ル
Ⅴ
﹂︵J. Lacan Sem

inaire, Les form
ations de l’inconscient, Seuil. 

1998

︶
を
引
用
す
る
と
き
は
、︵V

. 231

︶の
よ
う
に
表
記
し
、
巻
数
と
ペ

ー
ジ
数
を
示
す
。
な
お
、﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
の
Ⅴ
、
Ⅵ
、
Ⅶ
の
部
分
に
は

英
訳
が
あ
る
︵Shoshana Felm

an ed., Literature and psychoanalysis, T
he 

Johns H
opkins U

niversity Press,

一
九
八
二
、
た
だ
し
こ
の
英
訳
に
は
不

正
確
な
部
分
が
あ
り
、
ま
た
欠
落
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︶。

　

ラ
カ
ン
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
い
わ
ゆ

る
﹁
先
行
研
究
﹂
が
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
ラ
カ
ン
研
究
者
、
ラ
カ

ン
に
関
心
を
持
つ
人
た
ち
も
、
ま
だ
こ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
に
つ
い
て
十
分

な
考
察
を
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
す
で
に
言
及
し
た
ア
レ
ン
カ
・

ズ
パ
ン
チ
ッ
チ
に
も
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
触
れ
た
﹁
ラ
カ
ン
に
お
け
る
倫
理
と
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悲
劇
﹂
が
あ
る
。
ズ
パ
ン
チ
ッ
チ
は
、﹁
行
動
と
欲
望
の
関
係
﹂
が
、
倫

理
を
規
定
す
る
と
い
う
ラ
カ
ン
の
立
場
を
説
明
し
、
こ
の
問
題
が
演
劇
と

関
連
す
る
と
説
く
。
演
劇
が
行
動
︵action

︶
の
場
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
的
な
考
え
で
あ
る
。
ズ
パ
ン
チ
ッ
チ
は
、
こ
の
論
文
の
な
か
で

﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂﹁
ア
ン
チ
ゴ
ー
ネ
﹂
の
問
題
が
﹁
欲
望
の
袋
小
路
、
こ

の
袋
小
路
に
対
処
す
る
方
法
﹂
の
具
体
的
な
提
示
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
︵A

lenka Z
upancic, E

thics and tragedy in Lacan, in T
he C

am
bridge 

com
panion to Lacan, C

am
bridge U

niversity Press, 2003, p.174

︶。
ズ
パ

ン
チ
ッ
チ
が
﹁
欲
望
の
袋
小
路
﹂
と
い
う
の
は
、
彼
女
に
と
っ
て
﹁
不
可

能
な
も
の
、
ル
・
レ
エ
ル
を
目
指
す
も
の
が
欲
望
で
あ
る
﹂
か
ら
で
あ
る
。

パ
メ
ラ
・
タ
イ
テ
ル
の
﹃
ラ
カ
ン
と
文
学
批
評
﹄︵
市
村
卓
彦
他
訳
、
せ

り
か
書
房
、
一
九
八
七
︶
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
い
な
い
が
、
そ
れ
は
お
そ

ら
く
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
﹂
の
テ
ク
ス
ト
が
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
言
及
し
た
ブ
ル
ー
ス
・
フ
ィ
ン
ク
に
も
﹁
ラ
カ

ン
と
と
も
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
読
む
﹂
と
い
う
論
文
が
あ
る
︵B

ruce Fink, 

R
eading H

am
let w

ith L
acan ,in W

illy A
pollon,R

ichard Feldstein ed., 
Lacan ,politics, aesthetics, State U

niversity of N
ew

 York, 1996,
以
下
こ

の
論
文
はR

H

と
略
記
す
る
︶。
フ
ィ
ン
ク
は
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
、
ラ

カ
ン
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
が
﹁
欲
望
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
、
シ
ン
ボ
ル

的
な
去
勢
に
お
い
て
何
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
か
を
テ
ー
マ
に
し
て
い

る
﹂
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、﹁
ラ
カ
ン
に
よ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
こ

の
テ
ク
ス
ト
︵﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂︶
の
探
求
の
方
法
は
、
見
た
と
こ
ろ
異
様

で
あ
る
﹂
と
し
︵R

H
. 181

︶、
ラ
カ
ン
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
解
釈
が
き
わ
め
て

異
色
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。﹁
異
様
﹂︵strange

︶
と
フ

ィ
ン
ク
が
い
う
の
は
、
そ
れ
が
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
基

づ
か
な
い
解
釈
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
ラ
カ
ン
の
思
想
の
﹁
転

回
﹂
を
見
る
べ
き
で
あ
り
、
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ィ
ン
ク

は
、
ラ
カ
ン
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
が
、﹁
欲
望
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
か
、

サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
去
勢
は
何
か
﹂
と
い
う
問
題
の
探
索
で
あ
る
と
規
定

す
る
︵R

H
. 183

︶。
フ
ィ
ン
ク
の
こ
の
問
題
設
定
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
。

欲
望
と
去
勢
と
い
う
ふ
た
つ
の
テ
ー
マ
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が

フ
ィ
ン
ク
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
Ｊ
・
Ｍ
・
ラ

バ
テ
も
ラ
カ
ン
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
ラ
カ
ン
に
と
っ
て
は
、
こ
の
劇
の
謎
を

解
く
鍵
が
﹁
母
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
欲
望
、
も
し
く

は
彼
女
の
享
楽
の
隠
さ
れ
た
源
泉
﹂
に
あ
る
と
説
く
︵p.21

︶。
つ
ま
り
こ

の
劇
を
解
読
す
る
鍵
は
﹁
欲
望
﹂
と
﹁
享
楽
﹂
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
で
は
﹁
母
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
欲
望
と
享
楽
﹂
と
は
ど
う
い
う

も
の
な
の
か
。
ラ
バ
テ
自
身
が
﹁
し
か
し
な
が
ら
欲
望
は
あ
ら
ゆ
る
緊
張

と
矛
盾
を
含
む
ひ
と
つ
の
神
話
的
概
念
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
て
、
解
読

は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
カ
ン
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
セ
ミ
ネ

ー
ル
で
は
、﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
欲
望
は
母
︵
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
︶
の
欲
望
で
あ

る
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
反
復
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
﹂

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
カ
ン
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の

母
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
に
考
察
の
焦
点
を
あ
て
よ
う
と
す
る
。
Ｔ
・
Ｖ
・
ペ
ル
ト
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も
、
ラ
カ
ン
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
の
差
異
は
、﹁
こ
の
劇
に

お
け
る
母
の
役
割
に
つ
い
て
の
見
方
の
差
異
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

︵Tam
ise V

an Pelt, T
he other side of desire, SU

N
Y, 2000, p.94

以
下
で

引
用
す
る
と
き
は
Ｏ
Ｄ
と
略
記
す
る
︶。﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
欲
望
は
母
ガ
ー

ト
ル
ー
ド
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
、
ま
た
そ
れ
を
一
般
化
し
た

か
た
ち
で
﹁
主
体
の
欲
望
は
大
文
字
の
他
者
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
テ

ー
ゼ
が
、
こ
の
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
で
は
反
復
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
ふ
た
つ
の
テ
ー
ゼ
を
結
び
つ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ラ
カ
ン
の
欲
望
論
を

探
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
テ
ー
ゼ
を
単
純
に
結
合
し
て

﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
と
﹁
主
体
﹂
と
い
う
ふ
た
つ
の
主
語
を
消
去
す
れ
ば
、﹁
母

の
欲
望
は
大
文
字
の
他
者
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
元
来
、

﹁
大
文
字
の
他
者
﹂
と
は
、
不
可
視
・
不
可
解
な
領
域
と
し
て
の
ル
・
レ

エ
ル
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
﹁
父
﹂
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
い
ま
や
﹁
母
﹂
の
側
へ
と
中
心
が
移
動
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

こ
そ
が
ラ
カ
ン
の
思
想
の
重
要
な
﹁
転
回
﹂
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
ラ

バ
テ
は
﹁
ラ
カ
ン
の
い
う
大
文
字
の
他
者
は
ほ
と
ん
ど
母
に
よ
っ
て
具
体

化
さ
れ
て
い
る
﹂︵p.21

︶
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ル
・
サ

ン
ボ
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
見
方
の
変
化
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
的
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
か
ら
の
離
脱

　

し
か
し
こ
の
段
階
で
は
、
母
の
欲
望
の
対
象
が
何
で
あ
る
の
か
は
明
確

で
は
な
い
。﹁
欲
望
﹂
は
ラ
カ
ン
の
考
察
の
中
心
に
あ
る
も
の
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
ま
た
ラ
カ
ン
が
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ｘ
﹂
で
﹁
欲
望
の
対
象
の
確
定

は
難
し
い
﹂︵X

, 67

︶
と
い
い
つ
つ
、
同
時
に
﹁
解
釈
に
お
い
て
現
れ
る

欲
望
﹂︵X

. 68

︶
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
欲
望
の
対
象
は
な
か
な
か
把
握
で
き
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
﹁
欲
望
の
解
釈
﹂
が
求
め
ら
れ
る
。﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
の
テ

タ
イ
ト
ル
が
﹁
欲
望
と
そ
の
解
釈
﹂
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
想
起
す
る
べ

き
で
あ
る
。﹁
欲
望
の
解
釈
﹂
と
は
、
欲
望
の
言
説
化
で
あ
る
。
対
象
を

言
説
化
し
て
い
く
こ
と
が
哲
学
の
仕
事
で
あ
る
と
す
る
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が

解
読
し
た
限
り
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。﹁
主
体
の

欲
望
は
大
文
字
の
他
者
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
そ
の
も
の
も
き

わ
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
。

　
﹁
主
体
の
欲
望
が
大
文
字
の
他
者
の
欲
望
で
あ
る
﹂
す
る
な
ら
ば
、
主
体

の
欲
望
の
対
象
は
、
大
文
字
の
他
者
の
欲
望
の
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
フ

ィ
ン
ク
は
、
大
文
字
の
他
者
の
欲
望
の
対
象
は
﹁
神
秘
的
﹂
で
あ
り
、﹁
ひ

と
つ
の
未
知
の
も
の
﹂︵an unknow

n

︶で
あ
る
と
す
る︵R

H
. 192

︶。﹁
大

文
字
の
他
者
﹂
そ
の
も
の
が
不
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
フ
ロ
イ
ト
、

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
と
の
差
異
が
見
え
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、

フ
ロ
イ
ト
で
は
﹁
主
体
の
欲
望
は
他
者
の
欲
望
で
あ
る
﹂、あ
る
い
は
﹁
ハ

ム
レ
ッ
ト
の
欲
望
は
母
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
考
え
は

出
て
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
﹃
夢
判
断
﹄︵
一
九
〇
〇
︶

の
な
か
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
、

オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
を
持
つ
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
い
う
立
場
で
あ

る
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
は
、
父
で
あ
る
王
を
殺
し
て
、
母
と
結
婚
し
た
い
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と
い
う
無
意
識
の
欲
望
が
あ
っ
た
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
的
な
解
釈
は
、
そ

の
後
の
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
の
演
出
に
さ
え
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ら
し

い
。﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
第
三
幕
第
二
場
で
、
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
が
ハ
ム

レ
ッ
ト
に
母
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
依
頼
を
伝
え
る
場
面
が
あ
る
。
野
島
秀
勝

訳
﹃
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹄︵
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
︶
で
は
、
こ
の
場
面
に
つ

い
て
の
次
の
よ
う
な
ス
ペ
ン
サ
ー
の
見
解
が
訳
注
と
し
て
付
け
ら
れ
て
い

る
。﹁
お
部
屋
︵closet
︶
は
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
私
室
で
あ
っ
て
、
寝
室
で

は
な
い
。
現
代
の
演
出
家
は
お
う
お
う
に
し
て
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
オ
ィ
デ

ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
強
調
す
る
た
め
の
寝
室
に
変
え
て
い
る
。﹂

︵p.179

︶
同
じ
こ
と
は
す
で
に
言
及
し
た
ペ
ル
ト
も
述
べ
て
い
る
。
ペ
ル

ト
は
ロ
ー
レ
ン
ス
・
オ
リ
ヴ
ィ
エ
に
よ
る
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
の
演
出
が
﹁
オ

イ
デ
ィ
プ
ス
的
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
﹂
で
あ
り
、
原
作
の
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
私

室
︵closet

︶
を
や
は
り
寝
室
に
変
え
て
い
る
と
指
摘
す
る
︵SD

,

ｐ

.108

︶。

フ
ロ
イ
ト
以
来
、﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
は
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス

の
具
体
的
な
表
現
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
が
﹁
常
識
化
﹂
し
て
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
カ
ン
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
解
釈
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
も
ち

ろ
ん
ラ
カ
ン
は
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
う
概
念
そ
の
も

の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
ラ
カ
ン
の
﹁
欲
望
﹂
に
つ
い
て
の
考
え
は
、

フ
ロ
イ
ト
の
こ
の
概
念
と
直
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
ラ
カ
ン
の
基
本
的
な
立
場
は
﹁
フ
ロ
イ
ト
へ
の
回
帰
﹂
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
け
っ
し
て
フ
ロ
イ
ト
を
絶
対
視
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
ラ
カ
ン
は
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
悲
劇
は
欲
望
の
悲
劇
で
あ
る
﹂
と
、﹁
セ

ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
の
Ⅱ
の
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
。
こ
の
﹁
欲
望
﹂
は
、
ハ
ム

レ
ッ
ト
自
身
の
欲
望
で
は
な
く
、
す
な
わ
ち
母
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
欲
望
で

あ
る
が
、
元
来
﹁
主
体
の
欲
望
は
他
者
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
の
欲
望
の
対
象
は
何
か
。
す
で
に
ラ
カ
ン
は
ハ

ム
レ
ッ
ト
の
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
的
欲
望
、
つ
ま
り
母
へ
の
無
意
識
的
・
潜
在

的
な
欲
望
を
否
定
し
、﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
に
お
い
て
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
の

欲
望
は
、
母
に
対
す
る
欲
望
で
は
な
く
、
母
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
明
言
し

て
い
る
︵V

I. 3. 2

︶。
そ
し
て
、
こ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
で
展
開
さ
れ
て
い

る
欲
望
論
は
、﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ｖ
﹂
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
、﹁
子
ど
も

が
欲
望
す
る
の
は
、
母
で
は
な
く
、
母
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ

の
具
体
化
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
あ
る
の
は
、﹁
私
は
他
者
で
あ
る
﹂

と
い
う
ラ
カ
ン
の
最
も
基
本
的
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

　
﹁
母
の
欲
望
﹂
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、﹁
父
﹂
の
存
在
が
軽
視

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
ラ
カ
ン
の
い
わ
ゆ

る
三
領
域
論
と
深
く
関
連
す
る
。
一
九
九
一
年
に
﹁
フ
ロ
イ
ト
を
読
む
ラ

カ
ン
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
開
か
れ
た
コ
ロ
ッ
ク
で
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ジ

ュ
リ
ア
ン
の
報
告
﹁
ラ
カ
ン
の
三
領
域
論
の
起
源
﹂
は
そ
の
点
で
き
わ

め
て
興
味
あ
る
論
点
を
提
示
し
て
い
る
︵Philippe Jullian, L’origine de la 

triade lacanienne, in Lacan,lecteur de Freud, É
tudes freudiennes, N

o33, 
1992 

︶。
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
ラ
カ
ン
の
三
領
域
論
で
示
さ
れ
る
リ
マ
ジ
ネ
ー

ル
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
、
ル
・
レ
エ
ル
と
い
う
概
念
の
起
源
が
、
フ
ロ
イ

ト
の
﹁
ト
ー
テ
ム
と
タ
ブ
ー
﹂
で
示
さ
れ
た
﹁
父
の
イ
マ
ゴ
﹂︵l’im

ago 

paternelle
︶
に
あ
る
と
す
る
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
よ
る
と
、
一
九
五
一
年
あ
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た
り
の
ラ
カ
ン
は
、
こ
の
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
か
ら
、
ま
ず
﹁
イ
マ
ジ
ネ
ー

ル
な
父
﹂と
い
う
考
え
を
導
き
出
す
。
そ
れ
は﹁
父
の
イ
マ
ゴ
﹂で
あ
る
が
、

こ
の
イ
マ
ゴ
が
﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
父
﹂、
つ
ま
り
家
族
を
保
護
し
、
支

配
し
、
管
理
す
る
﹁
権
力
﹂
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
﹁
父
﹂
へ
と
転
換
し

て
い
く
。
ラ
カ
ン
の
い
う
﹁
父
の
名
﹂
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
の
サ
ン

ボ
リ
ッ
ク
な
、
つ
ま
り
法
的
・
規
範
的
な
も
の
と
し
て
の
﹁
父
の
名
﹂
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
父
の
権
威
は
し
だ
い
に
低
下
す
る
。
ジ
ュ

リ
ア
ン
は
﹁
父
の
イ
マ
ゴ
の
社
会
的
凋
落
﹂︵le declin social de l’im

ago 

paternelle

︶と
い
う
ラ
カ
ン
の
こ
と
ば
を
反
復
し
て
引
用
す
る︵p.63

︶。﹁
家

族
的
な
つ
な
が
り
で
あ
る
以
前
の
、
本
質
的
に
は
政
治
的
・
宗
教
的
な
つ

な
が
り
の
基
礎
を
作
る
も
の
で
あ
る
限
り
で
の
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
父
﹂
が

い
ま
や
凋
落︵declin

︶し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
は
﹁
社
会
的
﹂

と
い
う
こ
と
ば
を
め
っ
た
に
使
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
見
解
は
き
わ
め

て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
こ
れ
は﹁
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
の
凋
落
﹂

を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
そ
れ
に
代
わ

る
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
登
場
に
つ
い
て
論
じ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
ジ
ュ
リ

ア
ン
は
﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
父
﹂
の
退
場
に
つ
い
て
は
語
っ
た
が
、﹁
サ

ン
ボ
リ
ッ
ク
な
母
﹂
の
登
場
を
見
届
け
て
は
い
な
い
。
そ
の
欠
落
を
補
う

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
ド
イ
ツ
の
ラ
カ
ン
研
究
者
で
精
神
科
医
で
も

あ
る
と
い
う
レ
グ
ラ
・
シ
ン
ド
ラ
ー
は
論
文
集
﹃
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る

ラ
カ
ン
﹄︵
ラ
カ
ン
が
ド
イ
ツ
語
圏
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
そ
し

て
特
に
フ
ロ
イ
ト
が
活
躍
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ

て
い
る
か
は
、
き
わ
め
て
興
味
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
︶
に
収
め
ら
れ
た
論

文
﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
母
と
レ
エ
ル
な
父
﹂
に
お
い
て
、﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ

ク
な
母
﹂
を
前
面
に
出
し
て
論
じ
て
い
る
。
彼
女
は
、﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク

な
父
と
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
母
﹂
と
い
う
、
い
わ
ば
固
定
化
さ
れ
た
対
立
概

念
か
ら
ラ
カ
ン
が
早
く
か
ら
離
脱
し
て
い
た
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
い
て

い
る
。﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
母
と
レ
エ
ル
な
父
が
、
一
九
五
〇
年
代
後
半

の
ラ
カ
ン
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
と
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
た
の
を
誰
も
否
定
で
き
な

い
。﹂︵R

egula Schindler, Sym
bolic M

other–R
eal Father, in E

. Stew
art, 

M
. Jaanus, R

. Feldstein eds., L
acan in the G

erm
an–speaking w

orld, 

SU
N

Y,2004

︶ 

こ
こ
に
は
、
い
わ
ば
﹁
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
か
ら
ガ
ー
ト
ル
ー

ド
へ
﹂
と
い
う
動
き
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
シ
ン
ド
ラ
ー
の

こ
の
論
文
で
も
、﹁
レ
エ
ル
な
父
﹂の
実
体
は
不
明
確
で
あ
る
。そ
れ
は﹁
ル
・

レ
エ
ル
﹂
そ
の
も
の
の
不
可
知
性
と
関
係
す
る
。

　

ラ
カ
ン
の
い
う﹁
欲
望
﹂は
、主
体
の
欲
望
で
は
な
く
、﹁
大
文
字
の
他
者
﹂

の
欲
望
で
あ
り
、﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
の
ば
あ
い
は
、﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
欲
望

は
母
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
し
て
具
体
化
さ

れ
る
。﹁
大
文
字
の
他
者
の
欲
望
﹂
と
い
う
概
念
は
、
一
九
六
〇
年
に
ラ

ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
で
行
わ
れ
た
コ
ロ
ッ
ク
で
の
ラ
カ
ン
の
報
告
に
も
見
え
て

い
る
。
そ
れ
は
﹁
主
体
の
転
覆
と
欲
望
の
弁
証
法
﹂
と
い
う
報
告
で
あ

る
。
そ
こ
で
も
﹁
人
間
の
欲
望
は
大
文
字
の
他
者
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い

う
テ
ー
ゼ
が
反
復
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
﹁
無
意
識
は
大
文
字

の
他
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
﹂
と
い
う
規
定
も
し
て
い
るJ. Lacan 

E
crits, Seuil., 1966, p.814

︶。
こ
の
﹁
主
体
の
欲
望
は
大
文
字
の
他
者
の
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欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
意
味
に
つ
い
て
フ
ィ
ン
ク
は
英
訳
で
の

訳
注
で
、﹁
大
文
字
の
他
者
の
欲
望
﹂
は
﹁
大
文
字
の
他
者
へ
の
欲
望
﹂

と
も
解
釈
で
き
る
と
し
て
い
る
︵Lacan, E

crits, tr.by B
ruce Fink,838

︶。

ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
変
化

　

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
﹁
大
文
字
の
他
者
の
︵
へ
の
︶
欲
望
﹂、﹁
母

の
欲
望
﹂
が
ど
う
い
う
も
の
か
は
ま
だ
明
確
で
な
い
。
こ
の
問
題
の
解
明

に
示
唆
を
与
え
る
の
は
、
や
は
り
﹁
無
意
識
の
形
成
物
﹂
を
テ
ー
マ
と
す

る
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅴ
﹂
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
ラ
カ
ン
は
欲
望
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
重
要
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。﹁
欲
望
の
世
界

に
入
る
こ
と
は
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
、
彼
方
に
あ
る
何
か
か
ら
与
え
ら

れ
た
法
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂︵V.243
︶。﹁
彼
方
﹂︵au-delà

︶
が

何
か
は
不
明
瞭
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
ル
・
レ
エ
ル
で
は
な
い
か
と
推
察

す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
し
て
ラ
カ
ン
は
、
そ
の
法
が
﹁
処
罰

棒
に
よ
る
法
﹂︵la loi de la schlague

︶
で
あ
る
と
す
る
。schlague

は
お

そ
ら
く
ド
イ
ツ
語
のSchlag

か
ら
来
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
白
水
社
の
﹃
大

仏
和
辞
典
﹄
に
よ
る
と
﹁
ド
イ
ツ
の
兵
学
校
・
刑
務
所
で
処
罰
の
た
め
に

使
わ
れ
た
棒
﹂
で
あ
る
。
日
本
の
旧
海
軍
で
使
わ
れ
た
﹁
精
神
棒
﹂
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
欲
望
の
世
界
を
支
配
し
て
い
る
法
は
暴

力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
暴
力
の
根
源
は
﹁
彼
方
に

存
在
す
る
何
か
﹂︵quelque chose qui existe au delà

︶
で
あ
る
。

　

ラ
カ
ン
は
欲
望
と
法
と
を
結
び
つ
け
る
こ
の
立
場
を
す
で
に
一
九
六
二

年
度
の
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ｘ
﹂
に
お
い
て
も
明
確
に
示
し
て
い
た
。
こ
の
セ

ミ
ネ
ー
ル
は
﹁
不
安
﹂︵angoisse

︶
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で

も
ラ
カ
ン
は
フ
ロ
イ
ト
に
依
拠
し
つ
つ﹁
欲
望
と
法
は
同
じ
も
の
で
あ
る
﹂

︵X
. 98

︶
と
主
張
す
る
。
法
が
支
配
し
て
い
る
世
界
と
は
ル
・
サ
ン
ボ
リ

ッ
ク
で
あ
る
。
そ
し
て
﹁
彼
方
﹂
は
、
す
で
に
推
測
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

お
そ
ら
く
ル
・
レ
エ
ル
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
ハ

ム
レ
ッ
ト
の
欲
望
は
母
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
欲
望
で
あ
る
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ

の
意
味
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
﹁
欲
望
﹂
が
単
な
る
性
的

な
欲
望
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ

し
て
こ
の
段
階
で
ラ
カ
ン
が
﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
母
﹂
と
い
う
概
念
を
提

示
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
で
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ジ

ュ
リ
ア
ン
は
ラ
カ
ン
の
三
領
域
論
の
起
源
が
、
父
・
母
そ
れ
ぞ
れ
の
三
分

法
に
由
来
す
る
と
い
う
説
を
示
し
て
い
た
。
通
常
は
、﹁
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル

な
母
、
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
父
﹂
と
い
う
よ
う
に
対
比
さ
せ
る
が
、
ラ
カ
ン

は
す
で
に
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ｖ
﹂
に
お
い
て
﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
母
﹂
と
い

う
概
念
を
示
し
て
い
る
︵V. 172

︶。
ラ
カ
ン
は
﹁
子
ど
も
が
母
の
欲
望
に

依
存
し
て
い
る
限
り
で
の
母
と
子
の
関
係
﹂︵V. 81

︶
が
存
在
す
る
と
し
、

そ
こ
に
﹁
母
の
最
初
の
サ
ン
ボ
ル
化
﹂︵la prem

ière sym
bolisation de la 

m
ère

︶
が
あ
る
と
考
え
る
︵V.181

︶。
こ
の
﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
母
﹂
の

概
念
を
具
体
的
に
展
開
さ
せ
た
の
が
、﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
つ
ま
り
﹁
ハ

ム
レ
ッ
ト
﹂
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

　

こ
の
段
階
で
す
で
に
﹁
母
﹂
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
生
物
学
的
な
意
味

で
の
﹁
生
み
の
親
﹂
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
て
い
る
の
は
、
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ま
さ
し
く
﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
母
﹂、
つ
ま
り
命
令
し
、
管
理
す
る
母
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
﹁
母
の
背
後
に
は
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
す
べ
て
が

あ
り
、
母
は
そ
れ
に
依
存
し
て
い
る
﹂︵V. 182

︶
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ラ
カ
ン
の
欲
望
論
の
中
心
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
は
、
さ
ら
に
﹁
大
文
字
の
他
者
の
欲
望
、
そ
れ
は
母
の
欲
望
で
あ

る
﹂︵V. 183

︶
と
規
定
す
る
。
い
ま
ま
で
﹁
大
文
字
の
他
者
﹂
は
、﹁
父

の
名
﹂
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
が

こ
こ
で
は
否
定
さ
れ
る
。
ラ
カ
ン
の
﹁
大
文
字
の
他
者
に
と
っ
て
、
そ
れ

と
は
別
の
大
文
字
の
他
者
は
な
い
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
で
も
そ
れ
が
反
復
さ
れ
る
︵V

I. 5.2

︶。﹁
大
文

字
の
他
者
﹂
は
絶
対
的
で
あ
る
。
そ
し
て
ラ
カ
ン
は
﹁
こ
の
劇
︵﹁
ハ
ム

レ
ッ
ト
﹂︶
は
、
母
と
い
う
大
文
字
の
他
者
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
﹂

と
明
確
に
述
べ
て
い
る︵V

IV
I. 5.1

︶。
こ
の
よ
う
に
し
て﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂

の
主
役
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
は
な
く
、
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
フ
ロ
イ
ト
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂

解
釈
の
否
定
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
が
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
を
演
出
す
る
と
す
れ

ば
、
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
﹁
私
室
﹂
は
、
王
の
執
務
室
に
変
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

去
勢
す
る
ワ
ニ
母

　

ラ
カ
ン
が
オ
ィ
デ
ィ
プ
ス
の
凋
落
か
ら
ど
の
よ
う
に
﹁
母
﹂
の
役
割
を

重
視
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
最
初
の
段
階
で
は
、
ラ
カ
ン

は
母
を
父
の
代
理
と
見
な
す
立
場
を
残
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
﹁
セ
ミ
ネ

ー
ル
Ｖ
﹂
で
は
、﹁
父
が
許
容
し
、
権
威
付
け
す
る
限
り
に
お
い
て
、
父

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
母
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
る
﹂︵V. 215

︶
と
し
て
い
る
。

ま
た
母
の
役
割
は
副
次
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
し
だ
い
に
母
の
役
割
が
重
要
性
を
増
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
同

じ
﹁
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ｖ
﹂
で
も
、﹁
父
的
な
超
自
我
﹂
と
﹁
母
的
な
超
自
我
﹂

が
並
立
さ
れ
て
い
る︵V. 162

︶。
ラ
カ
ン
が
フ
ロ
イ
ト
の
概
念
で
あ
る﹁
超

自
我
﹂
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
は
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

一
応
は
そ
れ
が
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
超
自
我
の
領
域
は
、
一
種
の
法
の
世
界
だ
か

ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
﹁
母
﹂
が
主
役
に
な
る
の
が
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
と
い

う
﹁
欲
望
の
悲
劇
﹂
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
い
ま
や
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂

の
主
役
に
な
っ
た
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
は
、﹁
ワ
ニ
母
﹂︵K

rokodilem
utter

︶

で
あ
る
。
こ
の
﹁
ワ
ニ
母
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
、
す
で
に
触
れ
た
シ
ン
ド

ラ
ー
の
論
文
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
出
典
は
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明

で
あ
る
。﹁
悪
意
が
あ
り
、
何
で
も
食
べ
て
し
ま
う
こ
の
ワ
ニ
母
は
、
子

ど
も
た
ち
と
そ
の
父
を
食
べ
る
時
を
狙
っ
て
い
る
﹂︵p.105

︶
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
﹁
去
勢
す
る
母
﹂
で
あ
り
、
フ
ロ
イ
ト
が
﹁
不
気
味
な
も
の
﹂
で

論
じ
た
ホ
フ
マ
ン
の
﹁
砂
男
﹂
に
登
場
す
る
﹁
半
月
に
住
む
男
﹂
と
重
な

る
。
い
ま
ま
で
﹁
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
父
﹂
が
引
き
受
け
て
い
た
﹁
去
勢
﹂

の
仕
事
を
、﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
で
は
母
が
代
わ
っ
て
実
行
す
る
。
ラ
カ
ン

は
こ
の
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
﹂
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
お
い
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て
は
必
然
的
な
去
勢
が
あ
る
﹂
と
予
告
し
て
い
た
︵V

I .I

︶。
ラ
カ
ン
は

も
っ
と
恐
ろ
し
い
母
を
登
場
さ
せ
る
。
そ
れ
はle vagin denté ( toothed 

vagina)
を
持
つ
母
で
あ
る
︵V. 211

︶。
こ
の
﹁
去
勢
す
る
母
﹂
が
ル
・
サ

ン
ボ
リ
ッ
ク
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
のle vagin denté

は
レ
ヴ
ィ
ス
ト
ロ

ー
ス
の
﹃
生
の
も
の
と
料
理
し
た
も
の
﹄
に
も
出
て
く
る
︵Levi-Strauss, 

Le cru et le cuit, Plon, p.121

︶。

　
﹁
去
勢
す
る
母
﹂
が
、
去
勢
の
対
象
と
す
る
の
は　

い
う
ま
で
も
な
く

フ
ァ
ロ
ス︵phallus

︶で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
の
ば
あ
い
、
そ

れ
は
誰
の
フ
ァ
ロ
ス
な
の
か
。
こ
こ
ま
で
の
解
釈
を
連
続
さ
せ
れ
ば
、
そ

れ
は
ま
ず
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
父
の
フ
ァ
ロ
ス
で
あ
り
、
彼
が
殺
さ
れ
た
あ
と

は
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
フ
ァ
ロ
ス
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
は
﹁
セ

ミ
ネ
ー
ル
Ⅵ
﹂
で
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
と
い
う
こ
と
ば
が
フ
ァ
ロ
ス
と
関
連
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。そ
し
て
フ
ァ
ロ
ス
は
究
極
的
に
は﹁
我

ら
の
父
﹂、
つ
ま
り
神
で
あ
る
。
し
か
し
ラ
カ
ン
に
お
け
る
フ
ァ
ロ
ス
の

意
味
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
解
明
さ
れ
な
い
部
分
の
方
が
多
い
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
改
め
て
論
じ
た
い
が
、
最
後
に
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク

な
親
、
つ
ま
り
政
治
的
な
も
の
が
か
ら
む
父
・
母
の
問
題
に
関
し
て
、
付

言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ラ
カ
ン
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

た
ま
さ
に
そ
の
こ
ろ
、
つ
ま
り
一
九
五
六
年
に
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

ハ
ム
レ
ッ
ト
論
﹃
ハ
ム
レ
ッ
ト
も
し
く
は
ヘ
カ
ベ
﹄︵
細
見
基
訳
、
み
す

ず
書
房
、
一
九
九
八
︶
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
が
こ

の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
を
読
ん
だ
と
は
思
え
な
い
が
、
シ
ュ
ミ

ッ
ト
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
は
、﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
を
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
政

治
状
況
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
た
も
の
と
し
て
解
読
す
る
も
の
で
あ
り
、

ラ
カ
ン
の
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹂
論
と
共
通
の
認
識
が
あ
る
。
些
細
な
こ
と

か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
ふ
た
り
は
い
ず
れ
も
ド
ー
ヴ
ァ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ

ン
の
﹃
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
﹄︵D

over W
ilson, W

hat 

happens in H
am

let, C
am

bridge U
niversity Press, 1935

︶
を
参
考
文
献
と

し
て
使
っ
て
い
る
。
同
じ
文
献
を
用
い
な
が
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
政
治
的

な
も
の
へ
と
向
か
い
、
ラ
カ
ン
は
い
わ
ば
そ
の
政
治
的
な
も
の
を
支
え
る

ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
が
母
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い

た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
現
実
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
に
対
応
す
る
も

の
な
の
か
。

　

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、﹁
社
会
的
空
間
と
シ
ン
ボ
ル
的
空
間
﹂
の

対
応
と
い
う
考
え
方
を
﹃
実
践
的
理
性
﹄
に
お
い
て
示
し
て
い
る
。
こ

れ
は
下
部
構
造
と
上
部
構
造
と
い
う
考
え
方
の
変
形
で
あ
る
が
、
ブ
ル

デ
ュ
ー
は
そ
れ
を
．
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
か
ら
継
承
し
た
﹁
身
体
技
法
﹂

の
概
念
と
組
み
合
わ
せ
て
﹃
結
婚
戦
略
﹄︵
丸
山
茂
他
訳
、
藤
原
書
店
、

二
〇
〇
七
︶
に
お
い
て
展
開
し
た
。
社
会
的
・
現
実
的
な
も
の
が
シ
ン
ボ

ル
的
な
も
の
、
た
と
え
ば
農
民
の
歩
き
方
と
い
っ
た
﹁
身
体
技
法
﹂
に
示

さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
の
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
も
、
あ

る
い
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
こ
の
概
念
を
使
う
と
さ
ら
に
明
確
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
ラ
カ
ン
に
関
す
る
多
く
の
問
題
が
ま
だ
未
解
決
の
状

態
に
あ
る
。　


