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〈書評〉

『冷たい親密性』

和矢

本
室
百
耳
『
冷
た
い
親
密
性
|
|
感
情
的
な
資
本
主
義
の
形
成
』
(
【
の

U。
三
]
仏

2
同
口

叶d回
岬
ぽ
同
伺
ユ

F冨h
担
呉
付
E
~宮
ロ
凹
。
え
吋
開

B
。
邑
門
丘
吾
-
芯
。

g
ロE
白
包
】
店
の
由
毛
去
苛
立

-
E
-回
自
巴
)
は
、
感
情
と
資
本
主
義
の
か
か
わ
り
に
焦

点
を
置
い
て
、
男
性
と
女
性
の
純
粋
な
関
係
性
、
性
的
に
も
感
情
的
に
も
対
等
な
関

Eva Illouz 

Cold Intimacies: The Making 0/ Emotional Capitalism 
London: Polity Press, 2007 

本
書
で
イ
ロ
ウ
ズ
が
用
い
る
「
感
情
」
は
、
行
為
に
向
か
っ
て
人
々
を
駆
り
立
て

葉千

係
が
実
現
で
き
る
可
能
性
を
探
求
し
、
性
差
に
基
づ
く
社
会
的
権
力
関
係
を
批
判
し

て
い
る
。
本
書
の
著
者
で
あ
る
エ
ヴ
ァ
・
イ
ロ
ウ
ズ
(
開S
E
E
N
)
は
、

九

年
に
モ
ロ
ッ
コ
で
生
ま
れ
、
現
在
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
で
、
社
会
学
の

教
授
職
に
あ
る
。
研
究
対
象
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
文
化
的
に
構
成
さ
れ
た

も
の
と
し
て
の
感
情
の
か
か
わ
り
で
あ
り
、
本
書
で
は
社
会
哲
学
者
の
テ
オ
ド
!
ル
・

やア
社ド
会ル
的ノ
権 2
寸1 ::r 

関旦
係日
と E
1 ，。

モ g
の)

室長
主制
義 iし

をな
とが

i ら
げ権
て威
い主
る義
。的

信?
はソ
資ナ
本リ
主テ
義イ

社
会
に
お
い
て
、
商
品
化
(
感
情
労
働
)
や
心
理
学
的
言
及
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
セ
ラ
ピl

を
通
し
て
、
変
質
を
続
け
て
い
る
と
彼
女
は
主
張
す
る
。

「
感
情
」
と
い
う
視
点
は
、
従
来
、
心
理
学
や
生
理
学
、
精
神
分
析
の
領
域
で
扱

わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
年
、
感
情
と
社
会
学
を
結
び
付
け
る
試
み
が
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
行
為
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
私

た
ち
の
行
為
は
必
ず
し
も
自
覚
的
で
理
性
的
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
感
情
に
よ
っ
て

動
か
さ
れ
る
場
合
や
特
定
の
感
情
を
求
め
て
行
為
す
る
場
合
も
多
い
。
近
代
科
学
は

感
情
を
客
観
的
に
観
察
不
可
能
か
つ
論
理
的
に
再
構
成
不
可
能
な
も
の
と
し
て
取
り

残
し
て
き
た
。
感
情
社
会
学
は
そ
れ
を
対
象
化
し
、
他
の
社
会
制
度
や
社
会
的
経
験

過
程
と
の
関
連
に
お
い
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
。

る
・
も
の
で
あ
り
、
行
為
に
付
与
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
イ
ロ
ウ
ズ
の
「
感
情
」

99 一書評

の
捉
え
方
は
、
感
情
が
初
期
の
社
会
や
文
化
と
切
り
離
さ
れ
ず
、
自
己
や
自
己
に
対



し
て
文
化
的
に
同
時
期
に
位
置
し
て
い
る
他
者
と
常
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
事
実

に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
感
情
は
、
深
い
内
省
的
な
'
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
行
為

の
側
面
に
必
ず
し
も
反
映
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
幾
重
に
も
含
ま
れ
て

い
る
た
め
我
々
が
気
づ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
感
情
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
自
己
の
内
か
ら
生
じ
る
社
会
的
行
為
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
同

時
に
、
解
釈
学
的
な
社
会
学
を
展
開
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
感
情

的
な
行
為
に
よ
る
ム
1

ド
の
出
現
、
た
と
え
ば
、
相
互
行
為
を
通
じ
て
現
れ
る
怒
り

や
悲
し
み
と
い
っ
た
感
情
の
出
現
す
る
状
況
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
適
切
に
社
会

を
解
釈
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
序
論
に
お
い
て
、
イ
ロ
ウ
ズ
は
、
社
会
学
の
古
典
的
研
究
を
取
り
上
げ
な

が
ら
、
感
情
を
社
会
学
的
に
捉
え
る
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
感
情

を
研
究
す
る
社
会
学
者
に
対
し
て
、
彼
ら
の
感
情
に
つ
い
て
の
捉
え
方
が
、
心
理
学

的
言
語
を
用
い
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
、
ま
た
、
感
情
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い

る
古
典
的
社
会
理
論
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

本
書
全
体
を
通
し
て
イ
ロ
ウ
ズ
が
取
り
上
げ
て
い
る
古
典
的
社
会
理
論
の
う
ち
、

エ
ミ
1

ル
・
デ
ュ
ル
ケ
l

ム
、
ゲ
オ
ル
グ
・
ジ
ン
メ
ル

(
l
)
 

の
感
情
理
論
と
感
情
社
会
学
の
問
題
設
定
の
方
向
性
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
l

パ
1

、

と
しマ
てツ
、ク

目ス

盟ら
工回 エ

商 1

21 
価安
要語
口岸

理奇
的)

行は
為
、行

伝為
統の
的類
行型
為論
、で

感
情社
的会
行的
為す行
の。為

四
つ
を
上
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
感
情
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
現
実
の
感
動
や
感
情

情状
行態
為に
は，動
、か

現さ
実れ
的 τ
たな

蔀さ

復 2
享社
楽会

献ノー
身持

店主
依義
のさ
たれ
めて
，'-し、

要る
て'"。

さた
れと

え

そば
の、

と感

き
ど
き
の
気
持
ち
を
満
た
す
た
め
に
な
さ
れ
る
。
方
向
性
と
し
て
は
、
感
情
が
社
会

的
に
規
範
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
感
情
の
形
成
過
程
に
社
会
規
範
が
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関
与
す
る
と
し
、
ま
た
、
積
極
的
に
あ
る
特
定
の
感
情
を
経
験
さ
せ
る
よ
う
な
作
用

を
起
こ
す
場
合
も
指
し
て
い
る
。

エ
ミ
1

ル
・
デ
ユ
ル
ケ
l

ム
S
E
ぽ

U
Z
H
5
2
S
)は
、
著
書
『
社
会
分
業
論
』
で
、

「
連
帯
」
な
ど
社
会
的
現
実
を
構
成
す
る
規
定
的
な
形
態
と
し
て
感
情
を
扱
っ
て
い
る
。

感
情
に
対
す
る
社
会
の
作
用
で
は
な
く
、
社
会
的
な
も
の
へ
の
感
情
の
作
用
に
焦
点

を
当
て
て
お
り
、
感
情
が
社
会
あ
る
い
は
共
同
体
の
秩
序
の
根
底
に
内
在
し
て
い
る

と
考
え
る
。
方
向
性
と
し
て
は
、
あ
る
社
会
状
況
や
社
会
条
件
、
が
あ
る
感
情
を
つ
く

対り
応あ
さげ
せる
ると
こし、
と よう

に視
よ点
つマ$

三あ
信 q
空社
イ肝 A 
Fごz:;;

亘状
寸況
すレ
モ，議
ぷ噴
2 ぞ
E れ、
をで
追宅
地 cι

むり
ア刀1

C、化

る 5

ゲ
オ
ル
グ
・
ジ
ン
メ
ル
(
。
g

お
巴
ヨ
虫
色
)
は
、
第
一
次
感
情
と
第
二
次
感
情
を

類
別
し
て
い
る
。
第
一
次
感
情
と
は
、
人
が
相
互
作
用
を
営
む
場
合
に
ア
プ
リ
オ
リ

に
持
ち
込
ま
れ
る
社
会
形
式
と
し
て
、
そ
し
て
社
会
関
係
に
大
き
く
か
か
わ
る
も
の

と
し
て
感
情
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
、
第
二
次
感
情
と
は
、
特
定
の
社
会

条
件
が
特
定
の
感
情
を
心
的
な
結
果
と
し
て
生
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
方
向
性
と

し
て
は
、
感
情
に
よ
る
現
実
構
成
、
つ
ま
り
、
感
情
が
社
会
を
作
り
上
げ
る
と
い
う

視
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
感
情
的
な
現
実
構
成
の
具
体
的
な
あ
り
方
、
た
と
え
ば
、

そ
れ
を
促
す
よ
う
な
文
化
的
装
置
の
記
述
や
解
明
か
」
必
要
と
し
て
い
る
。

イ
ロ
ウ
ズ
は
本
書
の
中
で
、
先
に
あ
げ
た
三
つ
の
代
表
的
な
立
場
と
も
違
っ
た
視

点
か
ら
感
情
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。
イ
ロ
ウ
ズ
は
、
個
々
の
感
情
が
果
た
し
て

い
る
社
会
的
機
能
を
問
う
視
点
を
持
ち
、
社
会
制
度
・
組
織
・
集
団
あ
る
い
は
相
互

作
用
な
ど
に
よ
っ
て
特
定
の
感
情
が
統
制
・
安
定
な
ど
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
世
界
を
も
っ
と
も
社
会
的
に
構
成
し
て
い
る
基



本
的
な
次
元
は
男
性
と
女
性
で
あ
り
、
生
殖
を
通
し
て
感
情
的
な
文
化
が
生
じ
る
か

ら
で
あ
る
。
社
会
に
お
い
て
、
ジ
エ
ン
タ
ー
と
い
う
男
性
、
女
性
と
い
う
性
別
の
規

定
が
な
け
れ
ば
、
役
割
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
じ
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ

れ
は
、
社
会
の
中
で
ジ
ェ
ン
ダ
l

の
規
定
が
変
化
す
れ
ば
、
自
己
や
ア
イ
デ
ン
テ
イ

テ
ィ
へ
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

現
代
の
社
会
は
、
経
済
の
複
雑
化
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に

よ
っ
て
急
激
に
変
動
し
て
お
り
、
自
己
を
構
成
す
る
も
の
や
私
的
・
公
的
領
域
、
ジ
エ

ン
ダ
1

の
差
異
の
基
準
が
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。
イ
ロ
ウ
ズ
は
感
情
と
い
う

概
念
を
用
い
て
社
会
構
成
、
と
り
わ
け
、
資
本
主
義
に
着
目
し
、
資
本
主
義
で
展
開

さ
れ
る
市
場
を
通
し
て
感
情
が
形
成
さ
れ
る
と
し
、
資
本
主
義
、
か
感
情
に
よ
っ
て
そ

の
形
態
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
。
本
書
で
は
、
こ
う
し
た
感
情
と
資
本
主
義
が
互
い

に
定
義
し
あ
っ
て
生
じ
る
二
重
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
感
情
的
な
資
本
主
義
」
と
名
付
け

て
い
る
。

イ
ロ
ウ
ズ
は
、
全
体
を
通
し
て
、
感
情
的
な
資
本
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
、
男
性
、

女
性
を
取
り
巻
く
親
密
性
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
分
析
し
て
い
る
。

第
一
部
で
は
、
ゥ
ェ
l

パ
l

の
議
論
を
も
と
に
資
本
主
義
の
構
成
が
、
激
し
く
特

別
な
感
情
的
な
文
化
の
構
成
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
や
資
本
主
義
の
初
期
の

特
徴
と
し
て
感
情
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
労
働
に
お

け
る
男
女
の
役
割
や
賃
金
の
差
へ
の
不
満
や
嫉
妬
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ウ
ェ
l

パ
!
の

理
論
で
あ
る
「
合
理
化
」(
E
F
O
E
-
-
N

由
民o
εが
初
期
の
感
情
を
台
頭
さ
せ
る
と
同
時
に
、

資
本
主
義
と
結
び
つ
い
て
人
々
の
自
己
合
理
化
が
促
進
さ
れ
る
と
イ
ロ
ウ
ズ
は
主
張

す
る
。
二
十
世
紀
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
大
衆
文
化
に
著
し
く
影
響
し
て
い
た
フ
ロ

イ
ト
の
精
神
分
析
を
援
用
し
、
感
情
を
精
神
分
析
と
心
理
学
的
な
方
法
を
用
い
て
、

職
場
と
家
庭
に
お
け
る
女
性
の
自
己
の
あ
り
方
へ
の
理
解
を
試
み
て
い
る
。
イ
ロ
ウ

ズ
は
、

フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
に
よ
る
感
情
の
様
式
を
参
照
し
、
自
ら
新
た
な
感
情

の
様
式
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
ル
ト
ン
・
メ
イ
ヨ
l
(。
g

お
冊
目
ぢ
ロ

(
3
)
 

玄
白
苫
)
の
ホl
ソ
ン
実
験
の
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
メ
イ
ヨ
1

は
、
職
場
内
の

女
性
を
対
象
に
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
、
感
情
と
生
産
の
関
係
や

労
働
に
お
け
る
問
題
点
を
心
理
学
的
・
セ
ラ
ピ1
学
的
言
説
か
ら
分
類
し
解
釈
し
た
。

こ
の
調
査
の
結
果
、
職
場
内
の
中
で
、
感
情
や
個
性
は
女
性
の
立
場
を
支
え
る
も
の

で
あ
り
、
女
性
に
寛
容
な
職
場
で
は
利
益
が
上
っ
た
こ
と
や
、
他
方
で
、
そ
う
で
は

な
い
職
場
で
は
、
労
働
者
の
家
族
関
係
で
親
と
子
の
情
緒
的
組
帯
が
失
わ
れ
、
感
情

が
商
品
化
さ
れ
売
買
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

乙
の
結
果
か
ら
イ
ロ
ウ
ズ
は
、
職
場
内
に
お
け
る
監
視
や
抑
制
の
新
し
い
方
法
を

提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
協
同
の
た
め
に
、
職
場
内
で
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

を
取
り
入
れ
、
道
徳
性
を
徐
々
に
根
付
か
せ
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
人

間
関
係
に
注
意
を
払
わ
な
い
労
働
環
境
を
構
築
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
資
本
主
義
を

親
密
な
関
係
に
再
構
築
す
る
た
め
に
、
経
営
者
・
労
働
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

l

シ
ヨ
シ

の
能
力
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
イ
ロ
ウ
ズ
は
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
、
第
一
部
で
は
、
い
か
に
し
て
心
理
学
や
セ
ラ
ピ
1

的
言
説
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
と
つ
な
が
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
か
を
考
察
し
て
お
り
、
職
場
が
女
性
労
働
者
に

と
っ
て
居
場
所
と
な
る
た
め
に
は
、
人
々
の
持
つ
権
利
と
し
て
、
平
等
の
基
準
を
再

形
成
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
同
時
に
、
社
会
学
的
視
点
か
ら
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
運
動
は
、
性
に
お
け
る
平
等
や
性
か
ら
解
放
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l

シ
ヨ

101 一一書評

ン
を
土
台
と
し
て
「
健
康
的
」
で
親
密
な
関
係
を
も
た
ら
す
と
イ
ロ
ウ
ズ
は
主
張
す
る
。

library
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library : MigrationNone

library
ノート注釈
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第
二
部
で
は
、
イ
ロ
ウ
ズ
が
自
己
啓
発
書
、
女
性
誌
、
ト
ー
ク
シ
ョ1
、
支
援
団
体
、

出
会
い
系
サ
イ
ト
を
通
し
て
、
人
々
の
持
つ
感
情
の
苦
し
み
ゃ
第
一
部
で
取
り
上
げ

た
自
己
合
理
化
へ
の
切
望
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
イ
ロ
ウ
ズ
は
、
自
己
を
合
理

化
し
、
自
己
実
現
を
叶
え
よ
う
と
す
る
人
々
を
調
査
対
象
者
と
す
る
こ
と
で
、
ア
ブ

ラ
ハ
ム
・
マ
ズ
ロ
l
(〉
官
同
町
曲
目
冨
g
E

当
)
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
セ
ラ
ピ
l

の
重
要
性
を

指
摘
す
る
。

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
セ
ラ
ピ
1

は
、
治
療
者
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
対
等
性
を
旨
と
し
て
い

る
。
か
つ
て
の
フ
ロ
イ
ト
派
の
セ
ラ
ピ
ー
で
は
、
治
療
者
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
一
段

上
に
立
っ
て
お
り
、
間
違
っ
た
物
語
に
囚
わ
れ
て
い
る
患
者
を
、
治
療
者
が
正
し
い

物
語
へ
と
導
く
、
と
い
う
進
展
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
マ
ゃ
ス
ロ
ー
に
よ
れ

ば
、
ど
の
よ
う
な
物
語
に
な
る
か
は
平
等
な
主
体
ど
う
し
の
主
観
の
持
ち
方
の
問
題

で
あ
り
、
「
正
し
い
」
物
語
も
「
間
違
っ
た
」
物
語
も
な
く
、
ま
し
て
や
、
ど
の
よ
う
な

主
観
に
も
依
拠
し
な
い
「
客
観
的
な
」
立
場
か
ら
見
た
解
釈
や
物
語
も
存
在
し
な
い

と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
理
想
の
自
分
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
際
、
過
去
を
内

省
し
、
新
し
い
未
来
を
構
築
す
る
た
め
に
行
動
の
変
化
を
促
し
、
表
現
す
る
過
程
で
、

過
去
に
あ
っ
た
問
題
を
振
り
返
り
、
現
在
自
分
が
抱
え
る
問
題
を
位
置
づ
け
る
よ
う

促
す
。

イ
ロ
ウ
ズ
は
、
か
つ
て
の
セ
ラ
ピ
ー
の
あ
り
方
は
、
治
療
者
か
ら
の
一
方
的
な
ア

ド
パ
イ
ス
で
あ
り
、
苦
痛
や
ト
ラ
ウ
マ
を
特
別
扱
い
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
イ
ロ

ウ
ズ
も
マ
ズ
ロ
!
と
同
様
に
、
現
実
は
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
間
で
言
語

を
媒
介
に
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
客
観
的
真
実
」
や
「
本
質
」
な
ど
と

い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
セ
ラ
ピ

l

の
普

及
と
確
執
は
、
市
場
や
資
本
主
義
に
お
い
て
様
々
な
社
会
集
団
の
操
作
に
よ
っ
て
物
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理
的
に
理
想
的
な
利
益
と
関
連
す
る
と
い
う
。
同
時
に
、
自
己
実
現
に
伴
う
苦
痛
の

併
存
は
、
制
度
化
さ
れ
た
「
感
情
的
な
領
域
」
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
し
、

感
情
が
商
品
や
も
う
一
つ
別
の
資
本
と
し
て
感
情
的
な
競
争
を
引
き
起
こ
し
て
い
る

と
示
唆
す
る
。
そ
の
結
果
、
資
本
主
義
が
自
己
実
現
や
「
本
当
の
自
分
」
を
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
人
々
を
仕
向
け
て
い
る
と
主
張
す
る
。

第
三
部
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
出
会
い
系
サ
イ
ト
(
自
白H
n
F
g
B
)を例
に
と

り
、
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
た
感
情
・
表
現
を
通
し
て
感
情
が
合
理
化
す
る
過
程
の

縮
図
を
示
し
て
い
る
。
第
一
部
で
は
男
性
と
女
性
の
関
係
性
が
資
本
主
義
と
い
う
シ

ス
テ
ム
の
関
係
を
焦
点
に
し
て
い
た
が
、
第
三
部
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う

新
し
い
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
を
焦
点
に
当
て
、
自
己
実
現
と
他
者
と
の

関
係
性
を
論
じ
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
互
い
に
出
会
い
を
求
め
る
際
、
人
々
は
、
自
分
自
身
や
理
想

の
相
手
を
徹
底
的
に
カ
タ
ロ
グ
化
し
、
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
ま
と
め
て
反
映
さ
せ
て
い

る
。
ま
た
、
彼
ら
は
出
会
い
系
サ
イ
ト
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
何
千
も
の
パ
ー
ト
ナ
ー

リ
ス
ト
を
通
じ
て
、
理
想
の
パ
ー
ト
ナ
ー
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
、
文
字
媒
体
の

テ
キ
ス
ト
や
自
分
の
写
真
な
ど
視
覚
的
な
面
を
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
載
せ
、
理
想
的
な

パ
ー
ト
ナ
ー
を
見
極
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ

る
出
会
い
の
場
に
つ
い
て
、
イ
ロ
ウ
ズ
は
、
従
来
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
が
現

代
で
は
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
、
出
会
い
系
サ
イ
ト
利
用
者
の
女
性
と
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

従
来
、
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
」
と
い
う
理
念
は
、
即
座
に
相
手
に
魅
力
を



感
じ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
一
目
ぼ
れ
」
と
み
な
さ
れ
、
相
手
の
人
柄
の
直
感
的

把
握
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ア
ン
ソ
ニ

l

・

(4) 

ギ
デ
ン
ズ
(
〉
昆g
a
E
E
B

凹
)
に
よ
る
と
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
と
い
う
心

一
方
で
、
女
性
を
家
庭
と
い
う
「
女
た
ち
の
居
場
所
」
に
お
し
こ
め
る

的
態
度
は
、

働
き
を
し
、
他
方
で
、
近
代
社
会
の
有
す
る
「
男
性
性
」
と
、
積
極
的
に
、
ま
た
、

根
本
的
に
結
び
つ
く
働
き
を
し
て
お
り
、
女
性
の
置
か
れ
た
状
況
に
二
重
の
強
い
影

響
を
及
ぼ
し
て
き
た
と
い
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
関
係
性
に
つ
い
て
イ
ロ
ウ
ズ
は
、
ア
1

ヴ
ィ
ン
・
ゴ
ッ
フ
マ

ン
Q
2
5
m
O
O
R
E
S
)
の
相
互
行
為
論
を
援
用
し
、
出
会
い
系
サ
イ
ト
は
、
匿
名

に
よ
っ
て
本
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
当
惑
を
は
ら
む
相
互
行
為
秩
序

の
装
置
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
本
書
に
お
け
る
、
「
当
惑
」
と
は
、
自
己
実
現

の
損
傷
と
自
己
が
採
用
し
て
き
た
相
互
行
為
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
「
確
か
さ
」
が
揺

ら
ぐ
経
験
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
他
者
と
の
親
密
な
関
係
も
揺
ら
い
で

し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ロ
ウ
ズ
は
、
当
惑
が
経
済
の
複
雑
化
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

発
展
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
姿
を
現
し
て
、
私
た
ち
に
他
者
と
の
関
係
性
へ
の
対
処
を

要
請
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
当
惑
が
あ
る
限
り
、
本
当
の
「
私
」
で
は

い
ら
れ
ず
、
同
時
に
他
者
の
当
惑
で
も
あ
る
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
相
互
作

用
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
当
惑
が
伝
播
し
、
シ
ス
テ
ム
全
体
の
脅
威
と
な
る
と
主

張
し
て
い
る
。

本
書
の
特
徴
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
心
理
学
や
精
神
分
析
の
領
域
で
扱
わ
れ
て

い
た
感
情
を
資
本
主
義
と
結
び
つ
け
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
の
感
情
を
め
ぐ
る
言
説
を

社
会
学
的
に
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
社
会
学
の
古
典
研
究
に
よ
っ

て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た
感
情
社
会
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
別
に
感
情
を
社
会
学
の

中
で
方
向
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
感
情
的
な
資
本
主
義
と
い

う
パ
l

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
自
己
と
他
者
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
親
密
性
と
資
本
主
義

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
領
域
を
結
び
付
け
、
私
た
ち
に
新
し
い
視
野
を
示
し
て

、
.
，
、
J
O

B
V
豆
、

註(
1
)岡
原
正
幸
ほ
か
編
，
一
九
九
七
，
『
感
情
の
社
会
学
|
|
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ン
シ
ャ
ス

な
時
代
|
|
』
，
世
界
思
想
社
.

(
2
)岡
原
正
幸
に
よ
る
と
、
ウ
ェ
I

バ
1

の
感
情
的
行
為
に
つ
い
て
、
感
情
社
会
学
者
の
中

で
は
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
感

』情

は
社
ぷ〉
ﾄ 

学
の
対
象
範
囲
か
ら
も
と
も
と
排
除
さ
れ
や
す
く
想
定
さ
れ
て
し、

る

第

に
、
感
情
は
あ
く
ま
で
行
為
の
動
機
付
け
の
側
面
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
自
体
は
心
的
な

機
制
あ
る
い
は
行
為
の
原
因
と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
の
成
立
な
ど
が
社
会
学
的
に
問
題

化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
三
に
、
行
為
の
諸
類
型
の
中
で
目
的
合
理
的
行
為
を
特

権
化
す
る
と
い
う
事
態
を
生
ん
で
い
る
。

(
3
)照
明
や
休
憩
時
間
な
ど
の
物
理
的
労
働
条
件
が
工
場
生
産
性
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
討
し

ょ
う
と
し
て
計
画
さ
れ
た
実
験
。
こ
の
実
験
の
結
果
、
労
働
者
の
作
業
能
率
は
、
客
観

的
な
職
場
環
境
よ
り
も
職
場
に
お
け
る
個
人
の
人
間
関
係
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
。

(
4
)〉
E
F
。
ロ
可
。
広
島
。
ロ
♂
戸
市

X
V凶

w
同
ヨ
』
町
除
二
、

Q
E
『
町
、
.
翠
ね
た
。
、
"
。

Lミ
ミ
ミ
富
む
町
、
~
足

H
S

込
町
守
、
~
。

E
G

宮
叫

雪
。
同
町
円
昌
吉
宮
君
。
札
q
p
S
E
G
H
町E
W
H
V
o
-
-
q
-
M
H
1
0
a
-

(
H
一
九
九
五
，
松
尾
精
文
・
松
川
昭
子
訳
，
『
親
密
性
の
変
容
|
|
近
代
社
会
に
お
け
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る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
愛
情
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
|
|
』
，
而
立
書
房
.
)
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