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て
い
ま
す
。「
共
感
」
と
は
外
部
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
発
生
す
る
「
受
動
感
情
」

に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。
現
代
の
心
理
学
的
な
視
点
か
ら
す
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
主

張
は
実
効
性
の
な
い
内
容
空
疎
な
主
張
で
あ
る
か
に
見
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
最
近

５
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
ニ
ュ
ー
ロ
サ
イ
エ
ン
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
共
感
」
に
つ

い
て
の
実
証
研
究
は
、
む
し
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
視
点
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
を
見
直
し
、
そ
の
倫
理
的

意
味
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

１　

共
感
と
理
性

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
で
「
憐
れ
み(com

m
iseratio)

」（Eth.III.22.Sch.

）
と
呼
ば

れ
て
い
る
感
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
他
者
の
「
悲
し
み
」
が
「
模
倣
」
さ
れ
る
こ

と
か
ら
生
じ
る
「
悲
し
み
」
の
感
情
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
者
の
感
じ

て
い
る
「
悲
し
み
」
を
自
分
も
感
じ
る
こ
と
で
「
憐
れ
み
」
の
感
情
が
生
じ
る
と

い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
現
代
の
用
語
で
「
共
感(em

pathy)

」
と
呼
ば

れ
て
い
る
感
情
の
こ
と
で
す
（M

aibom
 2014

）。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
「
憐
れ
み
」

を
生
み
出
す
の
は
「
感
情
の
模
倣
」（Eth.III.27.Sch.

）
で
す
。
で
は
他
者
の
感
情

は
い
っ
た
い
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て「
模
倣
」さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。ス
ピ
ノ
ザ
は「
表

象
」
を
生
み
出
す
一
般
的
な
原
理
の
特
殊
事
例
と
し
て
「
模
倣
」
と
い
う
現
象
を
説

明
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
だ
い
た
い
次
の
よ
う
な
説
明
で
す
。

　

人
間
身
体
は
つ
ね
に
外
部
の
物
体
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
変

容
」
を
被
っ
て
い
る
（Eth.II.13.D

em
.

）。
人
間
は
身
体
の
「
変
容
」
の
観
念
を
と

お
し
て
自
己
の
身
体
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
（Eth.II.19.

Pr.

）。
と
こ
ろ
が
、
身
体
の
「
変
容
」
に
は
身
体
の
本
性
と
と
も
に
身
体
の
「
変
容
」
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ニ
ュ
ー
ロ
サ
イ
エ
ン
ス
で
『
エ
チ
カ
』
を
読
む

柴　

田　

健　

志　

こ
の
論
文
は
関
西
哲
学
会
第
７
０
回
大
会
（
二
○
一
七
年
、
大
阪
体
育
大
学
）
で
の

口
頭
発
表
に
加
筆
お
よ
び
修
正
を
施
し
、
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
題
目
は
発
表

時
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
。
口
頭
発
表
に
も
と
づ
く
と
い
う
経
緯
を
考
慮
し
て
文
体

は
口
語
調
で
統
一
し
た
。

は
じ
め
に

　

人
間
に
は
他
者
と
「
共
感
」
す
る
能
力
が
あ
り
ま
す
。
他
者
を
援
助
す
る
と
い
う

行
為
は
こ
の
能
力
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え「
共
感
」

す
る
能
力
の
有
無
は
社
会
的
に
重
要
な
も
の
で
す
。
実
際
、
心
理
学
に
お
い
て
は
、

反
社
会
的
な
行
為
が
他
者
に
対
す
る
「
共
感
」
の
欠
如
に
起
因
す
る
可
能
性
（Blair 

1995

）
や
、
幼
児
に
お
け
る
「
共
感
」
の
形
成
が
そ
の
後
の
道
徳
的
発
達
に
及
ぼ
す

影
響
（H

offm
an 2000

）
等
が
す
で
に
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ス
ピ
ノ

ザ
は
「
共
感
」
が
な
く
て
も
人
間
は
他
者
を
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
い

ま
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
提
案
す
る
の
は
「
理
性
」
に
よ
る
他
者
の
援
助
で
す
。
ま
た
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
共
感
」
よ
り
も
「
理
性
」
に
よ
る
援
助
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
っ
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Cor.

）
と
呼
び
ま
す
。「
共
感
」
に
は
道
徳
的
行
為
の
動
機
づ
け
と
い
う
性
質
が
認

め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
憐
れ
み
」
に
も
と
づ
い
て
他

者
を
援
助
す
る
と
い
う
行
為
を
否
定
的
に
見
て
い
ま
す
。「
容
易
に
憐
れ
み
の
感
情

に
と
ら
え
ら
れ
、
他
人
の
不
幸
や
涙
に
動
か
さ
れ
る
人
は
、
後
に
自
ら
後
悔
す
る
よ

う
な
こ
と
を
し
ば
し
ば
し
て
い
る
」（Eth.IV

.50.Sch.

）。

　

で
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
見
方
が
成
立
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ス

ピ
ノ
ザ
が
「
理
性
」
の
視
点
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
す
ね
。
実
際
、「
理
性
」
が
あ

れ
ば
「
憐
れ
み
」
は
無
用
で
あ
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
主
張
し
て
い
ま
す
。「
理
性
の
導

き
に
よ
っ
て
生
き
る
人
間
に
お
い
て
は
、
憐
れ
み
は
そ
れ
自
体
と
し
て
悪
で
あ
り
、

無
用
で
あ
る
」（Eth.IV

.50.Pr.

）。
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
で
は
、「
憐
れ
み
」
と
い
う
「
受

動
感
情
」
で
は
な
く
「
理
性
」
に
も
と
づ
い
て
他
者
の
援
助
が
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き

な
の
で
す
（Eth.II.49.Sch.

）。
と
い
う
の
も
、
ま
さ
し
く
「
理
性
」
か
ら
他
者
を

援
助
す
る
欲
望
が
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
ち
な
み
に
現
代
の
心

理
学
者
ポ
ー
ル
・
ブ
ル
ー
ム
が
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
（Bloom

 2015

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
反
共
感
論
」
と
い
う
べ
き
思
想
は
「
理
性
」
に
よ

る
他
者
の
援
助
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
背
景
に
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、「
共
感
」
に
対
す
る
否
定
的
な
取
扱
い
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
理
性
」

に
よ
る
他
者
の
援
助
と
い
う
考
え
の
可
能
性
そ
れ
自
体
が
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
考
え
は
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
の
終
わ
り
の
ほ
う
に
出
て

き
ま
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
「
理
性
」
に
導
か
れ
る
人
間
に
は
「
強
さ

(fortitudo)

」
が
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、「
強
さ
」
は
二
つ
の
欲
望
と
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
（Eth.III.59.Sch.

）。
ひ
と
つ
は
、
自
己
の
存

在
を
維
持
し
そ
れ
を
楽
し
も
う
と
す
る
欲
望 (anim

ositas)

で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

他
者
が
そ
の
存
在
を
維
持
す
る
こ
と
を
援
助
し
よ
う
と
す
る
欲
望 (generositas)

で

を
引
き
起
こ
し
た
外
部
の
物
体
の
本
性
が
含
ま
れ
る
（Eth.II.16.Pr.

）
が
ゆ
え
に
、

人
間
は
「
変
容
」
の
観
念
に
よ
っ
て
外
部
の
物
体
を
も
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し

て
認
識
し
て
い
る
（Eth.II.26.Pr.

）。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
一
般
的
な
原
理
を
前
提
し

た
う
え
で
、
身
体
を
刺
激
す
る
外
部
の
物
体
が
「
人
間
身
体
」
で
あ
る
場
合
に
は
次

の
よ
う
な
特
殊
な
事
情
が
生
じ
る
と
い
う
形
で
「
感
情
の
模
倣
」
を
説
明
し
て
い
ま

す
。

「
も
し
外
部
の
物
体
の
本
性
が
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
本
性
に
類
似
す
る
な
ら
、
わ
れ

わ
れ
が
表
象
す
る
外
部
の
物
体
の
観
念
は
、
外
部
の
物
体
の
変
容
に
類
似
し
た
わ
れ

わ
れ
の
身
体
の
変
容
を
含
む
で
あ
ろ
う
」（Eth.III.27.D

em
. 

傍
線
引
用
者
）。
他
者

の
身
体
は
自
己
の
身
体
に
「
類
似
」
し
て
い
る
た
め
、
他
者
の
身
体
か
ら
刺
激
を
受

け
る
場
合
に
は
通
常
の
「
変
容
」
と
は
違
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
の
が
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
他
者
の
身
体
に
生
じ
て
い
る
「
変
容
」
と
類
似
の
「
変
容
」
が
自
己
の
身

体
に
も
生
じ
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
他
者
の
「
悲
し
み
」
か
ら
刺
激
を
受
け
る
と
、

自
分
が
「
悲
し
み
」
を
感
じ
る
と
き
の
状
態
が
生
じ
る
わ
け
で
す
。「
憐
れ
み
」
は

こ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
感
情
の
模
倣
」
に
よ
っ
て
自
分
に

生
じ
た
「
悲
し
み
」
を
と
も
な
っ
て
他
者
の
「
悲
し
み
」
が
表
象
さ
れ
る
こ
と
か
ら

も
た
ら
さ
れ
る
の
が
「
憐
れ
み
」
で
あ
る
と
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
理
は
現
代
の
ニ
ュ
ー

ロ
サ
イ
エ
ン
ス
が
主
張
す
る
論
理
と
同
じ
で
す
。
自
分
が
苦
痛
を
感
じ
る
と
き
に
活

性
化
す
る
大
脳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
他
者
の
苦
痛
に
「
共
感
」
し
た
と
き
に
も
活

性
化
し
て
い
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
（D

e V
ignem

ont&
Singer 

2006

）。
こ
の
発
見
は
１
９
９
０
年
代
後
半
か
ら
ひ
ろ
が
っ
た
「
ミ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
」

の
研
究
に
お
い
て
す
で
に
予
想
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
（Gallese 2002

）。

　

と
こ
ろ
で
、「
憐
れ
み
」
か
ら
は
他
者
を
援
助
し
よ
う
と
す
る
欲
望
が
生
じ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
れ
を
「
慈
悲(benevolentia)

」（Eth.III.22.
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ワ
ー
ク
と
は
独
立
し
た
機
能
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
ま
す（K
lim

ecki&
Singer 2014; K

lim
ecki et al. 2014

）。
ま
た
、「
コ
ン
パ
ッ

シ
ョ
ン
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
後
の
実
験
で
は
、
他
者
を
援
助
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

が
高
ま
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
存
在
感
も
充
実
し
た
も
の
に

な
る
と
い
う
こ
と
が
被
験
者
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
次
の
よ
う
に
い
う

わ
け
で
す
。「
他
の
人
た
ち
に
よ
く
な
っ
て
欲
し
い
と
願
う
こ
と
は
、
素
晴
ら
し
く
、

充
実
し
た
感
じ
で
す
」。「
幸
福
の
感
覚
が
沸
き
起
こ
り
ま
す
」。「
人
間
が
自
分
の

内
側
に
こ
う
い
う
も
の
を
作
り
出
す
と
感
じ
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
」

（K
lim

ecki et al. 2012

）。
こ
れ
と
逆
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
自
己
の
存
在
感
を
高

め
る
こ
と
に
特
化
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（m

indfulness m
editation

）
に
よ
っ
て

他
者
の
援
助
を
主
眼
と
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（com

passion m
editation

）
と
同

様
の
効
果
が
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
（Lim

 et al. 2015

）。

一
般
的
な
観
点
か
ら
他
者
を
援
助
す
る
こ
と
は
自
己
の
存
在
感
を
充
実
さ
せ
、
ま
た

自
己
の
存
在
を
内
的
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
他
者
へ
の
援
助
と
い
う
欲
望
を
も
た
ら

す
と
い
う
こ
と
で
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
「
強
さ
」
の
二
つ
の

あ
ら
わ
れ
だ
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
「
強
さ
」
に
よ
っ
て
生
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
分
を
犠
牲
に
し
て
他
者
に
尽
く
す
の
で
も
な
く
、
他
者
を
見
捨
て

て
自
分
を
守
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
自
分
と
他
者
を
同
時
に
救
う
こ
と
で
す
。
ス

ピ
ノ
ザ
が
「
理
性
」
と
い
う
硬
い
言
葉
で
伝
え
よ
う
と
し
た
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
う
考
え
れ
ば
、ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る（
１
）

（
２
）
を
強
力
に
支
持
す
る
よ
う
な
実
証
結
果
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
理
性
」
と
「
共
感
」
と
の
関
係
は
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
人
間

す
。
こ
れ
ら
は
同
一
の
欲
望
の
二
つ
の
発
現
形
態
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
他
者
を
援
助
す
る
欲
望
は
自
己
の
存
在
を
充
実
さ
せ
る
欲
望
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
ま
た
、
こ
の generositas 

と
い
う
欲
望
は
、「
共

感
」
の
よ
う
に
誰
か
特
定
の
人
の
不
幸
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

も
っ
と
一
般
的
に
他
者
の
幸
福
を
高
め
よ
う
と
す
る
欲
望
で
す
。
以
下
で
は
こ
の
ひ

と
ま
と
ま
り
の
主
張
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
ま
す
。
ち
な
み
に
、generositas 

と
い
う
言
葉
は
デ
カ
ル
ト
の
『
情
念
論
』
に
も
出
て
き
ま
す
ね
。
フ
ラ
ン
ス
語
の 

générosité 

で
す
が
、
同
じ
言
葉
で
す
。
日
本
語
で
は
「
高
邁
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
と
し
て
は
こ
の
訳
語
は
相
応
し
く
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
点
は
ま
た
後
で
議
論
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

２　

コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

　
「
理
性
」
に
も
と
づ
く
他
者
の
援
助
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
に
含
ま
れ
る
問
題

点
は
以
下
の
２
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
１
） 

一
般
的
に
他
者
の
幸
福
を
高
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
欲
望

（generositas

）
は
存
在
す
る
か
。

（
２
） 

他
者
を
援
助
す
る
欲
望
は
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
欲
望
（anim

ositas
）

と
一
体
と
な
っ
て
い
る
か
。

　

ニ
ュ
ー
ロ
サ
イ
エ
ン
ス
の
実
証
結
果
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
に
回
答

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
一
般
的
な
観
点
か
ら
他
者
を
援
助
す
る
と
い
う

態
度
は
「
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
に
よ
っ
て
養
う
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
態
度
を
支
持
す
る
大
脳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存

在
し
、
ま
た
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
「
共
感
」
を
感
じ
る
と
き
に
活
動
す
る
ネ
ッ
ト
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）。「
理
性
」
に
よ
っ
て
「
共
感
」
を
制
御
す
る
と
い
う
ス
ピ
ノ

ザ
の
考
え
に
は
実
効
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
以
上
か
ら
主
張
で
き
る
と
思
い
ま

す
。

３　

相
互
性
と
贈
与

　

こ
れ
ま
で
の
内
容
を
ま
と
め
ま
す
と
、「
理
性
」
に
よ
っ
て
「
他
者
」
を
援
助
す

る
と
い
う
行
為
は
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
理
性
」
に
よ
っ
て
「
共
感
」
を
制
御

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、以
上
二
点
を
論
じ
て
き
ま
し
た
。
で
は
「
理
性
」

は
い
っ
た
い
ど
ん
な
原
理
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
か
け
に

答
え
る
に
は
、や
は
り
『
エ
チ
カ
』
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
込
む
こ
と
が
重
要
で
す
が
、

ニ
ュ
ー
ロ
サ
イ
エ
ン
ス
の
実
証
デ
ー
タ
を
参
照
す
る
こ
と
が
そ
の
読
解
に
役
立
つ
は

ず
で
す
。

　
「
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
前
に
な
さ
れ
る
他
者
援
助
の
行
動
原
理

は
「
相
互
性
」
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、「
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
」
前
に
は
か
つ
て
自
分
を
援
助
し
て
く
れ
た
人
に
援
助
す
る
傾
向
が
強
い
わ

け
で
す
。
し
か
し
、「
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
後
は
違
い
ま
す
。
そ

の
援
助
は
ま
っ
た
く
の
「
よ
そ
者
（stranger

）」
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
（Leiberg et al. 2011; H

utcherson et al. 2008

）。

　
「
相
互
性
」
と
い
う
行
動
原
理
を
脅
か
す
の
は
「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」
の
存
在
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
相
互
性
」
を
維
持
す
る
に
は
「
フ
リ
ー

ラ
イ
ダ
ー
」
を
罰
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。
実
際
、「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」
を

罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
相
互
性
」
に
も
と
づ
く
行
為
の
実
施
率
が
高
ま
る
こ
と
が

実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
比
較
的
大
き
な
規
模
の
集
団
で
は
、「
相
互
性
」
に
も
と
づ

は
生
ま
れ
つ
き
他
者
に
「
共
感
」
し
や
す
く
、「
慈
悲
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
や
す

い
と
い
う
の
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
で
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
人
間
が
も
と
も
と
も
っ

て
い
る
「
共
感
」
へ
の
傾
向
は
「
理
性
」
に
よ
っ
て
制
御
で
き
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
主

張
し
て
い
る
か
ら
で
す
。「
理
性
の
命
令
に
よ
っ
て
生
き
る
人
間
は
、
で
き
る
か
ぎ

り
憐
れ
み
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
つ
と
め
る
」（Eth.IV

.50.Cor.

）。

一
見
す
る
と
、「
理
性
」
に
よ
る
感
情
の
制
御
と
い
う
何
ら
実
効
性
の
な
い
思
想
が

語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
思
想
も
ま
た
「
コ
ン

パ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
の
実
証
結
果
に
一
致
し
て
い
ま
す
。「
コ
ン
パ
ッ

シ
ョ
ン
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
に
よ
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
感
情
が
増
大
す
る
の
と
同
時
に

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
感
情
が
減
少
す
る
こ
と
や
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
後
に
は
苦
痛
を
感
じ
る
よ

う
な
ビ
デ
オ
ク
リ
ッ
プ
を
見
て
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
感
情
が
維
持
さ
れ
、安
易
に
「
共
感
」

を
感
じ
な
く
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
後
者
の
結
果
に
つ
い
て
、
苦
痛

を
も
た
ら
す
現
実
を
無
視
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
悪
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
な

感
情
制
御
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
神
経
レ
ベ
ル
で
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
神

経
科
学
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
解
釈
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
（K

lim
acki et al. 

2014

）。

　

ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、「
理
性
」
に
よ
る
「
共
感
」
の
制
御
に
は

持
続
性
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
共
感
」は
外
部
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
生
じ
る「
受

動
感
情
」で
あ
る
が
ゆ
え
に
一
時
的
で
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
理
性
」

に
も
と
づ
く
欲
望
で
あ
る generositas 

は
真
理
の
認
識
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い

る
か
ら
持
続
的
で
一
貫
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
点
に

つ
い
て
も
「
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
の
実
証
結
果
が
あ
る
わ
け
で
す
。

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
終
了
し
て
か
ら
一
定
期
間
を
置
い
た
後
の
実
験
で
も
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
直
後
と
同
じ
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
（K

lim
ecki et al.2012; 
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す
る
と
い
う
定
理
が
あ
り
ま
す
（Eth.IV

.35.Pr.

）。
こ
の
定
理
も
分
か
り
に
く
い

定
理
で
す
。
し
か
し
、「
理
性
」
に
し
た
が
う
人
間
は
「
相
互
性
」
と
は
異
な
る
行

動
原
理
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
ね
。
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る

研
究
が
す
で
に
あ
り
ま
す
（N

adler 2014

）。
実
際
、「
相
互
性
」
に
も
と
づ
く
行

動
原
理
と
「
理
性
」
に
も
と
づ
く
行
動
原
理
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
対
立
さ
せ
て
い
る
わ
け

で
す
。「
理
性
的
な
人
間
は
無
知
な
人
間
の
親
切
を
避
け
る
」（Eth.IV

.70.Pr.

）
と

い
う
定
理
で
す
。
親
切
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
返
礼
の
義
務
が
生
じ
ま
す
が
、

こ
れ
は
「
相
互
性
」
の
論
理
で
す
。
理
性
的
な
人
間
が
そ
れ
を
避
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、「
相
互
性
」
と
は
異
な
る
行
動
原
理
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
す
ね
。

　

で
は
、「
理
性
」
の
行
動
原
理
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
行
動
原
理
な
の
で
し
ょ

う
か
。「
理
性
」
に
し
た
が
う
人
間
は
「
自
分
の
た
め
に
求
め
る
善
を
他
の
人
の
た

め
に
も
欲
す
る
」（Eth.IV

.37.Pr.

）
と
い
う
定
理
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
定
理
は
重

要
で
す
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
に
「
贈
与
」
と
い
う
考
え
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
す
。
そ
れ
は
返
礼
を
要
求
す
る
よ
う
な
「
贈
与
」
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
無
償

で
な
さ
れ
る
純
粋
な
「
贈
与
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
「
理
性
」
の
行

動
原
理
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。最
後
に
こ
の
点
を
考
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
前
に
、
用
語
法
に
つ
い
て
若
干
の
注
釈
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
前
に
出
て
き
た generositas 

の
訳
語
に
つ
い
て
で
す
。「
贈
与
」
と
い

う
観
点
か
ら
す
る
と
、「
理
性
」
に
も
と
づ
い
て
他
者
に
援
助
す
る
欲
望
で
あ
る 

generositas 

は
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
と
し
て
は
「
寛
大
」
と
訳
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
思
い
ま
す
（
岩
波
文
庫
で
は
「
寛
仁
」
で
す
）。「
寛
大
」
と
は
「
気
前
が
よ
い
」

あ
る
い
は
「
無
欲
」
と
い
う
意
味
で
す
。generosus 

と
は
も
と
も
と
「
生
ま
れ
が

よ
い
」「
育
ち
が
よ
い
」
と
い
う
意
味
で
、
１
７
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
語 générosité 

も
そ
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
デ
カ
ル
ト
も
『
情
念
論
』
で
は 

く
協
力
行
動
が
時
間
と
と
も
に
減
少
し
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
が
増
加
す
る
と
い
う
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
対
す
る
罰
を
実
施
す
る
と
、
そ

の
時
点
か
ら
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
が
減
少
し
て
い
く
ば
か
り
で
な
く
、
い
っ
た
ん
減

少
傾
向
を
示
し
た
協
力
行
動
が
回
復
し
、
も
と
も
と
の
水
準
を
超
え
る
地
点
ま
で

増
加
す
る
と
い
う
驚
く
べ
き
こ
と
が
起
こ
る
わ
け
で
す
（Fehr&

 Gächter 2000., 

Fehr&
Fischbacher 2004

）。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
興
味
深
い
実
証
結
果
が
あ
り
ま
す
。「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」

を
罰
す
る
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
「
快
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
も
の

で
す
。
報
酬
を
得
る
と
き
に
活
性
化
す
る
大
脳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
「
フ
リ
ー
ラ

イ
ダ
ー
」
を
罰
す
る
と
き
に
も
活
性
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す

（Singer&
Steinberg 2009

）。
で
も
ど
う
し
て「
快
」が
発
生
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」
に
対
す
る
憎
し
み
が
あ
る
か
ら
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、「
相

互
性
」
と
い
う
行
動
原
理
は
じ
つ
は
他
者
へ
の
憎
し
み
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
観
点
か
ら
『
エ
チ
カ
』
を
み
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
に

も
同
じ
考
え
が
発
見
で
き
ま
す
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、人
間
は
「
受
動
」
で
あ
る
限
り
で
「
対
立
的
」
で
あ
る
（Eth.

IV
.34.Pr.

）。
ち
ょ
っ
と
分
か
り
に
く
い
定
理
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
受
動
」
で
あ
る

限
り
で
の
感
情
か
ら
「
相
互
性
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
れ
ば
こ
の
定
理
の
意
味

は
き
わ
め
て
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
人
間
は
自
分
が
愛
す

る
相
手
に
は
「
愛
し
返
し
」
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
定
理
が
あ
り
ま

す
（Eth.III.33.Pr.

）。
贈
与
に
対
す
る
返
礼
の
要
求
で
す
ね
。
こ
れ
が
「
相
互
性
」

で
す
。
と
こ
ろ
が
相
手
が
こ
の
要
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
、
そ
の
相
手
を
憎
み
、
罰
し

た
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、「
理
性
」に
し
た
が
う
人
間
は「
能
動
」で
あ
り
、そ
の
限
り
で「
一
致
」
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で
は
な
い
か
ら
で
す
。「
神
に
対
す
る
愛
は
憎
し
み
に
転
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

（Eth.V
.18.Cor.

）。
そ
れ
な
ら
、「
神
へ
の
愛
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
「
神
が
自
己
自
身
を
愛
す
る
無
限
の
愛
の
一
部
分
」（Eth.V

.36.D
em

.

）
で

あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
愛
は
特
に
「
神
へ
の
知
的
愛
」（Eth.V

.36.

D
em

.

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
形
而
上
学
に
お
い
て
は
、
す
べ
て

の
存
在
は
神
と
い
う
「
実
体
」
の
「
変
容
」
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
ま
た
人
間
も
「
変

容
」
で
す
か
ら
、
人
間
が
神
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
じ
つ
は
神
が
自
己
自
身
を
愛

す
る
こ
と
の
一
部
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
分
自
身
を
愛
し
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
愛
に
対
す
る
返
礼
も
何
も
な
い
わ
け
で
す
。
ま
た
、
こ
の
愛
は
神
と
い

う
「
実
体
」
の
「
変
容
」
す
べ
て
に
及
ん
で
い
る
は
ず
で
す
か
ら
、
人
間
は
こ
の
愛

に
参
与
す
る
こ
と
で
じ
つ
は
自
己
自
身
を
愛
す
る
と
同
時
に
自
分
以
外
の
人
間
も
愛

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す*

。

　

こ
の
よ
う
に
、
返
礼
を
要
求
し
な
い
無
償
の
「
贈
与
」
と
い
う
行
動
原
理
は
「
神

へ
の
愛
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
理
性
」

に
よ
る
他
者
の
援
助
を
た
だ
た
ん
に
認
知
的
な
次
元
で
な
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解

し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
解
釈
（D

ella Rocca 2004

）
が
あ
り
ま
す
が
、
以
上
述
べ

た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
そ
う
い
う
解
釈
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
す
ね
。
他
者
に
対
す
る
援
助
の
根
底
に
は
「
愛
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

* 

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
も
っ
と
も
接
近
し
た
の
は
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源

泉
』
に
お
い
て
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
「
閉
じ
た
道
徳
」
と
は

「
相
互
性
」
の
原
理
に
も
と
づ
く
責
務
の
シ
ス
テ
ム
で
す
。
こ
れ
に
対
し
「
開
い
た
道

徳
」
が
提
案
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
す
べ
て
の
人
間
に
対
す
る
神
の
愛
」（Bergson 

1984:1173

）
に
も
と
づ
く
と
い
う
の
で
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
神
秘
主
義
者
の
「
愛
」
に

つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。「
彼
は
神
を
と
お
し
て
、
神
に
よ
っ
て
、
神
的
な
愛
で

全
人
類
を
愛
す
る
」（Bergson 1984:1173

）

générosité 

と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
際
に
こ
の
意
味
を
踏
ま
え
た
と
述
べ
て
い
る

の
で
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
ね（D

escartes 1989 : 1074

）。
転
じ
て
現
代
語
で
は「
気

前
が
よ
い
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
例
え
ば
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス

は
『
贈
与
論
』
で
「
ポ
ト
ラ
ッ
チ
」
を
論
じ
る
際
に
こ
の
意
味
で générosité 

を

使
用
し
て
い
ま
す
（M

auss 1997: 262-263

）。
ス
ピ
ノ
ザ
の generositas 

に
は

こ
の
よ
う
な
現
代
的
な
意
味
を
先
取
り
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
「
高
邁
」
で
は
な
く
「
寛
大
」
と
訳
す
の
が
適
切
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

４　

神
へ
の
愛

　
「
理
性
」
の
行
動
原
理
は
「
贈
与
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
解
釈
を
進
め

て
み
ま
す
。
す
る
と
、「
贈
与
」
と
い
う
行
動
原
理
の
根
拠
と
な
る
思
想
と
は
い
っ

た
い
何
か
と
い
う
問
い
か
け
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
端
的
に
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
は

「
神
の
認
識
」と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、「
贈
与
」

の
論
理
は
「
自
分
の
た
め
に
求
め
る
善
を
他
の
人
の
た
め
に
も
欲
す
る
」
と
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
論
理
に
は
じ
つ
は
神
の
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

「
徳
に
し
た
が
う
各
々
の
人
は
、
自
分
に
求
め
る
善
を
他
の
人
間
た
ち
に
も
ま
た
欲

す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
各
々
の
人
間
は
よ
り
大
き
な
神
の
認
識
を
持
つ
こ
と
で
ま

す
ま
す
多
く
そ
れ
を
欲
す
る
で
あ
ろ
う
」（Eth.IV

.37.Pr.

）
と
い
う
定
理
で
す
。
で

は
、「
神
の
認
識
」
か
ら
い
っ
た
い
ど
う
し
て
「
贈
与
」
が
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、「
神
の
認
識
」
と
は
「
神
へ
の
愛
」
だ
か
ら
で
す
。
人
間
と

神
と
の
あ
い
だ
に
は
「
相
互
性
」
の
論
理
は
成
立
し
ま
せ
ん
。
人
間
に
対
す
る
愛
は

も
し
そ
れ
が
報
わ
れ
な
け
れ
ば
憎
し
み
に
転
化
し
ま
す
が
、「
神
へ
の
愛
」
は
そ
う
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ザ
は
い
っ
て
い
ま
す
。そ
う
い
う
人
間
を
ス
ピ
ノ
ザ
は「
非
人
間
」と
断
じ
ま
す（Eth.

IV
.50.Sch.

）。
ス
ピ
ノ
ザ
が
考
え
て
い
た
の
は
お
そ
ら
く
「
サ
イ
コ
パ
ス
」
の
こ
と

で
す
。
実
際
、「
共
感
」
の
欠
如
は
「
サ
イ
コ
パ
ス
」
診
断
の
重
要
な
規
準
の
ひ
と

つ
で
す
（Blair et al. 2005

）。
人
間
が
人
間
に
危
害
を
加
え
る
ビ
デ
オ
ク
リ
ッ
プ

を
見
て
活
性
化
す
る
大
脳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
「
サ
イ
コ
パ
ス
」
に
お
い
て
は
活
性
化

し
な
い
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
（D

ecety&
Cow

ell 2014

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
共
感
」
を
否
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
人
間
の
道
徳
が

事
実
と
し
て
「
共
感
」
を
も
と
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
ま

せ
ん
か
ら
。
た
し
か
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
共
感
」
に
つ
い
て
か
な
り
否
定
的
な
ト
ー

ン
で
語
っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
す
で
に
引
用
し
ま
し
た
。
し
か

し
最
終
的
に
は
そ
の
存
在
意
義
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
結
局
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
や

ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、「
共
感
」
に
よ
る
道
徳
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
よ
り
も
す
ぐ

れ
た
生
を
提
案
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

凡
例

『
エ
チ
カ
』（E
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）
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参
照
箇
所
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以
下
の
略
号
を
用
い
て
本
文
中
に
挿
入
す
る
。

定
理
：Pr.　

証
明
：D

em
.　

系
：Cor.　

注
解
：Sch.

使
用
テ
キ
ス
ト
：Gebhardt(ed.) 1972, Spinoza O

pera II, H
eidelberg

文
献

・Bergson, H
enri 1984, Œ

uvres, Édition du Centenaire, PU
F

・B
lair, R

.J.R
. 1995, “

A
 C

ognitive D
evelopm

ental A
pproach to M

orality: 

い
か
ら
で
す
。「
理
性
」
と
い
う
ク
ー
ル
な
も
の
と
「
愛
」
と
い
う
ホ
ッ
ト
な
も
の

は
、
あ
る
意
味
で
は
対
立
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
論
理

を
構
築
し
た
点
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
代
の

ニ
ュ
ー
ロ
サ
イ
エ
ン
ス
に
よ
っ
て
徐
々
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
人
間
精
神
の
内

的
な
力
に
つ
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
形
而
上
学
と
い
う
思
考
形
態
を
駆
使
し
て
考
え
て

い
た
わ
け
で
す
。

お
わ
り
に

　

そ
れ
で
は
「
共
感
」
に
も
と
づ
い
て
他
者
を
援
助
す
る
と
い
う
行
為
は
ど
う
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
回
答
す
る

こ
と
を
と
お
し
て
、
以
上
の
考
察
を
倫
理
的
な
次
元
で
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。「
共
感
」
に
も
と
づ
く
他
者
の
援
助
は
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、
傷
つ
い
た
子
ど
も
を
可
哀
想
に
感
じ
て
助
け
て
あ
げ
る
こ
と
は
間
違
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
う
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、「
共
感
」

に
よ
っ
て
他
者
に
援
助
す
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
解
釈
は
べ
つ
に
い
ま
ま
で
の
解
釈
と
矛
盾
し
て
い
ま

せ
ん
。
人
間
に
は
生
ま
れ
つ
き
「
共
感
」
と
い
う
能
力
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他

者
に
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
点
を
事

実
と
し
て
認
め
た
上
で
、「
理
性
」
に
よ
っ
て
同
じ
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
っ
て
い
る
だ
け
で
す
ね
。「
わ
れ
わ
れ
は
受
動
で
あ
る
感
情
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
す
べ
て
の
活
動
に
、
そ
の
感
情
な
し
に
理
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
」（Eth.IV

.59.Pr.

）。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
共
感
」
と
い
う
能

力
に
よ
っ
て
他
者
を
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
に
は
問
題
が
あ
る
と
ス
ピ
ノ
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