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本
論
文
の
目
的
は
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
に
よ
り
切
り
拓
か
れ

た
共
感
に
対
す
る
脳
科
学
的
理
解
を
踏
ま
え
、
共
感
か
ら
利
他
行
動
へ
と

進
展
す
る
と
き
の
心
的
要
因
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
、
一
で
、
ミ
ラ

ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
と
そ
れ
に
引
き
続
く
研
究
の
中
で
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ

ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
の
機
能
的
理
解
が
拡
大
し
、
新
た
に
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー

キ
ッ
ト
と
い
う
用
語
が
必
要
と
な
っ
た
理
由
と
、
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ

ト
に
よ
る
他
者
理
解
に
つ
い
て
述
べ
る
。
次
に
、
二
で
、
共
感
の
定
義
を

吟
味
し
、
共
感
の
進
化
と
神
経
基
盤
と
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
三
で
、

利
他
行
動
の
定
義
と
進
化
理
論
を
吟
味
し
、
動
物
の
利
他
行
動
、
人
間
の

幼
児
に
お
け
る
利
他
行
動
を
手
掛
か
り
に
、
共
感
か
ら
利
他
へ
展
開
す
る
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ニ
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お
と
な
し
く
椅
子
に
座
っ
て
次
の
課
題
を
待
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
ヴ

ィ
ッ
ト
リ
オ
が
な
に
か
に

│
そ
れ
が
な
に
か
は
覚
え
て
い
な
い
が

│

手
を
伸
ば
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
サ
ル
の
脳
に
埋
め
込
ま
れ
た
電
極
に

つ
な
が
っ
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
大
き
な
稼
働
音
が
聞
こ
え
て
き

た
。
…
…
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
は
と
っ
さ
に
お
か
し
い
と
思
っ
た
。
サ
ル
は
お

と
な
し
く
座
っ
て
い
る
だ
け
で
、
な
に
か
を
つ
か
も
う
と
は
し
て
い
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
か
む
行
為
に
関
連
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
発
火

し
て
い
る
の
だ）

2
（

。」

　

こ
こ
で
、
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
が
お
か
し
い
と
思
っ
た
理
由
は
、
サ
ル
が
自

分
で
つ
か
む
行
為
を
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
か
む
行
為
に
関

連
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
発
火
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、「
サ
ル
自

身
が
運
動
行
為
（
た
と
え
ば
食
べ
物
を
つ
か
む
）
を
行
っ
た
と
き
と
、
実

験
者
が
運
動
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
を
サ
ル
が
見
た
と
き
の
両
方
で
、
活

性
化
す
る）

3
（

」
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
注
目
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、

一
ニ
ュ
ー
ロ
ン
一
機
能
と
い
う
当
時
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
観
を
覆
す
「
ミ
ラ
ー

ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
の
発
見
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
を
有
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
の
神
経
科
学
者
、
ヴ
ィ
ラ
ヤ
ヌ
ル
・
ラ
マ
チ
ャ

ン
ド
ラ
ン
（V

ilayanur S. R
am

achandran, 1951

│

）
は
、「
ミ
ラ
ー
ニ

ュ
ー
ロ
ン
は
、
D 

N 

A
が
生
物
学
に
も
た
ら
し
た
も
の
を
、
心
理
学
へ
と

も
た
ら
す
だ
ろ
う）

4
（

」
と
述
べ
た
。
こ
の
指
摘
か
ら
も
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ

ン
発
見
の
意
義
を
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。

際
の
心
的
要
因
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

一　

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト

（
一
）
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
発
見

　

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
発
見
し
た
の
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ジ
ャ
コ
モ
・
リ

ゾ
ラ
ッ
テ
ィ
（G

iacom
o R

izzolatti, 1937

│

）
の
研
究
チ
ー
ム
で
あ
る
。

発
見
は
一
九
九
〇
年
代
初
期）

1
（

と
さ
れ
て
い
る
が
、
正
確
な
日
時
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
彼
ら
の
実
験
ノ
ー
ト
も
詳
し
く
調
べ
ら
れ
た
が
、
最
初
の
発

見
は
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
情
報
処
理
機
能
が
、
当
時

の
神
経
科
学
の
常
識
か
ら
大
き
く
外
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
し
ば
ら
く
の
間
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
由
来
す
る
信
号
は
、
実
験

装
置
の
誤
作
動
と
み
な
さ
れ
た
り
し
て
、
ま
と
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
何
回
か
同
様
の
信
号
に
遭
遇
す
る
う
ち
に
、

そ
れ
に
注
目
す
る
研
究
者
が
現
れ
て
き
た
。
ど
の
よ
う
に
し
て
注
目
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
リ
ゾ
ラ
ッ
テ
ィ
の
チ
ー
ム
の
一
員
で
あ
る
ヴ
ィ

ッ
ト
リ
オ
・
ガ
レ
ー
ゼ
（V

ittorio G
allese, 1959

│

）
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

取
り
上
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
あ
る
日
、
神
経
生
理
学
者
の
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
ガ
レ
ー
ゼ
は
実
験
の

合
間
の
休
憩
中
に
ぶ
ら
ぶ
ら
と
研
究
室
を
歩
い
て
い
た
。
一
匹
の
サ
ル
が
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の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
の
機
能
的
共
通
性
に
着
目
し
、「
シ
ェ
ア
ー
ド

サ
ー
キ
ッ
ト
」（shared circuit

）
と
い
う
名
を
与
え
た）

7
（

。

（
三
）
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
と
他
者
理
解

　

シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
他
者
の
運
動
、
感

情
、
体
性
感
覚
を
視
覚
や
聴
覚
経
由
で
捉
え
た
と
き
に
、
自
己
の
運
動
レ

パ
ー
ト
リ
ー
、
感
情
レ
パ
ー
ト
リ
ー
、
体
性
感
覚
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
上
で

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
、
他
者
に
関
す
る
理
解
を
も
た
ら
す
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
他
者
理
解
は
、
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
の
働
き
を
通
し

て
、「
自
分
の
用
語
に
翻
訳
し
、
再
解
釈
す
る）

8
（

」
と
も
、「
擬
自
化

（egom
orphize

）
す
る）

9
（

」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

他
者
の
運
動
を
自
己
の
運
動
野
の
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
上
で
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
者
の
意
図
や
次
に
何
を
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
。
同
様
に
、
他
者
の
感
情
を
自
己
の
感
情
領

野
の
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
上
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
に
よ

り
、
他
者
の
心
的
状
態
を
理
解
す
る
。
ま
た
、
他
者
の
身
体
の
状
態
を
自

己
の
体
性
感
覚
野
の
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
上
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
者
の
身
体
の
バ
ラ
ン
ス
、
触
ら
れ
た
感
覚
、
痛
み

な
ど
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
運
動
、
感
情
、
体
性
感
覚
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ

別
々
に
行
わ
れ
る
が
、
相
補
的
に
他
者
理
解
の
精
度
を
高
め
て
い
る
。
例

え
ば
、
他
者
の
苦
痛
の
表
情
を
見
た
と
き
、
そ
の
表
情
の
動
き
を
自
己
の

（
二
）
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
か
ら
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
へ

　

ヒ
ト
の
場
合
は
、
通
常
、
サ
ル
の
実
験
の
よ
う
に
電
極
を
個
々
の
ニ
ュ

ー
ロ
ン
に
差
し
込
ん
で
調
べ
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー

ロ
ン
で
は
な
く
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
含
む
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
と

し
て
議
論
さ
れ
る
。

　

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
運
動
の
文
脈
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
と
き
、
あ
る
行
動
を
見
る
こ
と
、
つ
ま
り
視
覚
が
入
力
と
な
っ
て
い
た

が
、
そ
の
行
動
に
伴
う
音
を
聞
く
こ
と
、
つ
ま
り
聴
覚
経
由
の
入
力
で

も
、
あ
る
い
は
、
想
像
す
る
だ
け
で
も
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
反
応
す

る
こ
と
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
神
経
科
学
者
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
キ
ー
ザ
ー
ズ

（C
hristian K

eysers, 1973

│

）
た
ち
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た）

5
（

。

　

さ
ら
に
キ
ー
ザ
ー
ズ
た
ち
は
、
運
動
に
関
す
る
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ

ス
テ
ム
と
同
様
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
が
、
感
情
の
領
域
に
も
、
ま

た
、
体
性
感
覚
の
領
域
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
発
見
し
た）

6
（

。

　

運
動
前
野
に
お
け
る
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
は
、
他
者
の
動
作

を
見
て
い
る
と
き
に
、
自
分
自
身
が
そ
の
動
作
を
実
行
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
活
性
化
す
る
。
感
情
に
関
わ
る
島
皮
質
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム

は
、
他
者
の
嫌
悪
の
表
情
を
見
て
い
る
と
き
に
、
自
分
自
身
が
そ
の
嫌
悪

を
感
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
活
性
化
す
る
。
そ
し
て
、
体
性
感
覚
野
の
ニ

ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
は
、
た
と
え
ば
、
他
者
が
物
に
触
っ
て
い
る
の
を
見

て
い
る
と
き
に
、
自
分
自
身
が
他
者
の
身
体
の
動
き
を
し
、
物
に
触
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
、
活
性
化
す
る
の
で
あ
る
。
キ
ー
ザ
ー
ズ
は
、
こ
れ
ら
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け
、
そ
の
理
由
を
、「
相
手
が
何
か
す
る
と
こ
ろ
を
見
た
瞬
間
に
、
そ
の

人
の
動
作
は
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
相
手
が
苦
し
ん

で
い
る
の
を
見
た
瞬
間
に
、
自
分
も
そ
れ
を
共
有
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
動

作
や
痛
み
は
相
手
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
自
分
の
も
の
で
し
ょ

う
か
。
人
と
人
の
境
界
は
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
の
神
経
活
動
を
通
じ
て
曖

昧
に
な
っ
て
い
ま
す
。
相
手
の
ほ
ん
の
一
部
が
自
分
に
な
り
、
自
分
の
ほ

ん
の
一
部
も
相
手
に
な
る
の
で
す）

13
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
は
、
他
者
理
解
の
神
経
基
盤
と
な
り
、
共

感
の
神
経
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　

共
感

　

霊
長
類
学
者
の
フ
ラ
ン
ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
（Frans D

e W
aal, 

1948

│

）
は
、
つ
い
最
近
ま
で
、
科
学
で
共
感
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
。「
私
た
ち
自
身
の
種
に
関
し
て
で
さ
え

も
、
共
感
は
占
星
術
や
テ
レ
パ
シ
ー
の
よ
う
な
超
常
現
象
と
同
類
の
不
合

理
で
馬
鹿
げ
た
話
題
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
子
供
の
共
感
を
研
究
し
て

き
た
あ
る
先
駆
者
は
、
三
〇
年
前
に
は
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
の
が
ど
れ

ほ
ど
大
変
だ
っ
た
か
を
語
っ
て
く
れ
た
。
共
感
に
ま
つ
わ
る
こ
と
は
、
何

か
ら
何
ま
で
曖
昧
で
や
た
ら
に
感
傷
的
で
、
冷
徹
な
科
学
よ
り
も
女
性
誌

に
似
合
う
と
思
わ
れ
て
い
た）

14
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
脳
の
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ

ン
、
そ
し
て
、
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
が
発
見
さ
れ
て
、
共
感
の
神
経

運
動
野
の
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
上
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
共
有

し
た
ら
、
感
情
と
関
係
す
る
島
皮
質
が
始
動
し
て
、
他
者
の
感
情
を
共
有

す
る
こ
と
に
な
る）

10
（

。
ま
た
、
他
者
が
手
を
伸
ば
し
て
コ
ッ
プ
を
つ
か
む
動

作
を
す
る
の
を
見
た
と
き
、
そ
の
動
き
を
自
己
の
運
動
野
の
シ
ェ
ア
ー
ド

サ
ー
キ
ッ
ト
上
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
そ
れ
を
つ
か
ん
で
投
げ
つ
け

る
の
か
、
あ
る
い
は
コ
ッ
プ
の
中
身
を
飲
む
の
か
と
い
っ
た
、
他
者
の
意

図
や
目
的
を
予
測
す
る
と
同
時
に
、
体
性
感
覚
野
の
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ

ッ
ト
上
で
も
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
き
つ
く
つ
か
ん
で

い
る
の
か
緩
く
つ
か
ん
で
い
る
の
か
、
重
い
か
軽
い
か
な
ど
、
相
補
い
合

っ
て
、
よ
り
的
確
な
他
者
理
解
を
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

人
は
、
他
者
に
関
す
る
情
報
を
、
運
動
で
あ
れ
、
感
情
で
あ
れ
、
体
性

感
覚
で
あ
れ
、
す
べ
て
「
自
分
が
同
じ
状
態
を
経
験
す
る
の
に
用
い
る
脳

領
域
を
使
っ
て）

12
（

」
理
解
す
る
と
い
う
方
式
を
取
っ
て
い
る
。
キ
ー
ザ
ー
ズ

は
、
こ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
が
行
っ
て
い
る
他
者
理
解
の
原
理
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

　

さ
ら
に
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
上
で
は
、
自
己
と
他
者
が
区
別
さ
れ

ず
、
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
上
で
自
他
が
融
合
し
て
い
る
と

も
、
自
他
が
不
分
明
に
な
っ
て
い
る
と
も
、
表
現
さ
れ
る
。
キ
ー
ザ
ー
ズ

は
、
こ
の
自
他
の
融
合
状
態
に
つ
い
て
、「
人
間
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
が
純

粋
に
そ
の
人
個
人
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
身
体
の
技
能
の
う
ち
ど
れ

く
ら
い
が
そ
の
人
自
身
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
、
問
い
を
投
げ
か
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他
個
体
と
表
現
さ
れ
た
り
、「
感
情
状
態
」
は
、
感
情
、
情
動
状
態
、
情

緒
的
状
態
、
心
的
状
態
（
感
情
や
思
考
な
ど
）
な
ど
、「
共
有
」
は
、
同

期
、
共
有
・
理
解
、
感
じ
取
る
よ
う
に
把
握
、
同
定
な
ど
、「
精
神
機
能
」

は
、
こ
と
、
能
力
、
反
応
、
社
会
的
感
情
（social feeling

）
な
ど
と
表

現
さ
れ
て
い
る
。

　

共
感
は
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
認
知
的
共
感
」
と

「
情
動
的
共
感
」
と
二
つ
に
分
類
す
る
立
場
、
あ
る
い
は
、
三
つ
に
分
類

し
、「
行
動
的
共
感
」
と
「
身
体
的
共
感
」
と
「
主
観
的
共
感
」
と
す
る

立
場
が
あ
る）

21
（

。
さ
ら
に
、「
認
知
的
共
感
」
と
「
情
動
的
共
感
」
と
い
う

二
つ
に
「
運
動
的
共
感
」
を
加
え
て
三
つ
と
す
る
立
場
も
あ
る）

22
（

。
シ
ェ
ア

ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
運
動
、
感
情
、
体
性
感
覚
の
三
つ

を
反
映
し
た
、「
運
動
的
共
感
」、「
感
情
的
共
感
」、「
身
体
的
共
感
」
と
、

前
頭
前
野
の
認
知
を
考
慮
し
た
「
認
知
的
共
感
」
を
合
わ
せ
た
、
四
つ
と

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）em

pathy 

と sym
pathy

　

共
感
は
、
英
語
の em

pathy 

と sym
pathy 

の
翻
訳
語
で
も
あ
る
こ
と

も
、
そ
の
理
解
を
難
し
く
し
て
い
る
一
因
で
あ
る
。
認
知
神
経
科
学
者
の

梅
田
聡
は
、em

pathy 

と sym
pathy 

を
「
あ
ま
り
区
別
せ
ず
に
用
い
る

場
合
も
多
い
」
が
、「
両
者
を
別
個
の
現
象
と
捉
え
る
見
方
も
あ
る
」
と

述
べ
、
両
者
が
区
別
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
違
い
を
明
確

に
し
て
い
る
。

基
盤
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
共
感
は
科
学
の
世
界
で
市
民
権
を
獲

得
し
、
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

（
一
）
共
感
の
定
義
と
分
類

　

ま
ず
、
共
感
の
定
義
を
探
っ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
共
感
と
は
、
他
個
体
の
情
動
状
態
あ
る
い
は
感
情
を
様
々
な
レ
ベ

ル
で
共
有
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
可
能
に
す
る

能
力
の
こ
と
を
指
す）

15
（

。」

「
共
感
と
は
「
共
感
情
」
で
あ
り
、
他
者
の
感
情
状
態
に
対
す
る
同

期
的
な
反
応
で
あ
る）

16
（

。」

「
共
感
と
は
、
他
者
の
感
情
状
態
を
共
有
す
る
精
神
機
能
で
あ
る）

17
（

」

「
共
感
は
、
他
者
の
情
緒
的
状
態
を
共
有
し
、
理
解
し
、
そ
し
て
そ

れ
に
対
し
て
適
切
に
反
応
す
る
自
然
な
能
力
で
あ
る）

18
（

。」

「
他
者
の
感
情
を
感
じ
取
る
よ
う
に
把
握
す
る
社
会
的
感
情
（social 

feeling

））
19
（

」

「
他
者
の
心
的
状
態
（
感
情
や
思
考
な
ど
）
を
同
定
し
、
そ
れ
に
対

し
て
適
切
な
感
情
的
反
応
を
引
き
起
こ
す
傾
向）

20
（

」

　

こ
の
よ
う
に
「
共
感
」
の
定
義
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、「
他
者
の
感
情

状
態
を
共
有
す
る
精
神
機
能
」
を
共
通
部
分
と
し
て
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
共
通
部
分
に
含
ま
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
関
し
て
、「
他
者
」
は
、
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も
あ
る
が
、
最
近
は
両
者
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
、「
共
感
」
と
い
う
用

語
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
共
感
に
つ
い
て
深
く
考
察
す
る
際
に
は
、

sym
pathy 

と em
pathy 

と
い
う
原
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
正
し
く
捉
え
、

他
者
と
受
け
手
の
心
の
状
態
の
同
質
性
お
よ
び
異
質
性
と
い
う
視
点
を
持

つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る）

23
（

。」

（
三
）
共
感
の
進
化

　

共
感
は
、
進
化
的
に
獲
得
さ
れ
た
能
力
で
あ
り
、
ヒ
ト
以
外
の
動
物
に

お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
共
感
は
、
ヒ
ト
だ
け
が
突
如
と
し
て
獲
得
し
た
能
力
で
は
な
い
。
進

化
の
過
程
で
、
段
階
を
追
っ
て
形
作
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
段
階
に
相
当
す
る
要
素
的
特
徴
を
、
ヒ
ト
以
外
の
動
物
に
も
見
出
す

こ
と
が
で
き
る）

24
（

。」

　

で
は
、
共
感
は
、
生
物
進
化
的
に
は
、
い
つ
ご
ろ
出
現
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
ア
メ
リ
カ
の
神
経
科
学
者
、
ポ
ー
ル
・
マ
ク
リ
ー
ン
（Paul D

. 

M
acLean, 1913

│2007

）
は
、
脳
の
進
化
の
観
点
か
ら
、
哺
乳
類
が
爬
虫

類
か
ら
分
岐
し
た
一
億
八
千
万
年
前
と
し
、
母
子
間
の
育
児
行
動
の
発
達

が
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
指
摘
し
て
い
る）

25
（

。

　

今
日
、
哺
乳
類
の
共
感
は
ど
の
よ
う
に
観
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

キ
ー
ザ
ー
ズ
は
、
ラ
ッ
ト
が
共
感
の
徴
候
を
示
す
こ
と
を
報
告
し
て
い

る
。
彼
ら
は
、
実
験
室
で
、
あ
る
ラ
ッ
ト
に
弱
い
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え

　
「sym

pathy 

は
感
情
の
「
共
鳴
現
象
」
的
な
側
面
を
意
味
し
、
よ
り
受

身
的
な
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、em

pathy 

は
「
感
情
移

入
」
的
な
側
面
を
意
味
し
、
よ
り
能
動
的
な
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い
る

﹇
7
﹈﹇
8
﹈」

と
し
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
、em

pathy 

と sym
pathy 

の
説
明
を
行
っ
て

い
る
。

　
「
こ
れ
ま
で
の
社
会
心
理
学
的
な
見
解
に
よ
る
と
、sym

pathy 

は
他
者

の
心
の
状
態
と
そ
れ
に
共
鳴
す
る
受
け
手
の
心
の
状
態
が
異
な
る
こ
と
も

あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
大
切
な
人
が
攻
撃

を
受
け
て
い
て
悲
し
が
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
悲
し
み
を
感
じ
ず
に
、
攻

撃
し
て
い
る
人
に
怒
り
を
感
じ
る
、
と
い
う
よ
う
な
シ
ー
ン
を
考
え
る

と
、
他
者
と
受
け
手
の
反
応
が
同
じ
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
﹇
9
﹈。

／
一
方
、em

pathy 

と
い
う
用
語
は
、
心
理
学
者
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
テ
ィ

チ
ェ
ナ
ー
（E

dw
ard B

radford T
itchener ﹇1867

│1927
﹈）
が
、
一
九

〇
九
年
に
感
情
移
入
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
ド
イ
ツ
語
の 

E
infühlung 

に
対
応
さ
せ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
﹇
7
﹈﹇
10
﹈。
そ
の

た
め
、
一
九
〇
〇
年
よ
り
も
前
の
哲
学
や
心
理
学
の
文
献
で
は
、

sym
pathy 

と
い
う
用
語
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
感
情
移
入
と
い
う

か
ら
に
は
、
他
者
と
受
け
手
の
感
情
が
類
似
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
相

手
の
心
の
状
態
を
知
る
た
め
の
、
よ
り
積
極
的
な
手
段
と
考
え
ら
れ
て
き

た
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
語
の
文
献
を
見
る
と
、

sym
pathy 

を
同
情
、em

pathy 

を
共
感
と
そ
れ
ぞ
れ
訳
出
す
る
ケ
ー
ス
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ど
ち
ら
が
大
き
い
か
に
よ
っ
て
差
は
生
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
差
が
生
じ
た

の
は
、
サ
ル
同
士
が
お
互
い
を
知
っ
て
い
る
程
度
に
よ
っ
て
で
し
た
。
二

頭
の
サ
ル
が
同
じ
檻
で
生
活
し
て
い
る
な
ら
、
た
と
え
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
る
サ
ル
が
非
常
に
小
さ
く
て
報
復
で
き
な
い
場
合
で
も
、
互
い
に
苦

痛
を
与
え
る
の
を
控
え
る
傾
向
が
強
く
な
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
人
間
の
よ

う
に
、
サ
ル
も
、
特
に
互
い
に
知
り
合
い
の
場
合
に
は
、
相
手
を
傷
つ
け

る
こ
と
に
不
快
感
を
抱
く
よ
う
で
す）

27
（

」
と
、
共
感
行
動
を
確
認
し
て
い
る
。

　

以
上
、「
共
感
」
に
関
し
、
定
義
、
分
類
、sym

pathy 

と em
pathy 

と

の
関
係
、
そ
し
て
進
化
的
側
面
に
つ
い
て
、
近
年
の
見
解
を
見
て
き
た
。

（
四
）
共
感
の
神
経
基
盤
─
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト

　

キ
ー
ザ
ー
ズ
た
ち
は
、
人
間
の
脳
の
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
に
お
け

る
神
経
反
応
と
、
精
神
機
能
と
し
て
の
共
感
を
、
ど
の
よ
う
に
結
び
付
け

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
脳
の
撮
像
技
術
を
通
し
て
捉
え
た
脳
の
反

応
と
、
心
理
学
で
多
用
さ
れ
て
い
る
「
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
多
次
元
共
感
測
定

尺
度
」
で
測
定
さ
れ
た
共
感
度
の
相
関
を
手
掛
か
り
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
も
し
、
あ
な
た
の
共
感
性
の
得
点
が
非
常
に
高
か
っ
た
な
ら
、
あ
な

た
は
他
者
の
行
動
に
対
す
る
脳
の
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
働
き
が
非
常
に

強
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
得
点
が
低
か
っ
た

な
ら
、
そ
の
逆
を
推
測
す
る
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
の
こ
と
を
私

た
ち
は
発
見
し
ま
し
た
」
と
し
て
、「
視
点
取
得
の
得
点
が
高
い
六
人
の

る
と
、
そ
れ
を
見
て
い
た
別
の
ラ
ッ
ト
が
フ
リ
ー
ズ
す
る
こ
と
を
発
見
し

た
。
見
て
い
た
ラ
ッ
ト
は
自
分
の
苦
痛
に
で
は
な
く
、
他
の
ラ
ッ
ト
が
び

っ
く
り
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
フ
リ
ー
ズ
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

の
フ
リ
ー
ジ
ン
グ
は
、
互
い
に
よ
く
知
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
起
こ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
キ
ー
ザ
ー
ズ
は
、「
ラ
ッ
ト
も
、
他
の
ラ
ッ
ト
の

こ
と
を
気
に
す
る
よ
う
で
す
」
と
述
べ
て
い
る）

26
（

。

　

サ
ル
の
場
合
は
、
よ
り
顕
著
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ー
ス
ウ
ェ

ス
タ
ン
医
科
大
学
の
精
神
科
医
で
精
神
分
析
家
の
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
ッ
サ
ー

マ
ン
（Jules H

. M
asserm

an, 1905
│1994

）
と
彼
の
協
同
研
究
者
た
ち

は
、
サ
ル
で
、
次
の
よ
う
な
共
感
行
動
が
起
こ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
二

頭
の
サ
ル
が
透
明
な
壁
を
隔
て
た
別
々
の
檻
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
一
方

の
サ
ル
は
空
腹
状
態
で
あ
る
。
こ
の
サ
ル
の
部
屋
の
天
井
か
ら
、
二
本
の

鎖
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
て
、
ど
ち
ら
の
鎖
を
引
っ
ぱ
っ
て
も
、
パ
ン
が
出

て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
空
腹
の
た
め
、
サ
ル
は
何
度
も
鎖
を
ひ
っ

ぱ
っ
て
パ
ン
を
手
に
入
れ
る
が
、
そ
の
後
、
一
方
の
鎖
を
引
く
と
別
の
檻

に
い
る
サ
ル
に
電
気
シ
ョ
ッ
ク
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
条
件
が
変
化
し

た
。
サ
ル
は
、
別
の
檻
の
サ
ル
に
電
気
シ
ョ
ッ
ク
が
加
え
ら
れ
る
の
を
一

回
目
撃
し
た
だ
け
で
、
一
二
日
間
、
鎖
を
引
く
の
を
止
め
て
し
ま
っ
た
。

キ
ー
ザ
ー
ズ
は
、
サ
ル
は
報
復
を
恐
れ
て
、
鎖
を
引
く
の
を
止
め
た
の
で

は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。「
マ
カ
ク
の
社
会
は
非
常
に
階
層
的
で
す
か
ら
、

小
さ
な
サ
ル
が
大
き
な
サ
ル
を
攻
撃
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
サ
ル
と
鎖
を
引
く
サ
ル
で
、
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さ
れ
、
こ
の
生
物
的
な
利
益
・
不
利
益
は
、「
個
体
の
適
応
度
」
で
測
定

さ
れ
る
と
し
て
い
る）

29
（

。

　

利
他
行
動
は
、
適
応
度
を
下
げ
る
よ
う
な
行
動
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う

に
し
て
淘
汰
を
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
利
他
行
動

は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
に
と
っ
て
、
非
常
な
難
問
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
進
化
生
物
学
者
ハ
ミ
ル
ト
ン
（W

illiam
 D

. H
am

ilton, 

1936

│2000

）
は
、「
血
縁
淘
汰
」（kin selection

）
に
よ
り
、
真
社
会
性

昆
虫
や
ハ
ダ
カ
デ
バ
ネ
ズ
ミ
な
ど
の
哺
乳
類
の
利
他
行
動
を
説
明
し
、
ま

た
、
ア
メ
リ
カ
の
生
物
学
者
ロ
バ
ー
ト
・
ト
リ
ヴ
ァ
ー
ス
（R

obert L. 

T
rivers, 1943

│

）
は
、「
互
恵
的
利
他
主
義
」（reciprocal altruism

）

に
よ
り
、
相
互
認
識
能
力
を
持
ち
、
援
助
し
た
相
手
を
覚
え
て
い
る
こ
と

が
で
き
る
記
憶
力
を
持
つ
動
物
種
の
範
囲
で
、
非
血
縁
間
の
利
他
行
動
を

説
明
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
有
効
性
は
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
止
ま

っ
て
い
る
。

　

二
〇
世
紀
後
半
か
ら
、「
集
団
淘
汰
」（group selection

）
の
議
論
が

復
活
し
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
エ
リ
オ
ッ
ト
・
ソ
バ
ー
（E

lliott 

Sober, 1948

│

）
と
生
物
学
者
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ス
ロ
ー
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン

（D
avid Sloan W

ilson, 1949

│

）
に
よ
る
「
階
層
淘
汰
論
」（m

ultilevel 

selection

）
は
、「
一
個
の
遺
伝
子
の
生
存
確
率
が
そ
の
遺
伝
子
が
含
ま

れ
て
い
る
個
体
の
生
存
率
と
そ
の
個
体
が
属
す
る
集
団
の
生
存
率
に
依
存

す
る
」、
つ
ま
り
、「
集
団
内
の
個
人
淘
汰
（individual selection

）
と

集
団
間
の
集
団
淘
汰
（group selection

）
と
い
う
二
つ
の
階
層
」
に
依

場
合
は
、
手
の
動
作
に
関
連
す
る
領
域
の
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
性
化

が
強
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
視
点
取
得
の
得
点
が
低
い
六
人
の
場
合
に

は
、
有
意
な
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
性
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

す
。
こ
れ
は
、
行
動
に
関
す
る
ミ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
の
個
人
差
と
、
ど
れ
く

ら
い
容
易
に
他
者
の
立
場
に
立
て
る
か
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
、
初
め

て
実
証
し
た
研
究
で
す
」
と
述
べ
て
い
る）

28
（

。

　

測
定
を
通
し
て
、
キ
ー
ザ
ー
ズ
た
ち
は
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ

ム
の
活
性
化
度
合
い
と
共
感
測
定
尺
度
の
得
点
に
相
関
が
あ
る
こ
と
を
発

見
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
相
関
の
分
析
を
通
し
て
、
共
感
は
単
一
概
念

で
は
な
く
、
構
造
を
持
っ
た
複
合
概
念
で
あ
る
と
提
唱
し
て
い
る
。

三　

共
感
か
ら
利
他
行
動
へ

（
一
）
利
他
行
動
の
定
義
と
進
化
理
論

　

利
他
行
動
は
、
進
化
的
に
は
い
つ
頃
起
源
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
物

個
体
間
の
協
力
行
動
や
利
他
行
動
と
い
っ
た
こ
と
の
発
現
は
、
お
そ
ら
く

生
命
起
源
時
に
ま
で
遡
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
共
感
は
、
哺
乳
類
段

階
か
ら
出
現
し
た
と
す
る
マ
ク
リ
ー
ン
の
説
を
先
に
示
し
た
が
、
利
他
行

動
は
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
古
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

利
他
行
動
は
、
生
物
学
的
に
、「
あ
る
個
体
が
自
己
の
生
物
的
な
不
利

益
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
個
体
に
生
物
的
な
利
益
を
与
え
る
行
動
」
と
定
義
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い）
36
（

」
と
し
て
、
類
人
猿
の
利
他
行
動
を
裏
付
け
る
証
拠
を
数
多
く
示
し
て

い
る
。
人
類
を
含
め
類
人
猿
は
、
な
ぜ
、「
対
象
に
合
わ
せ
た
援
助
」
を

行
な
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
、
見
返
り
を
得
る
た
め

と
い
う
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
た
が
、
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
は
、「
他
者
が

困
っ
て
い
る
場
面
に
出
く
わ
し
た
個
体
が
、
そ
の
場
面
で
損
得
を
秤
に
か

け
て
援
助
す
る
か
ど
う
か
決
め
る
と
い
う
考
え
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、

も
う
捨
て
る
時
期
が
来
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
損
得
の
計

算
は
自
然
淘
汰
が
す
で
に
済
ま
せ
て
く
れ
た
の
だ
」
と
言
う
。
そ
し
て
、

自
然
淘
汰
の
結
果
獲
得
さ
れ
た
能
力
が
「
共
感
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
自
然
淘
汰
は
長
い
進
化
の
歴
史
の
中
で
行
動
の
結
果
を
検
討
し
た
後
、

霊
長
類
に
共
感
す
る
能
力
を
授
け
、
彼
ら
が
適
切
な
状
況
下
で
は
他
者
を

助
け
る
こ
と
を
確
実
に
し
た）

37
（

」
と
、
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
共
感
か
ら
他
者
の
援
助
へ
と
進
展
す
る
に
は
、「
心
的
ミ
ラ
ー
リ

ン
グ
と
心
的
分
離
」
が
必
要
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。「
心
的
ミ
ラ
ー
リ
ン

グ
」
に
よ
っ
て
他
者
の
感
情
は
自
分
自
身
の
感
情
と
な
る
が
、
そ
の
上

に
、「
心
的
分
離
」、
つ
ま
り
、
他
者
の
状
態
か
ら
自
分
自
身
の
状
態
を
切

り
離
し
、
自
分
の
感
情
の
出
所
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

他
者
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る）

38
（

。

　

ヒ
ト
の
場
合
、
脳
の
中
で
こ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
部
位
は
、「
腹

内
側
前
頭
前
皮
質
」
で
あ
る
。
精
神
医
学
者
の
村
井
俊
哉
は
、「
損
傷
研

究
」
に
基
づ
い
て
、
腹
内
側
前
頭
前
皮
質
を
、「
私
た
ち
の
利
他
的
傾
向

を
高
め
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
機
能
に
つ
い

存
す
る
と
述
べ
て
い
る）

30
（

。
そ
し
て
、
階
層
淘
汰
論
に
基
づ
き
、「
利
他
主

義
が
存
在
し
な
い
集
団
よ
り
も
、
利
他
主
義
が
存
在
す
る
集
団
の
ほ
う
が

多
く
の
集
団
的
利
益
を
上
げ
る
傾
向
が
高
く
な
り
、
か
つ
、
集
団
淘
汰
が

存
在
す
る
状
況
下
で
は
、
後
者
の
よ
う
な
よ
り
多
く
の
集
団
的
利
益
を
上

げ
る
傾
向
が
強
い
集
団
の
ほ
う
が
生
き
残
り
、
そ
う
で
な
い
前
者
の
よ
う

な
集
団
は
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
高
く
な
る
」
と
し
て
、「
進
化
論

的
利
他
主
義
の
起
源
の
少
な
く
と
も
一
つ
は
階
層
淘
汰
に
含
ま
れ
る
「
集

団
淘
汰
」
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

31
（

。

　

集
団
淘
汰
を
取
り
入
れ
る
と
、
利
他
主
義
を
進
化
論
的
に
幅
広
く
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
哺
乳
類
の
利
他
行
動
の
進
化

　

フ
ラ
ン
ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
哺
乳
類
の
利
他
行
動
に
関
連
し

て
、「
慰
め
を
も
た
ら
す
体
の
触
れ
合
い）

32
（

」
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
こ
れ
を
「
前
関
心
」（preconcern
）
と
呼
び
、

「
他
者
の
痛
み
を
感
じ
た
ら
、
そ
こ
に
行
っ
て
触
れ
合
﹇
う
こ
と）

33
（

﹈」、
あ

る
い
は
、「
他
者
の
苦
し
み
に
よ
っ
て
心
を
動
か
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の

相
手
に
引
か
れ
る
こ
と）

34
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
前
関
心
」
が
確
立
す

る
と
、「
真
の
気
遣
い
」（true concern

）
が
可
能
と
な
り
、「
対
象
に
合

わ
せ
た
援
助
」（targeted helping

）
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
し
て
い
る）

35
（

。

　

ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
は
、「
他
者
を
深
く
思
い
や
り
助
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
人
類
が
最
初
と
い
う
わ
け
で
も
、
唯
一
と
い
う
わ
け
で
も
な
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キ
ー
ザ
ー
ズ
は
、「
代
理
的
な
苦
痛
﹇vicarious pain

﹈」
と
い
う
表
現

を
用
い
、「
結
局
、
他
者
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
い
る
間
に
自
分
自

身
が
感
じ
る
代
理
的
な
苦
痛
が
止
ま
る
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
人
を
助
け

た
唯
一
の
理
由
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
援
助
は
巧
妙
な
形
の
利
己
主
義
以
上

の
何
物
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
人
間
は
、
真
の
無
私
や
寛
容
の
道
徳
的
感

情
か
ら
他
者
を
助
け
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
単
に
他
者
の
苦
し
み
が
つ
く

り
出
す
こ
ち
ら
の
代
理
的
な
苦
痛
を
止
め
る
と
い
う
、
利
己
的
理
由
か
ら

助
け
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん）

42
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
指
摘
に
対
し
、
一
歳
児
群
と
二
歳
児
群
を
対
象
に
、
生
理

的
な
「
心
拍
反
応
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
解
明
を
試
み
た
実
験
が
参
考
と

な
る
。「
本
研
究
か
ら
、
一
歳
か
ら
二
歳
に
か
け
て
、
自
己
志
向
的
共
感

行
動
か
ら
他
者
志
向
的
共
感
行
動
へ
と
移
行
し
て
い
く
可
能
性
が
示
唆
さ

れ
た
」
と
、「
自
己
に
生
じ
た
苦
痛
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
共
感
行
動
」

か
ら
「
他
者
の
苦
痛
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
共
感
行
動
」
へ
の
移
行
の
可

能
性
を
明
示
し）

43
（

、「
一
歳
児
で
あ
っ
て
も
、
援
助
や
慰
め
な
ど
、
他
者
志

向
的
共
感
行
動
を
示
し
た
者
に
は
、
そ
う
い
っ
た
生
理
的
反
応
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。
自
己
志
向
的
共
感
行
動
か
ら
他
者
志
向
的
共
感
行
動
へ
の

変
化
は
、
他
者
と
同
期
す
る
よ
う
に
生
起
し
て
い
た
苦
痛
の
感
情
を
、
相

手
へ
の
心
配
と
い
っ
た
同
情
の
感
情
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
く
感
情
機
能
の

作
用
を
介
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）

44
（

﹇
28
﹈。」
と
述
べ
て
い

る
。
心
拍
で
調
べ
た
結
果
で
は
、
他
者
志
向
的
共
感
行
動
を
示
し
た
子
供

で
は
、
心
拍
数
が
上
が
る
と
い
っ
た
反
応
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

て
、「
腹
内
側
前
頭
前
皮
質
の
重
要
な
働
き
の
一
つ
に
、
他
人
の
痛
み
や

苦
し
み
を
感
じ
る
力
と
の
関
係
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
他
者
の

苦
悩
へ
の
共
感
と
い
う
感
情
を
通
じ
て
、
腹
内
側
前
頭
前
皮
質
は
、
利
他

的
な
行
動
へ
と
人
を
導
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る）

39
（

。
こ

こ
に
共
感
か
ら
利
他
行
動
へ
と
進
展
す
る
際
の
役
割
を
担
う
、
脳
の
部
位

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
利
他
は
利
己
か

　

ヒ
ト
の
個
体
発
生
に
お
い
て
、「
心
的
ミ
ラ
ー
リ
ン
グ
と
心
的
分
離
」

が
可
能
に
な
る
の
は
、
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
歳
か
ら
二
歳

の
頃
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
の
段
階
で
、
他
者
を
助
け
る
利
他
行
動
を
促
す
動
機
は
何
で

あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
困
っ
て
い
る
人
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と

で
、「
温
情
効
果
」（w

arm
 glow

）
と
い
う
快
い
感
情
を
覚
え
る）

40
（

」
と

か
、「
他
の
誰
か
が
実
際
に
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
見
て
い

る
こ
ち
ら
側
も
苦
痛
を
感
じ
る
と
い
う
「
共
感
的
苦
痛
」（em

pathic 

distress

）
41
（

）」
と
い
っ
た
動
機
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
温
情
効
果
を
感
じ
る
か
ら
と
か
、
共
感
的
苦
痛
を
逃
れ
た
い

か
ら
他
者
を
援
助
す
る
と
い
う
の
で
は
、
そ
の
援
助
行
動
は
利
他
的
で
は

な
く
、
利
己
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
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テ
ー
マ
を
設
定
し
た
理
由
は
、
脳
神
経
科
学
の
領
域
に
お
け
る
ミ
ラ
ー
ニ

ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
が
、
道
徳
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
持
つ
の
か
を
見
て
お

き
た
い
と
思
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

　

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
に
端
を
発
し
た
研
究
は
、
脳
の
運
動
シ
ス

テ
ム
に
お
け
る
ミ
ラ
ー
リ
ン
グ
の
解
明
に
止
ま
ら
ず
、
感
情
シ
ス
テ
ム
に

お
い
て
も
、
ま
た
、
体
性
感
覚
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
、
ミ
ラ
ー
リ
ン
グ

と
同
様
の
情
報
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
次
々
と
発
見
し
た
。
キ

ー
ザ
ー
ズ
は
こ
の
よ
う
な
情
報
処
理
を
行
っ
て
い
る
神
経
シ
ス
テ
ム
を
シ

ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
と
命
名
し
、
ヒ
ト
の
脳
に
お
け
る
他
者
理
解
の
原

理
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

　

シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
キ
ッ
ト
の
働
き
か
ら
、
従
来
、
共
感
と
呼
ば
れ
て
い

た
心
的
機
能
に
神
経
的
基
盤
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
神
経
的
基
盤

は
、
生
物
進
化
の
産
物
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
共
感
を
人
間
特
有
の
特
性
と

し
て
と
ら
え
る
視
点
を
拡
大
し
、
生
物
進
化
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
そ
の
起
源
に
つ
い
て
、
マ
ク
リ
ー
ン
は
、
一
億
八
千
万
年
前

の
哺
乳
類
の
誕
生
時
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
共
感

は
哺
乳
類
的
特
徴
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

共
感
の
心
的
状
態
か
ら
、
自
分
の
適
応
度
を
下
げ
て
で
も
他
者
を
助
け

る
と
い
う
利
他
行
動
に
踏
み
出
す
に
は
、
何
が
原
因
と
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
利
他
行
動
も
共
感
と
同
様
に
、
人
間
に
特
有
の
行
動
で
は
な

い
。
利
他
行
動
を
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
で
説
明
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、

ハ
ミ
ル
ト
ン
や
ト
リ
ヴ
ァ
ー
ス
の
成
果
が
あ
る
が
、
部
分
的
成
功
に
止
ま

よ
う
な
反
応
か
ら
、「
感
情
機
能
の
作
用
」
に
よ
っ
て
、
自
己
に
生
じ
た

苦
痛
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
利
己
的
行
動
で
は
な
く
、
他
者
の
苦
痛
を
軽

減
し
よ
う
と
す
る
利
他
行
動
が
成
立
し
て
い
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　

ド
イ
ツ
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
進
化
人
類
学
研
究
所
共
同
所
長
の
マ

イ
ケ
ル
・
ト
マ
セ
ロ
（M

ichael T
om

asello, 1950

│

）
は
、「
子
ど
も
が

示
す
初
期
の
援
助
行
動
は
、
文
化
や
、
社
会
化
す
る
よ
う
に
親
が
訓
練
す

る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
る
行
動
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
そ
の
理
由
を
、

「
早
期
の
出
現
。
う
な
が
し
が
不
要
で
あ
り
、
報
酬
に
よ
っ
て
か
え
っ
て

弱
体
化
す
る
こ
と
。
大
型
類
人
猿
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
深
い
進
化
的
起

源
。
文
化
を
越
え
た
頑
健
性
。
そ
し
て
、
同
情
心
を
自
然
と
抱
い
て
し
ま

う
こ
と）

45
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
、「
自
然
淘
汰
は
長

い
進
化
の
歴
史
の
中
で
行
動
の
結
果
を
検
討
し
た
後
、
霊
長
類
に
共
感
す

る
能
力
を
授
け
、
彼
ら
が
適
切
な
状
況
下
で
は
他
者
を
助
け
る
こ
と
を
確

実
に
し
た
」
と
い
う
見
解
と
共
に
、
利
他
行
動
が
遺
伝
子
に
刻
み
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

む
す
び

　

筆
者
の
関
心
は
、「
道
徳
の
自
然
史
的
研
究
」
と
「
道
徳
の
科
学
的
研

究
」
に
あ
る
。
今
回
、「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
・
共
感
・
利
他
」
と
い
う
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く
、
進
化
的
に
、
生
物
学
的
機
能
と
し
て
、
ヒ
ト
に
獲
得
さ
れ
た
特
性
で

あ
る
か
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
特
性
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
て
い
る
ヒ

ト
の
道
徳
は
、
進
化
の
産
物
で
あ
る
。
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
極
め
る
こ

と
で
、「
未
来
の
道
徳）

46
（

」
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
1
）　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
キ
ー
ザ
ー
ズ
著
、
立
木
教
夫
・
望
月
文
明
共
訳
『
共
感

脳
│
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
と
人
間
本
性
理
解
の
転
換
』、
一
二
ペ
ー
ジ
。

（
2
）　

マ
ル
コ
・
イ
ア
コ
ボ
ー
ニ
著
、
塩
原
通
緒
訳
『
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発

見
│
「
物
ま
ね
細
胞
」
が
明
か
す
驚
き
の
脳
科
学
』、
二
〇
│
二
一
ペ
ー
ジ
。

（
3
）　

ジ
ャ
コ
モ
・
リ
ゾ
ラ
ッ
テ
ィ
著
、
柴
田
裕
之
訳
、
茂
木
健
一
郎
監
修
『
ミ

ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
』、
九
六
ペ
ー
ジ
。

（
4
）　V

. S. R
am

achandran, “M
irror N

eurons and Im
itation Learning as 

th
e D

riving F
orce B

eh
ind ‘th

e G
reat L

eap F
orw

ard’ in H
um

an 

E
volution,” E

dge 69, June 29, 2000, （w
w

w
.edge.org/3rd_culture/

ram
achandran/ram

achandran_index.htm
l

）.

（
5
）　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
キ
ー
ザ
ー
ズ
、
前
掲
書
、
四
四
ペ
ー
ジ
、
六
七
ペ
ー

ジ
。

（
6
）　

同
前
、
一
〇
二
ペ
ー
ジ
、
一
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
7
）　

同
前
、
一
〇
三
ペ
ー
ジ
。

（
8
）　

同
前
、
一
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
9
）　

同
前
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
。

（
10
）　

同
前
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
11
）　

同
前
、
一
三
九
ペ
ー
ジ
。

（
12
）　

同
前
、
一
二
六
ペ
ー
ジ
。

っ
て
い
る
。
ヒ
ト
の
利
他
行
動
の
よ
う
に
、
非
血
縁
者
に
対
し
て
自
己
の

適
応
度
を
下
げ
て
ま
で
援
助
す
る
と
い
う
利
他
行
動
の
説
明
は
、
得
ら
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ソ
バ
ー
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
個
体
レ
ベ
ル

で
の
淘
汰
に
加
え
、
従
来
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
た
集
団
レ
ベ
ル
で
の
淘
汰

を
取
り
入
れ
た
、「
階
層
淘
汰
論
」
を
提
案
し
た
。
こ
の
モ
デ
ル
に
よ
る

な
ら
、
利
他
主
義
が
淘
汰
を
生
き
延
び
集
団
内
に
定
着
す
る
こ
と
が
説
明

で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

利
他
に
は
、
進
化
モ
デ
ル
の
問
題
に
加
え
、
利
他
は
本
質
的
に
利
己
で

は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
が
存
在
す
る
。
も
し
、
共
感
か
ら
利
他
へ
と
踏

み
出
す
と
き
の
心
的
原
因
が
、「
温
情
効
果
」
や
「
共
感
的
苦
痛
」
で
あ

る
な
ら
、
そ
れ
は
、
利
他
で
は
な
く
、
利
己
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
純
粋
な
利
他
は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ミ
ラ
ー
リ
ン
グ
に
よ
り
共
有
し
た
他
者
の
苦
痛
を
、
自
己
の
苦
痛
と
し
て

解
除
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
に
対
す
る
同
情
へ
と
転
換
し
て
し
ま
う
可

能
性
が
、
実
験
研
究
の
中
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
転
換

は
、
人
間
の
発
達
段
階
の
早
い
時
期
に
、
学
習
に
依
ら
ず
に
発
現
し
て
く

る
こ
と
か
ら
、
生
得
的
特
性
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

苦
痛
を
利
己
的
に
解
除
す
る
の
で
は
な
く
、
利
他
的
に
解
消
す
る
機
構

が
、
進
化
的
に
獲
得
さ
れ
、
遺
伝
子
レ
ベ
ル
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
を
手
掛
か
り
に
、
脳
の
情
報
処
理
を
経
て

出
現
す
る
共
感
、
利
他
行
動
と
た
ど
り
、
こ
れ
ら
の
特
性
が
い
か
に
深
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版
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本
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﹇
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﹈、
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久
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編
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山
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彦
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編
集
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表
﹈、
大
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雄
作
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利
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木
潤
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中
村
知

靖
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編
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版
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書
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、
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、
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板
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昭
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書
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原
文
に
お
け
る
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落
替
え
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シ
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「
／
」
で
示
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、
テ
ィ
チ
ェ
ナ
ー
の
生
没
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加
え
た
。

原
注

﹇
7
﹈　D

avis, M
. H

. （1994

）. Em
pathy: A

 Social Psychological A
pproach. 

H
arperC

ollins. （
菊
池
章
夫
訳
）
共
感
の
社
会
心
理
学
│
人
間
関
係
の
基
礎
、

一
九
九
九
。

﹇
8
﹈　M

cD
ougall, W

. （1908

）. A
n Introduction to Social Psychology. 



No. 78, 2016　62モラロジー研究

ラ
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ニ
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澤
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日
本
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会
﹇
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﹈、
高
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﹇
編
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│
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、
福
田
幸
雄
（
二
〇
〇
三
）、

「
一
〜
二
歳
児
の
共
感
行
動
の
発
達
│
心
拍
反
応
と
の
関
連
」『
昭
和
女
子

大
学
生
活
心
理
研
究
所
紀
要
』
5
、
五
六
│
六
二
。

（
45
）　

マ
イ
ケ
ル
・
ト
マ
セ
ロ
著
、
橋
彌
和
秀
訳
『
ヒ
ト
は
な
ぜ
協
力
す
る
の

か
』、
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
46
）　

こ
の
言
葉
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
六
日
の
「
現
代
倫
理
道
徳
研
究
会
」
に

お
い
て
、
伊
東
俊
太
郎
先
生
が
、
竹
中
信
介
研
究
助
手
の
発
表
に
対
す
る
コ
メ

ン
ト
の
中
で
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
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。
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ニ
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