
「em
pathy

」
と
「sym

pathy

」
と
「
共
感
」

em
pathy

と
聞
い
て
浮
か
ん
で
く
る
単
語
は

sym
pathy

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

一
般
的
にem

pathy

は
「［
…
に
対
す
る
］
感
情

移
入
、
共
感
、
共
感
的
理
解
」（『
ジ
ー
ニ
ア
ス
英

和
辞
典
』）
ま
た
は
、「
感
情
移
入
、《
人
な
ど
へ

の
／
２
者
間
の
》共
感
」（『
ウ
ィ
ズ
ダ
ム
英
和
辞
典
』）

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。sym

pathy

は
、「
１
［
人
・

事
へ
の
］
同
情
、
思
い
や
り　

２
［
人
・
考
え
・

行
動
な
ど
へ
の
］
共
感
、
共
鳴
、
支
持　

３
（
考

え
・
興
味
な
ど
が
似
て
い
る
人
同
士
の
）
理
解
、〘
生

理
〘
交
感
」（『
ジ
ー
ニ
ア
ス
英
和
辞
典
』）、「
１
《
人
・

事
な
ど
へ
の
》
同
情
、
思
い
や
り　

２
《
事
・
人

な
ど
へ
の
》
支
持
、
支
援
、
同
意　

３
同
感
、
共

感
、
共
鳴　

４
〘
生
理
〘
交
感
、〘
物
理
〘
共
振
、

共
鳴
」（『
ウ
ィ
ズ
ダ
ム
英
和
辞
典
』）
と
定
義
さ
れ

て
い
る
。em

pathy

の
訳
語
に
も
、sym

pathy

の
訳
語
に
も
、「
共
感
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
言
葉
で
も
、
ニ
ュ
ア
ン

ス
と
し
て
は
異
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
こ
で
、

英
英
辞
典
を
参
考
に
し
た
い
。
ま
ず
、em

pathy

は
「the ability to understand another 

person ’s feelings, experience, etc

」（『O
xford 

A
dvanced Learner ’s D

ictionary

』）
そ
し
て

sym
pathy

は
「1 the feeling of being sorry 

選
択
課
題
３　

エ
ン
パ
シ
ー(em

pathy)

「
大
丈
夫
。あ
な
た
は
や
っ
て
い
け
る
。」と

伝
え
る
こ
と

梅う
め

山や
ま

昊と
お

子こ

（
東
京
都
／
私
立
光
塩
女
子
学
院
高
等
科
二
年
）

佳作
は
じ
め
に

「em
pathy

」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
時
、
私

は
あ
る
経
験
を
思
い
出
し
た
。二
〇
二
二
年
三
月
、

私
は
舞
台
「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」
を
観
劇
し
た
。

幕
が
上
が
り
、
舞
台
が
始
ま
る
と
千
尋
が
私
自
身

の
よ
う
に
感
じ
た
の
だ
。
最
初
は
、「
千
尋
と
私

は
同
じ
状
況
の
中
に
い
る
」
と
だ
け
思
っ
て
い
た

が
、
話
が
進
む
に
つ
れ
私
の
こ
の
先
を
見
て
い
る

よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
だ
。舞
台
の
は
じ
め
、

千
尋
は
見
知
ら
ぬ
世
界
で
独
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
ユ
ニ
ー
ク

な
人
達
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
厳
し
い
難
局
を
乗

り
越
え
て
い
く
。
千
尋
が
舞
台
で
体
験
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
私
の
こ
の
先
を

照
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
に
感
じ
た
の
だ
。
こ
の
気

持
ち
は
私
に
と
っ
て
初
め
て
の
こ
と
で
、
ま
た
と

て
も
重
要
で
あ
っ
た
。
舞
台
を
見
に
行
く
前
、
私

の
足
元
を
照
ら
し
て
く
れ
る
光
が
な
く
な
っ
た
よ

う
な
出
来
事
が
起
こ
り
、
こ
の
先
ど
の
よ
う
に
歩

い
て
い
け
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い

た
。し
か
し
、こ
の
舞
台
が
こ
の
先
を
照
ら
し
、「
ま

た
歩
き
始
め
よ
う
」
と
私
の
背
中
を
押
し
て
く
れ

た
の
だ
。
そ
し
て
今
、
私
は
舞
台
を
見
る
前
に
は

真
っ
暗
だ
っ
た
場
所
を
歩
く
こ
と
が
で
き
て
い

る
。
こ
の
舞
台
で
私
は
千
尋
に
共
感
し
た
。
し
か

し
、「
共
感
」
と
い
う
言
葉
で
は
言
い
表
せ
て
い

な
い
部
分
が
多
く
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
私
は
舞

台
で
感
じ
た
こ
と
こ
そ
「em

pathy

」
な
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
日
本
で
は「em

pathy=

共
感
」

と
い
う
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
が
、
本
当
に
共
感
す

る
こ
と
だ
け
がem

pathy

な
の
だ
ろ
う
か
？　

私
が
舞
台
で
感
じ
た
こ
と
を
軸
に
「em

pathy

」

に
つ
い
て
私
な
り
の
考
え
を
示
し
た
い
と
思
う
。



が
「em

pathy=

共
感
」
と
は
な
ら
な
い
、
一
つ

の
理
由
で
あ
る
と
考
え
る
。

「em
pathy

」
と
社
会

日
本
でem

pathy

と
い
う
言
葉
が
聞
か
れ
始

め
た
の
は
、
一
冊
の
本
の
影
響
が
大
き
い
と
感
じ

る
。
ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か
こ
著
の
『
ぼ
く
は
イ
エ
ロ

ー
で
ホ
ワ
イ
ト
で
、
ち
ょ
っ
と
ブ
ル
ー
』
と
い
う

本
だ
。
そ
の
本
の
中
に
「
第
5
章
誰
か
の
靴
を

履
い
て
み
る
こ
と
」
と
い
う
章
が
あ
る
。
そ
こ
で

em
pathy

に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
た
。

「
自
分
で
誰
か
の
靴
を
履
い
て
み
る
こ
と
、
と

い
う
の
は
英
語
の
定
型
表
現
で
あ
り
、
他
人
の
立

場
に
立
っ
て
み
る
と
い
う
意
味
だ
。
日
本
語
に
す

れ
ば
、em

pathy

は
『
共
感
』、『
感
情
移
入
』

ま
た
は
『
自
己
移
入
』
と
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
だ

が
、
確
か
に
、
誰
か
の
靴
を
履
い
て
み
る
と
い
う

の
は
す
こ
ぶ
る
的
確
な
表
現
だ
。」

ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か
こ
氏
は
『
ぼ
く
は
イ
エ
ロ
ー

で
ホ
ワ
イ
ト
で
、
ち
ょ
っ
と
ブ
ル
ー
』
の
あ
と
に

出
し
た
本
、『
他
者
の
靴
を
履
く
ア
ナ
ー
キ
ッ
ク
・

エ
ン
パ
シ
ー
の
す
す
め
』
で
「
エ
ン
パ
シ
ー
」
と

い
う
言
葉
が
強
い
印
象
を
も
た
ら
し
た
理
由
に
つ

い
て
、em

pathy

に
つ
い
て
の
本
な
ど
は
日
本

に
以
前
も
入
っ
て
き
て
い
た
が
、「
共
感
」
と
い

う
言
葉
に
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、

い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
。「
共
感
」
と

い
う
言
葉
は
「（sym

pathy

の
訳
語
）
他
人
の
体

験
す
る
感
情
や
心
的
状
態
、
あ
る
い
は
人
の
主
張

な
ど
を
、
自
分
も
全
く
同
じ
よ
う
に
感
じ
た
り
理

解
し
た
り
す
る
こ
と
。
同
感
。」（『
広
辞
苑
』）や「
他

人
の
意
見
や
感
情
を
全
く
そ
の
通
り
だ
と
感
じ
る

こ
と
。
ま
た
、そ
の
気
持
ち
。」（『
明
鏡
国
語
辞
典
』）

な
ど
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。「
共
感
」
と
い
う
言

葉
はsym

pathy

と
い
う
言
葉
の
訳
語
と
し
て
作

ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
、

em
pathy

の
訳
語
と
し
て
以
前
か
ら
あ
て
ら
れ

て
い
た
「
感
情
移
入
」
と
い
う
言
葉
に
追
加
さ
れ

る
形
で
「
共
感
」
もem

pathy

の
訳
語
と
な
り
、

定
着
し
て
い
っ
た
よ
う
だ
。（
注
１
）

「
共
感
」
す
る
と
い
う
状
況
を
作
る
に
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、「
自
分
」と「
他

人
」
と
い
う
二
人
が
少
な
く
と
も
存
在
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
そ
し
て
自
分
は
他
人
の
心
の
中
を

表
情
や
行
動
や
言
動
、
そ
の
人
が
醸
し
出
す
空
気

か
ら
読
み
取
り
、
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

「
共
感
」
と
い
う
言
葉
に
は
、em

pathy

と

sym
pathy

の
共
通
点
で
あ
る
、
相
手
の
感
情
や

体
験
、
意
見
や
趣
味
を
自
分
の
心
の
中
で
受
け
止

め
る
と
こ
ろ
ま
で
は
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、

em
pathy

の
相
手
の
こ
と
を
「
想
像
す
る
」
と

い
う
行
動
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と

for sb; show
ing that you understand and 

care about sb ’s problem
s 2 the act of 

show
ing support for or approval of an 

idea, a cause, an organization, etc 3 friend 
and understanding betw

een people w
ho 

have sim
ilar opinions or interests

」

（『O
xford A

dvanced Learner ’s D
ictionary

』）
こ

こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、em

pathy

も

sym
pathy

も
相
手
の
感
情
や
体
験
、
意
見
や
興

味
を
自
分
の
心
の
中
で
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と

を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
大
き
く
異
な
る

こ
と
は
、em

pathy

は
相
手
の
気
持
ち
を
理
解

す
る
「
能
力
」
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
、

sym
pathy

は
相
手
の
こ
と
を
悲
し
く
思
う
「
気

持
ち
」
を
指
し
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
つ
ま
り
、

sym
pathy

は
相
手
が
私
に
と
っ
て
悲
痛
な
状
況

に
置
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
対
し
、

em
pathy

は
、
相
手
が
悲
痛
な
状
況
に
な
く
て

も
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、sym

pathy

は

相
手
や
自
分
の
「
感
情
」
に
重
点
を
置
い
て
い
る

が
、em

pathy

は
相
手
に
対
し
て
抱
い
た
感
情

を
通
し
て
、
相
手
の
こ
と
を
「
想
像
す
る
」
と
い

うsym
pathy

に
は
な
い
も
う
一
段
階
の
行
動
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
が
両
者
に
あ
る
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
と
こ
ろ
で

sym
pathy

もem
pathy

も
同
じ
「
共
感
」
と



て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
抱
え
て
い
る
。
こ
こ
で

日
常
と
異
な
る
点
は
、
そ
の
登
場
人
物
の
過
去
が

わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
常
で
あ
れ
ば
、

何
日
も
何
年
も
と
も
に
過
ご
す
こ
と
で
分
か
る
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
劇
は
そ
の
時
間
で

分
か
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

そ
の
人
に
つ
い
て
想
像
し
や
す
い
の
だ
。そ
れ
に
、

映
画
や
ド
ラ
マ
な
ど
と
は
異
な
り
す
ぐ
そ
こ
に
本

当
の
人
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
ラ
マ

や
映
画
で
も
す
ぐ
そ
こ
に
い
る
が
、
ラ
イ
ブ
で
は

な
い
。
ス
ク
リ
ー
ン
を
通
し
て
見
る
の
と
、
生
で

見
る
の
で
は
、
感
じ
ら
れ
る
情
報
量
の
差
が
大
き

い
の
だ
。
舞
台
で
は
、
演
じ
て
い
る
人
達
が
作
る

空
気
感
が
そ
の
ま
ま
肌
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ

こ
で
感
じ
る
事
は
、
何
も
不
純
物
が
含
ま
れ
ず
に

直
接
届
く
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
空
気
感
は
、
自
分

が
他
人
の
事
を
想
像
す
る
上
で
と
て
も
重
要
な
情

報
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
舞
台
の
構
成
に
も
、
情

報
が
直
接
伝
わ
っ
て
く
る
仕
掛
け
が
あ
る
。
鴻
上

尚
史
と
い
う
作
家
・
演
出
家
が
、
自
身
の
本
で
こ

の
よ
う
な
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
ど
こ
で
も
い
い
、
何
も
な
い
空
間
―
そ
れ
を

指
し
て
、
私
は
裸
の
舞
台
と
呼
ぼ
う
。
ひ
と
り
の

人
間
が
こ
の
何
も
な
い
空
間
を
歩
い
て
横
切
る
、

も
う
一
人
の
人
間
が
そ
れ
を
見
つ
め
る
―
演
劇
行

か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。「
他
者

の
靴
を
履
い
て
、他
者
の
靴
を
履
き
こ
な
す
こ
と
」

がem
pathy

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

sym
pathy

は
、
他
者
の
靴
を
履
く
こ
と
は
で
き

て
も
、
履
き
こ
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

sym
pathy

は
相
手
の
こ
と
に
つ
い
て
想
像
し
な

く
て
も
良
い
か
ら
だ
。「
想
像
す
る
」
と
い
う
こ

と
は
、
気
持
ち
を
理
解
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
多

く
の
情
報
量
を
必
要
と
す
る
。
気
持
ち
を
理
解
す

る
よ
り
、
多
く
の
そ
の
人
や
事
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
や
、
そ
の
人
が
思
い
描
い
て
い
た
こ
の
先
に

つ
い
て
も
知
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
ま
た
、
靴
を

履
い
た
自
身
で
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に

は
、
そ
の
時
の
空
気
感
を
感
じ
る
こ
と
が
大
切
か

も
し
れ
な
い
。em

pathy

もsym
pathy

も
、

自
分
の
心
の
中
に
つ
い
て
の
言
葉
だ
が
、

em
pathy

は
自
分
の
心
の
中
だ
け
で
は
完
結
し

な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

舞
台
と
い
う
場
所

日
常
的
に
「
他
者
の
靴
を
履
く
」
こ
と
は
難
し

い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
舞
台
」
や
「
演
劇
」

は
他
者
の
靴
を
履
く
こ
と
が
日
常
よ
り
少
し
簡
単

だ
と
思
う
。
舞
台
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
り
、
そ
の

ス
ト
ー
リ
ー
で
は
、
主
人
公
や
登
場
人
物
の
生
き

ざ
ま
や
人
生
、
ま
た
は
あ
る
日
の
こ
と
が
描
か
れ

な
ん
と
な
く
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
と
こ
ろ
に

「
エ
ン
パ
シ
ー
」
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
語
が
入
っ
て

き
た
こ
と
に
よ
り
、
腑
に
落
ち
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
し
て
い
る
。（
注
２
）

「
他
者
の
靴
を
履
く
」
と
い
う
英
語
の
慣
用
表

現
はsym

pathy
で
は
な
くem

pathy

の
説
明

に
ピ
ッ
タ
リ
で
あ
る
。
他
者
の
靴
を
履
く
と
い
う

こ
と
は
、「
自
分
」
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、

靴
を
履
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
自
分
の
靴

を
履
い
て
、
自
分
の
靴
を
履
き
こ
な
し
て
い
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分
の
考
え
や
意
見

を
軸
に
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
、

自
分
の
考
え
や
意
見
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、

自
分
の
意
見
を
持
っ
て
外
へ
出
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
自
分
の
意
見
と
同
じ
意
見
の
人
の
話

を
聞
い
た
り
、
時
に
は
自
分
と
反
対
の
意
見
や
方

向
性
を
向
い
て
い
る
人
の
話
を
聞
い
た
り
、
そ
の

人
達
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
。
話
し
合
う

と
き
は
、
自
分
と
意
見
が
合
わ
な
か
っ
た
ら
耳
を

ふ
さ
ぎ
受
け
付
け
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
見

の
長
所
と
短
所
を
見
極
め
な
が
ら
、
自
分
の
意
見

に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
分
の
靴
を
履
き
こ
な
せ
ず
に
、
靴
に
歩
か
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
は
、
自
分
の
靴
を
脱
い
で
、
他
者

の
靴
を
履
い
た
時
に
ど
こ
に
進
め
ば
よ
い
の
か
、

何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
何
を
考
え
れ
ば
よ
い
の



空
気
を
読
む
と
い
う
こ
と

先
ほ
ど
、
舞
台
の
良
い
点
と
し
て
、「
空
気
感

を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」こ
と
を
挙
げ
た
。

こ
れ
は
、「
空
気
を
読
む
」こ
と
と
は
少
し
異
な
る
。

し
か
し
「
空
気
を
肌
で
感
じ
る
」
こ
と
と
、「
空

気
を
読
む
」
こ
と
は
完
全
に
異
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
空
気
を
読
ん
で
も
、
空
気
を
感
じ
て
も
、
ど

ち
ら
も
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
頭
の
中
で
感
情
や
文

字
に
変
換
し
て
い
る
。「
空
気
を
肌
で
感
じ
る
」

こ
と
は
こ
こ
ま
で
だ
が
、「
空
気
を
読
む
」
で
は
、

さ
ら
に
こ
の
先
自
分
が
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
考

え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
結
果
と
し
て
、
空
気
を

読
ん
で
、
自
分
の
立
ち
位
置
的
に
何
を
言
え
ば
こ

の
先
も
円
満
に
や
っ
て
い
け
る
の
か
や
、
自
分
よ

り
上
の
立
場
の
人
の
顔
色
を
う
か
か
が
っ
て
何
も

で
き
な
け
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
。
し
か
し
、

空
気
を
読
み
、
対
処
す
べ
き
こ
と
を
恐
れ
ず
に
発

言
し
た
り
、
そ
の
場
に
合
っ
た
行
動
を
す
れ
ば
、

プ
ラ
ス
と
な
る
。
よ
く
「
空
気
を
読
む
」
こ
と
は

日
本
特
有
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
空

気
を
読
ん
で
い
る
こ
と
で
話
が
進
ま
ず
、
日
本
の

成
長
は
減
速
し
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
空
気
を
読
む
」
こ

と
の
悪
い
点
だ
け
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
る

と
思
う
。
空
気
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

ド
が
邪
魔
を
し
て
、
無
意
識
に
選
ん
で
い
る
事
に

気
付
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

私
が
舞
台
「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」
を
観
劇
し

た
と
き
に
当
て
は
め
て
み
る
。
私
は
、
千
尋
の
靴

を
履
い
て
、
千
尋
と
と
も
に
舞
台
上
を
駆
け
回
っ

て
い
た
。
千
尋
が
今
ど
の
よ
う
な
思
い
な
の
か
と

自
分
に
問
わ
な
く
て
も
、
自
然
と
気
持
ち
が
場
面

の
変
化
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。最
終
的
に
は
、

千
尋
が
舞
台
で
体
験
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
今
後
私

の
人
生
に
似
た
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
千
尋
の
人

生
を
見
て
い
る
よ
う
で
、
本
当
は
私
自
身
の
今
ま

で
歩
ん
で
き
た
人
生
を
純
粋
に
何
も
フ
ィ
ル
タ
ー

を
か
け
ず
に
見
て
い
た
の
だ
。
今
ま
で
、
自
分
が

思
っ
て
い
た
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
く
の
人
が
私
の

そ
ば
に
い
て
、
私
の
背
中
を
押
し
て
く
れ
た
り
、

さ
す
っ
て
く
れ
た
り
、
声
を
か
け
て
く
れ
た
り
し

て
い
た
と
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
こ

れ
か
ら
も
一
人
で
は
な
く
、
た
く
さ
ん
の
人
が
周
り

に
い
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
千
尋
の
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
結

果
と
し
て
自
分
発
見
の
旅
に
出
て
い
る
よ
う
だ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、鴻
上
氏
も
本
で
主
張
し
て
い
る
。

「
演
劇
は
、
他
者
の
靴
を
履
き
、
エ
ン
パ
シ
ー

を
育
て
る
手
段
な
の
で
す
。」（
注
３
）

為
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
こ
れ
だ
け
で
足
り
る

は
ず
だ
。」（
注
３
）

こ
の
言
葉
は
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
と
い
う
世

界
的
に
有
名
な
演
出
家
の
定
義
だ
そ
う
だ
。
照
明

も
大
道
具
も
小
道
具
も
必
要
な
く
、
人
が
歩
き
、

そ
れ
を
見
る
人
が
い
れ
ば
、
演
劇
は
成
立
す
る
。

ど
ん
な
に
派
手
な
舞
台
で
も
、
本
当
の
基
礎
は
こ

れ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
構
図
は
、
人
が
「
共
感
す

る
」
た
め
の
構
図
に
似
て
い
る
。
共
感
す
る
た
め

に
は
、
自
分
と
他
人
が
い
て
、
自
分
が
他
人
の
感

情
な
ど
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
っ
た
。
舞
台
で
舞

台
に
登
場
し
て
い
る
人
物
と
同
じ
よ
う
に
舞
台
上

で
苦
楽
を
楽
し
み
な
が
ら
体
感
し
、
会
場
の
空
気

を
肌
で
感
じ
る
事
は
、「
他
者
の
靴
を
履
く
こ
と
」

と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

鴻
上
氏
は
ま
た
、
他
人
を
生
き
る
事
で
結
果
的
に

自
分
を
見
つ
め
る
事
に
な
り
、
他
人
の
人
生
を
客

観
的
に
見
る
事
で
、
自
分
の
人
生
に
対
す
る
固
定

化
し
た
見
方
を
問
い
直
す
事
が
で
き
る
と
し
て
い

る
（
注
３
）。
自
分
の
固
定
観
念
を
壊
す
こ
と
は
、

日
常
で
は
あ
ま
り
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
固
定
観
念
を
壊
す
こ
と
こ
そ
、「
他
人

の
靴
を
履
く
」
に
は
大
切
で
あ
る
と
思
う
。
意
識

し
て
な
く
と
も
、「
自
分
が
履
き
た
い
靴
」
を
履

き
が
ち
で
あ
る
か
ら
だ
。
自
分
が
社
会
か
ら
ど
の

よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
い
か
や
、
自
分
の
プ
ラ
イ



と
ば
が
あ
る
。

「
大
丈
夫
。
あ
な
た
は
や
っ
て
い
け
る
。」（
注
４
）

こ
の
言
葉
は
ま
さ
にem

pathy

で
あ
る
よ
う

に
感
じ
る
。
共
感
す
る
だ
け
で
は
見
ら
れ
な
い
も

の
。
表
現
で
き
な
い
も
の
。
そ
れ
は
、
靴
を
履
い

た
そ
の
先
を
見
ら
れ
る
か
で
あ
る
。

参
考
文
献

〈
注
〉

（
注
１
）
新
聞
分
析
か
ら
み
た
「
共
感
」
が
も
つ

現
代
的
意
味
に
関
す
る
一
考
察
、
七
星
純
子
、

川
上
和
宏
、https://opac.ll.chiba-u.jp/da/

curator/100353/BA
31027730_301_p035_

N
A

N
.pdf

（
注
２
）
ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か
こ
『
他
者
の
靴
を
履

く
─
─
ア
ナ
ー
キ
ッ
ク
・
エ
ン
パ
シ
ー
の
す
す

め
』、
文
藝
春
秋
、
二
〇
二
一
年

（
注
３
）
鴻
上
尚
史
『
演
劇
入
門
─
─
生
き
る
こ

と
は
演
じ
る
こ
と
』、
集
英
社
新
書
、
二
〇
二

一
年

（
注
４
）「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」
映
画
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
、
東
宝
株
式
会
社
、
二
〇
〇
一
年
、
宮
崎

駿
監
督
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

注
以
外

・
永
島
聡
「
多
文
化
共
生
社
会
に
お
け
る

す
る
能
力
が
求
め
ら
れ
る
中
、
自
分
と
い
う
軸
が

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
。
こ
の
軸
が
な
い
ま

ま
で
は
、自
分
の
意
見
を
発
言
す
る
ど
こ
ろ
か「
空

気
に
流
さ
れ
て
」
し
ま
う
。
ま
た
、
自
分
を
持
っ

て
い
て
、靴
を
履
い
て
い
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
。

自
分
の
靴
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
靴
で
ど
こ
に
行

き
た
い
か
を
考
え
、
想
像
し
て
実
際
に
歩
い
て
い

く
事
こ
そ
が
大
切
な
の
だ
。
は
じ
め
は
二
足
し
か

な
い
靴
で
も
、
靴
を
履
い
て
歩
い
て
い
き
、
た
ど

り
着
い
た
先
で
一
足
ず
つ
増
や
し
て
い
け
ば
、
い

つ
の
日
か
靴
箱
が
で
き
て
、
た
く
さ
ん
の
人
と
渡

り
合
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

靴
が
増
え
て
い
く
こ
と
は
、
自
分
の
周
り
の
人

が
増
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
お
気
に
入

り
の
靴
が
手
に
入
っ
た
か
ら
ず
っ
と
そ
の
靴
を
履

く
の
で
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と
履
き
に
く
い
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
靴
も
履
い
て
い
く
こ
と
で
そ
の
靴

は
い
つ
し
か
必
ず
履
き
や
す
い
靴
に
な
る
は
ず
で

あ
る
。

私
は
舞
台
で
千
尋
が
た
く
さ
ん
の
人
と
か
か
わ

っ
て
い
く
場
面
を
見
た
こ
と
で
、
今
ま
で
関
わ
っ

て
く
だ
さ
っ
た
た
く
さ
ん
の
人
を
思
い
出
す
事
が

で
き
た
。
そ
し
て
、
今
も
す
ぐ
そ
ば
で
私
を
支
え

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
関
わ
っ
て

く
だ
さ
っ
た
す
べ
て
の
人
や
、
舞
台
の
登
場
人
物

か
ら
劇
場
を
出
る
と
き
に
心
の
中
で
言
わ
れ
た
こ

と
は
、
相
手
が
言
葉
で
は
言
え
な
い
け
れ
ど
、
な

に
か
困
っ
て
い
る
こ
と
を
外
へ
発
信
し
て
い
る
と

気
付
く
こ
と
が
で
き
る
。
昔
の
日
本
は
、
地
域
で

の
つ
な
が
り
が
強
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
相
手
の

纏
っ
て
い
る
雰
囲
気
が
少
し
異
な
る
だ
け
で
気
付

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

「
空
気
を
読
む
」
こ
と
に
た
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
空
気
感
を
肌
で
感
じ
や
す
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、em

pathy
と
い
う
も
の

を
習
得
し
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

em
pathy

の
そ
の
先
へ

近
年
、「
○
○
に
と
っ
て
～
」と
い
う
言
葉
を
よ

く
聞
く
。例
え
ば
Ｕ
Ｉ（
ユ
ー
ザ
ー
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

イ
ス
）や
Ｕ
Ⅹ（
ユ
ー
ザ
ー
・
エ
ク
ス
ペ
リ
エ
ン
ス
）は
利

用
者
に
と
っ
て
使
い
や
す
い
と
思
う
も
の
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、た
だ
物
を
作
る
の
で
は
な
く
、

物
の
価
値
を
高
め
る
方
向
に
動
い
て
い
る
か
ら
で

あ
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
ユ
ー
ザ
ー
が
ど

の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
の
か
、
開
発
の
段
階
で
た

く
さ
ん
の
使
用
例
を
挙
げ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
想
像
す
る
力
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

た
だ
機
能
を
増
や
す
の
で
は
な
く
、
ど
こ
に
な
に

が
あ
る
の
か
一
目
で
わ
か
る
な
ど
の
使
い
や
す
さ

も
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
ま
で
以
上
に
想
像



“em
pathy ”

と
『
共
感
』
―
両
概
念
は
本
当
に

重
要
な
の
か
」、https://core.ac.uk/

dow
nload/pdf/293474043.pdf

・
ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か
こ
『
ぼ
く
は
イ
エ
ロ
ー
で
ホ

ワ
イ
ト
で
、
ち
ょ
っ
と
ブ
ル
ー
』
新
潮
文
庫
、

二
〇
一
九
年

・
Ｕ
Ｉ
／
Ｕ
Ｘ
と
は
ど
う
い
う
意
味
？
そ
れ
ぞ

れ
の
違
い
と
特
徴
ま
と
め
、https://w

w
w

.
w

ebstaff.jp/guide/trend/ui-ux/

・
文
春
オ
ン
ラ
イ
ン
日
本
を
縛
り
付
け
る
「
亡
霊
」

と
は
？
―
―
現
代
を
生
き
抜
く
た
め
の
ア
ナ
ー

キ
ッ
ク
・
エ
ン
パ
シ
ー
、https://bunshun.

jp/articles/-/46292

・
文
春
オ
ン
ラ
イ
ン
「
国
家
も
古
く
な
っ
て
機
能
し

な
い
と
こ
ろ
は
作
り
変
え
な
い
と
」
ブ
レ
イ
デ
ィ

み
か
こ
が
語
る
、日
本
の
政
治
が
迷
走
す
る
理
由
、

https://bunshun.jp/articles/-/46293

・『
ジ
ー
ニ
ア
ス
英
和
辞
典
第
五
版
』
大
修
館
書

店
、
二
〇
一
四
年

・『
ウ
ィ
ズ
ダ
ム
英
和
辞
典
第
四
版
』
三
省
堂
、

二
〇
一
九
年

・『
広
辞
苑
第
七
版
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年

・『
明
鏡
国
語
辞
典
第
二
版
』
大
修
館
書
店
、
二

〇
一
〇
年
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