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95 ― 書評

は
じ
め
に

公
的
空
間
と
私
的
空
間
の
区
別
は
、
我
々
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
る
。

近
年
女
性
学
な
ど
に
よ
っ
て
、
公
的
空
間
に
お
け
る
性
別
の
偏
り
を
是
正
す
る
動
き

が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
私
的
空
間
に
お
け
る
親
密
性
は
現
在
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
男
女
の
恋
愛
関
係
に
関
す
る
こ
と
、
セ
ッ
ク
ス
に

関
す
る
こ
と
な
ど
は
、
人
々
が
明
瞭
な
知
を
共
有
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

Intim
acies

（『
親
密
‐
性
』）
は
、
私
的
空
間
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
秘
め
ら
れ
て

き
た
領
域
・
個
人
間
の
親
密
性
に
つ
い
て
論
じ
た
本
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
思
想
の
研

究
者
と
し
て
名
高
い
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
レ
オ
・
ベ
ル
サ
ー
ニ
と
、
精
神
分
析
家
ア

ダ
ム
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
共
著
作
で
あ
る
。
二
人
は
古
く
か
ら
の
知
り
合
い
で
、
本

書
に
つ
い
て
の
や
り
と
り
は
一
部
、
二
十
年
前
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は

精
神
分
析
的
知
見
を
基
盤
に
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
全
四
章
と
結
論
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
は
じ
め
の
三
章
は
ベ
ル
サ
ー
ニ

が
担
当
す
る
。
第
一
章
は
、
パ
ト
リ
ス
・
ル
コ
ン
ト
の
『
親
密
す
ぎ
る
打
ち
明
け
話
』

と
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
の
『
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
け
も
の
』
の
分
析
を
通
し
て
、
精

神
分
析
的
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
親
密
性
の
特
徴
を
抽
出
す
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い

る
。
第
二
章
は
、
ベ
ア
・
バ
ッ
キ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
男
性
同
性
愛
者
の
性
行
動
と
キ

リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
「
純
粋
な
愛
」
概
念
を
題
材
に
、
そ
の
関
係
性
の
モ
デ
ル
を

記
述
す
る
。「
悪
の
力
と
愛
の
力
」
と
題
さ
れ
た
第
三
章
で
は
、
殺
人
犯
や
イ
ラ
ク

戦
争
の
暴
力
性
か
ら
、
人
間
が
遠
ざ
け
な
が
ら
も
捨
て
き
れ
ず
に
い
る
悪
の
力
と
、

そ
れ
に
相
反
す
る
愛
の
力
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
題
材
を
扱
っ
て
い
る
が
、
親
密
性
概
念
に
貫

か
れ
た
一
考
察
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、「
非
人
格
的
ナ
ル
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シ
シ
ズ
ム
」と
名
付
け
ら
れ
た
新
た
な
概
念
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

長
年
に
わ
た
っ
て
ベ
ル
サ
ー
ニ
が
思
索
し
て
き
た
人
間
の
関
係
性
に
対
す
る
倫
理
的

な
提
示
概
念
と
し
て
位
置
し
て
い
る
。

第
四
章
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
に
よ
る
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
が
論
じ
た
三
章
へ
の
応
答
で

あ
る
。
彼
は
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
の
考
察
に
対
し
解
説
と
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て

本
書
の
最
後
に
は
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
見
解
に
返
答
す
る
形
で
結
論

が
書
か
れ
て
い
る
。

本
稿
は
、
主
に
ベ
ル
サ
ー
ニ
の
論
考
に
お
い
て
示
さ
れ
た
愛
情
関
係
が
三
つ
に
区

分
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。「
非
人
格
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
は
最
後
の
概
念
と
し

て
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
が
参
照
さ
れ
、
そ
の
解
釈

が
概
念
の
生
成
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。
ま
ず
は
「
非
人
格
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」

の
背
景
と
し
て
そ
れ
以
前
に
示
さ
れ
た
二
つ
の
愛
情
関
係
を
紹
介
す
る
。

im
personality

―
―
合
一
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム

第
二
章
に
お
い
て
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
は
、
ゲ
イ
男
性
の
コ
ン
ド
ー
ム
を
使
わ
な
い
肛

門
性
交
と
い
う
意
味
の
「
べ
ア
バ
ッ
ク
」
を
、
キ
エ
テ
ィ
ス
ム
に
お
け
る
一
つ
の
愛

情
関
係
を
参
照
し
て
考
察
し
て
い
る
。
ベ
ル
サ
ー
ニ
は
、
同
性
愛
者
の
性
行
為
と
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
両
者
を
意
図
的
に
繋
ぎ
合
わ
せ
、
一
つ
目
の
愛
情
関
係
と
し
て
提

示
す
る
。

べ
ア
バ
ッ
ク
は
、
一
般
的
に
、
性
行
為
に
よ
るH

IV

ウ
イ
ル
ス
感
染
と
死
の
リ

ス
ク
が
高
ま
る
危
険
な
性
行
為
と
し
て
認
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
キ
エ

テ
ィ
ス
ム
は
静
寂
主
義
と
翻
訳
さ
れ
、
狭
義
に
は
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初

め
に
か
け
て
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
カ
ト
リ
ッ
ク
圏
で
流
行

し
た
神
秘
主
義
的
教
説
で
あ
る
。
哲
学
的
考
察
と
し
て
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
「
純
粋
な

愛
に
つ
い
て
の
考
察ⅰ

」
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
純
粋
な
愛
」
概
念
が
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
自
己
貶
下
す
る
こ
と
で
完
全
な
受
動
的
存
在
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
神

と
の
合
一
を
目
指
す
態
度
を
導
く
。

「
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
や
そ
の
助
言
者
で
あ
る
ギ
ュ
イ
ヨ
ン
夫
人
に
と
っ
て
、
純
粋
な

愛
は
、
自
分
自
身
に
対
す
る
聖
な
る
憎
悪
と
神
の
意
志
に
対
す
る
完
全
な
受
動

性
、
そ
れ
か
ら
自
身
の
完
全
な
喪
失
、
す
な
わ
ち
完
全
な
自
己
剥
奪
を
要
求
す

る
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
自
己
剥
奪
は
神
と
の
合
一
の
条
件
で
あ
る
。
自
己

の
全
て
を
神
に
捧
げ
る
者
だ
け
が
、
神
の
計
り
知
れ
な
い
恣
意
性
に
よ
る
ご
加

護
の
完
全
な
る
受
容
器
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。ⅱ

」

ベ
ル
サ
ー
ニ
は
、
キ
エ
テ
ィ
ス
ム
の
「
純
粋
な
愛
」
を
参
照
し
ベ
ア
バ
ッ
ク
を
解

釈
す
る
。
べ
ア
バ
ッ
ク
を
行
う
人
々
は
、
自
ら
の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
し
な
が
ら

H
IV

ウ
イ
ル
ス
の
伝
染
を
媒
介
す
る
役
割
を
担
い
、
ウ
イ
ル
ス
は
世
代
を
超
え
て
生

き
延
び
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
そ
の
態
度
は
フ
ロ
イ
ト
の
一
次
的
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
に

類
似
し
て
い
る
。
個
体
的
存
在
を
神
や
ウ
イ
ル
ス
と
い
っ
た
よ
り
高
度
な
次
元
に
回

収
さ
せ
る
目
的
で
自
己
貶
下
を
行
い
、
結
果
的
に
自
己
を
抹
消
さ
せ
る
よ
う
な
愛
情

関
係
で
あ
る
。

ベ
ル
サ
ー
ニ
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
ベ
ア
バ
ッ
ク
と
「
純
粋
な
愛
」
概
念
の
類
似

点
と
し
て
自
我
剥
奪
的
愛
情
関
係
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
両
者
の
差
異
と
し

て
あ
る
べ
ア
バ
ッ
ク
の
可
能
性
を
強
調
す
る
。
こ
こ
で
は
ベ
ル
サ
ー
ニ
の
政
治
性
に

関
す
る
意
図
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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「（
ベ
ア
バ
ッ
ク
を
す
る
人
た
ち
は
）、
自
我
に
駆
動
さ
れ
る
親
密
関
係
の
多
様

な
形
式
に
対
し
、
暗
黙
の
う
ち
に
批
判
を
行
っ
て
い
る
の
だ
。〔
多
様
な
形
式

と
は
、〕
さ
さ
い
な
性
的
く
だ
ら
な
さ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
（
ベ
ア
バ
ッ
ク
の
ビ

デ
オ
は
他
の
ゲ
イ
ポ
ル
ノ
と
違
っ
て
、
単
に
つ
ま
ら
な
い
身
体
を
映
し
出
す
）、

家
族
の
排
他
性
に
至
り
（〔
こ
の
排
他
性
と
は
〕
再
生
産
を
行
う
親
密
性
の
社

会
的
に
望
ま
し
い
も
の
と
さ
れ
た
閉
じ
た
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
の
家
族
で
あ
る
）、

さ
ら
に
は
同
時
に
、
暴
力
的
で
攻
撃
的
で
自
ら
に
閉
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
人
種

的
、
国
民
国
家
的
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
か
つ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
お
け
る
自
我
の
肥
大
に
ま
で
至
る
も
の
で
あ
る
。ⅲ

」

こ
の
引
用
部
で
は
、「
自
我
に
駆
動
さ
れ
る
親
密
関
係
」
に
対
す
る
批
判
と
し
て

自
己
貶
下
す
る
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
的
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
が
さ

れ
て
い
る
。
川
崎
惣
一ⅳ

  

が
示
す
よ
う
に
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
が
こ
れ
ま
で
に
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
に
対
す
る
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
重
要
性
を
述
べ
て
き
た
事
態
と
関
連
し
て
い
る

と
言
え
る
。

後
述
の
よ
う
に
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
の
思
想
に
お
い
て
、
サ
デ
ィ
ズ
ム
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム

は
欲
動
と
い
う
一
元
的
源
泉
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
欲
動
が
顕
在
す
る
仕
方
は
、
自

我
が
自
我
自
身
を
ど
の
よ
う
に
操
縦
す
る
か
に
依
存
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。

narcissism

―
―
愛
の
対
象
の
自
他
不
可
分
性

ベ
ル
サ
ー
ニ
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
サ
デ
ィ
ズ
ム
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
二
元
論
を
欲
動
一

元
論
に
解
消
す
る
こ
と
に
よ
り
「
自
我
に
駆
動
さ
れ
る
親
密
関
係
」
を
説
明
す
る
。

精
神
分
析
に
お
け
る
自
我
研
究
は
、A

.

フ
ロ
イ
ト
や
、H

.

コ
フ
ー
ト
の
精
神
分
析

的
自
己
心
理
学
、S.

フ
ロ
イ
ト
か
らM

.

ク
ラ
イ
ン
に
至
る
対
象
関
係
論
の
系
譜
な

ど
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
第
二
の
愛
情
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
フ
ロ
イ
ト

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ト
の
「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
入
門ⅴ

」
で
は
、
自
己
愛
と
対
象
愛
の
区
別
の
難

解
さ
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
こ
の
文
章
中
に
、
選
択
さ
れ
る
対
象
の
条

件
と
し
て
（
１
）
自
身
の
幼
児
期
に
失
わ
れ
た
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
持
つ
者
（
２
）
母

親
代
わ
り
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
者
を
挙
げ
た
。
ベ
ル
サ
ー
ニ
は
そ
れ
を
手
が
か
り

に
、
フ
ロ
イ
ト
の
愛
の
対
象
選
択
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
対
象
へ
投
影
さ
れ
た
「
素
晴
ら
し
さ
」
は
、
愛
す
る
者
自
身
の
素
晴
ら
し
さ

で
あ
り
、
彼
の
自
我
が
失
っ
た
理
想
へ
の
到
達
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
愛
さ

れ
る
者
は
そ
れ
が
自
身
と
ま
っ
た
く
関
係
な
い
よ
う
な
二
つ
の
愛
の
対
象
に
同

一
視
さ
れ
る
存
在
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
負
担
を
得
る
。
彼
の
母
親
と
し
て
の

役
割
と
、
彼
自
身
の
理
想
化
さ
れ
た
幼
児
期
の
自
我
と
い
う
二
つ
の
愛
の
対
象

に
。ⅵ

」

我
々
は
、
あ
た
か
も
自
明
な
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、「
対
象
と
し
て
の
彼
自

身
を
愛
す
る
」
と
言
う
。
し
か
し
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
に
よ
る
と
、
ラ
カ
ン
は1972

年

か
ら73
年
に
行
わ
れ
た
セ
ミ
ネ
ー
ル
で
「
愛
は
…
誰
を
も
彼
自
身
の
外
側
に
行
か

せ
る
こ
と
は
な
い
」
と
語
る
。
ラ
カ
ン
が
「
問
題
は
い
か
に
し
て
他
人
を
愛
せ
る
か

で
あ
る
」
と
語
る
と
き
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
は
そ
れ
が
含
意
し
た
も
の
を
強
調
す
る
。
す
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な
わ
ち
ベ
ル
サ
ー
ニ
は
、
ラ
カ
ン
が
我
々
が
「
愛
す
る
」
行
為
に
お
い
て
自
分
以
外

の
「
他
者
」
へ
と
接
触
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
指
摘
し
た
の
だ
と
解
釈
す
る
。

フ
ロ
イ
ト
と
ラ
カ
ン
は
、
愛
を
脱
神
秘
主
義
的
に
再
構
築
し
た
。
我
々
が
す
で
に

見
た
よ
う
に
、
愛
情
関
係
に
あ
る
人
に
は
「
愛
を
通
し
て
私
は
私
以
外
の
外
部
と
接

触
す
る
、
そ
し
て
合
一
す
る
」
と
い
う
神
秘
的
な
信
念
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
し
か
し
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
の
ラ
カ
ン
解
釈
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
愛
に
よ
っ
て

自
身
を
超
え
出
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
「
世
界
に
は
私
以
外

に
愛
す
べ
き
（
も
し
く
は
憎
む
べ
き
）
他
者
が
存
在
す
る
」
と
い
う
信
念
に
対
し
て

絶
望
的
な
「
他
者
な
き
愛
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
い
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

ベ
ル
サ
ー
ニ
の
葛
藤
は
こ
こ
に
露
見
す
る
。
我
々
は
す
で
に
「
被
る
」
と
い
う
契

機
を
通
じ
て
、
世
界
に
他
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
思
考
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
葛
藤
で
あ
る
。
そ
し
て
考
え

続
け
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
瞬
間
も
幸
福
で
な
い
「
被
り
」
を
受
け
る
、
論
証
さ
れ

て
い
な
い
が
存
在
す
る
他
者
に
対
し
て
い
か
な
る
倫
理
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問

い
に
対
し
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
は
「
非
人
格
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
を
提
示
し
て
い
る
。

im
personal narcissism

―
―
自
他
共
有
性
と
し
て
の
「
欲
望
」

こ
こ
ま
で
、
重
要
な
示
唆
を
含
み
な
が
ら
も
批
判
可
能
性
を
持
つ
ふ
た
つ
の
愛
情

関
係
を
追
っ
て
き
た
。
ま
た
「
非
人
格
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
が
要
請
さ
れ
る
倫
理
性

も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
最
後
に
「
非
人
格
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
と
は
ど
の
よ
う

な
特
徴
を
持
つ
概
念
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
非
人
格
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
を
提
示
す
る
に
あ
た
り
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
は
再
度
二

元
論
の
解
体
を
目
指
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
自
己
愛
が
対
象
愛
と
な
る
よ
う
な

領
域
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
一
方
で
、
愛
の
対
象
を
自
己
に
全
回
収
す
る
完
全

な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
な
く
、
他
方
で
、
自
己
の
全
て
を
外
部
に
回
収
さ
れ

る
の
で
も
な
い
愛
情
関
係
は
、「
二
人
に
つ
い
て
の
秘
密
で
あ
り
、「
他
性
」
に
つ
い

て
の
実
存
性
で
あ
るⅶ

」
も
の
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
。
共
有
さ
れ

る
も
の
は
、愛
す
る
主
体
の
内
部
と
主
体
の
外
に
い
る
「
他
者
」
の
内
部
に
お
い
て
、

両
者
が
持
つ
同
質
的
な
「
潜
在
的
欲
望
」
で
あ
る
。

『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
愛
情
が
生
じ
る
場
面
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
語
る
。
主
体
が
愛
さ
れ
る
対
象
の
内
に
見
て
い
る
も
の
は
、
主
体
が
生
ま

れ
る
前
に
神
と
い
た
と
き
に
見
た
美
し
さ
の
か
け
ら
で
あ
るⅷ

。
こ
の
プ
ラ
ト
ン
に

よ
る
愛
情
解
釈
は
一
般
的
に
「
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
ベ

ル
サ
ー
ニ
は
精
神
分
析
的
に
「
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
」
の
再
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
人
間
が
生
ま
れ
る
前
、神
と
共
に
あ
っ
た
と
き
の
美
し
さ
」
と
は
、

主
体
が
自
分
自
身
と
し
て
覚
え
の
あ
る
、
他
性
に
も
共
通
す
る
実
存
性
で
あ
る
。
そ

れ
は
他
人
の
中
で
反
射
さ
れ
た
自
己
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
私
で
あ
り
他
人
で
あ

る
と
こ
ろ
の
同
質
性
で
あ
る
が
、神
か
ら
与
え
ら
れ
た
前
世
の
記
憶
な
の
で
は
な
く
、

精
神
分
析
の
文
脈
で
あ
え
て
名
付
け
る
と
す
れ
ば
「
欲
望
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら

れ
る
。「

我
々
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
記
述
す
る
愛
情
は
、我
々

の
個
人
の
自
我
の
日
常
的
な
発
露
に
対
す
る
、
我
々
の
潜
在
的
な
存
在ⅸ

の
心

理
的
な
先
行
性
と
し
て
再
定
式
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。潜
在
的
な
存
在
は
、

明
晰
か
つ
判
明
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
よ
り
自
分
ら
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。ⅹ

」
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ベ
ル
サ
ー
ニ
の
再
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
語
る
愛
情
関
係
に
あ
る
人
々

の
間
の
認
識
は
、
心
理
的
特
性
や
人
格
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
で
は
な

く
、
普
遍
的
で
単
一
的
な
存
在
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
普
遍
的
で
単
一
的
な

存
在
をA

.
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
は
精
神
分
析
用
語
を
用
い
て
「
欲
望
」
と
名
付
け
る
が
、

ベ
ル
サ
ー
ニ
は
、「
欲
望
」
に
駆
動
さ
れ
た
自
我
が
織
り
な
す
関
係
性
が
『
パ
イ
ド

ロ
ス
』
に
お
い
て
愛
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
。
欲
望
は
攻
撃
性
と
し
て
も

愛
と
し
て
も
顕
在
化
し
得
る
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
。「
非
人
格
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」

と
し
て
彼
が
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
攻
撃
性
と
し
て
で
は
な
く
愛
情
と
し
て
欲

望
が
発
露
す
る
条
件
で
あ
る
と
言
え
る
。

愛
情
の
発
露
環
境
に
つ
い
て
ベ
ル
サ
ー
ニ
が
提
示
す
る
の
は
、彼
が
「
家
族
経
験
」

と
名
付
け
る
場
で
あ
る
。
国
家
や
民
族
、人
種
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
境
界
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
何
か
に
所
属
す
る
と
い
う
ベ
ル
サ
ー
ニ
的
「
家
族
経

験
」
は
、H

O
M

O
S

で
語
ら
れ
た
「
脅
威
的
で
な
い
同
質
性
の
補
完ⅺ

」
を
可
能
に

す
る
場
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
べ
く
提
示
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

本
書
の
中
心
概
念
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
「
非
人
格
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
概
念
は
、

我
々
が
普
段
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
呼
ぶ
も
の
が
持
つ
排
除
性
や
、
近
代
的
主
体
の

愛
情
関
係
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
生
じ
る
否
定
的
な
「
被
り
」
の
経
験
を
回
避
し
よ

う
と
す
る
倫
理
的
提
言
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
「
非
人
格
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
概

念
の
独
自
性
は
、
証
明
さ
れ
な
い
が
存
在
す
る
と
感
じ
ら
れ
る
他
者
を
前
提
と
し
て

認
め
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
点
に
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
本
が
、
あ
る
具
体
個
別
的
な
政
治
要
請
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
サ
ー
ニ
は
こ
れ
ま
で
の
著
作
に
お
い
て
も
、
具
体

個
別
性
を
重
視
し
て
き
た
。
今
回
扱
わ
れ
た
素
材
も
、
一
貫
し
て
近
代
的
主
体
同
士

の
愛
情
関
係
に
対
す
る
批
判
理
論
の
た
め
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
た
と

え
ば
、
生
殖
性
に
関
す
る
思
索
や
、
暴
力
を
批
判
す
る
側
面
か
ら
生
ま
れ
た
倫
理
的

考
察
に
つ
い
て
、
本
書
は
い
か
に
返
答
し
う
る
だ
ろ
う
か
？

ま
た
、
定
義
を
行
っ
た
途
端
に
そ
れ
自
身
が
排
除
性
を
持
つ
概
念
と
し
て
成
立
す

る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
、
ベ
ル
サ
ー
ニ
は
完
全
に
払
拭
し
き
れ
て
い
な
い
。
本
書
の

論
法
が
意
識
的
に
さ
れ
た
戦
略
で
あ
る
と
推
測
し
た
上
で
、
指
摘
す
べ
き
点
と
は
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
性
関
係
を
含
む
愛
情
関
係
を
、
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・

ラ
ブ
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
説
明
す
る
と
い
う
方
法
が
、
皮
肉
的
に
も
、
境
界
づ
け
に

対
す
る
精
一
杯
の
抵
抗
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
を
自
覚
し
た
上
で
、

フ
ロ
イ
ト
の
文
章
の
ず
れ
に
浮
か
び
上
が
る
無
意
識
を
読
み
取
り
、
そ
の
上
に
現
れ

た
過
去
の
歴
史
に
お
け
る
戦
略
を
掬
い
あ
げ
る
作
業
は
、
批
判
理
論
の
手
法
と
し
て

J.

バ
ト
ラ
ー
の
研
究
な
ど
と
共
鳴
し
て
い
る
。
倫
理
的
意
図
を
持
つ
批
判
理
論
を
共

有
す
る
た
め
に
、
我
々
が
彼
の
手
法
に
普
遍
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
今
後
の
課
題
と

す
る
が
、
有
意
義
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

註

ⅰ
 

『
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
著
作
集
第
十
五
巻
』、
鶴
岡
賀
雄
ほ
か
訳
、
教
文
館
、1990

、

pp.437-473

ⅱ
 

IT, p.52

ⅲ
 

ibid, p.55

ⅳ
 

「
レ
オ
・
ベ
ル
サ
ー
ニ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論
―
―
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
し
て
の
セ
ク
シ
ュ



100

ア
リ
テ
ィ
」、
川
崎
惣
一
、『
城
西
大
学
環
太
平
洋
女
性
学
研
究
会
会
報R

im

』、8(1/2)

、

pp.42-54

、2006

ⅴ
 

Zur Einführung des N
arzißm

us, Jb. Psychoan., 6, 1-24,1941

（「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
入

門
」、
中
山
元
訳
、『
エ
ロ
ス
論
集
』、1997

）

ⅵ
 

IT, p.73

ⅶ
 

IT, p.84

ⅷ
 

『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
ソ
ク
ラ
テ
ス
著
、
藤
沢
令
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、1967

（252B
-253C

、
邦

訳pp.73-76

）

ⅸ
 

引
用
内
の
太
字
は
原
文
強
調
を
意
味
す
る
。

ⅹ
 

IT, p.86

ⅺ
 

H
M

, p.7


