
自
閉
症
に
お
け
る
自
己
と
他
者

　
筆
者
は
従
来
、
関
係
発
達
論
的
視
点
に
立
っ
た
自
閉
症
に
対
す
る
精
神
病
理
的

ア
プ
ロ
ー
チ
を
主
張
し
て
き
た
巾
。
前
回
の
論
文
闘
は
、
そ
の
具
体
的
実
践
と
し

て
自
閉
症
見
の
常
同
行
動
の
分
析
を
試
み
た
。
そ
こ
で
は
自
閉
症
見
の
常
同
行
動

が
そ
れ
を
「
常
同
」
と
み
る
我
々
の
時
間
意
識
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
我
々
白
身
の
時
間
意
識
の
成
り
立
ち
を
探
求
し
て
い

く
と
、
時
間
意
識
の
基
と
な
る
根
源
的
時
間
に
行
き
つ
く
。
木
村
闘
に
よ
れ
ば
根

源
的
時
間
は
我
々
の
時
間
意
識
を
産
み
だ
し
つ
つ
同
時
に
自
己
の
生
成
で
あ
る
。

自
閉
症
児
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
根
源
的
時
間
の
働
き
で
あ
り
、
従
っ

て
自
閉
症
児
に
お
い
て
は
我
々
と
同
じ
時
間
意
識
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
し
て
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
繰
り
か
え
し
反
復
さ
れ
る
行
動
が
必
ず
し
も
「
常

同
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
閉
症
児
の
時
間
は
未
だ
時
間
と
い
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
な

い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
付
随
し
て
、
か
れ
ら
の
自
己
は
十
分
に
生

成
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
中
ｍ
圃
に
よ
れ
ば
、
常
同
行
動

は
「
私
が
な
す
」
と
い
う
自
己
感
を
充
足
し
よ
う
と
し
て
な
さ
れ
る
、
い
わ
ば
自

己
生
成
の
活
動
で
あ
る
が
、
常
に
そ
れ
が
不
全
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

木
稿
は
、
上
述
の
視
点
に
よ
り
な
が
ら
自
閉
症
児
の
自
己
の
成
り
立
ち
を
さ
ら
に

究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
自
己
は
単
独
で
成
り
立
つ
も
の

で
は
な
く
、
常
に
自
己
で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
他
者
の
成
り
立
ち
と
一
対
で
あ

る
。
従
っ
て
、
自
閉
症
児
の
自
己
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
自
閉
症
児
に
と
っ
て

他
者
が
ど
う
現
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
同
時
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
最

川

瀬
　
　
泰

治

近
発
達
心
理
学
の
領
域
で
注
目
さ
れ
て
い
る
で
心
の
理
論
」
は
、
自
閉
症
児
に
と

っ
て
の
他
者
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
最
初

に
自
閉
症
見
に
お
け
る
自
己
と
他
者
の
問
題
を
「
心
の
理
論
」
と
の
関
連
に
お
い

て
考
え
て
み
た
い
。

自
閉
症
と
「
心
の
理
論
」

　
類
人
猿
や
幼
児
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
「
心
の
理
論
」
の
実
験
を
自
閉

症
児
に
応
用
し
た
の
は
バ
ロ
ン
＝
コ
ー
エ
ン
ら
㈲
で
あ
る
。
彼
ら
の
実
験
は
「
サ

リ
ー
と
ア
ン
の
実
験
」
と
呼
ば
れ
、
一
般
的
な
実
験
の
手
続
き
は
以
下
の
よ
う
で

あ
る
。
サ
リ
ー
と
ア
ン
と
名
付
け
た
２
体
の
人
形
を
使
っ
て
次
の
ス
ト
ー
リ
ー
を

作
る
。
主
人
公
サ
リ
ー
が
自
分
の
ビ
ー
玉
を
カ
ゴ
に
入
れ
て
外
出
し
、
そ
の
間
に

友
達
の
ア
ン
が
カ
ゴ
か
ら
ビ
ー
玉
を
取
り
だ
し
て
箱
の
中
に
入
れ
た
。
サ
リ
ー
は

そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
。
外
出
か
ら
帰
っ
て
き
た
サ
リ
ー
は
ビ
ー
玉
で
遊
ぼ
う
と

思
っ
た
。
そ
こ
で
、
サ
リ
ー
は
カ
ゴ
と
箱
の
ど
ち
ら
を
探
す
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

質
問
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
年
齢
の
子
ど
も
に
こ
の
質
問
を
し
て
み

る
と
、
４
歳
以
下
の
子
ど
も
は
箱
と
答
え
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
以
上
の
年
齢

で
は
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
が
カ
ゴ
と
答
え
る
。
こ
の
課
題
は
、
サ
リ
ー
が
途
中
の

変
化
に
気
付
か
ず
に
ビ
ナ
玉
の
位
置
に
つ
い
て
誤
っ
た
信
念
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、
そ
の
誤
っ
た
信
念
に
基
づ
く
サ
リ
ー
の
行
動
を
被
験
者
が
予
測
で
き
る
か
ど

う
か
を
問
う
の
で
「
誤
っ
た
信
念
」
の
課
題
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
課
題
を
ク
リ
ア

33
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す
る
た
め
に
は
、
ビ
ー
玉
の
位
置
に
つ
い
て
の
被
験
者
自
身
の
信
念
と
人
形
の
サ

リ
ー
が
持
つ
で
あ
ろ
う
信
念
と
の
違
い
に
気
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

サ
リ
ー
の
信
念
が
自
分
の
信
念
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
サ

リ
ー
の
信
念
（
サ
リ
ー
の
ビ
ー
玉
の
位
置
に
つ
い
て
の
表
象
）
を
表
象
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
メ
タ
表
象
が
必
要
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
自
閉
症
児
の
場
合
は
、
知
的
な
能
力
が
高
く
、
精
神
年
齢
で
５
～
６

歳
を
越
え
て
い
て
も
こ
の
課
題
に
失
敗
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
自
閉
症
児
に
は
こ

の
メ
タ
表
象
の
能
力
が
欠
け
て
お
り
、
そ
れ
が
自
閉
症
の
中
核
的
障
害
で
は
な
い

か
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
従
来
の
自
閉
症
研
究
の
中
で
い
く
つ
か
の

画
期
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
、
ウ
イ
ン
グ
の
三
つ
組
と
呼
ば
れ
る

自
閉
症
児
の
３
症
状
、
つ
ま
り
対
人
関
係
の
困
難
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
困

難
、
ご
っ
こ
遊
び
の
困
難
は
、
こ
れ
ま
で
相
互
に
関
連
づ
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
メ
タ
表
象
の
欠
陥
と
い
う
一
つ
の
原
因
に
よ
っ
て
統
一
的
に
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
リ
ス
㈲
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば

子
ど
も
が
ご
っ
こ
遊
び
で
バ
ナ
ナ
を
受
話
器
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、

メ
タ
表
象
の
決
定
的
要
素
で
あ
る
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
d
e
c
o
u
p
l
i
n
g
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
も
の
ご
と
の
指
示
性
、
真
実
性
、
実
在
性
な
ど
の
判
断
を
棚
上
げ
に
し

て
括
弧
つ
き
で
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
だ
が
、
自
閉
症
児
で
は
こ
の

デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
機
構
に
欠
陥
か
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
ご
っ
こ
遊
び
が
ほ
と

ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
人
間
に
は
心
か
お
り
、
他
人
と

異
な
る
考
え
、
知
識
、
信
念
、
そ
し
て
感
情
を
も
つ
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
十
分

に
飲
み
込
め
な
い
事
の
結
果
と
し
て
、
対
人
関
係
の
問
題
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、

他
の
人
が
何
を
考
え
、
感
じ
、
望
む
の
か
と
関
連
さ
せ
て
理
解
出
来
な
い
事
か
ら

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
障
害
生
じ
る
、
と
い
う
よ
う
に
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
一
方
で
フ
七
の
理
論
」
は
従
来
の
言
語
・
認
知
障
害
説
の
行
き
詰
ま
り
を

打
開
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
閉
症
研
究
に
お
け
る
の
言
語
・
認

知
障
害
説
で
は
言
語
や
認
知
の
障
害
を
自
閉
症
の
中
核
障
害
と
考
え
て
、
そ
れ
ら

の
機
能
の
欠
損
や
歪
み
を
明
ら
か
に
し
上
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の

研
究
は
「
自
閉
性
」
と
直
接
関
連
す
る
言
語
や
認
知
の
障
害
を
つ
き
と
め
る
こ
と

が
原
理
的
に
困
難
で
あ
り
、
そ
の
結
果
「
自
閉
性
」
を
単
な
る
二
次
的
症
状
と
し

て
研
究
の
中
心
テ
ー
マ
か
ら
外
し
て
い
く
と
い
う
方
向
を
と
っ
た
。
し
か
し
な
ん

と
い
っ
て
も
や
は
り
自
閉
症
の
特
徴
は
カ
ナ
ー
以
来
「
自
閉
性
」
で
あ
り
、
ウ
ィ

ン
グ
の
三
つ
組
を
顕
著
に
示
す
一
群
の
子
ど
も
た
ち
が
い
る
の
は
確
か
な
こ
と
で

あ
る
。
従
っ
て
、
当
然
な
が
ら
「
自
閉
性
」
を
問
題
に
し
え
な
い
自
閉
症
研
究
は

暗
礁
に
の
り
あ
げ
て
い
っ
た
訳
で
あ
る
。
そ
の
上
う
な
状
況
の
中
で
、
メ
タ
表
象

と
い
う
認
知
能
力
が
直
接
「
自
閉
性
」
に
関
る
も
の
と
す
る
点
で
、
フ
心
の
理
論
」

は
言
語
・
認
知
障
実
説
の
困
難
を
打
開
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
自
閉

症
で
は
Ｔ
心
の
理
論
」
と
い
う
認
知
的
な
能
力
の
障
害
が
本
態
で
あ
り
、
感
情
的
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
、
社
会
的
障
害
は
症
状
で
あ
る
と
さ
れ
、
自
閉
症
の
フ
心

の
理
論
」
の
障
害
の
特
徴
を
解
明
す
れ
ば
、
自
閉
症
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
、
「
心

の
理
論
」
実
験
を
応
用
し
た
認
知
テ
ス
ト
を
使
え
ば
自
閉
症
の
診
断
も
で
き
る
と
　
　
４

い
う
こ
と
で
、
バ
ロ
ン
＝
コ
ー
エ
ン
ら
の
研
究
以
来
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
　
　
‐
３

た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
自
閉
症
と
Ｔ
心
の
理
論
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
疑
問
点

が
生
じ
て
き
た
。
例
え
ば
、
自
閉
症
児
で
も
誤
っ
た
信
念
課
題
に
合
格
す
る
子
ど

も
も
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
麹
閉
や
先
天
盲
圓
と
い
っ
た
自
閉
症
以
外
の
被
験
者

で
も
誤
っ
た
信
念
課
題
に
失
敗
す
る
被
験
者
が
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
当

初
、
精
神
発
達
遅
滞
の
子
ど
も
は
「
心
の
理
論
」
を
特
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た

が
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
知
的
レ
ペ
ル
の
低
い
ダ
ウ
ン
症
児
は
失
敗
す
る
こ
と
が

分
か
っ
た
囲
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
フ
七
の
理
論
」
の
障
害
を
自
閉
性
の
本
態
と

す
る
考
え
が
疑
問
視
さ
れ
る
上
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
閉
症
に

特
徴
的
な
行
動
で
あ
る
同
一
性
の
保
持
、
常
同
行
動
や
極
端
な
興
昧
の
か
た
上
り

と
い
っ
た
側
面
が
、
「
心
の
理
論
」
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
問
題
も
あ

る
。
こ
れ
ら
の
行
動
は
自
閉
症
見
に
か
な
り
広
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
自
閉
症
研
究
で
は
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
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れ
は
フ
心
の
理
論
」
研
究
で
も
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
自
閉
症
の
充
全
な
理
解
を

目
指
す
た
め
に
は
当
然
こ
れ
ら
の
特
徴
を
視
野
に
い
れ
た
立
論
を
め
ざ
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
フ
心
の
理
論
」
研
究
に
お
い
て
は
フ
心
の
理
論
」
が
系
統
発
生
と
個
体

発
生
の
い
つ
の
時
点
か
ら
可
能
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
関
心
事
で
あ

り
、
フ
心
の
理
論
」
自
体
は
そ
の
種
類
に
よ
っ
て
出
現
の
時
期
に
多
少
の
差
は
あ
っ

て
も
、
あ
る
時
点
で
完
全
な
機
能
と
し
て
出
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
「
心
の
理
論
」
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
単
純
な

二
分
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
４
成
以
前
の
普
通
児
や
自
閉
症
児
は
Ｔ
心

の
理
論
」
の
欠
如
態
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
上
う
な

考
え
方
に
よ
れ
ば
、
４
成
以
前
の
幼
児
と
自
閉
症
児
と
の
間
に
心
的
構
造
の
う
え

で
基
本
的
な
違
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

浜
田
�
も
い
う
上
う
に
、
４
成
上
り
も
は
る
か
以
前
か
ら
自
閉
症
児
と
健
常
児
の

間
に
は
他
者
と
の
や
り
と
り
の
面
で
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
違
い

の
本
質
は
な
に
か
、
４
成
以
前
に
普
通
児
に
は
み
ら
れ
る
が
自
閉
症
児
に
は
欠
け

て
い
る
も
の
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
「
心
の
理
論
」
の
発
生

や
子
ど
も
の
生
活
の
な
か
で
の
フ
七
の
理
論
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
上
う
な
視
点
は
、
自
閉
症
児
に
と
っ
て
他
者
や
世
界
が
ど
の
上

う
に
現
れ
る
の
か
と
い
っ
た
本
研
究
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
が
、
自
閉

症
の
本
態
は
何
か
と
い
う
問
題
に
深
く
関
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
常
同
行
動
や
興

味
の
か
た
よ
り
と
い
っ
た
特
徴
を
含
ん
だ
自
閉
性
全
体
を
統
一
的
に
理
解
す
る
糸

口
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
べ
た
視
点
は
、
「
心
の
理
論
」
の
起
源
を
解
明
し
上
う
と
す
る
方
向
と
い

え
よ
う
。
フ
心
の
理
論
」
の
起
源
を
問
題
に
し
た
研
究
は
ま
だ
少
な
い
上
う
だ
が
、

例
え
ば
次
の
研
究
が
そ
れ
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
Ｏ
Ｎ
Ｏ
コ
〇
次
�
は
誤
っ
た

信
念
の
課
題
に
成
功
す
る
自
閉
症
児
で
も
ハ
ノ
イ
の
塔
の
課
題
や
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ

ン
・
カ
ー
ド
分
類
テ
ス
ト
で
失
敗
す
る
と
い
う
結
果
を
報
告
し
た
。
こ
れ
ら
の
テ

ス
ト
は
も
と
も
と
大
脳
前
頭
葉
の
損
傷
患
者
の
心
理
機
能
を
調
べ
る
た
め
に
使
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
頭
葉
の
実
行
機
能
e
x
e
c
u
t
i
v
e
f
u
n
c
t
i
呂
と
呼
ば
れ
る

働
き
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
行
機
能
と
は
、
例
え
ば
目
的
地
に
到
達

す
る
た
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
角
で
ど
ち
ら
に
曲
が
れ
ば
よ
い
か
を
絶
え
ず
自
分
に

尋
ね
な
が
ら
行
動
す
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
行
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
過
程

で
あ
る
。
そ
し
て
自
閉
性
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
実
行
機
能
で

あ
り
、
「
心
の
理
論
」
の
欠
如
は
そ
の
結
果
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
す
る
。

　
し
か
し
ミ
ッ
チ
ェ
ル
仰
は
、
実
行
機
能
障
害
を
典
型
的
に
示
す
前
頭
葉
損
傷
患

者
は
必
ず
し
も
自
閉
的
で
は
な
い
し
、
ま
た
実
行
機
能
障
害
が
必
ず
し
も
信
念
の

認
知
や
心
の
存
在
に
対
し
て
困
難
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
問
題
を
指
摘

し
、
実
行
機
能
と
「
心
の
理
論
」
と
の
問
の
関
係
に
対
し
て
否
定
的
な
見
方
を
し

て
い
る
。
ま
た
仮
に
実
行
機
能
が
「
心
の
理
論
」
の
原
因
に
な
る
と
し
て
も
、
さ

ら
に
実
行
機
能
の
起
源
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
す
る
も
の
と
し

て
、
大
脳
の
前
頭
前
野
の
機
能
に
フ
七
の
理
論
」
の
起
源
を
求
め
よ
う
と
い
う
熊

谷
仰
の
研
究
も
あ
る
。
彼
は
、
行
動
の
欲
求
や
感
情
と
い
っ
た
機
能
を
司
る
脳
幹
、

視
床
下
部
、
大
脳
辺
縁
系
を
含
む
領
域
（
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
）
と
運
動
の
実
行
や
制

御
と
行
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
担
当
し
て
い
る
大
脳
前
頭
野
（
第
３
ブ
ロ
ッ
ク
）

と
を
結
び
付
け
る
部
分
で
あ
る
前
頭
前
野
の
障
害
が
自
閉
症
の
障
害
の
本
態
で
は

な
い
か
と
し
、
発
達
の
初
期
に
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
障
害
が
現
れ
た
た
め
に
前
頭

前
野
に
発
達
の
遅
れ
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
唱
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
生
理
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
起
源
を
求
め
る
前
に
「
心
の
理
論
」

や
実
行
機
能
に
先
だ
っ
て
現
れ
る
心
的
現
象
の
徹
底
し
た
記
述
が
必
要
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

身
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
他
者
理
解

　
以
上
、
近
年
の
Ｔ
心
の
理
論
」
研
究
ブ
ー
ム
の
発
端
と
な
っ
た
バ
ロ
ン
＝
コ
ー

エ
ン
の
研
究
を
も
と
に
し
て
Ｔ
心
の
理
論
」
と
自
閉
症
と
の
関
連
に
つ
い
て
み
た
。
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そ
の
後
二
七
の
理
論
」
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
に
展
開

さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
他
者
理
解
あ
る
い
は
自
己
理
解
の
認
知
的
側
面
に

の
み
重
点
を
お
い
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
者
の
心
と

い
う
の
は
、
単
に
認
知
の
対
象
で
は
な
く
、
相
手
の
感
情
、
情
動
や
身
体
的
な
表

情
な
ど
と
一
体
と
な
っ
て
共
感
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
心
の
理
論
」

研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
言
語
認
知
障
害
説
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
社
会
的
障
害
に
注
目
す
る
と
い
う
点
を
と
り
あ
げ
て
「
カ

ナ
ー
ヘ
の
回
帰
」
と
い
う
と
ら
え
か
た
を
す
る
向
き
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
解

釈
は
表
面
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
フ
七
の
理
論
」
の
起
源
を
解
明
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
、
人
と
人
と
の
交
流
の
場
で
生
じ
る
心
身
一
体
と
な
っ
た
現
象
に
注
目
す

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ホ
ブ
ソ
ン
㈲
に
よ
れ
ば
、
自
閉
症
は
な
に
よ
り
も
情

緒
、
共
感
の
障
害
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
原
初
的
な
交
流
の
場
に
二
七
の
理
論
」

の
起
源
あ
る
い
は
他
者
理
解
１
自
己
理
解
の
発
端
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
中
野
㈲
は
「
「
心
の
理
論
」
」
で
い
う
フ
心
」
と
一
般
に
我
々
が
相
手
の
心
が
分

か
る
と
い
う
時
の
二
七
」
に
は
ず
れ
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
前
者
の
フ
七
」
は
ョ
ー
乱

で
あ
り
、
理
知
的
な
心
の
働
き
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
フ
心
」
は
情

緒
的
意
味
あ
い
が
強
く
む
し
ろ
h
e
a
r
t
に
近
い
と
い
う
。
そ
し
て
フ
心
の
理
論
」

研
究
で
扱
わ
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
理
知
的
な
弐
乱
に
よ
る
回
乱
の
理
知
的

な
理
解
で
あ
り
、
抽
象
的
で
一
般
的
な
他
者
（
例
え
ば
サ
リ
ー
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
）
の
回
乱
を
把
握
す
る
こ
と
が
相
手
の
心
を
理
解
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
れ
ば
、
相
手
の
心

や
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
具
体
的
な
場
で
具
体
的
な
特
定
の
他
者
と
の
間
で

情
緒
的
・
身
体
的
な
関
り
を
持
ち
な
が
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
二
心
の
理
論
」
の
起
源
を
探
る
に
し
て
も
、
抽
象
的
化
さ
れ
た

他
者
の
理
知
的
な
心
の
理
解
の
起
源
で
は
な
く
、
親
し
い
他
者
と
の
関
り
の
中
で
、

身
体
的
情
緒
的
共
感
の
場
に
他
者
理
解
の
起
源
を
求
め
る
べ
き
だ
と
す
る
。

　
ま
た
浜
田
�
も
フ
心
の
理
論
」
と
い
う
の
は
概
念
的
な
他
者
の
心
の
理
解
だ
と

し
、
他
者
の
心
を
概
念
レ
ペ
ル
で
捉
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
概
念
以
前
の
と
こ
ろ

で
他
者
と
い
う
も
の
を
▽
人
の
心
を
も
つ
主
体
と
し
て
捉
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
い
る
。
概
念
以
前
の
他
者
理
解
と
は
身
体
レ
ペ
ル
で
他
者
の
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
健
常
の
子
ど
も
の
場
合
、
概
念
レ

ペ
ル
で
は
他
者
を
理
解
で
き
な
く
て
も
概
念
以
前
の
身
体
レ
ペ
ル
で
の
他
者
の
把

握
は
し
っ
か
り
で
き
て
お
り
、
そ
れ
が
幼
児
期
の
自
己
中
心
性
な
ど
の
特
有
の
心

性
を
生
じ
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
自
閉
症
で
は
そ
の
概
念
以
前
の
身
体
レ

ベ
ル
で
の
他
者
理
解
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
身
体
レ
ペ
ル
で
の
他
者
理
解
と
は
何
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
ま
ず

身
体
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
古
来
、
身
体
は
精
神
と
別
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
見
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
中
村
�
に
よ
れ
ば
、
日
本
語
の
「
か
ら
だ
」
は
枯

や
殼
に
由
来
し
、
魂
の
抜
け
た
身
体
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
精
神
や
魂
が
そ
の
殼

に
宿
る
と
い
う
の
が
通
念
で
あ
っ
た
。
身
体
は
ひ
ろ
が
り
を
特
つ
も
の
と
し
て
物

の
世
界
に
属
し
、
精
神
は
思
考
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
と
は
違
っ
た
存
在
原
理
に

よ
る
と
し
た
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
通
念
を
徹
底
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
心
身
⊇
冗
談
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
身
体
は
人
間
の
心
と
は
無
関
係
な
一
種
の

機
械
で
あ
り
、
人
間
理
解
の
た
め
の
研
究
対
象
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
木
田
㈲
に
よ
れ
ば
、
身
体
は
、
む
し
ろ
世
界
と
い
う
も
の
の
出
現
を
可
能
な

ら
し
め
る
よ
う
な
行
動
の
統
合
化
が
行
わ
れ
る
場
面
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が

　
〈
世
界
内
存
在
〉
の
主
体
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
や
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の

身
体
節
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
の
基
盤
と
し
て
の
身
体
と
い
う
認
識
が
打
ち
立
て

ら
れ
て
以
来
、
身
体
は
人
間
理
解
の
要
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
身
体
は
明
瞭
な
物
理
的
境
界
を
持
ち
、
そ
の
境
界
の
内
と
外
を
分
け
る
。
普
通
、

境
界
の
内
側
に
自
己
は
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
外
側
は
自
己
で
な
い
も
の
の

領
域
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
流
に
考
え
れ
ば
、
自
己
で
な
い
も
の
の
領
域
は
未
知
で

あ
り
、
自
己
（
精
神
）
に
と
っ
て
探
求
や
認
識
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
デ

カ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
身
体
さ
え
も
最
後
に
は
境
界
の
外
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
だ
が
）
。
身
体
は
こ
の
よ
う
に
自
己
と
自
己
で
な
い
も
の
を
決
然
と
分
か

ち
、
人
と
人
と
を
隔
て
る
と
い
う
面
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
身
体
の
働
き
の
う
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ち
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
身
体
を
持
つ
が
ゆ
え
に
人
と
人
と
の
交
流
が
生

じ
る
と
い
う
面
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
浜
田
�
は
身
体
の
も
つ
こ
の
両
義
的

な
二
面
を
身
体
の
個
別
性
と
共
同
性
と
し
て
区
別
し
、
さ
ら
に
身
体
の
共
同
性
の

面
に
は
同
形
性
と
相
補
性
と
い
う
２
つ
の
契
機
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

　
同
形
性
と
は
人
ど
う
し
が
同
じ
身
体
を
持
っ
て
い
て
、
お
互
い
の
身
体
が
州
互

の
動
き
に
応
じ
て
同
じ
姿
勢
を
取
り
合
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
相
手
の

顔
が
こ
わ
ば
れ
ば
こ
ち
ら
の
顔
も
こ
わ
ば
る
と
か
、
相
手
が
赤
面
す
れ
ば
こ
ち
ら

も
赤
面
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
相
手
の
身
体
の
の
動
き
を

表
象
し
て
そ
れ
を
ま
ね
る
と
い
っ
た
知
的
回
路
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
人
ど
う
し

の
身
体
を
直
接
結
び
付
け
る
回
路
が
あ
る
か
の
よ
う
な
現
象
で
あ
り
、
赤
ち
ゃ
ん

の
共
鳴
動
作
ｎ
ｏ
ふ
江
一
目
は
そ
の
も
っ
と
も
初
期
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
相
補
性
は
身
体
を
通
し
た
人
と
人
と
の
や
り
と
り
の
側
面
で
あ
る
。
例
え
ば
、

握
手
を
す
る
場
合
、
自
分
は
能
動
的
な
主
体
と
し
て
相
手
の
手
を
握
る
が
、
同
時

に
相
手
に
よ
っ
て
干
を
握
ら
れ
て
も
い
る
。
相
手
に
よ
っ
て
受
動
的
に
干
を
握
ら

れ
て
い
る
時
、
相
手
は
私
の
干
を
握
る
能
動
的
な
主
体
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。
こ

の
能
動
と
受
動
の
や
り
と
り
は
、
直
接
身
体
と
身
体
が
触
れ
合
う
時
だ
け
で
は
な

く
、
目
と
目
が
合
う
と
い
う
場
合
に
も
み
ら
れ
る
。
自
閉
症
に
お
い
て
は
同
形
的

側
面
は
比
較
的
良
好
に
保
た
れ
て
い
る
が
相
補
性
に
困
難
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
の
が
浜
田
�
の
主
張
で
あ
る
。
自
閉
症
見
に
よ
く
み
ら
れ
る
エ
コ
ラ
リ
ア

や
テ
レ
ビ
の
Ｃ
Ｍ
を
そ
っ
く
り
そ
の
圭
ま
ま
ね
る
と
い
う
特
徴
は
同
形
性
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
模
倣
は
普
通
の
子
ど
も
に
み
ら
れ
る
模
倣
と
か

な
り
違
っ
た
も
の
で
あ
り
、
模
倣
の
や
り
と
り
に
な
っ
て
い
な
い
。
確
か
に
自
閉

症
見
に
接
し
て
最
も
強
く
感
じ
る
事
は
、
抱
こ
う
と
し
て
も
抱
か
れ
る
姿
勢
を
と

ら
な
い
と
か
、
目
を
合
わ
せ
る
事
が
難
し
い
と
い
っ
た
や
り
と
り
の
面
で
あ
ろ
う
。

　
自
閉
症
に
お
け
共
同
主
観
性

市
川
㈲
は
身
体
レ
ペ
ル
で
の
通
じ
合
い
を
同
調
と
呼
ぶ
が
、
浜
田
と
同
じ
よ
う

に
図
形
的
同
調
と
相
補
的
な
い
し
応
答
的
同
調
に
区
別
し
て
い
る
。
図
形
的
な
同

調
が
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
補
的
な
同
調
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
顕
在

的
な
相
補
的
同
調
は
、
潜
在
的
な
レ
ペ
ル
で
の
同
形
的
同
調
を
前
提
と
し
て
お
り
、

そ
れ
と
円
環
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
い
レ
ペ
ル
の
同
訓
に
達
す
る
と
い

う
。
そ
し
て
深
い
レ
ペ
ル
の
同
調
に
お
い
て
人
と
人
と
の
対
話
が
可
能
と
な
る
よ

う
な
共
同
主
観
的
な
揚
が
生
成
す
る
と
い
う
。
自
閉
症
児
の
場
合
を
考
え
る
と
、

そ
の
円
環
が
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
低
い
レ
ベ
ル
の
同
調
に
留
ま
る
こ

と
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
人
と
の
間
に
共
同
主
観
的
な
場
を
持
つ
事
が
困
難

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
同
調
の
能
力
が
失
わ
れ
る
場
合

に
は
、
「
世
界
は
深
さ
を
も
た
な
い
単
な
る
延
長
、
よ
そ
よ
そ
し
く
冷
た
い
芝
居
の

書
き
割
り
の
よ
う
な
単
な
る
表
面
と
な
り
、
私
は
い
か
な
る
存
在
と
も
共
感
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」
と
し
て
、
分
裂
病
の
体
験
す
る
世
界
を
そ
の
例
と
し
て

あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
の
部
分
が
自
閉
症
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
「
相
互
主
観
的
な
世
界
は
、
払
が
他
者
を
意
識
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
、

か
つ
自
分
か
他
者
の
意
識
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
を
と
お

し
て
把
握
さ
れ
る
。
前
者
は
他
者
の
対
象
身
体
を
介
し
て
、
後
者
は
私
に
と
っ
て

の
私
の
対
他
身
体
を
と
お
し
て
了
解
さ
れ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
相
互
主
観

的
な
世
界
は
相
互
の
身
体
を
介
し
て
自
ご
と
他
者
が
通
じ
合
い
、
ま
た
そ
の
通
じ

合
い
を
通
し
て
自
己
と
他
者
が
分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
自
閉
症
で
は
自
己
や
他
者
が
分
化
す
る
以
前
の
非
人
称
的
で

根
源
的
な
共
生
の
世
界
に
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
で
は
相
互
主
観
性
が
失
わ
れ
、
彼

ら
は
誰
と
も
共
感
す
る
事
の
で
き
な
い
世
界
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
で
は
自
己
も
他
者
も
な
い
世
界
と
は
ど
う
い
う
世
界
で
あ
ろ
う
か
。

　
中
田
に
よ
れ
ば
、
私
の
体
験
壮
そ
れ
自
体
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
こ

と
が
あ
ら
か
じ
め
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
す
る
と
ｙ
」
ろ
を
具
体
化
す
れ

ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
私
が
イ
ス
を
見
る
時
、
そ
の
イ
ス
は

　
「
座
る
も
の
」
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
座
る
も
の
と
し
て
の
意
味
と
は
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そ
の
イ
ス
の
座
板
の
部
分
に
尻
を
乗
せ
、
背
も
た
れ
に
は
背
中
を
押
し
つ
け
る
と

い
う
身
体
感
覚
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
ギ
ブ
ソ
ン
�
が
知
覚
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン

ス
呼
ん
だ
も
の
と
近
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
表
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
見
る
こ

と
と
見
る
者
の
身
体
の
動
き
が
Ｉ
体
と
な
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

佐
々
本
�
が
「
見
る
と
い
う
こ
と
は
対
象
の
見
え
が
導
く
上
う
に
か
ら
だ
が
動
く

事
で
あ
り
、
そ
の
上
う
に
か
ら
だ
が
動
い
て
い
る
と
い
う
事
が
、
す
な
わ
ち
見
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
上
う
に
、
我
々
の
知
覚
体
験

は
す
べ
て
こ
の
上
う
に
身
体
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
契
機
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
上
う
な
物
の
意
味
は
自
己
と
他
者
と
そ
の
間
の
物
か
ら
な

る
三
項
関
係
を
通
じ
て
他
者
の
身
体
を
通
じ
て
敷
き
写
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
最
初
の
出
現
は
母
親
と
赤
ち
ゃ
ん
と
そ
の
問
に
あ
る
お
も
ち
ゃ
と
の
間
で
な
り

た
つ
且
項
関
係
で
あ
る
。
母
親
が
そ
の
お
も
ち
ゃ
を
ど
の
上
う
に
扱
う
か
が
そ
の

物
の
意
味
で
あ
り
、
身
体
の
同
形
性
と
相
補
性
を
通
じ
て
赤
ち
ゃ
ん
に
敷
き
写
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
イ
ス
は
「
座
る
も
の
」
と
い
う
形
で
一
般
化
さ

れ
た
物
の
意
味
の
側
面
で
あ
る
。
私
や
他
者
が
関
与
す
る
以
前
の
「
わ
れ
わ
れ
」

の
体
験
と
い
う
非
人
称
的
な
意
味
の
体
験
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
０
ポ
ン
テ
ィ
�
が
現

勢
的
身
体
の
層
と
習
慣
的
身
体
の
圈
の
区
別
を
た
て
た
時
に
後
者
に
関
連
す
る
体

験
だ
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
上
う
な
物
の
意
味
か
ら
な
る
世
界
は
我
々
に
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
と
な

り
、
そ
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
は
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

の
一
般
的
意
味
の
上
に
私
や
他
者
の
個
別
的
な
体
験
（
メ
ル
ロ
ａ
ポ
ン
テ
ィ
の
現

勢
的
身
体
の
層
）
が
可
能
と
な
の
で
あ
る
が
、
個
別
的
な
体
験
の
下
層
に
は
こ
の

一
般
的
な
意
味
の
層
が
基
盤
と
し
て
あ
り
個
別
的
な
体
験
を
規
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
中
田
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
自
閉
症
に
お
い
て
は

上
述
の
上
う
に
、
身
体
の
同
形
性
は
あ
る
程
度
機
能
し
て
い
る
が
、
相
補
性
に
困

難
か
お
る
た
め
に
同
形
性
と
相
補
性
の
円
環
が
滞
る
こ
と
に
よ
り
、
個
別
的
な
意

味
の
形
成
以
前
に
お
け
る
意
味
発
生
の
原
初
と
も
い
う
べ
き
物
の
一
般
的
な
意
味

の
形
成
に
お
い
て
す
で
に
困
難
か
お
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
、
自

１

関
症
に
あ
っ
て
は
我
々
の
よ
う
に
人
間
的
世
界
の
ま
わ
り
の
一
般
的
世
界
の
う
ち

に
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
す
こ
と
が
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
一
般
的
意
味
の
層
、
あ
る
い
は
自
我
喪
失
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
体

験
様
式
が
い
わ
ゆ
る
共
同
主
観
a
n
o
n
y
m
e
s

M
i
t
s
u
b
j
e
k
t
を
形
成
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
共
同
主
観
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
▽
つ
の
世
界
を
と
お
し

て
共
存
し
て
い
る
。
ま
た
逆
に
、
こ
の
同
じ
一
つ
の
世
界
と
い
う
意
識
が
生
じ
る

の
は
、
主
題
的
な
他
者
構
成
に
先
だ
っ
て
非
主
題
的
な
他
者
の
存
在
が
す
で
に
私

に
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
者
が
私
に
と
っ
て
匿
名
的
に

機
能
す
る
存
在
者
と
し
て
非
主
題
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
他
者
を
主

題
的
に
措
定
し
た
り
、
他
者
と
共
通
の
世
界
を
持
っ
た
り
、
他
者
の
振
る
舞
い
を

通
し
て
感
情
移
入
を
し
た
り
、
他
者
を
了
解
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
の
共
同
主
観
の
場
か
ら
自
己
と
他
者
が
生
成
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
市

川
㈲
は
そ
の
過
程
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
主
体
と
し
て
の
自
己
の

成
立
は
主
体
と
し
て
の
他
者
の
把
握
と
相
関
し
て
い
る
。
ま
た
我
々
が
身
体
と
し

て
の
自
己
を
明
瞭
に
把
握
す
る
事
が
で
き
る
の
は
、
我
々
が
自
己
の
身
体
を
内
側

か
ら
主
体
身
体
と
し
て
と
ら
え
る
と
同
時
に
、
外
側
か
ら
対
象
身
体
と
し
て
も
と

ら
え
て
い
る
と
い
う
事
実
に
依
存
し
て
い
る
、
と
。
こ
の
外
側
か
ら
対
象
身
体
と

し
て
と
ら
え
れ
た
も
の
は
い
わ
ゆ
る
対
他
身
体
で
あ
り
、
他
者
の
主
題
的
把
握
に

よ
り
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
自
閉
症
に
お
い
て
は
共
同
主
観
の
成
立
が
不
全
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
り
非
主
題
的
な
他
者
の
存
在
が
成
立
し
に
く
い
。
そ
し
て
非

主
題
的
な
他
者
が
成
立
し
に
く
い
こ
と
に
よ
っ
て
主
題
的
な
他
者
が
生
成
し
に
く

い
。
そ
し
て
自
閉
症
児
の
身
体
は
、
主
題
的
な
他
者
に
相
関
的
で
あ
る
対
他
身
体

と
い
う
契
機
が
不
全
と
な
る
。
対
他
身
体
は
自
己
を
主
題
的
に
把
握
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
自
閉
症
児
に
お
い
て
は
自
己
の
主
体
的
把
握

が
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
閉
症
児
に
み
ら
れ
る
同
形
的
行
動
、
例
え
ば
、

他
の
子
ど
も
の
泣
き
声
を
関
い
て
怒
っ
た
り
泣
き
出
す
な
ど
は
、
他
者
の
感
受
性

と
自
身
の
感
受
性
と
が
未
分
化
で
あ
り
、
内
受
容
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
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と
、
外
的
知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
を
絶
対
的
に
区
別
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
た
め
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
自
閉
症
の
発
見
者
と
さ
れ
る
カ
ナ
ー
は
当
初
、
自
閉
症
見
の
示
す
独
特
の
対
人

行
動
に
よ
り
、
情
緒
的
接
触
の
障
害
が
こ
の
障
害
の
本
態
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ

は
彼
ら
の
対
人
行
動
が
、
精
神
分
裂
病
患
者
と
接
触
し
た
時
に
感
じ
ら
れ
る
プ
レ

コ
ッ
ク
ス
ゲ
フ
ュ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
似
た
印
象
を
与
え
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
分
裂
病
に
お
い
て
は
、
准
か
と
対
面
し
て
い
て
も
、
患
者
の
振
る
舞
い
は
ま

る
で
患
者
に
と
っ
て
そ
ｙ
」
に
他
者
が
い
な
い
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
独
特
の
疎

隔
感
が
あ
り
、
心
を
通
じ
合
わ
せ
る
こ
と
が
困
難
だ
と
い
う
印
象
が
あ
る
と
さ
れ

る
的
。
こ
れ
は
自
閉
症
児
に
接
し
た
時
に
我
々
が
感
じ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の

た
め
に
カ
ナ
ー
は
自
閉
症
を
分
裂
病
の
早
発
型
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
自
閉
症
は
最
初
、
人
と
の
関
り
・
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
後
の
自
閉
症
研
究
に
お
い
て
は
、
自
閉
性
を
個
人
の
言
語
・
認
知
と
い
う

一
般
的
な
能
力
の
障
害
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
中
で
、
対
人
間
の
情
緒
的

接
触
の
側
面
は
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
最
近
の
二
心
の
理
論
」
研
究
は
「
他
者
の

心
」
あ
る
い
は
「
自
分
の
心
」
と
い
っ
た
も
の
を
問
題
に
す
る
と
い
う
点
で
は
自

閉
症
見
の
対
人
的
な
面
に
再
び
照
明
を
当
て
た
観
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で

も
フ
心
の
理
論
」
は
認
知
能
力
の
コ
種
で
あ
り
、
そ
の
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
で

は
じ
め
て
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
浜
田
�
の
い
う
個
体
能
力
論
の
枠
に
と
ど
ま
る
も
の
と
い
え
よ

　
む
し
ろ
、
フ
七
の
理
論
」
か
お
る
か
ら
対
人
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
と

な
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
対
人
的
関
り
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
二
心
の
理
論
」

が
可
能
と
な
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
自

閉
症
に
お
け
る
初
期
の
対
人
関
係
に
焦
点
を
当
て
、
主
と
し
て
市
川
の
身
休
診
に

よ
り
な
が
ら
身
体
レ
ペ
ル
で
の
他
者
理
解
の
様
態
を
分
析
し
た
。
そ
し
て
自
閉
症

の
根
本
的
問
題
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
共
同
主
観
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
派

生
す
る
自
己
と
他
者
の
生
成
の
困
難
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
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