
1

は
じ
め
に

ラ
カ
ン
に
お
い
て
対
象
の
概
念
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
後
期
ラ
カ
ン
に
お
い
て
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を
担
う
「
対
象
a
」
は
、
言

語
的
な
認
識
の
外
側
に
見
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
哲
学
に
お
け
る

対
象
概
念
が
、
実
在
論
的
に
捉
え
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
観
念
論
的
に
理
解

さ
れ
る
場
合
で
も
、
認
識
す
る
主
体
（
主
観
）
と
の
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も

の
だ
と
す
れ
ば
、
ラ
カ
ン
が
「
対
象
a
」
と
い
う
概
念
に
与
え
た
特
質
は
、
奇
異

な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
の
認
識
論

の
枠
組
み
で
考
え
る
な
ら
ば
、「
概
念
な
き
直
観
は
盲
目
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

概
念
を
媒
介
に
し
て
認
識
さ
れ
な
い
感
性
的
な
も
の
が
、
実
際
、「
対
象
」
と
い

い
う
る
特
徴
を
持
ち
う
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
は
、

ラ
カ
ン
が
独
自
の
思
索
の
出
発
点
と
し
た
構
造
主
義
的
言
語
学
に
よ
っ
て
も
い
え

る
。
人
間
の
認
識
が
言
語
構
造
に
依
存
し
、
言
語
を
介
し
て
何
ら
か
の
も
の
の
認

識
が
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
言
語
的
な
認
識
の
外
側
に
見
出
さ
れ
る
も
の
が
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
対
象
」
と
な
り
う
る
の
か
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
仮
に
ラ

カ
ン
が
い
う
よ
う
な
認
識
の
枠
組
み
の
外
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
殊
更

「
対
象
」
と
呼
ば
れ
る
意
味
は
、
な
お
問
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

本
論
の
目
的
は
、
精
神
分
析
、
と
り
わ
け
ラ
カ
ン
に
お
け
る
「
対
象
」
の
概
念

が
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
一
般
的
な
哲
学
の
概
念
用
法
を
外

れ
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
「
対
象
」
の
概
念
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
認
識
が
認
識

と
し
て
成
立
す
る
構
造
を
解
明
す
る
鍵
と
な
っ
て
い
る
。
ラ
カ
ン
の
対
象
論
が
、

認
識
論
的
な
枠
組
み
自
体
の
成
立
を
問
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。

１
．
精
神
分
析
に
お
け
る
「
対
象
」

フ
ロ
イ
ト
は
、「
欲
動
と
そ
の
運
命
」
と
題
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
、
欲
動
の

目
標
と
対
象
を
区
別
す
る
べ
き
と
し
た
。

欲
動
の
対
象

0

0

と
は
、
そ
れ
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
欲
動
が
自
ら

の
目
標
（Z

iel

）
を
達
成
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
欲
動
に
関
わ
る
も
の

の
う
ち
最
も
可
変
的
な
も
の
で
あ
り
、
元
か
ら
そ
の
欲
動
と
結
び
つ
い
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
欲
動
の
満
足
を
可
能
に
す
る
と
い
う
適
性
を
持
つ
ゆ
え
に
こ

の
欲
動
に
ひ
と
括
り
に
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
何
か
余

所
か
ら
来
た
客
体
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
自
分
の
身
体
の
一
部
で
あ
っ
て
も
よ

い
。
欲
動
が
様
々
な
生
涯
の
運
命
を
辿
る
中
で
、
対
象
は
何
度
と
な
く
し
ば
し

ば
変
更
さ
れ
う
る
。
欲
動
の
こ
の
遷
移
は
、
一
連
の
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
同
一
の
対
象
が
同
時
に
い
く
つ
か
の
欲
動
を
充
足
す
る
役
目
を

ラ
カ
ン
の
対
象
関
係
論
：
認
識
論
的
枠
組
み
の
発
生
の
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て
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ラカンの対象関係論：認識論的枠組みの発生の論理として 2

果
た
す
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ
り
う
る
が
、
こ
れ
は
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ア
ー

ド
ラ
ー
の
い
う
欲
動
の
絡
み
合
い

0

0

0

0

0

0

0

の
事
例
で
あ
る
。[Freud:GW

-X
, 215]

欲
動
は
、
自
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
様
々
な
も
の
を
「
対
象
」
と
し

て
、
主
体
を
動
機
づ
け
る
。
欲
動
は
、「
対
立
物
へ
の
反
転
」、「
自
分
の
身
体
へ

の
向
き
直
り
」、「
抑
圧
」、「
昇
華
」
な
ど
の
道
筋
を
通
る[cf. F

reud:G
W

-X
, 

219ff.] 

が
、
欲
動
の
対
象
は
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
入
れ
替
わ
り
、
欲
動
の
充
足

と
い
う
同
じ
ひ
と
つ
の
目
標
に
対
し
て
、
そ
の
都
度
変
化
し
て
い
く
と
さ
れ
る
。

「
対
象
」
と
は
、
つ
ま
り
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
て
、
欲
動
が
自
ら
の
充
足
の
た
め
に

関
係
す
る
可
変
的
な
項
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
対
象
関
係
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
理
論
的
な
展
開
に
よ
っ
て
、
フ
ロ
イ

ト
の
対
象
概
念
は
、
よ
り
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
メ
ラ
ニ

ー
・
ク
ラ
イ
ン
は
、
言
語
習
得
以
前
の
幼
児
の
外
界
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
主

体
と
対
象
と
の
関
係
を
重
視
し
た
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
言
い
間
違
い
や
検
閲
な
ど
、

無
意
識
に
お
け
る
言
語
の
機
能
に
焦
点
を
当
て
た
分
析
を
行
っ
た
が
、メ
ラ
ニ
ー
・

ク
ラ
イ
ン
は
、
言
語
的
な
蓄
積
を
前
提
に
で
き
な
い
幼
児
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ

て
、
子
供
に
お
け
る
「
遊
び
」
の
観
察
を
行
っ
た
。「
子
供
は
、
遊
び
の
中
で
、

話
す
代
わ
り
に
演
じ
て
い
る
。
子
供
は
行
動
を
︱
︱
そ
れ
は
も
と
も
と
思
考
の
代

わ
り
を
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
︱
︱
言
葉
の
場
所
に
お
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

行
動
化
（
ア
ク
テ
ィ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
）
は
、
子
供
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の

な
の
だ
」［M

elanie K
lein,  

］。
メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、「
遊
び
」

に
お
け
る
幼
児
と
「
対
象
」
と
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
幼
児
の
欲
動
の
構

造
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
手
段
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

幼
児
に
と
っ
て
の
「
対
象
」
は
、
言
語
的
な
も
の
を
基
礎
と
し
な
い
こ
と
に
お

い
て
、
何
ら
か
の
一
般
的
な
表
象
の
体
系
に
準
拠
し
て
切
り
分
け
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。「
対
象
」
は
、
幼
児
の
欲
動
と
の
そ
の
都
度
の
関
係
に
お
い
て
析
出
す

る
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
が
、
そ
の
理
論
展
開
に
お

い
て
、
カ
ー
ル
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
導
入
し
た
「
部
分
対
象
」
と
い
う
概
念
を
軸
と

し
た
の
は
、
そ
う
し
た
幼
児
の
欲
動
に
お
け
る
対
象
関
係
の
特
殊
な
様
態
を
記
述

す
る
た
め
で
あ
っ
た
。「
成
人
」
が
前
提
と
す
る
認
識
の
体
系
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
れ
、
幼
児
は
そ
れ
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
外
界
と
の
関
わ
り
を
独
自

に
表
象
す
る
。「
乳
房
」
は
、
通
常
の
言
語
的
認
識
に
お
い
て
は
、
有
機
体
の
身

体
的
な
統
合
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
ひ
と
つ
の
部
分
で
し
か
な
い
。
幼
児
に

と
っ
て
そ
れ
は
、
何
ら
の
概
念
的
な
一
般
性
の
媒
介
も
経
な
い
ま
ま
、
直
接
的
な

対
象
と
し
て
現
れ
る
。
メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
は
、
こ
う
し
て
、
必
ず
し
も
言
語

的
な
一
般
性
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
な
い
主
体
と
「
対
象
」
と
の
関
係
を
記
述
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
言
語
的
な
一
般
性
を
媒
介
と
し
な
い
「
対
象
」
と
の
関
係
は
、
幼
児
の

主
観
に
の
み
依
存
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ク
ラ
イ
ン
の
影
響
下
に
独
自
の
理

論
を
展
開
し
た
ド
ナ
ル
ド
・
W
・
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
は
、「
対
象
」
を
主
観
と
客
観

の
中
間
に
あ
る
も
の
と
捉
え
、
対
象
関
係
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
「
対
象
」
か
ら

客
観
的
に
認
識
さ
れ
る
対
象
が
成
立
す
る
過
程
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
。「
対
象
」

が
、
幼
児
の
「
主
観
」
に
還
元
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
す

れ
ば
、
発
達
に
伴
っ
て
「
対
象
」
が
「
客
観
的
に
認
識
さ
れ
た
対
象
（object 

objectively percieved

）」
へ
と
段
階
的
に
移
行
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と

が
困
難
に
な
る
。
幼
児
に
と
っ
て
「
部
分
対
象
」
と
し
て
現
れ
る
も
の
が
、
徐
々

に
「
全
体
対
象
」
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
主
観
と
客

観
の
中
間
領
域
に
あ
る
「
移
行
対
象
（transitive object

）」
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
と
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
は
い
う
の
で
あ
る
。

「
対
象
関
係
」
を
主
題
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
の
中
で
、
は
じ
め
て
対
象
概
念
を
主

題
化
し
た
際
、
ラ
カ
ン
が
参
照
し
た
の
は
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
「
移
行
対
象
」
で

あ
っ
た
。

子
供
の
遊
び
の
対
象
は
す
べ
て
移
行
対
象
（objets transitionnels

）
で
す
。

子
供
に
は
、
い
わ
ゆ
る
玩
具
を
与
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供
は
手
に
入

る
も
の
す
べ
て
を
玩
具
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
移
行
対
象
で
す
。
こ
れ

9
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ラカンの対象関係論：認識論的枠組みの発生の論理として3

ら
の
対
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
よ
り
主
体
の
側
に
あ
る
の
か
、
よ
り
対
象
の
側

に
な
る
の
か
、
そ
の
点
を
問
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
対
象
は
ま
っ

た
く
別
の
性
質
の
も
の
で
す
。
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
は
こ
れ
ら
の
対
象
を
移
行
対
象

と
名
づ
け
る
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、
我
々
は
こ
れ
ら
を
端
的
に
想
像
的
な
対

象
と
呼
び
ま
す
。［S.IV

,35

］

ラ
カ
ン
は
こ
う
し
て
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
「
移
行
対
象
」
を
「
想
像
的
対
象
」

と
捉
え
直
し
、
自
ら
の
理
論
の
中
に
位
置
づ
け
る
。
主
体
と
対
象
と
の
関
係
は
、

ラ
カ
ン
に
お
い
て
、「
L 
図
」
と
呼
ば
れ
る
理
論
装
置
の
「a-a'

」
の
間
の
「
想

像
的
関
係
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（
１
）。
対
象
関
係
を
扱
う
セ
ミ
ネ
ー
ル

の
前
々
年
、「
L 

図
」
を
定
式
化
す
る
と
き
（cf. [S.II,284f.]

）
ラ
カ
ン
は
、「
鏡

像
段
階
」
と
呼
ば
れ
る
幼
児
と
他
者
と
の
想
像
的
な
関
係
を
、「
象
徴
的
な
も
の
」

の
機
能
と
の
関
係
で
捉
え
直
し
た
。
本
論
の
こ
れ
ま
で
の
文
脈
に
接
合
す
る
か
た

ち
で
ご
く
簡
単
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
言
語
習
得
以
前
に
お
け
る
幼
児
の
欲
動
と

「
対
象
」
と
の
関
係
か
ら
、
言
語
を
媒
介
と
し
た
一
般
的
な
認
識
の
枠
組
み
が
獲

得
さ
れ
る
論
理
的
な
構
造
を
、
ひ
と
つ
の
図
の

中
に
記
述
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

無
意
識
の
欲
望
の
主
体
（
S
：
フ
ロ
イ
ト
が

第
二
局
所
論
で
無
意
識
の
位
置
に
起
き
直
し
た

「
エ
ス
」
と
「
自
己
意
識
」
を
持
た
な
い
無
意

識
の
主
体
（Sujet

）
の
両
方
を
同
時
に
示
し

て
い
る
）
は
、自
ら
の
欲
望
の
「
対
象
（
a'
）」

を
介
し
て
、
想
像
的
な
世
界
に
お
け
る
「
自
己

（
a
）」
の
位
置
を
確
立
す
る
。
だ
が
、そ
の
「
想

像
的
関
係
」
は
、「
対
象
」
と
の
関
係
に
依
存

し
た
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
幼
児
は
や

が
て
、「
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」

と
呼
ば
れ
る
過
程
を
経
て
、
そ
の
想
像
的
関
係

を
支
え
る
「
大
他
者
（
A
）」
を
召
喚
し
、
言
語
を
介
し
た
象
徴
的
構
造
の
中
に

安
定
的
な
「
自
己
」
の
意
識
を
確
立
す
る
。
ラ
カ
ン
の
L
図
は
、
す
な
わ
ち
、
言

語
習
得
以
前
の
幼
児
の
「
対
象
」
と
の
関
係
か
ら
言
語
的
な
構
造
に
依
拠
し
た
認

識
が
成
立
す
る
ま
で
の
構
造
を
示
す
こ
と
に
お
い
て
、
ク
ラ
イ
ン
・ 

ウ
ィ
ニ
コ

ッ
ト
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
事
柄
を
は
っ
き
り
と
図
式
化
し
て
み
せ
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
言
語
的
関
係
か
ら
言
語
的
構
造
へ
至
る
過
程
を
語
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
、

哲
学
的
な
分
脈
に
お
け
る
認
識
論
と
し
て
議
論
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
言
語
的
な

構
造
を
媒
介
に
し
た
対
象
の
安
定
的
な
認
識
が
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
と
い
う

問
題
は
、
精
神
分
析
に
お
け
る
「
対
象
」
の
理
論
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
哲
学
者

が
そ
の
認
識
論
に
お
い
て
議
論
し
て
き
た
事
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
主
体
と
対

象
と
の
「
想
像
的
関
係
」
か
ら
「
象
徴
的
な
も
の
」
へ
の
移
行
を
語
る
ラ
カ
ン
が
、

そ
の
点
に
つ
い
て
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
初
期
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
の
端
々
に
示

さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
［
対
立
物
の
反
転
な
ど
を
掟
と
す
る
子
供
の
世
界
］ 

で
は
、
想
像
的
関
係

と
い
う
前
言
語
的
な
素
材
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
い
う
形
で
表

現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
我
々
は
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
経
験
的
演
繹
に
よ

っ
て
も
、「
超
越
論
的
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
に
よ
っ
て
も
、
探
索
さ
れ
て
き

た
馴
染
の
領
野
に
い
ま
す
。
し
か
し
、
我
々
が
想
像
的
と
呼
ぶ
こ
の
前
意
識
と

い
う
源
、
こ
の
倉
庫
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
幸
い
哲
学
に
お
い
て
既
に
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
カ
ン
ト
の
観
念
図
式
は
、

こ
の
領
野
の
一
角
に
位
置
す
る
も
の
で
す
。［S.III,185

］

ラ
カ
ン
は
こ
こ
で（
２
）、概
念
に
包
摂
さ
れ
る
手
前
に
あ
る
「
前
言
語
的
な
素
材
」

と
主
体
と
の
関
係
を
、
カ
ン
ト
の
図
式
論
と
関
係
づ
け
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
図
式

論
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
感
性
に
与
え
ら
れ
る
直
観
が
い
か
に
し
て

概
念
へ
と
包
摂
さ
れ
る
か
を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
前
言
語
的
な
素
材
」

ⓐ’utre

Ⓐutre
大文字の他者

小文字の他者

無意識
想像
的関
係

（エス）ｓ

（自我）ａ
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ラカンの対象関係論：認識論的枠組みの発生の論理として 4

か
ら
言
語
的
な
認
識
へ
と
至
る
過
程
を
論
じ
る
ラ
カ
ン
の
議
論
は
、
そ
の
ま
ま
哲

学
的
な
認
識
論
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
そ
も
そ
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
「
想
像
力

（im
agination

）」
の
議
論
を
材
料
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
経
験
に
与
え
ら
れ
る
「
素
材
」
だ
け
に
依
拠
し
て
理
論
を

立
て
よ
う
と
す
れ
ば
、「
自
己
」
の
存
在
も
含
め
た
す
べ
て
は
、
ま
ず
は
流
れ
去

る
印
象
の
中
に
切
れ
切
れ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
切
れ
切
れ
の
素
材
が
「
想

像
力
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、外
界
が
表
象
さ
れ
る
と
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
、

カ
ン
ト
は
図
式
論
と
し
て
自
ら
の
理
論
の
う
ち
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。「
想

像
的
な
も
の
」
を
語
る
ラ
カ
ン
が
依
拠
し
て
い
た
事
柄
も
ま
た
、
そ
う
し
た
、「
自

己
」
の
存
在
を
も
含
め
た
す
べ
て
が
切
れ
切
れ
な
ま
ま
に
流
れ
去
る
よ
う
な
「
意

識
」
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
意
識
と
い
う
も
の
、
そ
れ
は
「
イ
メ
ー
ジ
」
と

呼
ば
れ
る
何
か
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
あ
る
表
面
が
与
え
ら
れ
る
た
び
ご

と
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
も
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
思
い
が
け
な
い

と
こ
ろ
で
、
互
い
に
ま
っ
た
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
生
じ
ま
す
。
こ
れ
が
意
識

に
つ
い
て
の
唯
物
論
的
定
義
で
す
。［S.II, 65f.

］

意
識
に
つ
い
て
「
唯
物
論
的
」
に
定
義
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
切
れ
切

れ
な
ま
ま
に
生
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な
い
。
カ
ン
ト
は
、統
覚
の
よ
う
な「
自

己
」
の
意
識
の
存
在
を
「
超
越
論
的
」
に
要
請
し
た
が
、
経
験
だ
け
に
依
拠
し
て

事
柄
を
考
え
る
限
り
、
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
ら
の
身
体
の
統
合
す

ら
果
た
さ
れ
て
い
な
い
、
切
れ
切
れ
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な
い
と
ラ
カ
ン
は
い
っ

て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
「
自
己
意
識
」
の
定
義
の
手
前
に
お
い
て
、
純
粋
に
経

験
に
依
拠
し
て
語
り
う
る
の
は
、「
寸
断
さ
れ
た
身
体
」［É

crit,/129 

et 
S.II,15f.

」 

と
ラ
カ
ン
が
呼
ん
だ
よ
う
な
切
れ
切
れ
な
「
自
己
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
想
像
的
な
も
の
」
の
領
域
に
お
け
る
認

識
は
、
確
か
な
一
般
性
を
確
保
す
る
手
前
で
、
様
々
に
揺
れ
動
く
も
の
と
見
な
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
統
覚
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
図
式
と
い
っ
た
概
念
を
「
超
越
論
的
」
な

仕
方
で
要
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
的
に
与
え
ら
れ
る
素
材
が
概
念
に
包
摂

さ
れ
る
構
造
を
提
示
し
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
経
験
が
経
験
と
し
て
可
能
に
な

る
た
め
に
は
、そ
れ
ら
が
機
能
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
、
経
験
を
経
験
と
し
て
記
述
可
能
に
す
る
た
め
に

カ
ン
ト
が
要
請
し
た
構
造
が
、
唯
一
そ
れ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
か
と
い

え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。「
自
己
」
の
意
識
の
も
と
に
経
験
が
構
造
化
さ
れ
、
前

言
語
的
な
素
材
が
概
念
的
な
一
般
性
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
に
至
る
過
程
を
示
す

ラ
カ
ン
の
理
論
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
通
常

の
意
味
で
の
「
経
験
」
が
成
立
す
る
構
造
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
節
で
は
、「
対
象
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
無
意
識
の
欲
望
の
道
行
き
が
、
言

語
的
な
枠
組
み
に
準
拠
し
た
認
識
へ
と
至
る
構
造
を
、ラ
カ
ン
の
「
対
象
関
係
論
」

を
も
と
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

２
．「
対
象
」
の
ロ
ン
ド
：
想
像
的
関
係
か
ら
象
徴
的
秩
序
へ

ラ
カ
ン
は
、
幼
児
に
お
け
る
欲
望
の
対
象
の
変
遷
に
よ
っ
て
、「
エ
デ
ィ
プ
ス
・

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
る
「
自
己
」
の
意
識
の
獲
得
の
構
造
を
記
述
し
た
。

そ
こ
で
は
前
節
で
み
た
L 

図
の
構
造
が
成
立
す
る
ま
で
の
論
理
的
な
時
間
の
道

行
き
が
、「
想
像
的
な
も
の
」「
象
徴
的
な
も
の
」「
現
実
的
な
も
の
」
と
い
う
三

つ
の
圏
域
の
絡
み
合
い
の
中
で
の
「
対
象
」
の
変
遷
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
そ
こ

で
鍵
と
な
る
「
対
象
」
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
、
セ
ミ
ネ
ー

ル
４
巻
で
展
開
さ
れ
る
ラ
カ
ン
の
論
述
に
即
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う（
３
）。
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⑴
「
フ
ォ
ル
ト
／
ダ
ー
」

ラ
カ
ン
は
ま
ず
、「
違
約
（frustration

）」
と
い
う
概
念
を
軸
に
し
て
、
単
に

切
れ
切
れ
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
流
れ
行
く
主
体
に
、
欲
動
が
発
生
す
る
場
面
を
記

述
す
る
。「
違
約
」
と
い
う
概
念
も
ま
た
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
か
ら
援
用
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
ラ
カ
ン
は
、
そ
れ
を
自
ら
の
対
象
関
係
論
の
「
鍵
」
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
［cf. S.IV

,34
］。
幼
児
は
、「
最
初
の
理
想
的
な
母
子
関
係
」
に
お
い

て
は
、「
現
実
的
な
も
の
」
と
し
て
の
乳
房
と
の
関
係
に
お
い
て
充
足
し
て
い
て
、

想
像
的
な
対
象
と
し
て
の
「
乳
房
」
を
追
い
求
め
る
契
機
を
持
た
な
い
［cf. 

ibid.

］。
だ
が
、
そ
の
充
足
が
果
た
さ
れ
な
い
状
況
が
現
出
す
る
こ
と
で
、
そ
の

充
足
関
係
と
の
ず
れ
が
「
違
約
」
と
し
て
現
出
す
る
。
ラ
カ
ン
は
「
違
約
」
と
い

う
概
念
に
よ
っ
て
、主
体
が
「
現
実
的
な
も
の
」
か
ら
離
れ
て
「
想
像
的
な
も
の
」

を
追
い
求
め
は
じ
め
る
論
理
的
な
契
機
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
の
思
想
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
「
現
実
的
な
も
の
」
と

い
う
概
念
の
錯
綜
し
た
内
実
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ラ
カ
ン
は
別
の
年
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
に
お
い
て
、
初
期
フ
ロ
イ
ト
の
認

識
モ
デ
ル
で
語
ら
れ
て
い
た
「
も
の
（D

as D
ing

）」
と
い
う
概
念
を
参
照
し
な

が
ら
、
そ
の
認
識
を
「
経
験
の
外
部
に
あ
る
知
覚
」［S.V

II,63]

、「
オ
リ
ジ
ナ
ル

で
原
初
的
な
生
の
印
象
」［ibid.

］、「
現
実
的
な
も
の
の
知
覚
」［S.V

II, 

65
］、「
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
の
連
鎖
の
起
源
が
あ
る
彼
方
」［S.V

II,253

］ 

と
し
て
い
た
。「
現
実

的
な
も
の
」
と
は
、そ
の
限
り
に
お
い
て
、「
想
像
的
な
も
の
」
の
領
域
か
ら
も
「
象

徴
的
な
も
の
」
の
領
域
か
ら
も
抜
け
出
る
「
認
識
の
外
」
の
「
も
の
」
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。対
象
関
係
論
の
文
脈
で
は
、「
現
実
的
な
も
の
は
、

我
々
の
臨
界
点
に
あ
る
」［S.IV

,31

］ 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、「
現

実
的
な
も
の
」
と
い
う
概
念
を
単
純
な
認
識
論
の
枠
組
み
で
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い（
４
）の
で
あ
る
が
、
哲
学
的
な
文
脈
に
ラ
カ
ン
を
接
合
し
よ
う
と
す
る
本
論

に
お
い
て
、
認
識
論
と
の
接
点
を
議
論
の
出
発
点
と
す
る
こ
と
に
は
一
定
の
有
用

性
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
現
実
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
乳
房
」
は
、す
な
わ
ち
、

想
像
力
に
よ
っ
て
も
言
語
に
よ
っ
て
も
表
象
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
主
体
と
関
係
を

も
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
現
実
的
な
も
の
」
の
領
域
に
お
け
る
「
乳
房
」
と
の
充
足
関
係
か
ら
離
れ
る

こ
と
で
、
主
体
に
「
違
約
＝
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」
が
現
れ
る
。「
フ
ラ
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
通
常
「
欲
求
不
満
」
と
訳
さ
れ
、
主
体
の
感
情
の
様
態
の
ひ

と
つ
と
し
て
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ラ
カ
ン
が
記
述
し

よ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
、
幼
児
の
主
体
の
中
に
現
れ
る
感
情
の
類
で
は
な
い
こ

と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ラ
カ
ン
は
、
英
訳
さ
れ
る
前
の
フ
ロ
イ
ト
の
用
法

に
立
ち
返
っ
て
、
こ
の
語
を
「
違
約
（V

ersagung

）」
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ

と
し
て
い
る
［cf.S.IV

,180

］。
そ
れ
は
、「
失
わ
れ
た
も
の
」
の
復
旧
の
要
求
で

あ
り
［cf. S.IV

,36

］、
充
足
関
係
か
ら
の
、
論
理
的
な
「
ず
れ
」
を
問
題
と
す
る

概
念
な
の
で
あ
る
。

実
際
、「
現
実
的
な
も
の
」
の
領
域
で
の
充
足
か
ら
離
脱
し
た
主
体
に
と
っ
て
、

そ
こ
で
「
何
」
が
失
わ
れ
た
の
か
は
全
く
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で
失
わ
れ
た

「
何
か
」
と
は
、い
わ
ば
「
現
実
的
な
も
の
」
と
し
て
の
乳
房
で
あ
る
が
、そ
れ
は
、

主
体
の
認
識
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
主
体
は
こ
こ
で
「
現
実
的
な
も
の
」

に
お
け
る
充
足
関
係
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
で
失
わ
れ
た
も
の
が
「
何
」

か
を
問
う
構
造
の
中
に
参
入
す
る
。
そ
の
失
わ
れ
た
何
か
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る

運
動
が
、
欲
動
と
し
て
主
体
を
突
き
動
か
し
、
切
れ
切
れ
に
与
え
ら
れ
た
イ
メ
ー

ジ
を
想
像
力
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
認
識
の
努
力
へ
と
導
く
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
［cf. S.IV

, 15f.

］（
５
）。

す
な
わ
ち
、「
違
約
」
と
い
う
概
念
は
、
ラ
カ
ン
に
お
い
て
、
幼
児
の
主
観
に

お
い
て
感
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
主
体
の
「
対
象
」
へ
向
け
た

欲
動
が
発
生
す
る
論
理
を
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は「
認
識
」

へ
と
向
け
た
主
体
の
欲
望
の
発
生
の
論
理
的
な
構
造
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的
な
「
ず
れ
」
に
よ
っ
て
、「
失
わ
れ
た
何
か
」
を

求
め
た
主
体
の
「
想
像
力
」
が
機
能
し
は
じ
め
る
と
し
て
、
そ
の
探
求
は
、
何
を
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「
対
象
」
と
し
て
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
与
え
ら
れ

た
印
象
が
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
る
過
程
を
「
連
合
」
に
よ
っ
て

説
明
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、様
々
な
印
象
は
、「
類
似
」「
近
接
」「
対
照
」

な
ど
、与
え
ら
れ
る
経
験
の
側
の
特
質
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
カ
ン
は
こ
の
認
識
の
ご
く
初
期
の
段
階
に
、
言
語
構
造
参
入

以
前
に
お
け
る
、
特
殊
な
仕
方
で
の
「
象
徴
的
な
も
の
」
の
機
能
を
見
て
い
る
。

ク
ラ
イ
ン
派
の
「
対
象
」
の
発
見
を
「
プ
ラ
ト
ン
的
な
想
起
」
と
同
様
の
誤
謬
と

批
判
し
、あ
く
ま
で
「
経
験
が
示
す
も
の
」
に
即
し
た
議
論
を
要
求
し
な
が
ら
［cf.

S.IV
, 65f.

］ 

ラ
カ
ン
は
、「
動
因
（agent

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
要
請
し
て
い

る
［cf.S.IV

,66f.

］。「
前
言
語
的
な
素
材
」
に
お
け
る
「
想
像
的
関
係
」
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、「
象
徴
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
母
」
が
「
動
因
」
と
し
て
機

能
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ラ
カ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。

母
は
原
初
的
な
対
象
と
は
違
い
ま
す
。
母
は
最
初
か
ら
そ
れ
と
し
て
出
現
す
る

わ
け
で
は
な
く
、
フ
ロ
イ
ト
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
［「
フ
ォ
ル
ト

／
ダ
ー
」
の
糸
巻
き
遊
び
の
よ
う
な
］ 

最
初
の
遊
び
か
ら
登
場
す
る
の
で

す
。・
・
・
対
象
は
こ
の
場
合
は
糸
巻
き
で
す
が
、
６
ヶ
月
の
幼
児
が
ベ
ッ
ド

の
縁
を
越
え
て
投
げ
捨
て
、
ま
た
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
ら
何
で
も

よ
い
の
で
す
。
子
供
に
よ
っ
て
は
極
め
て
早
期
に
分
節
化
さ
れ
る
、
こ
の
現
前
︲

不
在
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
中
に
す
で
に
、
違
約
の
動
因
（agent

）
の
最
初

の
設
立
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。［S.IV

,67

］

不
在
と
現
前
を
分
か
つ
差
異
と
し
て
機
能
す
る
「
糸
巻
き
」
が
、こ
こ
で
「
母
」

と
呼
ば
れ
る
「
象
徴
的
な
も
の
」
の
領
域
を
切
り
開
く
と
ラ
カ
ン
は
い
う
［cf.

S.IV
, 67f.

］。
こ
こ
で
の
「
糸
巻
き
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
何
ら
か
の
仕
方

で
存
在
し
て
い
る
言
語
的
な
構
造
を
媒
介
に
し
て
認
識
さ
れ
た
特
定
の
対
象
を
示

す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
「
糸
巻
き
」

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
体
に
と
っ
て
、
単
に
「
不
在
︲
現
前
」

の
差
異
を
分
か
つ
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
し
か
し
、
ま
さ
に
現
前
と
不
在
の
間
の
差
異
（「+

/-

」）
を
示
す
こ
と

に
お
い
て
、
最
初
の
「
象
徴
的
な
も
の
」
と
し
て
機
能
す
る
と
ラ
カ
ン
は
い
う
。

そ
の
単
な
る
差
異
に
お
い
て
、「
母
」
と
呼
ば
れ
る
「
動
因
」
が
立
ち
上
が
る
と

ラ
カ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

「
盗
ま
れ
た
手
紙
」
に
関
す
る
初
期
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
に
お
い
て
繰
り
返
し
語
ら

れ
て
い
た
よ
う
に
、
単
純
な
「+

/-

」
の
差
異
だ
け
が
連
続
し
て
示
さ
れ
る
状
態

に
お
い
て
、
そ
の
差
異
が
何
を
示
す
か
、
全
く
明
ら
か
で
な
い
ま
ま
に
、
差
異
自

体
が
自
己
構
造
化
し
て
一
定
の
「
象
徴
的
な
秩
序
」
を
形
成
し
う
る
の
で
あ
っ
た

［cf. Écrits,47;S.II,226ff.

］。「+-+

」「+++

」「-+-

」・
・
・
な
ど
、
特
定
の
差

異
が
連
続
す
る
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
連
続
の
う
ち
に
可
能
な
組
み
合
わ
せ

と
そ
う
で
な
い
も
の
の
規
則
が
立
ち
現
れ
る
。「+/-

」の
差
異
は
そ
れ
自
身
、「
何
」

か
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
（signifiant

：
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
が
、
そ
の
差
異
に

よ
っ
て
何
が
示
さ
れ
る
の
か
（signifié

：
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
は
全
く
明
ら
か
で
は

な
い
。
差
異
を
差
異
と
し
て
示
す
だ
け
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
、
し
か
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
確
定
し
て
い
な
い
状
態
に
あ
っ
て
な
お
、

そ
れ
自
身
に
お
い
て
一
定
の
秩
序
を
形
成
し
う
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
差
異
が
そ
れ
自
身
、
自
己
構
造
化
さ
れ
る
契
機
を
も
っ
て
い
る
と
し
て

も
、
そ
の
「
象
徴
的
秩
序
」
が
主
体
の
「
対
象
」
の
探
求
に
ど
の
よ
う
に
資
す
る

か
は
直
ち
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
差
異
は
、
特
定
の
構
造
を
も
っ
て
何

ら
か
の
も
の
を
指
し
示
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る

も
の
は
、
な
お
不
確
定
な
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
。「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
宝
庫
」

［S.V
,116

］ 

と
し
て
立
ち
現
れ
る
「
母
」
の
「
象
徴
的
秩
序
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
、

主
体
に
と
っ
て
、「
対
象
」
の
探
求
の
た
め
に
決
定
的
な
影
響
力
を
も
つ
何
か
（「
動

因
」）
と
し
て
立
ち
現
れ
な
が
ら
も
、
な
お
不
完
全
な
状
態
に
留
ま
る
と
い
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
認
識
の
最
初
の
段
階
に
お
け
る
「
象
徴
的
な
も
の
」
の
秩

序
を
司
る
も
の
こ
そ
、
ラ
カ
ン
が
「
母
」
と
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。

主
体
は
「
対
象
」
を
求
め
て
「
母
」
に
「
呼
び
か
け
」［S.IV

,68

］、
失
わ
れ
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ラカンの対象関係論：認識論的枠組みの発生の論理として7

た
何
か
を
探
り
当
て
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
の
「
母
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
特
定
の

言
語
構
造
の
中
で
、
例
え
ば
「
父
」
と
の
差
異
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
ひ

と
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
自
己
組
織
化
さ
れ
る
象

徴
的
秩
序
の
「
動
因
」
と
し
て
主
体
に
立
ち
現
れ
る
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

主
体
は
、
そ
の
「
象
徴
的
な
も
の
」
へ
の
呼
び
か
け
の
中
で
「
想
像
力
」
を
働
か

せ
、「
現
実
」
に
お
い
て
失
わ
れ
た
も
の
を
探
し
求
め
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、「
対
象
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
幼
児
の
欲
望
の
道
行
き
の
第

一
段
階
に
お
け
る
「
想
像
的
な
も
の
」「
現
実
的
な
も
の
」「
象
徴
的
な
も
の
」
の

三
つ
の
領
域
の
絡
み
合
い
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
現
実
的
な
も
の
」
と
し
て
の
乳
房
と
の
充
足
関
係
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
主
体

は
、「
想
像
的
な
も
の
」
の
領
域
に
お
い
て
、
失
わ
れ
た
何
か
を
求
め
は
じ
め
る
。

そ
し
て
、
そ
の
探
求
を
方
向
づ
け
る
も
の
が
、「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
宝
庫
」
と
し

て
の
「
母
」
な
の
で
あ
る
。

哲
学
的
な
認
識
論
の
分
脈
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
状
態
に
お
け
る
主
体
は
、
自
己

組
織
的
に
形
成
さ
れ
る
特
異
な
概
念
的
秩
序
を
形
成
し
な
が

ら
も
、な
お
経
験
的
印
象
と
そ
れ
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
「
図
式
」

が
不
確
定
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

差
異
の
自
己
組
織
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
象
徴
的
秩
序
は
、

経
験
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
推
論
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
に
お
け
る
理
性
の
秩
序
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

純
粋
に
理
性
的
な
概
念
は
、
経
験
と
の
接
点
を
全
く
持
た
ず

に
推
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
６
）。
だ
が
、
ラ
カ
ン
に
お
い
て
、

最
初
の
象
徴
的
秩
序
を
司
る
「
母
」
は
、「
理
性
」
の
よ
う
な

確
か
な
推
論
を
行
う
も
の
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ

で
「
動
因
」
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
客
観
的
妥
当
性
を
保
証

す
る
よ
う
な
「
理
性
」
で
は
な
く
、指
し
示
さ
れ
る
も
の
（
シ

ニ
フ
ィ
エ
）
が
常
に
揺
れ
動
く
「
母
」
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
は
、

経
験
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
「
動
因
」
を
、

一
気
に
「
超
越
論
的
」
に
要
請
す
る
手
前
で
、
そ
こ
へ
至
る
論
理
的
な
過
程
を
記

述
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
入
り
口
に
あ
る
主

体
は
、
差
異
が
差
異
と
し
て
の
み
示
さ
れ
る
だ
け
の
揺
れ
動
く
「
象
徴
的
秩
序
」

を
鏡
と
し
て
、
ま
ず
は
そ
の
う
ち
に
自
ら
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
ラ
カ
ン
は

い
う
の
で
あ
る
。

⑵
「
母
」
の
失
墜

こ
う
し
た
揺
れ
動
く
象
徴
的
秩
序
に
照
ら
し
た
「
対
象
」
の
探
求
は
、し
か
し
、

必
然
的
な
危
機
へ
と
至
る
と
ラ
カ
ン
は
い
う
。「
も
し
象
徴
的
動
因
、
す
な
わ
ち
、

子
供
と
現
実
的
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
不
可
欠
な
項
と
な
っ
て
い
る
母
が
、
も

は
や
応
え
な
い
と
し
た
ら
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
。
主
体
の
呼
び
か
け
に
母
が
応
え

な
い
な
ら
ば
。
／
我
々
自
身
で
答
え
を
出
し
ま
し
ょ
う
。
母
は
失
墜
し
ま
す
」

［S.IV
,68

］。「
母
」
へ
の
「
呼
び
か
け
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
「
対
象
」
の

探
求
は
、
そ
の
「
母
」
が
十
全
に
応
え
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
主
体
に
と
っ

て
明
ら
か
に
な
る
や
、
そ
の
権
威
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
「
母
」
へ
の

「
呼
び
か
け
」
を
、
日
常
的
な
認
識
の
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
、「
通
常
」

の
意
味
で
の
幼
児
に
よ
る
保
護
者
へ
の
保
全
要
求
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ラ
カ
ン
が
い
う
よ
う
に
「
象
徴
的
な
も
の
」
と
し
て
大
他
者
は
、
そ
も
そ
も
、「
現

実
の
生
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
全
く
な
い
」［S.V

,116

］ 

の
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
主
体
の
「
母
」
へ
の
「
呼
び
か
け
」
を
、
不
在
の
母
の
現

前
の
要
求
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
象
徴
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
母
」

へ
の
「
呼
び
か
け
」
は
、「
母
」
が
ま
さ
に
正
し
く
「
象
徴
的
な
秩
序
」
と
し
て

機
能
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
母
」
へ
の
「
呼
び
か
け
」
の
中
で
主
体
に
認
識
さ
れ
る
「
対
象
」
は
、
ラ
カ

ン
の
い
う
よ
う
に
、「
現
実
的
な
も
の
」
の
次
元
で
の
満
足
と
は
別
に
、「
象
徴
的

な
も
の
」
の
次
元
で
の
「
満
足
」
を
も
た
ら
す
も
の
に
な
っ
て
い
た
［cf.

S.IV
,69

］。
例
え
ば
、
主
体
が
何
か
（
現
実
的
乳
房
）
を
口
に
す
る
と
き
、
そ
こ

動因＝動作主 欠如 対象

象徴的な母 想像的な違約 現実的な乳房
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ラカンの対象関係論：認識論的枠組みの発生の論理として 8

で
は
、「
現
実
的
な
も
の
」
の
次
元
で
対
象

化
さ
れ
な
い
満
足
が
再
び
見
出
さ
れ
る
と

同
時
に
、「
象
徴
的
な
も
の
」
の
次
元
に
お

け
る
秩
序
と
現
実
と
の
合
致
と
し
て
経
験

さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
母
」
と
の
対
話
に
お

い
て
得
ら
れ
た
成
功
の
体
験
で
あ
り
、「
母
」

の
象
徴
的
秩
序
の
「
力
」
の
現
れ
と
い
う

こ
と
が
で
き
る[cf.ibid.]

。
そ
こ
で
は
、
失

わ
れ
た
も
の
を
十
全
に
取
り
戻
す
た
め
の

手
が
か
り
の
確
か
ら
し
さ
が
、
そ
れ
自
身
、

「
現
実
的
な
も
の
」
の
次
元
と
は
全
く
異
な
る
次
元
に
お
い
て
、主
体
に
「
満
足
」

を
与
え
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
象
徴
的
も
の
の
次
元
で
の
「
満
足
」
を
追
い
求
め
る
過
程
に
お
い

て
主
体
は
、「
母
」
が
あ
ま
り
に
も
「
気
ま
ぐ
れ
」［S.IV
,68

］ 

で
、
恣
意
的
に
過

ぎ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
全
能
（toute-puissance

）」

［S.IV
,69

］ 

の
「
母
」
は
「
象
徴
的
な
も
の
」
を
司
る
が
、そ
の
秩
序
は
不
安
定
で
、

安
定
し
た
「
満
足
」
を
主
体
に
保
証
し
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
だ
け
を
主
体
に

指
し
示
す
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
、
確
定
し
た
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
辿
り
着
か
な
い
ま
ま
、

現
実
と
の
会
合
を
逃
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
「
母
」
の
象
徴
的
秩
序
は
「
失
墜
す
る
（déchoit

）」
こ
と
に
な
る
。

内
在
的
に
構
築
さ
れ
た
概
念
的
秩
序
は
そ
こ
で
一
度
放
棄
さ
れ
、
確
か
な
「
客
観

性
」
を
も
ち
う
る
「
象
徴
的
な
も
の
」
が
あ
ら
た
め
て
探
求
し
直
さ
れ
る
。
そ
こ

で
主
体
が
求
め
る
の
は
、「
母
」
の
秩
序
を
上
位
に
お
い
て
枠
づ
け
る
何
か
、
す

な
わ
ち
、
ラ
カ
ン
が
「
父
」
と
呼
ぶ
も
の
と
な
る
。「
父
」
は
、
そ
こ
で
、「
最
初

の
三
つ
の
対
象
〔
子
供
、
母
、
フ
ァ
ル
ス
＝
「
失
わ
れ
た
対
象
」〕
の
す
べ
て
を

包
摂
し
、
象
徴
的
な
関
係
へ
と
結
び
つ
け
る
第
四
の
項
」［S.IV

,84

］ 

と
し
て
、

あ
り
う
べ
き
客
観
的
な
象
徴
的
秩
序
の
「
動
因
＝
動
作
主
」
と
し
て
、主
体
に
「
想

像
さ
れ
る
」。
差
異
を
差
異
と
し
て
示
す
だ
け
の
「
母
」
の
秩
序
を
「
全
体
」
と

し
て
枠
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
父
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
の
全
体
に
お
け

る
価
値
を
確
定
し
う
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

構
造
主
義
的
言
語
学
が
示
す
よ
う
に
、
差
異
を
差
異
と
し
て
示
す
だ
け
の
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
も
の
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
を
確
定
す

る
た
め
に
は
、「
ラ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
る
言
語
構
造
の
全
体
が
措
定
さ
れ
る
必
要

が
あ
っ
た
。「
狼
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
指
し
示
す
も
の
は
、
例
え
ば
、
ひ

と
つ
の
ラ
ン
グ
の
中
で
の
他
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
の
否
定
的
な
関
係
に
よ
っ
て
、

そ
れ
は
「
猫
」
で
は
な
く
、「
山
犬
」
で
も
な
く
、・
・
・
と
す
べ
て
の
可
能
な
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
析
出
す
る
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ

て
意
味
さ
れ
る
も
の
が
確
定
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
帰
属
す
る

象
徴
的
な
体
系
の
全
体
が
あ
ら
か
じ
め
措
定
さ
れ
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
同
士
の
関
係

が
整
序
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
第
二
段
階
に
お
い
て
主
体
に
よ
っ
て
想
像

さ
れ
る
「
父
」
は
、
そ
う
し
た
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
秩
序
全
体
を
枠
づ
け
る
よ
う

な
何
も
の
か
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
ぐ
後
に
見
る
よ
う
に
、
ラ
カ

ン
は
、
対
象
関
係
を
論
じ
る
前
年
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
に
お
い

て
は
何
も
意
味
し
な
い
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
、
対
応
す
る
意
味
が
釘
付
け
ら
れ
る
構

造
を
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
構
造
主
義
的
言
語
学
を
参
照
し
な
が
ら
論
じ
て
い
た
。
ラ

カ
ン
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
の
共
時
的
構
造
し
か
論
じ
な
い
こ
と
を
批
判
し
な
が

ら
［cf.S.III,135

］、「
全
体
」
へ
と
閉
じ
ら
れ
る
過
程
自
体
を
記
述
し
う
る
通
時

的
な
「
言
語
学
」
を
示
し
た
の
で
あ
る
［cf. S.III,207

］。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ

ニ
フ
ィ
エ
の
一
対
一
対
応
す
る
に
至
る
論
理
的
な
過
程
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
ラ
カ
ン
は
、「
全
体
」
が
「
全
体
」
と
し
て
形
成
さ
れ
る
構
造
を
示
し
た
。「
父
」

と
は
、
こ
こ
で
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
を
確
定
す
る
た
め

に
呼
び
出
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
象
徴
的
な
も
の
」
の
次
元
で
の
「
満
足
」
を
主
体
に
安
定
的
に
供
給
す
る
た

め
の
鍵
と
な
る
「
対
象
」
は
、
そ
う
し
た
探
求
の
中
で
、「
母
」
に
欠
損
し
、「
父
」

が
保
持
し
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
象
徴
的
な
も
の
の
次
元
に
お
い
て
両
者
の

ファルス

子供母

父
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ラカンの対象関係論：認識論的枠組みの発生の論理として9

「
差
異
」
を
刻
む
「
フ
ァ
ル
ス
」
と
し
て
同
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
幼
児
の
発

達
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
が
実
際
に
普
遍
的
に
、
男
根
の
あ
る
／
な
し
の
差
異
の

認
識
に
基
づ
く
と
い
い
う
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
父
」
や

「
母
」
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
異
な
る
二
つ
の
「
象
徴
的
秩
序
」

の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
の
差
異
は
、
か
な
ら
ず
し
も
男
根
の

有
／
無
を
起
点
に
顕
在
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
の
差
異
を
刻
む
「
フ
ァ
ル

ス
」
の
有
／
無
は
、「
糸
巻
き
」
が
必
ず
し
も
「
糸
巻
き
」
に
限
ら
れ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
よ
う
に
、二
つ
の
象
徴
的
秩
序
の
間
の
差
異
を
示
す
も
の
で
あ
れ
ば
、

実
際
に
男
根
の
有
／
無
が
普
遍
的
な
契
機
と
な
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
「
母
」
に
欠
損
し
、「
母
」
が
求
め
て
い
た
だ
ろ
う
も

の
（
＝
「
フ
ァ
ル
ス
」）
を
求
め
る
段
階
に
至
っ
た
主
体
は
、
現
在
の
自
分
が
そ

れ
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。「
母
」
が
「
呼
び
か
け
」
に

応
え
る
こ
と
を
期
待
し
続
け
て
い
た
段
階
の
主
体
は
、「
母
」と
の
関
係
の
う
ち
に
、

な
お
十
全
な
「
満
足
」
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。

「
母
」
が
し
ば
し
ば
不
完
全
で
あ
る
と
し
て
も
、「
母
」
に
欠

け
て
い
る
も
の
（
＝
「
フ
ァ
ル
ス
」）
は
、
自
分
と
「
母
」
と

の
関
係
の
な
か
に
見
出
し
う
る
は
ず
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
に
お
い
て
、「
母
」
の
欲
望
の
対
象
＝
フ

ァ
ル
ス
が
自
分
で
あ
る
、
と
形
容
さ
れ
る
事
態
は
、
こ
の
よ

う
な
状
態
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
７
）。

だ
が
、「
母
」
が
「
失
墜
」
し
、「
対
象
」
の
探
求
の
手
が

か
り
と
な
り
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
や
、主
体
は
「
フ

ァ
ル
ス
」
の
存
在
を
、
自
ら
の
外
部
に
措
定
せ
ざ
る
を
え
な

い
状
態
に
な
る
。
充
足
関
係
か
ら
の
「
ず
れ
」
と
見
な
さ
れ

て
い
た
欠
如
の
様
態
は
、
そ
こ
で
、
端
的
な
非
存
在
を
示
す

大
き
な
穴
と
し
て
穿
た
れ
る
。
主
体
に
十
全
な
満
足
を
与
え

る
は
ず
の
何
ら
か
の
も
の
が
、
今
や
自
ら
に
決
定
的
に
失
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
精
神
分
析
に

お
け
る
「
剥
奪
」
と
は
、
ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
主
体
の
欠
如
の
状
態
を

し
め
す
も
の
と
さ
れ
る[cf. S.IV

,36]

。
そ
れ
は
主
体
に
と
っ
て
端
的
な「
不
安
」

を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
主
体
は
、
現
に
そ
れ
が
な
い
こ
と
、

い
つ
の
間
に
か
、
何
ら
か
の
手
段
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
え
な
い
。
主
体
は
、
そ
の
「
原
因
」
を
「
動
因
」
と
し
て
の
「
父
」
に
求
め

な
が
ら
［cf. S.IV

,220

］、
現
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
の
回
復
の
手
が

か
り
を
、「
象
徴
的
な
も
の
」
と
し
て
の
フ
ァ
ル
ス
（
８
）
に
求
め
る
の
で
あ
る
［cf.

S.IV
,38

］。⑶
言
語
構
造
へ
の
参
入

し
か
し
、
客
観
的
な
象
徴
的
秩
序
の
「
動
因
」
と
し
て
の
「
父
」
の
措
定
は
、

単
に
「
想
像
的
な
も
の
」
に
基
づ
く
こ
と
に
お
い
て
、
な
お
不
安
定
な
も
の
に
留

ま
る
。「
父
」
は
、
そ
こ
で
は
単
に
主
体
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
で

あ
り
、何
ら
か
の
「
実
在
性
」
を
も
つ
に
至
っ
て
い
な
い
。
主
体
に
と
っ
て
「
父
」

が
、
何
ら
か
の
「
客
観
的
実
在
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
、「
去
勢
」

と
呼
ば
れ
る
出
来
事
を
契
機
と
し
た
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
最
終
段

階
へ
の
移
行
が
不
可
欠
と
な
る
。「
去
勢
に
よ
っ
て
、
様
々
な
想
像
的
要
素
は
象

徴
的
な
も
の
に
お
け
る
安
定
性
を
獲
得
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
想
像
的
要
素
の
布
置

は
、
そ
の
象
徴
的
な
も
の
の
中
で
固
定
さ
れ
る
の
で
す
」［S.IV

,212

］
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、「
去
勢
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
揺
れ
動
く
「
想
像
的
な
も
の
」

が
ピ
ン
留
め
さ
れ
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
も
の
（
＝
シ
ニ
フ

ィ
エ
）
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

揺
れ
動
く
「
想
像
的
な
も
の
」
が
ピ
ン
留
め
さ
れ
、「
象
徴
的
な
も
の
」
と
そ

の
「
意
味
」
と
の
対
応
が
動
か
ざ
る
も
の
と
し
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
過
程
に
つ
い

て
ラ
カ
ン
は
、「
対
象
関
係
」
を
論
じ
る
前
年
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
に
お
い
て
、
ラ
シ

ー
ヌ
の
戯
曲
『
ア
タ
リ
ー
』
を
例
に
論
じ
て
い
た
［cf.S.III,298ff.

］。
そ
こ
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
差
異
を
刻
む
だ
け
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
中
か
ら
特
権
的
な
も
の
が
探

動因＝動作主 欠如 対象

想像的な父 現実的な剥奪 象徴的なファルス

03_荒谷.indd   9 15.2.26   6:54:14 PM



ラカンの対象関係論：認識論的枠組みの発生の論理として 10

り
当
て
ら
れ
、
そ
の
点
を
軸
に
「
象
徴
的
な
も
の
」
が
「
想
像
的
な
も
の
」
を
綴

じ
込
ん
で
い
く
過
程
が
、「
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
綴
じ
目
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
語

ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
場
面
を
総
譜
の
中
に
主
旋
律
を
見
出
す
よ
う
に
分
析
す
る
な
ら
ば
ク
ッ

シ
ョ
ン
の
綴
じ
目
と
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
が
結
び
つ
く
点
、

つ
ま
り
二
人
の
豊
場
人
物
の
間
を
現
実
に
巡
っ
て
い
る
シ
ニ
フ
ィ
カ
シ
オ
ン
と

い
う
常
に
浮
動
す
る
塊
り
と
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
と
が
結
び
つ
く
点
で
あ
る
こ
と

が
解
る
と
思
い
ま
す
。『
ア
タ
リ
ー
』
と
い
う
戯
曲
が
ブ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
風
の

ど
た
ば
た
劇
に
終
わ
っ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
シ
ニ
フ
ィ
カ
シ
オ
ン
の
お
陰
で

は
な
く
、
ま
さ
に
こ
の
驚
嘆
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
の
お
陰
な
の
で
す
。

　

こ
こ
で
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
綴
じ
目
は
シ
ニ
フ
ィ
カ
シ
オ
ン
的
な
も
の
を
越
え

た
様
々
な
広
が
り
を
持
つ
「
畏
れ
」
と
い
う
語
で
す
。
こ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を

中
心
と
し
て
、
マ
ッ
ト
レ
ス
の
布
の
表
面
に
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
綴
じ
目
に
よ
っ
て

で
き
た
小
さ
な
皺
の
よ
う
に
、
す
べ
て
が
放
射
線
状
に
広
が
り
組
織
化
さ
れ
る

の
で
す
。
こ
の
収
斂
点
に
よ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
起
き
て
い
る

す
べ
て
の
こ
と
を
遡
及
的
に
も
、予
見
的
に
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

［S.III,303

］

『
ア
タ
リ
ー
』
の
戯
曲
中
、「
神
へ
の
畏
れ
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
特
権
的

な
役
割
を
担
う
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
流
動
的
だ
っ
た
様
々
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
曖

昧
だ
っ
た
意
味
の
塊
が
ピ
ン
留
め
さ
れ
、「
す
べ
て
の
こ
と
」
を
過
去
と
未
来
に

わ
た
っ
て
意
味
づ
け
る
構
造
が
確
立
さ
れ
る
。「
象
徴
的
な
も
の
」
の
次
元
に
お

い
て
見
出
さ
れ
る
特
定
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
、「
フ
ァ
ル
ス
」
の
「
痕
跡
（trace

）」

を
印
づ
け
る
も
の
と
し
て
［cfS.V

,342

］ 

機
能
す
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
シ
ニ
フ

ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
間
に
一
対
一
の
対
応
が
見
出
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

「
去
勢
」
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
事
柄
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
、「
象
徴
的
な

も
の
」
が
「
す
べ
て
」
を
覆
い
尽
し
て
「
客
観
的
」
な
認
識

の
体
系
と
な
る
論
理
的
な
展
開
を
示
し
て
い
る
。「
フ
ァ
ル
ス
」

の
痕
跡
が
「
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
綴
じ
目
」
と
し
て
機
能
す
る
こ

と
で
、
前
段
に
お
い
て
端
的
な
喪
失
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い

た
「
剥
奪
」
の
場
所
に
、
象
徴
化
さ
れ
た
「
欠
如
」
が
補
填

さ
れ
る
。
主
体
に
恒
常
的
な
「
満
足
」
を
与
え
る
も
の
は
、

な
お
そ
こ
で
失
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
欠
如
自

体
が「
象
徴
的
な
も
の
」の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

「
す
べ
て
」
が
象
徴
的
秩
序
の
う
ち
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
な

ら
ば
、
主
体
に
と
っ
て
失
わ
れ
た
も
の
も
ま
た
、「
象
徴
的
な

も
の
」
の
次
元
で
の
探
求
の
中
で
、
や
が
て
は
見
出
さ
れ
る

は
ず
で
あ
ろ
う
。
現
実
的
な
充
足
関
係
か
ら
の
「
ず
れ
」
と

し
て
現
れ
た
「
欠
如
」
は
、
こ
う
し
て
「
象
徴
的
な
も
の
」

の
中
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
に
お
い
て
、
去
勢
が
「
象
徴
的
負
債
」［S.IV

,37

］ 

と
し
て
書
き
込
ま
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
去
勢
」
と
は
、
自
ら
に
欠
如
し
た
フ
ァ
ル
ス
を
獲
得
す
る
た
め
の
道
程
を
、「
負

債
」
と
し
て
「
象
徴
的
な
も
の
」
の
次
元
に
書
き
込
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

主
体
は
、「
最
も
現
実
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
人
間
存
在
そ
の
も
の
」
と
し
て
、

認
識
の
外
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
「
父
」［cf.S.IV

,220

］
へ
と
「
同

一
化
」
し
、
そ
の
「
自
我
理
想
」
を
到
達
点
と
し
て
、
現
在
の
「
自
己
」
を
位
置

づ
け
る
。
主
体
は
、「
象
徴
的
な
も
の
」
の
次
元
に
お
け
る
「
満
足
」
を
十
全
に

獲
得
す
る
た
め
に
、
自
ら
言
語
を
用
い
て
「
語
る
主
体
」
と
な
り
、
フ
ァ
ル
ス
を

備
え
て
そ
の
象
徴
的
秩
序
の
動
因
と
な
っ
て
い
る
「
父
」
へ
至
る
道
筋
の
中
に
、

自
ら
を
書
き
込
む
の
で
あ
る
。

「
象
徴
的
な
も
の
」
の
次
元
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
欠
如
」
に
動
機
づ
け
ら
れ

た
「
対
象
」
の
探
求
は
、
し
か
し
、「
象
徴
的
な
も
の
」
の
次
元
に
「
負
債
」
と

し
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
も
の
を
ひ
と
つ
ず
つ
返
済
す
る
過
程
に
お
い
て
、
決
し
て

動因＝動作主 欠如 対象

現実的な父 象徴的な去勢 想像的なファルス
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求
め
る
も
の
に
出
会
う
こ
と
は
な
い
。「
現
実
原
則
と
は
ま
さ
に
、
ゲ
ー
ム
が
続

く
と
い
う
こ
と
、
快
（plaisir

）
が
常
に
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
戦
い
の

担
い
手
が
不
在
な
ま
ま
に
、な
お
戦
い
が
終
わ
ら
な
い
こ
と
を
含
意
し
て
い
ま
す
。

現
実
原
則
は
、
終
結
へ
至
ろ
う
と
す
る
我
々
の
快
を
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
」[S.II,107]

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、「
象
徴
的
な
も
の
」

の
秩
序
に
適
応
し
た
行
為
に
「
満
足
＝
快
」
を
求
め
る
構
造
へ
と
参
入
し
た
主
体

は
、
現
実
原
則
に
照
ら
し
た
「
対
象
」
の
探
求
の
な
か
に
、
快
が
無
限
に
引
き
延

ば
さ
れ
る
事
態
し
か
見
出
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
の
最
終
段
階
に
ま
で
至
っ
た
主
体
は
、
こ
う
し
て
、「
想
像
的
な
も
の
」
の
領

域
に
し
か
位
置
づ
か
な
い
フ
ァ
ル
ス
を
求
め
て[cf. S.IV

,12]

、
や
が
て
辿
り
着

く
は
ず
の
「
自
我
理
想
」
に
向
け
て
、
無
限
の
階
梯
を
上
る
作
業
に
導
か
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

＊主
体
の
欲
動
の
「
対
象
」
と
は
何
か
。
ラ

カ
ン
に
お
け
る
「
対
象
関
係
論
」
が
示
し
た

の
は
、「
象
徴
的
な
も
の
」「
想
像
的
な
も
の
」

「
現
実
的
な
も
の
」
が
絡
み
合
い
な
が
ら
、

欠
如
の
充
足
を
求
め
て
「
対
象
」
が
変
化
し

て
い
く
構
造
で
あ
っ
た
。「
対
象
」
と
は
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
無
限
の
「
換
喩
」
を

も
た
ら
し
、
様
々
な
も
の
が
そ
こ
に
代
入
さ

れ
う
る
よ
う
な
、
ひ
と
つ
の
代
数
「
a
」
と

し
て
表
記
さ
れ
る
も
の
と
な
る[cf.

S.V
,13]

。
後
期
の
ラ
カ
ン
に
お
い
て
特
権
的

な
地
位
を
与
え
ら
れ
る
「
対
象
a
」
は
、「
象

徴
的
な
も
の
」「
想
像
的
な
も
の
」「
現
実
的

な
も
の
」
に
よ
る
「
ボ
ロ
メ
オ
の
環
」
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
中
期
ラ
カ

ン
に
お
け
る
「
対
象
」
の
概
念
は
、
そ
れ
ら
の
領
域
の
結
び
合
わ
さ
れ
方
を
理
解

す
る
た
め
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
三
つ
の
領
域

の
絡
み
合
い
で
あ
り
、
言
語
的
な
一
般
性
を
媒
介
に
し
た
客
観
的
な
認
識
が
成
立

す
る
に
至
る
論
理
的
な
段
階
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
い
て

は
ひ
と
足
飛
び
に
「
超
越
論
的
」
に
要
請
さ
れ
る
認
識
の
構
造
の
発
生
を
、
ラ
カ

ン
は
対
象
関
係
の
論
理
と
し
て
捉
え
直
し
た
。
快
の
充
足
と
い
う
目
標
へ
と
向
け

た
対
象
の
転
回
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の
モ
チ
ー
フ
を
、
言
語
構
造
に
基
づ
く
主
体
の

認
識
の
構
造
の
発
生
の
論
理
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、
ラ
カ
ン
は
、
哲
学
的
認

識
論
の
成
立
の
暗
が
り
を
明
る
み
に
出
し
た
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
編
集
の

Seuil

版
に
従
い
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
号
を
示
し
た
が
、
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
年
度
の
も
の
に
つ

い
て
は
、国
際
ラ
カ
ン
協
会
が
会
員
向
け
に
発
行
し
て
い
る
「
全
集
」（I.S.I.,1996

）
を
用
い
、

日
付
で
該
当
箇
所
を
示
し
た
。

そ
の
他
、
本
論
で
用
い
た
文
献
の
略
号
は
次
の
通
り
。

［Freud:GW
-X

］Sigm
und Freud, G

esam
m

elte W
erke, X

., herausgegeben von 

A
nna Freud, E

.B
ibring, W

.H
offer, O

.Isakow
er, Im

ago-Publishing Co.Ltd., 

London, 1946

［M
elanie K

lein] M
elanie K

lein, T
he psycho-analysisof children, the w

riting 

of M
elanie K

lein vol.2, Free Press, 1984
［H

ara
］K

azuyuki H
ara, "Postulat

du désir: m
om

ent existentielde
la 

subjectivite lacanienne", Collection U
T

CP vol.9, 2011

［
荒
谷
］ 

荒
谷
大
輔
『「
経
済
」
の
哲
学
：
ナ
ル
シ
ス
の
危
機
を
越
え
て
』
せ
り
か
書
房
、
２

０
１
３

［
原
］ 

原
和
之
『
ラ
カ
ン
：
哲
学
空
間
の
エ
ク
ソ
ダ
ス
』
講
談
社
、
２
０
０
２

動因＝動作主 欠如 対象

現実的な父 象徴的な去勢 想像的なファルス

象徴的な母 想像的な違約 現実的な乳房

想像的な父 現実的な剥奪 象徴的なファルス
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［
ア
ス
ン
］ 

ポ
ー
ル
＝
ロ
ラ
ン
・
ア
ス
ン
著
、
西
尾
彰
泰
訳
『
ラ
カ
ン
』
白
水
社
、
２
０
１
３

註
（
１
）「
彼
ら
〔
最
近
の
分
析
家
た
ち
〕
は
、と
く
に
考
え
も
せ
ず
、い
わ
ゆ
る
対
象
関
係
（relation 

d'objet
）
こ
そ
が
分
析
理
論
に
お
い
て
最
も
重
要
な
点
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。・
・
・
主
体
と

対
象
の
関
係
を
真
っ
直
ぐ
に
な
ら
す
こ
と
が
、
分
析
を
進
展
さ
せ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。

そ
の
主
体
と
対
象
と
の
関
係
は
、
双
数
関
係
（relation duelle

）
と
見
な
さ
れ
ま
す
が
、
そ

れ
が
分
析
的
な
状
況
に
つ
い
て
語
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
極
め
て
単
純
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
双
数
関
係
と
し
て
の
対
象
関
係
は
、
ま
さ
に
我
々
の
シ
ェ
ー
マ
のa-a

’
に
あ
る

も
の
な
わ
け
で
す
か
ら
、
考
え
な
し
に
語
ら
れ
る
対
象
関
係
か
ら
出
発
し
て
分
析
経
験
で
観

察
さ
れ
る
諸
現
象
の
全
体
を
満
足
の
い
く
仕
方
で
構
築
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
で
し
ょ
う

か
。」［S.IV

,12f.

］

（
２
）
引
用
の
文
脈
は
、「
対
象
関
係
」
を
論
じ
る
分
析
を
批
判
し
、
言
語
に
基
づ
い
た
精
神
分

析
を
本
来
の
も
の
と
見
な
し
て
い
る
が
、既
述
の
よ
う
に
、こ
の
次
の
年
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
で
は
、

ラ
カ
ン
自
身
が
「
対
象
関
係
」
を
主
題
に
し
て
、「
前
言
語
的
な
領
野
」
の
事
柄
に
つ
い
て
立

ち
入
っ
た
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

（
３
）
ラ
カ
ン
の
対
象
関
係
論
に
つ
い
て
の
主
題
的
な
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ほ

ど
多
く
は
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
。［
原
］ 

は
、
セ
ミ
ネ
ー
ル
５
巻
の
論
理
を
詳
説
す
る
中
で
４

巻
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
扱
い
は
５
巻
の
論
理
を
補
足
す
る
用
途
に
限
ら
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
４
巻
の
対
象
関
係
論
と
後
期
の
対
象
a 

の
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ラ
カ
ン
自

身
が
「
私
は
［
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
対
象
関
係
論
由
来
の
］ 

移
行
対
象
を
も
と
に
対
象
a 
を
作

り
上
げ
た
の
で
す
」［S.X

V
,

］ 

と
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
彼
［
ラ
カ
ン
］ 

が
対
象

a 

を
発
明
し
た
の
は
、1966 

年
11 

月
16
日
の
『
フ
ァ
ン
タ
ズ
ム
の
論
理
』
の
セ
ミ
ネ
ー
ル

に
お
い
て
で
あ
る
」［
ア
ス
ン,98

］ 

と
い
う
認
識
が
一
般
化
さ
れ
て
い
る
の
が
ラ
カ
ン
解
釈

の
現
状
と
い
え
よ
う
。
ラ
カ
ン
に
お
け
る
対
象
関
係
論
は
、
そ
の
重
要
性
に
比
し
て
、
主
題

的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
４
）
中
で
も
、「
姿
と
し
て
も
不
在
と
し
て
も
」［S.X

I,60

］ 

捉
え
ら
れ
な
い
「
現
実
的
な
も
の
」

の
回
帰
と
し
て
の
「
反
復
」
の
概
念
は
、
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
の
議
論
の
特
徴
と
し
て
、
通

常
の
認
識
論
的
な
議
論
と
の
あ
い
だ
に
際
立
っ
た
差
異
を
示
し
て
い
る
。「
失
わ
れ
た
何
か
」

を
求
め
て
展
開
さ
れ
る
「
対
象
」
の
換
喩
的
な
変
転
の
運
動
は
、
セ
ミ
ネ
ー
ル
４
巻
の
時
点

に
お
い
て
、
後
期
の
「
現
実
的
な
も
の
」
の
特
徴
と
さ
れ
る
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
反
復
」

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
［cf.S.IV

, 15f.

］。

（
５
）
こ
う
し
た
記
述
は
、
一
見
す
る
と
こ
ろ
、
幼
児
の
発
達
の
過
程
を
ひ
と
つ
の
「
物
語
」
と

し
て
語
り
出
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
自
ら
語
る
こ

と
の
な
い
幼
児
の
発
達
の
道
行
き
を
分
析
家
の
視
点
か
ら
再
構
成
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
よ

う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
ラ
カ
ン
が
示
し
て
い
る
の
は
、
幼
児
が
実
際
に
発
達
の
過

程
で
辿
る
時
間
的
な
構
造
の
「
歴
史
」
で
は
な
く
、
そ
の
論
理
的
な
構
造
と
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
想
像
的
な
も
の
」
の
領
域
に
お
け
る
表
象
を
動
機
づ

け
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
ラ
カ
ン
は
そ
の
発
生
を
、
充
足
関
係
か
ら
の
「
ず

れ
」
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
無
条
件
的
に
発
動
す
る
も

の
と
見
な
さ
れ
る
「
想
像
力
」
は
、
し
か
し
、
実
際
に
は
何
を
目
指
し
て
、
切
れ
切
れ
の
イ

メ
ー
ジ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
の
か
。
ラ
カ
ン
は
そ
こ
に
「
対
象
」
を
求
め
る
欲
動
の
働
き
を
、

い
わ
ば
「
超
越
論
的
に
」
措
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
は
、
例
え
ば
、
最
初
期
の
医

学
博
士
論
文
に
お
い
て
は
、
非
常
に
慎
重
に
「
精
神
分
析
的
な
記
述
」
の
妥
当
性
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
ラ
カ
ン
が
採
る
方
法
が
「
超
越
論
的
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、［H

ara

］ 

を
参
照
。

（
６
）［cf. 

荒
谷,130ff.

］

（
７
）
母
の
欲
望
の
対
象
が
自
分
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
、
幼
児
の
「
全
能
性
」

と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
る
［cf. 

原,120

］。
母
親
が
自
分
の
「
呼
び
か
け
」
に
応
え
る
こ
と
を
、

自
分
が
母
親
に
と
っ
て
の
欲
望
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
理
解
は
、「
呼
び
か
け
」
を
な
お
経
験
的
な
事
態
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
依
拠
し
て
い

る
点
で
困
難
を
抱
え
る
だ
け
で
な
く
、
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
上
に
お
い
て
も
は
っ
き
り
と
し

た
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
。「
子
供
が
自
分
に
つ
い
て
全
能
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
い
る
と
考
え

る
の
は
間
違
い
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
子
供
が
そ
ん
な
概
念

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
な
ど
何
も
な
い
ば
か
り
か
、
こ
の
発
達
や
そ
れ
を
彩
る
出

来
事
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
子
供
の
全
能
と
か
、
そ
れ
が
遭
遇
す
る
挫
折
な
ど
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は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
母
の
全
能
性
に
対
す

る
失
望
、
幻
滅
で
す
。」［S.IV

,69

］。

（
８
）
こ
の
時
期
ま
で
の
ラ
カ
ン
は
、
フ
ァ
ル
ス
を
は
っ
き
り
と
「
ひ
と
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」

［S.V
,373

］ 

と
し
て
い
る
が
、
６
２
年
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
以
降
「
フ
ァ
ル
ス
関
数
」［S.IX

 

620404

］ 
と
い
う
語
を
用
い
、
晩
年
は
フ
ァ
ル
ス
を
ひ
と
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
捉
え
る
こ

と
を
厳
し
く
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
［cf.S.X

X

］。
し
か
し
な
が
ら
、
初
期
に
お
け
る
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
フ
ァ
ル
ス
と
い
う
用
法
も
、
フ
ァ
ル
ス
を
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
同
一
視
す

る
も
の
で
は
な
い
。「
象
徴
的
フ
ァ
ル
ス
」
は
、
フ
ァ
ル
ス
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と

さ
れ
な
が
ら
、
た
だ
ち
に
「
痕
跡
」［S.V

,342

］ 

と
し
て
し
か
現
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
初
期

に
お
け
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
＝
フ
ァ
ル
ス
の
用
法
は
、
晩
年
の
用
法
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

く
、
理
論
上
の
一
貫
性
は
保
た
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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