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一　

 

病
的
な
利
他
的
行
動
（pathological 

altruism

）
に
な
ぜ
取
り
組
む
の
か

ア
メ
リ
カ
の
遺
伝
生
物
学
者
フ
ラ
ン
シ
ス
・

Ｊ
・
ア
ヤ
ラ
（Francisco J. A

yala

）
は
、
こ
の

本
の
序
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
他
者
の
幸
福
や
利
益
を
配
慮
す
る
こ
と
が
利
他

性
の
定
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、pathological al-

truism

は
言
葉
の
上
で
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
あ
る
行
動
が
そ
の
人
が
配
慮
し
て

い
る
人
を
害
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
し
、
行
動

を
向
け
て
い
る
人
以
外
の
第
三
者
へ
の
利
益
を
意

図
す
る
場
合
が
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
双
子
ビ

ル
を
破
壊
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
は
イ
ス
ラ
ム
の
利
益

を
き
っ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。」
彼
が
指
摘

す
る
ま
で
も
な
く
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
読
者
に

認
知
的
葛
藤
を
生
じ
さ
せ
、
一
体
何
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
込
ま
せ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
相
次
ぐ
自
爆
テ
ロ
を
経
験
し
、
自
己
を

徹
底
的
に
犠
牲
に
し
な
が
ら
目
的
を
達
成
し
よ
う

と
す
る
行
動
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の

か
に
苦
し
ん
で
い
る
と
き
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
謎

を
解
く

を
与
え
て
く
れ
る
。

本
書
の
編
者
ら
は
、
工
学
、
心
理
学
、
生
物
工

学
、
進
化
生
物
学
の
専
門
家
た
ち
で
あ
る
。
掲
載

さ
れ
て
い
る
三
十
一
編
の
論
文
は
、
心
理
学
者
、

精
神
医
学
者
、
哲
学
者
、
法
学
者
、
社
会
福
祉
学

者
、
宗
教
学
者
、
経
済
学
者
、
情
報
処
理
学
者
、

生
物
学
者
、
神
経
生
理
学
者
ら
四
十
四
人
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
利
他
性
の
病
理
の
問
題
が
多
岐
の

分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
わ
か

る
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
中
に
は
、
大
学
院
生
が
少

な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
て
、
と
く
に
若
い
人
た
ち

に
注
目
さ
れ
て
い
る
話
題
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

二　

本
書
の
構
成

編
者
の
一
人
（B

arbara O
akley

）
は
、
こ
の

一
〇
年
、
利
他
的
行
動
（altruism

）
の
研
究
が

進
み
関
心
が
高
ま
り
、
神
経
科
学
（neurosci-

ence

）
や
遺
伝
学
（genetics

）
で
も
研
究
が
進

ん
で
き
た
が
、
西
欧
で
は
、
利
他
的
行
動
に
重
き

を
置
き
な
が
ら
、
そ
の
関
心
は
肯
定
的
な
面
ば
か

り
に
集
中
し
、
負
の
側
面
に
注
意
を
向
け
て
こ
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
病
的
な
利

他
的
行
動
（pathological altruism

）」
を
「
利

他
的
行
動
に
誠
実
に
志
向
す
る
が
、
結
果
的
に
援

助
し
よ
う
と
し
た
人
や
グ
ル
ー
プ
に
害
を
及
ぼ

す
。
そ
れ
は
た
び
た
び
予
期
せ
ぬ
方
法
で
他
者
を

害
し
、
他
者
を
利
他
的
行
動
の
犠
牲
者
に
す
る
」

と
定
義
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
潜
在
的
に
負
の

影
響
が
あ
る
も
の
と
し
て
利
他
的
行
動
を
見
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
複
雑
な
問
題
を
解
決
す
る
上
で
、
新
し
い
驚
く

べ
き
価
値
の
あ
る
見
方
が
生
ま
れ
る
。
一
方
、
研

究
者
は
利
他
的
行
動
の
負
の
側
面
を
調
査
す
る
こ

と
に
尻
込
み
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人

び
と
を
利
他
的
行
動
か
ら
引
き
離
す
こ
と
は
な

い
。
自
爆
テ
ロ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
利
他
的
行

動
が
事
態
を
悪
く
す
る
こ
と
を
自
覚
す
る
ほ
う
が

得
ら
れ
る
利
益
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
本
書
は
六
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
①
心
理
学
的
次
元
（
四
）、
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②
精
神
医
学
的
次
元
（
五
）、
③
社
会
的
現
象
の

次
元
（
一
二
）、
④
文
化
・
進
化
学
的
次
元
（
三
）、

⑤
発
達
的
視
点
と
背
後
に
あ
る
脳
内
の
神
経
処
理

の
次
元
（
四
）、
そ
し
て
⑥
ま
と
め
（
三
）
で
あ

る
が
（
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
論
文
数
）、
つ
ま
り

そ
の
五
つ
の
次
元
（
視
点
）
か
ら
病
的
利
他
性
を

と
ら
え
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

三　

五
つ
の
次
元
か
ら
み
た
病
的
な
利
他
的
行
動

（
一
）
心
理
学
の
次
元

心
理
学
の
次
元
か
ら
、
ま
ず
は
共
感
に
基
づ
く

罪
悪
感
（em

pathy-based guilt

）
の
問
題
と
共

依
存
（codependency

）
の
問
題
が
提
案
さ
れ

て
い
る
。
利
他
的
行
動
の
心
理
学
的
な
支
え
は
、

共
感
す
る
心
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
者
を

不
幸
に
し
た
こ
と
が
自
分
の
せ
い
だ
と
信
じ
て
し

ま
う
よ
う
な
誤
っ
た
因
果
関
係
に
支
配
さ
れ
て
し

ま
っ
た
た
め
に
、
共
感
に
基
づ
く
罪
悪
感
が
病
的

に
な
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
生
き
残
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
責
め
る
罪
悪
感
（survivor gui-

lt

）
を
も
つ
戦
争
帰
還
兵
は
、
自
分
が
仲
間
を
殺

し
た
こ
と
に
悩
ま
さ
れ
る
。
ま
た
、
薬
物
依
存
や

配
偶
者
・
高
齢
者
へ
の
虐
待
を
理
解
す
る
上
で
重

要
な
概
念
に
共
依
存
関
係
が
あ
る
。
共
感
が
利
他

的
行
動
の
出
発
点
と
し
て
協
同
活
動
を
う
な
が
す

一
方
で
、
自
己
犠
牲
に
よ
っ
て
耐
え
ら
れ
る
以
上

の
苦
痛
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
る
。
共
依
存
関
係
の
よ
う
な
機
能
不
全
行

動
は
、
そ
の
よ
う
な
共
感
の
も
つ
負
の
側
面
か
ら

理
解
さ
れ
う
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
ち
ょ
っ
と
異
な
っ
た
視

点
、
す
な
わ
ち
言
語
の
問
題
で
あ
る
。
言
語
は
ヒ

ト
の
進
化
を
飛
躍
的
に
促
し
た
が
、
そ
の
思
考
と

行
動
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
る
負
の
側
面
も
合
わ

せ
も
つ
。「
も
し
助
け
な
け
れ
ば
、
悪
い
人
に
な

る
。
だ
か
ら
、
自
分
に
と
っ
て
た
と
え
好
ま
し
く

な
く
、
有
害
で
あ
っ
て
も
助
け
よ
う
。」
と
い
う
思

考
は
（
経
験
的
回
避
、
概
念
化
さ
れ
た
自
己
）、

病
的
利
他
性
を
生
み
だ
す
。

（
二
）
精
神
医
学
の
次
元

精
神
医
学
的
視
点
か
ら
、
独
り
よ
が
り
な
公
正

性
（self-righteousness

）、
依
存
性
、
摂
食
障

害
、
病
的
動
物
コ
レ
ク
タ
ー
（anim

al hoard-

ing

）、
そ
し
て
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
症
候
群
の
問
題
が

提
案
さ
れ
て
い
る
。

嗜
癖
（addiction

）
の
脳
内
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
解

明
さ
れ
て
い
る
が
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
く
見
ら
れ
る

よ
う
な
正
義
を
振
り
か
ざ
す
独
り
よ
が
り
の
公
正

性
に
基
づ
く
〔
政
治
的
〕
義
憤
も
同
じ
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
陥
る
こ
と
が
あ
り
、
病
的
な
利
他
的
行
動
を

生
じ
さ
せ
る
。
他
方
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
特

性
論
か
ら
み
る
と
、
病
的
な
利
他
的
行
動
は
、
依

存
性
人
格
障
害
（dependent personality dis-

order

）
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
病

的
な
利
他
的
行
動
者
は
あ
ま
り
に
無
私
と
な
り
、

他
者
か
ら
利
用
さ
れ
、
搾
取
さ
れ
、
犠
牲
に
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
精
神
障
害
の
診
断

と
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｄ
Ｓ
Ｍ
Ⅲ
Ｒ
）
に
あ
る
マ

ゾ
的
人
格
障
害
の
症
状
に
似
て
い
る
。
さ
ら
に
、

社
会
性
が
高
く
共
感
性
も
高
い
が
、
搾
取
さ
れ
る

傾
向
の
あ
る
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
症
候
群
の
人
た
ち
と

も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

正
常
の
利
他
的
行
動
と
病
的
な
利
他
的
行
動
を

区
別
す
る
の
は
難
し
い
が
、
摂
食
障
害
を
引
き
起

こ
す
要
因
を
考
え
る
こ
と
が
役
に
立
つ
か
も
し
れ

な
い
。
例
え
ば
、
病
的
な
利
他
的
行
動
者
は
、
他

者
を
喜
ば
せ
る
動
因
、
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
動

因
、
批
判
と
拒
絶
を
避
け
よ
う
と
す
る
動
因
が
強

い
摂
食
障
害
者
と
重
な
る
。
他
方
、
健
康
な
利
他

的
行
動
者
は
、
新
し
い
経
験
に
常
に
心
を
開
く
動

因
、
人
間
的
成
長
へ
の
欲
求
が
強
い
と
考
え
ら
れ

る
。
三
つ
目
の
病
的
動
物
コ
レ
ク
タ
ー
は
、
ペ
ッ
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ト
の
流
行
が
み
ら
れ
る
最
近
の
日
本
で
も
問
題
に

な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
一
見
動
物
好
き
に
見
え
る

が
、
動
物
に
対
す
る
衛
生
、
滋
養
、
空
間
、
獣
医

に
よ
る
手
当
と
い
う
要
因
を
欠
い
て
い
て
、
動
物

福
祉
、
家
族
、
環
境
に
与
え
る
影
響
の
自
覚
が
な

い
。
愛
着
形
成
に
障
害
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。

（
三
）
社
会
的
現
象
の
次
元

社
会
的
現
象
の
次
元
に
は
、
最
も
多
く
一
二
本

の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
と

ら
え
ら
れ
る
問
題
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
治
療
法
を
巡
る
医
者
と
患
者
の
関
係
、

そ
し
て
癌
患
者
の
介
護
と
い
う
医
学
に
関
す
る
問

題
か
ら
、
犯
罪
被
害
者
問
題
、
殉
教
自
爆
テ
ロ
と

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
海
外
援
助
と
文
化
的
価
値
観
の

違
い
に
つ
い
て
の
問
題
な
ど
で
あ
る
。
す
べ
て
を

紹
介
で
き
な
い
の
で
、
医
学
的
問
題
と
自
爆
テ
ロ

の
問
題
を
扱
う
。

医
者
は
あ
る
確
実
性
を
も
と
に
し
て
患
者
の
治

療
に
当
た
る
。
そ
れ
を
望
ま
な
い
患
者
（
例
え

ば
、
脊
髄
穿
刺
）
の
意
向
を
、
患
者
に
と
っ
て
何

が
最
善
か
を
知
っ
て
い
る
者
と
し
て
無
視
し
て
し

ま
い
が
ち
で
あ
る
。
医
者
は
、
人
を
助
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
感
覚
の
行
き
過
ぎ
に
よ
っ
て

鈍
ら
さ
れ
た
判
断
を
患
者
と
家
族
に
押
し
つ
け
て

し
ま
う
。
一
見
利
他
的
と
い
え
る
行
動
が
、
結
果

と
し
て
害
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
一
例
と
い
え
る
。

こ
の
問
題
は
患
者
側
に
も
存
在
す
る
。
た
と
え

ば
、
ガ
ン
患
者
介
護
の
場
合
、
介
護
を
受
け
る
患

者
に
と
っ
て
有
害
と
な
り
う
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ

が
被
介
護
者
で
あ
る
患
者
に
望
ま
れ
な
い
、
も
し

く
は
嫌
わ
れ
る
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
介
護
者

は
、
患
者
の
病
状
悪
化
に
伴
い
、
家
事
か
ら
雇
用

に
い
た
る
ま
で
、
か
な
り
の
個
人
的
損
失
を
も
と

に
介
護
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
他
方

で
、
患
者
の
方
は
自
覚
的
負
担
感
（self-per-

ceived burden

）
に
よ
っ
て
罪
悪
感
に
悩
み
、

不
安
を
感
じ
る
。
患
者
が
他
者
か
ら
の
援
助
を
受

け
入
れ
る
こ
と
に
困
難
を
感
じ
る
の
は
、
他
者
と

の
関
係
が
、
援
助
を
受
け
る
よ
り
は
、
提
供
さ
れ

る
援
助
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
負
い
目
を
感
じ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
患
者
は
、
介
護
者
の

負
担
を
最
小
に
し
よ
う
と
し
て
、
世
話
を
し
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
欲
求
を
隠
し
、
介
護
者
の
情
緒

的
安
心
を
回
復
す
る
た
め
に
は
、
自
分
が
早
く
死

ん
だ
ほ
う
が
よ
い
と
思
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

本
書
の
中
で
は
殉
教
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
自

爆
テ
ロ
は
重
い
問
題
で
あ
る
。
カ
ミ
カ
ゼ
（K

a-

m
ikaze

）
と
い
う
英
語
を
用
い
る
こ
と
で
同
一

視
さ
れ
て
し
ま
う
先
の
大
戦
中
の
神
風
特
攻
隊
と

の
違
い
も
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
世
界

各
地
に
飛
び
火
し
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
国
問
題
も
深

刻
の
度
合
い
を
増
し
つ
つ
あ
る
。
精
神
医
学
者
で

あ
る
著
者
（A

dolf Tobeña

）
の
関
心
は
、
自
爆

テ
ロ
を
遂
行
す
る
実
行
者
の
人
格
特
性
に
あ
る
よ

う
だ
。
意
外
に
も
彼
ら
（
八
割
が
若
い
男
性
）
は

中
流
階
級
出
身
で
、
自
ら
志
願
し
て
い
る
。
宗
教

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
触
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
政
治
的
な
偏
狭

主
義
者
（parochialism

）
で
あ
り
、
強
い
党
派

心
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
従
順
で
、
信
じ
や
す

く
、
共
感
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
自
分
が
所
属
す

る
グ
ル
ー
プ
に
極
め
て
利
他
的
に
行
動
す
る
。
し

か
し
、
そ
れ
以
外
の
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
は
、
こ

と
ご
と
く
残
忍
で
、
そ
の
行
動
が
大
き
な
被
害
を

生
じ
さ
せ
る
。

（
四
）
文
化
・
進
化
学
的
次
元

文
化
・
進
化
的
次
元
の
話
題
は
三
つ
あ
っ
て
、

一
つ
は
民
族
的
・
文
化
的
性
格
を
決
め
る
セ
ロ
ト

ニ
ン
の
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
タ
ー
に
か
か
わ
る
多
型
第

五
領
域
異
性
体
（
5
―

Ｈ
Ｔ
Ｔ
Ｌ
Ｐ
Ｒ
）
の
文



No.75，2015　156モラロジー研究

化
・
遺
伝
子
共
進
化
の
話
、
二
つ
目
は
病
的
な
利

他
的
行
動
の
救
世
主
効
果
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
Ｄ

Ｖ
を
受
け
る
女
性
の
進
化
的
利
益
の
話
で
あ
る
。

5
―

Ｈ
Ｔ
Ｔ
Ｌ
Ｐ
Ｒ
は
性
格
遺
伝
子
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
西
欧
文
化
の
個
人
主
義
に
対
す
る
東
ア

ジ
ア
文
化
の
集
団
主
義
は
、
こ
の
対
立
遺
伝
子
頻

度
に
お
け
る
文
化
的
差
異
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
救
世
主
効
果
は
、
本
書
に
集
録
さ
れ
た
四

一
本
の
論
文
の
中
で
唯
一
病
的
な
利
他
的
行
動
の

利
点
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
相
手

と
協
力
し
合
え
ば
あ
る
一
定
の
利
益
は
あ
る
が
、

裏
切
っ
た
と
き
の
利
益
は
そ
れ
よ
り
も
大
き
い
の

で
、
裏
切
り
の
誘
惑
が
強
く
な
る
。
し
か
し
、
お

互
い
が
裏
切
っ
た
場
合
の
利
益
は
ほ
と
ん
ど
な
い

の
で
、
協
力
す
る
か
裏
切
る
か
に
悩
み
が
生
じ

る
。
こ
れ
が
、
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
と
い
わ
れ
る
モ

デ
ル
で
あ
る
。
裏
切
り
に
対
抗
す
る
に
は
し
っ
ぺ

返
し
（tit for tat

）
と
い
う
戦
略
が
有
効
と
さ
れ

て
い
た
が
、
病
的
な
利
他
的
行
動
者
は
頑
固
な
協

力
者
で
他
者
の
模
倣
は
し
な
い
か
ら
、
し
っ
ぺ
返

し
（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）
は
し
な
い
。
し
か
し
、
裏
切
り
者

か
ら
は
時
に
模
倣
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
、
彼
ら

を
協
力
者
に
変
え
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
つ
ま

り
、
病
的
な
利
他
的
行
動
者
の
存
在
が
、
利
己
的

行
動
に
よ
っ
て
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
事
態
の
対
称

性
を
破
り
、
利
他
的
行
動
を
す
る
も
の
を
増
や
し

て
究
極
的
に
は
利
他
的
行
動
者
を
多
数
に
す
る
よ

う
な
、
い
わ
ば
救
世
主
効
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ

る
。Ｄ

Ｖ
を
受
け
た
女
性
が
暴
力
的
男
性
と
同
居
を

続
け
る
現
象
を
説
明
す
る
原
理
を
ロ
ン
ド
ン
大
学

経
済
政
治
学
校
の
カ
ナ
ザ
ワ
（Satoshi K

anaza-

w
a

）
は
示
そ
う
と
し
た
。
そ
う
い
う
女
性
が
他

の
女
性
に
比
べ
て
出
産
し
た
子
ど
も
の
数
に
変
わ

り
は
な
く
、
一
方
、
有
意
に
多
く
の
割
合
で
男
児

を
出
産
し
て
い
る
事
実
に
注
目
し
た
。
攻
撃
的
男

性
は
同
性
間
の
競
走
に
強
い
と
い
う
形
質
を
祖
先

か
ら
受
け
継
い
で
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
こ
か

ら
得
ら
れ
る
利
得
が
暴
力
的
男
性
と
の
同
居
を
許

容
す
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
彼
女
ら
は
、
暴
力

的
配
偶
者
を
許
容
す
る
（
心
理
的
利
他
性
）
こ
と

に
よ
っ
て
、
遺
伝
的
利
益
を
得
て
い
る
（
進
化
的

利
己
性
）
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
五
）
発
達
的
視
点
と
脳
内
処
理
過
程
の
次
元

発
達
的
視
点
と
脳
内
の
神
経
処
理
過
程
が
五
つ

目
の
次
元
で
あ
る
。
利
他
性
を
支
え
る
共
感
性

は
、
発
達
の
初
期
（
一
歳
）
に
現
れ
、
養
育
行
動

や
向
社
会
的
行
動
を
動
機
づ
け
る
。
両
親
の
不

和
、
離
婚
、
母
親
の
精
神
疾
患
な
ど
に
よ
り
、
子

ど
も
の
共
感
が
過
度
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
家
庭

環
境
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
中
に
病
的
な
罪
悪

感
、
不
安
、
人
格
的
不
全
感
が
引
き
起
こ
さ
れ

て
、
子
ど
も
の
発
達
を
歪
め
る
こ
と
が
あ
る
。

サ
イ
モ
ン
・
バ
ロ
ン
＝
コ
ー
エ
ン
（Sim

on 

B
aron-C

ohen, S.

）
は
、
自
閉
症
を
共
感
対
シ
ス

テ
ム
化
理
論
（em

pathizing-system
izing the-

ory

）
か
ら
説
明
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
閉
症

は
超
シ
ス
テ
ム
化
し
た
男
性
脳
と
い
う
位
置
づ
け

が
さ
れ
る
。
逆
に
、
超
共
感
化
し
た
女
性
脳
の
持

ち
主
も
あ
り
え
る
が
、
こ
ち
ら
側
の
人
は
臨
床
的

事
例
か
ら
漏
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ

に
関
す
る
研
究
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
る
。

編
者
の
一
人
で
あ
る
、
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
Ｓ
・

ウ
ィ
ル
ソ
ン
（D

avid Sloan W
ilson

）
は
最
後

の
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
利
他
的
な

人
が
搾
取
に
対
し
て
脆
弱
な
構
造
に
な
っ
て
い
る

社
会
こ
そ
が
病
的
な
の
で
あ
る
。
利
他
的
行
動

が
、
成
功
す
る
行
動
戦
略
と
し
て
、
利
他
的
行
動

者
を
益
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は

多
く
の
こ
と
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。」（
四
〇
六

頁
）
そ
し
て
、「
恐
ら
く
本
書
の
中
で
な
さ
れ
て

い
る
病
的
な
利
他
的
行
動
の
分
析
は
、
道
徳
性
や
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グ
ル
ー
プ
レ
ベ
ル
の
組
織
に
か
か
わ
る
形
質
に
も

広
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」（
四
一
〇
頁
）
と

結
ん
で
い
る
。
今
後
、
道
徳
性
の
研
究
を
進
め
る

に
当
た
っ
て
、
病
的
な
利
他
的
行
動
の
視
点
が
外

せ
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

四　

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
へ
の
示
唆

本
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
あ
ら
か
た
見

た
と
こ
ろ
で
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
へ
の
示
唆
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
廣
池
千
九
郎
は
、
道
徳

心
の
発
生
が
自
己
保
存
の
観
念
に
発
し
て
い
て
、

道
徳
が
自
己
を
益
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る

こ
と
を
認
め
る
立
場
で
あ
る）

1
（

。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究

者
は
、
こ
の
こ
と
を
道
徳
実
践
の
面
か
ら
も
自
覚

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
道
徳
の
実

践
は
、
最
終
的
に
「
己
利
を
逮
得
す
る
」
レ
ベ
ル

に
到
達
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
が
廣
池
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
お
り）

2
（

、
そ
れ
こ
そ
が
実
践
の
目
標
で

あ
り
、
実
践
者
個
人
と
し
て
そ
の
成
果
を
判
断
す

る
基
準
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
本
書
（『
病
的
な
利
他
的
行
動
』）
の
導

入
で
も
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
利
他
的
行
動
で
は

動
機
づ
け
が
重
要
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
を
廣
池
も

配
慮
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
利
他
的
行
動
に
移
す

手
段
や
方
法
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る）

3
（

。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
か
ら

病
的
な
利
他
的
行
動
研
究
へ
の
示
唆
と
な
る
部
分

で
あ
ろ
う
。

利
他
的
行
動
は
必
然
的
に
自
己
の
犠
牲
を
伴
う

も
の
で
あ
る
が
、
犠
牲
そ
の
も
の
に
も
利
己
性
が

潜
む
こ
と
を
廣
池
は
見
抜
い
て
い
て
痛
切
に
批
判

し
て
い
る）

4
（

。
い
く
ら
犠
牲
を
払
っ
て
も
、
真
に
自

己
に
益
す
る
こ
と
と
は
何
か
を
理
解
し
て
い
な
い

と
、
道
徳
の
実
践
（
利
他
的
行
動
）
が
力
を
得

ず
、
効
果
が
な
い
こ
と
は
次
の
文
を
読
め
ば
明
ら

か
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
人
間
は
か
か
る
〔
己
利

の
〕
原
理
を
知
ら
ず
し
て
、
無
明
（
ひ
か
り
の
な

い
）
の
暗
中
（
や
み
の
な
か
）
に
彷
徨
し
、
家
の

た
め
と
か
、
自
己
所
属
団
体
の
た
め
と
か
、
も
し

く
は
自
己
の
部
下
の
た
め
と
か
を
標
榜
し
て
、
日

夜
そ
の
身
を
労
役
し
て
一
生
を
過
ご
し
て
お
る
の

で
あ
り
ま
す
。」（
⑧
四
一
一
頁
）

五　

結
び
に
か
え
て

本
書
の
編
者
ら
は
、
西
欧
で
は
利
他
的
行
動
の

肯
定
的
な
面
ば
か
り
に
注
目
し
て
き
た
弊
害
と
し

て
、
イ
ス
ラ
ム
国
の
テ
ロ
行
為
を
理
解
で
き
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
が
、
廣

池
は
、
昭
和
初
期
の
時
点
に
お
い
て
、
す
で
に
そ

の
弊
害
を
見
抜
い
て
い
た
。「
因
習
的
道
徳
の
実

行
に
お
い
て
は
、
一
面
に
は
、
部
分
的
も
し
く
は

形
式
的
に
人
間
の
利
益
を
図
り
て
、
他
の
一
面
に

は
、
全
体
的
も
し
く
は
実
質
的
に
人
間
の
損
害
に

な
る
よ
う
な
こ
と
を
な
す
も
、
こ
れ
に
心
づ
か
ぬ

こ
と
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。」（
⑧
三
四
六
頁
）
や

は
り
そ
れ
は
、
彼
の
道
徳
研
究
が
「
道
徳
は
自
己

保
存
の
本
能
か
ら
発
生
し
た
」
こ
と
を
認
め
な
が

ら
、
慈
悲
の
精
神
に
基
づ
く
究
極
の
道
徳
を
目
指

す
立
場
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
で
普
通

道
徳
と
最
高
道
徳
の
区
別
を
設
け
て
い
る
こ
と
の

正
当
性
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

し
て
も
、
利
他
的
行
動
を
研
究
す
る
上
で
、
否
定

的
な
面
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
本
書
が
、
人
間
の
利
他
性
を
考
え
る
う
え
で

大
き
な
影
響
を
あ
た
え
得
る
こ
と
は
容
易
に
推
測

さ
れ
よ
う
。
ま
た
そ
の
際
に
、
仏
教
用
語
で
あ
る

「
己
利
」
が
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
こ
と
も

廣
池
の
指
摘
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）　
『
新
版　

道
徳
科
学
の
論
文
』（
以
下
『
論
文
』）
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第
七
章
第
二
項
第
三
節
第
三
目
に
、「
人
類
の
歴
史
及

び
現
在
の
社
会
学
的
材
料
に
徴
す
れ
ば
、
第
一
に
、
道

徳
は
そ
の
源
を
自
己
保
存
の
観
念
に
発
し
て
お
る
の
で

す
。
第
二
に
、
今
日
に
お
い
て
も
、
究
竟
す
る
と
こ

ろ
、
道
徳
は
自
己
を
益
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念

が
土
台
と
な
っ
て
お
る
の
で
す
。」（
③
一
二
五
頁
）
と

あ
る
。（
丸
数
字
は
巻
数
を
示
す
。）

（
2
）　
『
論
文
』
五
冊
目
第
十
二
章
第
六
項
第
九
節
に
、

「
本
文
に
『
己
利
』
と
あ
る
は
す
な
わ
ち
自
己
の
利
益

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
自
己
の
利
益
と
い

う
こ
と
が
現
代
人
の
い
わ
ゆ
る
利
己
主
義
と
は
異
な
る

の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
聖
人
の
い
わ
ゆ
る
利
己
主

義
は
最
高
道
徳
に
よ
り
て
自
己
の
最
高
品
性
を
完
成
す

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
自
己
の
品
性
完
成
の
ほ

か
、
自
己
の
利
益
と
な
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。」（
⑤
三
三
〇
頁
）　

さ
ら
に
、『
論
文
』
八
冊
目
第

十
四
章
第
三
十
一
項
第
二
節
に
は
、「
妙
法
蓮
華
経
序

品
の
中
に
『
己
利
を
逮
得
す
』
と
い
う
語
あ
り
て
、
聖

人
の
教
え
に
お
い
て
は
自
己
の
最
高
品
性
を
完
成
す
る

こ
と
が
自
己
を
利
す
る
こ
と
に
な
る
と
教
え
ら
れ
て
お

る
こ
と
は
御
承
知
と
存
じ
ま
す
。
お
よ
そ
真
に
自
己
を

利
益
す
る
も
の
は
学
力
・
知
力
・
金
力
・
権
力
も
し
く

は
腕
力
等
で
は
な
く
て
、
自
己
の
最
高
品
性
で
あ
る
の

で
す
。
か
の
学
力
以
下
の
人
間
の
力
と
い
う
も
の
は
あ

る
場
合
に
は
こ
れ
を
失
う
こ
と
あ
り
、
且
つ
身
死
す
れ

ば
こ
れ
を
棄
て
て
こ
の
世
を
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
す

か
ら
、
真
に
自
己
の
所
有
物
と
い
う
を
得
ず
、
且
つ
真

に
自
己
を
利
す
る
も
の
と
い
う
を
得
ぬ
の
で
す
。」（
⑧

四
一
一
頁
）
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　
『
論
文
』
八
冊
目
、
第
十
四
章
二
十
一
項
「
最
高

道
徳
は
全
体
的
に
他
人
の
幸
福
を
進
む
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
且
つ
そ
の
動
機･

目
的
及
び
手
段
を
重
要
視

す
」
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
利
己
心
に
立

脚
し
た
因
習
的
道
徳
で
は
、
全
体
的
に
損
害
を
及
ぼ
す

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
論
文
』
九
冊

目
に
あ
る
「
最
高
道
徳
の
大
綱
」
八
章
の
十
六
に
も
、

「『
動
機
と
目
的
と
方
法
と
誠
を
悉
す
』（
道
徳
に
動
機

と
目
的
と
を
尊
ぶ
こ
と
は
従
来
す
で
に
決
定
し
て
お
る

問
題
で
あ
れ
ど
道
徳
実
行
の
方
法
に
重
き
を
置
か
な

か
っ
た
た
め
に
、
道
徳
実
行
の
結
果
が
好
良
で
な
い
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。）」（
⑨
三
三
五
頁
）

と
述
べ
て
手
段
・
方
法
の
重
要
性
を
喚
起
し
、
実
践
上

の
注
意
点
を
明
示
し
て
い
る
。

（
4
）　
『
論
文
』
八
冊
目
第
十
四
章
追
加
分
（
六
五
）
利

己
的
本
能
に
関
す
る
重
大
な
る
注
意
に
「
種
々
の
犠
牲

を
払
う
こ
と
は
利
己
的
本
能
の
ま
ま
に
出
来
る
も
の
で

あ
っ
て
、
心
の
立
て
か
え
な
く
て
も
出
来
る
も
の
で
あ

る
。
故
に
そ
れ
だ
け
に
て
大
な
る
徳
を
養
う
こ
と
は
出

来
ぬ
の
で
あ
る
〈
最
高
道
徳
の
人
々
に
は
か
か
る
こ
と

を
な
す
く
ら
い
は
、
い
ず
れ
も
行
い
来
た
っ
て
お
る
小

道
徳
の
一
つ
で
あ
る
〉。」（
⑧
四
三
一
頁
）
と
あ
る
。
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、
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を
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澤
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。
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