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は
じ
め
に

現
在
、
脳
科
学
な
い
し
神
経
科
学
（
以
下
、
前
者
で
統
一
）
は
目
覚
ま
し
く
進
歩
し
つ
つ
あ
る
。

fM
RI

（
機
能
的
磁
気
共
鳴
画
像
法
）
やPET

（
ポ
ジ
ト
ロ
ン
断
層
法
）
な
ど
、高
度
な
機
器
の
出
現
で
、

あ
る
特
定
の
心
の
状
態
や
認
知
作
業
を
遂
行
中
の
脳
の
活
動
パ
タ
ー
ン
が
観
察
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
た
と
え
ば
、あ
る
人
が「
道
徳
的
推
論
」「
道
徳
的
デ
ィ
レ
ン
マ
」に
関
わ
っ
て
い
る
と
き
や
、「
他

者
へ
の
共
感
」
を
体
験
し
て
い
る
と
き
な
ど
の
脳
の
活
動
を
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
画
像
化
す
る
こ
と

も
可
能
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る（

（
（

。

こ
の
一
方
で
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
宗
教
体
験
を
重
視
す
る
宗
教
哲
学（

（
（

も
存
在
す
る
。
近
年
の

脳
科
学
の
進
歩
は
、
こ
う
し
た
宗
教
哲
学
に
と
っ
て
「
脳
科
学
は
心
や
宗
教
体
験
の
領
域
を
侵
食
す

る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
不
安
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
を
一
つ
あ
げ
る

と
す
れ
ば
、
脳
科
学
の
進
展
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
、
崇
高
な
体
験
／
修
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
体
験

／
日
常
性
と
隔
絶
す
る
体
験
な
ど
と
見
な
さ
れ
て
き
た
宗
教
体
験
が
、
平
板
化
さ
れ
、
い
わ
ば
そ
の

「
有
難
味
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
で
、
脳
科
学
と
宗
教
哲
学
の
関
わ
り
の
捉
え
方
は
、
お
お
よ
そ
次
の
三
つ
に
分
類
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
①
両
者
を
対
立
的
に
理
解
す
る
も
の
、
②
両
者
を
次
元
の
違
う
異
質
な
も
の
と
し
て
共

存
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
、
③
両
者
を
架
橋
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

本
論
文
で
は
③
の
視
点
か
ら
考
察
を
展
開
す
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
筆
者

は
、
こ
れ
ま
で
「
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
」「
言
語
的
宗
教
構
成
主
義
」
の
観
点
か
ら
、
②
に
近
い
立

場
に
た
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
近
の
脳
科
学
の
研
究
か
ら
刺
激
を
受
け
、
あ
く
ま
で
も
試
み
と
し

て
だ
が
、
③
の
立
場
を
模
索
し
て
み
よ
う
と
思
う
に
至
っ
た
。
今
後
の
宗
教
哲
学
の
研
究
動
向
と
し

て
、
③
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

今
回
の
筆
者
の
試
み
の
根
柢
に
は
「
言
語
と
い
う
視
点
か
ら
何
か
新
た
な
も
の
を
構
想
す
る
」
と
い

う
従
来
の
立
場
の
継
承
も
あ
る
。

本
論
文
で
は
、種
々
あ
る
脳
科
学
の
立
場
の
中
で
も
、カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
と
ジ
ョ
ン
・
エ
ク
ル
ズ
の
「
心

脳
相
互
作
用
論
」
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
と
宗
教
哲
学
を
架
橋
す
る
た
め
の
一
つ
の
見
通
し
を
、「
言
語
」

を
鍵
と
し
て
提
示
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
私
見
で
は
「
こ
の
立
場
を
と
り
あ
げ
る
以
外
に
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
脳
科
学
と
宗
教
哲
学
と
を
架
橋
で
き
る
可
能
性
は
低
い
」
と
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、「
神
経
宗
教
哲
学
」
に
つ
い
て
短
い
な
が
ら
も
言
及
し
た
い
。

一　

宗
教
体
験
と
脳
科
学
の
対
立

「
純
粋
経
験
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
の
第
一
章
冒
頭
を
引
用

し
よ
う
（
こ
こ
で
は
経
験
と
体
験
を
厳
密
に
区
別
は
し
な
い
）。

経
験
す
る
と
い
ふ
の
は
事
実
其
儘
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実

に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。
純
粋
と
い
ふ
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
居
る
者
も
其
実
は
何

等
か
の
思
想
を
交
へ
て
居
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
へ
な
い
、
真
に
経
験
其
儘
の
状
態
を

い
ふ
の
で
あ
る
。
例
え
ば
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ
之
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
と
か
、

我
が
之
を
感
じ
て
居
る
と
か
い
ふ
や
う
な
考
の
な
い
の
み
な
ら
ず
、
此
色
、
此
音
は
何
で
あ
る

と
い
ふ
判
断
す
ら
加
は
ら
な
い
前
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
純
粋
経
験
は
直
接
経
験
と
同
一

で
あ
る
。
自
己
の
意
識
状
態
を
直
下
に
経
験
し
た
時
、
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
、
知
識
と
其

対
象
と
が
全
く
合
一
し
て
居
る
。
こ
れ
が
経
験
の
最
醇
な
る
者
で
あ
る（

（
（

。

氣
多
雅
子
に
よ
れ
ば
、「〈
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
〉
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
知
は
知
る
主
体
に

脳
科
学
と
宗
教
哲
学
を
架
橋
す
る
一
つ
の
見
通
し

―
― 

心
脳
相
互
作
用
論
と
体
験
重
視
の
宗
教
哲
学
と
の
場
合 

―
―
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大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
七
輯

属
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
称
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
」（「
人
称
」
の
問
題
は
後
ほ
ど
論
じ
る
）。

ま
た
、
純
粋
経
験
は
「
厳
密
な
統
一
を
も
つ
経
験
を
指
す
と
同
時
に
、
不
統
一
ま
で
も
含
め
た
全
経

験
を
指
す
」。
こ
う
し
た
見
解
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
純
粋
経
験
」
は
た
ん
な
る
事
実
の
経
験

で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
純
粋
経
験
は
「
い
わ
ば
経
験
の
原
型
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実
に
経
験
さ

れ
得
る
」
と
か
「
す
べ
て
の
人
間
に
お
い
て
事
実
的
に
経
験
可
能
な
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る（

（
（

。

右
の
引
用
で
、
西
田
は
「
純
粋
経
験
は
直
接
経
験
と
同
一
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
の
経
験
に
お
い
て
は
知
情
意
の
区
別
が
な
く
な
る
。
ま
た
、
彼
は
「
事
実
そ
の
ま
ま
に
知
る
」
と

い
う
表
現
を
用
い
る
が
、
こ
れ
は
「
事
実
と
認
識
の
間
に
ま
っ
た
く
隙
間
が
な
い
」
こ
と
を
意
図
し

た
表
現
で
あ
る（

（
（

。

さ
ら
に
、
氣
多
は
『
善
の
研
究
』
の
解
釈
視
点
と
し
て
、「
経
験
の
直
接
性
が
尺
度
と
な
る
真
理
」

を
問
題
に
す
る
が
、
そ
の
真
理
は
「〈
純
粋
経
験
の
事
実
〉
と
い
わ
れ
る
と
き
の
事
実
の
事
実
性
に

ほ
か
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
右
に
引
用
し
た
西
田
の
「
自
己
の
細
工
を
棄
て
る
」
こ
と
に

言
及
し
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。

「
自
己
の
細
工
を
棄
て
る
」
と
い
う
こ
と
は
見
る
者
と
し
て
の
人
間
の
方
か
ら
考
え
る
こ
と
の

放
棄
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
放
棄
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、
人
間
は
究
極
的
な
所
与
と
し
て
の

あ
る
が
ま
ま
の
事
実
へ
と
自
ら
を
開
い
て
ゆ
く
。
経
験
の
直
接
性
は
「
事
実
の
真
理
」
の
基
準

な
の
で
あ
る（

（
（

。

筆
者
が
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、「
事
実
と
認
識
の
間
に
ま
っ
た
く
隙
間
が
な
い
」
と
ど
う

し
て
言
え
る
の
か
、「
直
接
の
経
験
」
な
る
も
の
を
人
間
は
で
き
る
の
か
、「
究
極
的
な
所
与
と
し
て

の
あ
る
が
ま
ま
の
事
実
」
を
わ
れ
わ
れ
は
掴
め
る
の
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

脳
科
学
者
か
ら
は
、「
対
象
を
そ
の
ま
ま
認
識
し
た
り
経
験
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」

と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
外
界
を
認
識
／
経
験
す
る
と
き
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
認
識
／

経
験
す
る
の
で
は
な
く
、
感
覚
器
官
を
と
お
し
て
得
ら
れ
た
情
報
を
脳
内
過
程
で
処
理
し
た
も
の
を

認
識
／
経
験
す
る
。
こ
の
こ
と
を
、
Ｖ
・
マ
ウ
ン
ト
キ
ャ
ッ
ス
ル
の
言
葉
を
用
い
な
が
ら
述
べ
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

誰
も
が
周
囲
の
世
界
の
中
に
じ
か
に
生
き
、
物
や
事
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
感
じ
、
実
在
す
る
現

在
に
生
き
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
私
の
主
張
は
こ
れ
ら
が
知
覚
の
幻
影
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
一
人
一
人
が
、
二
〇
〇
万
～
三
〇
〇
万
本
の
感
覚
神
経
線

維
で
「
外
界
の
そ
こ
」
に
あ
る
も
の
と
連
絡
し
て
い
る
脳
に
由
来
し
た
世
界
と
対
面
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
線
維
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
唯
一
の
情
報
経
路
で
あ
り
、
実
在
へ
の

生
命
線
で
あ
る
。
こ
の
感
覚
神
経
線
維
は
高
い
忠
実
度
を
も
つ
記
録
器
で
は
な
く
、
あ
る
刺
激

の
特
徴
を
強
調
し
て
、
他
の
も
の
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
枢
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
求
心
性

の
神
経
線
維
に
関
し
て
は
噓
つ
き
で
あ
っ
て
、「
外
界
」
と
「
内
界
」
と
の
緊
張
し
た
、
し
か

し
同
一
形
態
の
空
間
的
関
係
の
中
で
、
質
と
量
の
歪
み
を
許
容
す
る
か
ら
、
け
っ
し
て
全
幅
の

信
頼
は
お
け
な
い
。
感
覚
は
実
在
の
世
界
か
ら
の
抽
象
の
産
物
で
あ
っ
て
、
複
製
で
は
な
い
の

で
あ
る（

（
（

。

西
田
は
『
善
の
研
究
』
を
上
梓
す
る
以
前
、長
年
に
わ
た
り
打
坐
に
専
心
し
た
。
打
坐
を
「
瞑
想
」

と
い
え
る
か
否
か
に
は
議
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
に
は
共
通
点
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
最
中
に
は
、
周
り
と
の
一
体
感
に
包
ま
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
空
間
認
識

を
脳
内
に
お
け
る
血
流
の
変
化
と
関
連
づ
け
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

二

写真１．瞑想時における左上頭頂領域における血液量の変化
（ 後 掲 A. Newberg et al., “The Measurement of Regional Cerebral Blood Flow 
during the Complex Cognitive Task of Meditation : A Preliminary SPECT Study” 
（（9 頁より転載）
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瞑
想
時
の
脳
内
に
お
け
る
血
流
変
化
を
研
究
し
た
Ａ
・
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
た
ち
に
よ
る
と
、
瞑
想
時

に
は
、
空
間
認
識
に
関
与
す
る
と
み
ら
れ
る
左
上
頭
頂
領
域
の
血
流
量
は
減
少
す
る
と
い
う（

（
（

。「
写

真
１
」
を
使
用
し
な
が
ら
説
明
す
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
瞑
想
時
、
前
頭
葉
の
血
流

は
左
右
と
も
（
両
側
性
に
）
増
え
て
い
る
（
右
上
の
図
が
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
時
、右
下
の
図
が
瞑
想
時
）。

し
か
し
、
左
上
頭
頂
領
域
の
血
流
は
む
し
ろ
減
少
し
て
い
る
（
左
上
の
図
が
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
時
、
左

下
の
図
が
瞑
想
時
）。
こ
れ
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
左
上
頭
頂
領
域
は
、
空
間
の
位
置
関
係

を
統
合
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
こ
の
領
域
の
機
能
が
落
ち
る
（
一
方
で
前
頭
葉
の
血

流
は
増
え
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間
に
対
す
る
自
ら
の
位
置
感
覚
が
変
化
す
る
（
自
分
の
身
体
の

正
し
い
位
置
が
明
確
で
は
な
く
な
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
言
で
述
べ
る
と
、
瞑
想
す
る
こ
と

に
よ
り
左
上
頭
頂
領
域
の
血
流
が
減
少
し
、
空
間
に
占
め
る
自
ら
の
位
置
感
覚
が
不
明
確
と
な
る
。

マ
ウ
ン
ト
キ
ャ
ッ
ス
ル
や
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
た
ち
脳
科
学
者
の
主
張
に
対
し
て
、
宗
教
体
験
と
密
接

な
関
係
を
も
つ
タ
イ
プ
の
宗
教
哲
学
は
、
脳
科
学
に
何
ら
か
の
ス
タ
ン
ス
を
と
る
必
要
が
あ
り
は
し

な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
脳
科
学
の
知
見
は
一
切
無
視
す
る
と
い
う
の
も
、
一
つ
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
昨
今
の
欧
米
の
研
究
動
向
を
踏
ま
え
れ
ば
、
脳
科
学
の
成
果
を
無
視
す
る
こ
と
に

も
そ
れ
な
り
の
理
由
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
マ
ウ
ン
ト
キ
ャ
ッ
ス
ル
流
に
「
物
や
事
象
を
あ
り
の

ま
ま
に
感
じ
、
実
在
す
る
現
在
に
生
き
て
い
る
と
い
う
の
は
、
知
覚
の
幻
影
で
あ
る
か
ら
、
西
田
の

純
粋
経
験
／
直
接
経
験
も
幻
想
で
あ
る
」
と
か
、
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
流
に
「
坐
禅
中
の
体
験
は
、
左
上

頭
頂
領
域
の
血
流
が
減
少
し
、
左
上
頭
頂
領
域
が
関
与
す
る
空
間
認
識
の
機
能
が
落
ち
た
状
態
で
あ

る
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
と
、
右
の
タ
イ
プ
の
宗
教
哲
学
者
は
ど
の
よ
う
に
反
論
す
る
だ
ろ
う
か
。

西
田
の
場
合
に
は
、
主
観
と
客
観
の
二
元
論
を
超
克
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
主
観
客
観
の
二
元
論
の
う
え
に
成
立
す
る
脳
科
学
か
ら
の
批
判
は
、
西
田
に
対
す
る
批
判
に
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
然
科
学
が
説
明
す
る
も
の
と
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際

に
感
じ
る
も
の
と
の
間
に
は
、
質
的
に
異
な
る
も
の
／
次
元
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
意

見
も
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
物
理
学
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
色
も
音
も
冷
暖
も
な
い
。
そ
こ

で
は
、
色
は
光
子
の
振
動
数
に
、
音
は
粗
密
波
の
諸
性
質
に
、
冷
暖
は
分
子
の
運
動
に
な
っ
て
し
ま

う
。
わ
れ
わ
れ
の
体
験
記
述
と
物
理
学
の
記
述
と
は
断
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　

ポ
パ
ー
＝
エ
ク
ル
ズ
の
『
自
我
と
脳
』

一
九
七
七
年
、
ポ
パ
ー
と
エ
ク
ル
ズ
は
『
自
我
と
脳
』
を
著
わ
し
、
話
題
と
な
っ
た
。
哲
学
で
は
、

デ
カ
ル
ト
以
降「
心
身
問
題
」が
そ
れ
ま
で
以
上
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、脳
科
学
で
は「
脳
心
問
題
」

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
こ
れ
ら
二
つ
の
流
れ
を
結
び
つ
け
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い（

9
（

。

『
自
我
と
脳
』
の
主
張
を
一
言
で
い
え
ば
、「
自
我
と
脳
と
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、

相
互
に
作
用
を
及
ぼ
し
あ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
我
や
心
―
―
文
脈
に

よ
っ
て
、
自
我
／
魂
／
心
／
意
識
と
い
わ
れ
る
が
、「
図
２
」（
後
掲
）
に
あ
る
よ
う
に
、
心
や
意
識

の
核
心
に
あ
る
も
の
が
自
我
／
魂
だ
と
考
え
ら
れ
る
―
―
と
い
っ
た
も
の
が
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
い
せ

い
も
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
二
人
の
理
論
は
仮
説
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ポ
パ
ー
は
条
件
つ
き
な
が
ら
、

大
脳
構
造
な
ら
び
に
そ
の
過
程
と
、
心
の
性
向
な
ら
び
に
心
的
事
象
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ

い
て
、「
本
当
に
理
解
す
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
問
題
が
そ
も
そ
も
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り

え
な
い（

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
エ
ク
ル
ズ
は
、
物
質
的
な
脳
一
元
論
の
考
え
方
が
主
流
で
あ
る
な
か
で
、
物
質
的
な
脳
と

は
別
に
「
自
我
」「
心
」「
意
識
」「
精
神
」
な
ど
の
非
物
質
的
な
も
の
の
存
在
を
認
め
る
、
数
少
な

い
脳
科
学
者
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
現
代
脳
科
学
者
の
デ
カ
ル
ト
」と
さ
え
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

だ
が
、
エ
ク
ル
ズ
の
声
に
耳
を
傾
け
れ
ば
、「
脳
の
研
究
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
脳
の
神
経
活
動
と

精
神
現
象
の
い
ず
れ
も
が
そ
の
驚
異
を
い
っ
そ
う
増
し
な
が
ら
、
両
者
は
別
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が

一
層
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る（

（（
（

」
の
で
あ
る
。

１
　
ポ
パ
ー
の
三
つ
の
「
世
界
」

心
脳
相
互
作
用
論
（M

ind-brain interactionism

）
の
射
程
は
き
わ
め
て
広
く
、
宇
宙
の
成
立

か
ら
始
ま
る
。
ポ
パ
ー
は
「
宇
宙
の
進
化
」
に
は
次
の
六
段
階
が
あ
る
と
い
う
―
―
①
重
元
素
の
生

成
と
液
体
と
結
晶
の
発
現
、
②
生
命
の
発
現
、
③
感
覚
意
識
（
動
物
意
識
）
の
発
現
、
④
自
我
意
識

と
死
の
意
識
の
発
現
、
⑤
人
間
言
語
の
発
現
と
自
我
と
死
に
つ
い
て
の
理
論
の
発
現
、
⑥
神
話
・
科

学
理
論
・
芸
術
作
品
な
ど
の
人
間
の
心
の
所
産
の
発
現
。
先
取
り
し
て
い
う
と
、
こ
の
う
ち
、
①
②

が
「
世
界
Ⅰ
」（
物
理
的
対
象
の
世
界
）
に
、
③
④
が
「
世
界
Ⅱ
」（
主
観
的
経
験
の
世
界
）
に
、
⑤

⑥
が「
世
界
Ⅲ
」（
人
間
の
心
の
所
産
）に
属
す
る
。
そ
し
て
、宇
宙
あ
る
い
は
そ
の
進
化
は「
創
造
的
」

で
あ
り
、
意
識
経
験
を
も
つ
感
覚
的
動
物
の
進
化
は
何
か
「
新
し
い
も
の
」（
最
終
的
に
は
人
間
の

自
我
意
識
や
創
造
性
）
を
も
た
ら
し
た
。
進
化
の
過
程
で
「
想
像
で
き
な
い
、
真
に
予
測
不
可
能
な

三
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大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
七
輯

性
質
を
も
っ
た
新
し
い
対
象
や
事
象
」
が
生
じ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

打
ち
込
む
修
行
者
の
内
的
体
験
や
思
考
活
動
が
あ
る
。
世
界
Ⅲ
に
は
、
文
化
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

き
て
い
る
禅
の
伝
統
（
こ
れ
は
建
築
物
や
書
物
な
ど
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
）
が
あ
る
。

先
に
、「
こ
れ
ら
〔
三
つ
〕
の
世
界
は
世
界
Ⅱ
を
中
心
に
し
て
互
い
に
密
接
に
繋
が
り
合
っ
て
い
る
」

と
か
「
世
界
Ⅰ
と
世
界
Ⅲ
と
は
、世
界
Ⅱ
を
媒
介
と
し
て
間
接
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
述
べ
た
。

「
繋
が
り
合
っ
て
い
る
」「
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
、正
確
に
い
う
と
「
影
響
し
あ
う
」「
作

用
を
及
ぼ
し
あ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
の
世
界
は
、
進
化
論
的
に
い
え
ば
、
世
界
Ⅰ
→
世

界
Ⅱ
→
世
界
Ⅲ
と
進
化
す
る
わ
け
だ
が
、
ポ
パ
ー
＝
エ
ク
ル
ズ
は
後
者
か
ら
前
者
に

4

4

4

4

4

4

4

影
響
を
与
え
る

／
作
用
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
視
点
は
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
こ
れ
こ
そ
が
心
脳

相
互
作
用
論
の
核
心
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ポ
パ
ー
の
「
因
果
作
用
」
の
捉
え
方
を
参
照
し

た
い
。

「
表
１
」
は
「
生
物
学
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
部
分
」
を
示
し
て
い
る
が
、
表
１
が
示
す
も
の
は
「
上

向
き
の
因
果
作
用
」
の
原
理
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
還
元
主
義
の
立
場
に
た
て
ば
、

表
１
で
の
因
果
の
系
列
は
「
下
か
ら
上
に
向
か
う
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
逆
は
無
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
だ
が
、
物
理
学
で
は
、
マ
ク
ロ
な
構
造
で
あ
る
全
体
が
、
全
体
と
し
て
、
部
分
を
な
す
光
子

／
素
粒
子
／
原
子
に
作
用
で
き
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
下
向
き
の
因
果
作
用
」
―
―

高
次
レ
ベ
ル
か
ら
低
次
レ
ベ
ル
へ
と
向
か
う
因
果
作
用
―
―
の
重
要
な
例
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（（
（

 

。

ポ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
下
向
き
の
因
果
作
用
は
物
理
学
の
み
な
ら
ず
、
生
物
学
に
も
適
用
で
き
る
。

そ
の
例
は
、生
物
と
そ
の
生
態
学
的
シ
ス
テ
ム
、そ
し
て
、生
物
の
社
会
に
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

四

ポパーの３つの世界
世界Ⅰ

物質の諸相
←
→

世界Ⅱ
各個人の心を成す意識

←
→

世界Ⅲ
文化の諸相

１　無機相
宇宙を構成する
物質とエネルギー

２　生物相
あらゆる生物体の
構造と働き

（人間の脳を含む）

３　人工物
道具、機械、建造物、
あるいは思想、文学、
芸術などが表現され
ている物体など

主観的な知識

知覚、思考、感情、
性向に起因する意図、
記憶、夢、創造的な
想像などの意識

（社会に還元されて
客観的に存在する知識）

哲学、神学、科学、
歴史、文学、芸術、
各種技術などを含む
文化の伝統

科学上の諸問題やその
他の学問的な課題に関
する理論体系など

生物学システムとその部分
（（（）

（（（）

（（0）

（９）

（８）

（７）

（６）

（５）

（４）

（３）

（２）

（１）

（０）

生態系のレベル

後生動物と植物の個体群のレベル

後生動物と多細胞植物のレベル

組織と器官の（また海綿生物の？）レベル

単細胞生物の個体群のレベル

細胞と単細胞生物のレベル

細胞器官（と、たぶんウイルス）のレベル

液体と固体（結晶）

分　子

原　子

素粒子

準素粒子（sub-elementary particles）

未知：準＝準素粒子（sub-sub-elementary particles）？

進
化
の
過
程
で
⑤
が
発
現
し
た
あ

た
り
か
ら
、「
三
つ
の
世
界
」
と
い

う
区
分
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
図
１
」
は
ポ
パ
ー
の
三
つ
の
世
界

を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。図
中
、

脳
は
「
世
界
Ⅰ
」
の
２
の
「
生
物
相
」

に
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
実
在
は
三

つ
の
世
界
に
分
か
れ
る
。す
な
わ
ち
、

物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
成
る
物
理

的
存
在
で
あ
る
世
界
Ⅰ
、
心
あ
る
い

は
意
識
を
形
作
る
世
界
Ⅱ
、
文
化
の

諸
相
（
社
会
に
還
元
さ
れ
て
客
観
的

に
存
在
す
る
知
識
）
を
形
作
る
世
界

Ⅲ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
世
界
は
、
図

中
に
双
方
向
の
矢
印
で
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
世
界
Ⅱ
を
中
心
に
し
て

互
い
に
密
接
に
繋
が
り
合
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
心
を
成
す
世
界
Ⅱ
は
、
物
質
的
な
世
界
Ⅰ
と
非
物
質
的
な
世
界
Ⅲ
の
両

方
と
か
か
わ
り
合
い
な
が
ら
、
各
個
人
の
人
格
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
世

界
Ⅰ
と
世
界
Ⅲ
と
は
、
世
界
Ⅱ
を
媒
介
と
し
て
間
接
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

世
界
Ⅲ
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
こ
う
。
世
界
Ⅲ
は
客
観
的
に
存
在
す
る
知
識
の
世
界
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
、
科
学
・
文
学
・
芸
術
な
ど
、
人
間
の
も
つ
文
化
の
す
べ
て
が
、
言
語
そ
の
他
に
還
元
さ
れ

た
形
で
存
在
す
る
。
そ
れ
が
文
書
な
ら
、
紙
や
イ
ン
ク
は
世
界
Ⅰ
の
存
在
物
だ
が
、
記
さ
れ
て
い
る

知
識
は
世
界
Ⅲ
に
属
す
る
。
絵
画
や
音
楽
作
品
や
彫
刻
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
で
、
表
現
の
手
段
が

違
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
一
言
で
い
う
と
、
世
界
Ⅲ
は
、
過
去
か
ら
現
在
に
い
た
る
人
類
文
化
の

所
産
か
ら
成
る
。
そ
こ
に
は
、
意
思
伝
達
の
た
め
の
言
語
や
、
各
人
の
行
動
を
支
配
す
る
価
値
体
系

や
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
要
素
と
し
て
含
ま
れ
る（

（（
（

。

宗
教
は
三
つ
の
世
界
の
す
べ
て
と
関
わ
り
を
も
つ
。
禅
／
禅
宗
を
例
に
と
れ
ば
、
世
界
Ⅰ
に
は
、

寺
院
や
禅
堂
な
ど
の
建
築
物
や
物
体
と
し
て
の
禅
書
な
ど
が
あ
る
。
世
界
Ⅱ
に
は
、
作
務
や
坐
禅
に

図１．
（後掲エックルス＝ロビンソン『心は脳を超える』（9 頁より転載）

表１．
（後掲ポパー＝エクルズ『自我と脳』（（ 頁より転載）

電
力
供
給
の
よ
う
な
基
幹
産
業
（
高

次
レ
ベ
ル
）
で
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、

多
く
の
個
人
（
低
次
レ
ベ
ル
）
に
多

大
な
苦
痛
を
引
き
起
こ
す
。
動
物
の

死
（
高
次
レ
ベ
ル
）
は
、
時
が
経
つ

に
つ
れ
、
細
胞
を
も
ふ
く
め
た
そ
の

構
成
部
分
の
死
（
低
次
レ
ベ
ル
）
を

も
た
ら
す
。
さ
ら
に
い
う
と
、
諸
レ

ベ
ル
は
直
接
／
間
接
に
相
互
に
作
用

し
あ
う
。
こ
こ
か
ら
、
当
然
、
物
質

的
世
界
Ⅰ
と
心
的
世
界
Ⅱ
は
相
互
に

作
用
を
及
ぼ
し
あ
う
こ
と
に
な
る
。



脳
科
学
と
宗
教
哲
学
を
架
橋
す
る
一
つ
の
見
通
し

（（

そ
し
て
、
世
界
Ⅱ
を
形
作
る
心
や
自
我
が
「
実
在
す
る
」
と
い
え
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
世
界
Ⅰ
を
形

作
る
物
質
的
世
界
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る（

（（
（

。
す
な
わ
ち
、
心
や
自
我
が
ま
ず
脳
に

作
用
し
、
脳
か
ら
身
体
に
指
令
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
身
体
は
世
界
Ⅰ
に
変
化
を

及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

２
　
エ
ク
ル
ズ
の
「
連
絡
脳
」

脳
科
学
者
の
澤
口
俊
之
に
よ
れ
ば
、
脳
科
学
の
立
場
は
「
心
は
脳
の
（
特
殊
な
）
活
動
で
あ
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
い
う
と
、
心
は
、
あ
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
集
団
が
つ
く
る
特
殊
な

神
経
シ
ス
テ
ム
の
動
作
・
活
動
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
心
と
は
、
脳
内
の
特
殊
な

神
経
シ
ス
テ
ム
の
活
動
・
プ
ロ
セ
ス
」
な
の
で
あ
る（

（（
（

。
彼
が
「
脳
の
活
動
・
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
限

り
、
心
／
自
我
は
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
実
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

一
般
に
脳
科
学
者
は
一
元
論
（
脳
一
元
論
な
い
し
そ
の
変
形
版
）
の
立
場
に
立
つ
の
で
、
エ
ク
ル

ズ
の
立
場
は
、
脳
科
学
者
と
し
て
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
く
り
返
し
に
な
る
が
、
脳
と

独
立
に
存
在
す
る
心
／
自
我
を
想
定
し
、
そ
れ
が
脳
と
相
互
作
用
す
る
と
み
な
す
。
デ
カ
ル
ト
の
心

身
二
元
論
も
あ
る
の
で
、
発
想
的
に
は
エ
ク
ル
ズ
に
独
自
性
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
、澤
口
に
よ
る
と
、エ
ク
ル
ズ
が
ほ
か
の
二
元
論
者
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、「
心
（
自
我
）

と
脳
が
作
用
す
る
具
体
的
な
脳
領
域
を
神
経
科
学
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
て
特
定
し
た
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
の
作
用
様
式
を
科
学
的
な
言
葉
・
概
念
で
語
っ
た
こ
と（

（（
（

」
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
澤
口
の
い

う
「
心
（
自
我
）
と
脳
が
作
用
す
る
具
体
的
な
脳
領
域
」
が
「
連
絡
脳
」
だ
と
推
測
で
き
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
が
心
脳
相
互
作
用
論
の
核
心
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
心
と
脳
の
接
点
が
連
絡
脳
な
の
だ（

（（
（

。

心
脳
相
互
作
用
論
に
し
た
が
う
と
、
脳
と
心
は
互
い
に
独
立
し
な
が
ら
も
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
す

の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
も
の
は
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
し
て
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト

の
難
問
は
、
非
延
長
的
な
自
我
が
ど
の
よ
う
に
し
て
延
長
的
な
身
体
に
作
用
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
で
あ
っ
た
。
ポ
パ
ー
の
言
葉
で
は
、「
あ
ら
ゆ
る
物
理
的
原
因
が
本
質
的
・
必
然
的
に

機
械
的
な
押
し
に
基
づ
い
た
時
計
仕
掛
け
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
つ
物
理
的
世
界
に
対
し
て
、
非
物
質

的
な
霊
魂
が
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
か（

（（
（

」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
脳
科
学
に
置
き
換

え
る
と
、
心
／
自
我
が
ど
う
し
て
物
体
で
あ
る
脳
に
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
な
る
。

そ
れ
が
で
き
る
の
は
、「
連
絡
脳
」
な
る
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
多
く
の
脳
科
学
者
に
は
「
連
絡
脳
」
な
る
概
念
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
脳
一
元
論
（
な
い
し
そ
の
変
形
版
）
を
採
用
す
る
限
り
、
心
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、

そ
れ
ら
二
つ
を
連
絡
す
る
も
の
（
連
絡
脳
）
な
ど
不
要
で
あ
る
し
、
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
エ
ク
ル
ズ
は
こ
れ
に
固
執
す
る
。

「
図
２
」
は
人
間
の
心
と
脳
の
相
互
作
用
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
矢
印
は
情
報
の
流
れ
を
示

し
て
い
る
。
世
界
Ⅱ
は
、
わ
れ
わ
れ
各
個
人
の
意
識
の
世
界
、
つ
ま
り
自
我
意
識
を
も
つ
心
の
世
界

を
指
す
。「
五
感
の
意
識
」「
内
面
的
な
意
識
」、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
一
つ
の
人
格
の
中
に
一
体
化

す
る
「
自
我
」、
つ
ま
り
個
人
の
精
神
を
主
体
的
に
統
一
す
る
根
源
的
な
実
在
と
し
て
の
「
魂
」
と

い
う
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。
下
の
世
界
Ⅰ
と
は
物
質
的
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
目
下
の
脈
絡
で
は
、

脳
も
物
質
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
心
と
直
接
連
絡
す
る
連
絡
脳
を
指
す
。
そ
の
連
絡
脳

は
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
―
―
大
脳
皮
質
の
広
い
部
分
を
占
め
、
数
千
の
神
経
細
胞
の
機
能
的
な
単
位
集
団

―
―
を
お
そ
ら
く
百
万
以
上（

（（
（

有
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
心
は
、
こ
の
連
絡
脳
に
向
か
っ
て
「
開
い

た
」
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
介
し
て
、
物
質
界
と
の
相
互
作
用
を
営
む
の
で
あ
る（

（（
（

。

エ
ク
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、脳
は
い
わ
ば
一
種
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
る
。
脳
は
、そ
の
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー

で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
心
た
る
世
界
Ⅱ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
お
よ
び
そ
の
外
界
と
か
ら
な
る
世
界
Ⅰ

と
の
あ
い
だ
で
、
両
方
向
の
連
絡
役
を
務
め
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。
ま
ず
、
何
百
万

図２．
（後掲エックルス＝ロビンソン『心は脳を超える』（（ 頁より転載）

本
も
の
神
経
線
維
を
通
じ
て
脳
に
送
り
込
ま

れ
て
く
る
感
覚
情
報
が
、
脳
の
複
雑
な
神
経

機
構
の
働
き
に
よ
っ
て
、
心
に
読
み
と
ら
れ

る
形
に
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
る
。そ
れ
を
、時
々

刻
々
と
読
み
と
り
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
心

は
知
覚
・
思
考
・
記
憶
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
内

的
体
験
を
実
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
心
は
神
経
機
構
か
ら
た
だ
受
動
的
に
情

報
を
受
け
取
る
の
で
は
な
い
。
心
は
、
そ
の

時
々
の
興
味
や
関
心
に
従
っ
て
、
情
報
を
自

由
に
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
心
は

脳
の
神
経
活
動
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
随

意
運
動
を
お
こ
な
っ
た
り
、
脳
の
記
憶
貯
蔵

庫
か
ら
何
ら
か
の
情
報
を
引
き
出
し
た
り
す

る
と
き
に
は
、
心
が
連
絡
脳
を
介
し
て
脳
の

五
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し
か
る
べ
き
神
経
機
構
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
を
達
成
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

さ
ら
に
、重
要
な
こ
と
を
付
け
加
え
る
と
、脳
で
お
こ
る
事
象
は
あ
く
ま
で
も
幾
百
万
の
モ
ジ
ュ
ー

ル
で
生
じ
る
神
経
活
動
の
寄
せ
集
め
で
あ
り
、
意
識
の
世
界
で
起
こ
る
一
体
化
さ
れ
た
事
象
と
は
根

本
か
ら
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
内
的
体
験
の
一
体
化
は
心
が
行
な
う
の
で
あ
っ
て
、
大
脳
皮
質
の
神

経
機
構
が
行
な
う
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（（
（

。
先
ほ
ど
エ
ク
ル
ズ
の
言
葉
を
紹
介
し
た
よ

う
に
、「
脳
の
研
究
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
脳
の
神
経
活
動
と
精
神
現
象
と
は
別
の
存
在
で
あ
る
こ

と
が
一
層
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

三　

脳
科
学
と
「
人
称
」
と
い
う
問
題

前
節
に
出
て
き
た
「
興
味
や
関
心
」「
情
報
を
自
由
に
選
択
す
る
」「
神
経
活
動
を
支
配
す
る
」
な

ど
と
い
う
表
現
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
主
体
性
／
自
由
意
志
と
深
い
関
係
に
あ
る
だ

ろ
う
。
近
年
、
脳
科
学
者
の
間
で
も
「
自
由
意
志
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

『
自
我
と
脳
』
の
な
か
で
も
、
Ｂ
・
リ
ベ
ッ
ト
に
は
か
な
り
の
言
及
が
あ
る
が
、
彼
ら
の
グ
ル
ー

プ
が
行
な
い
大
き
な
反
響
を
よ
ん
だ
、
次
の
よ
う
な
実
験
が
あ
る（

（（
（

。
リ
ベ
ッ
ト
た
ち
は
、「
手
を
動

か
そ
う
」
と
い
う
自
由
意
志
と
、手
の
動
き
に
先
立
つ
準
備
電
位
の
時
間
的
な
関
係
を
問
題
に
し
た
。

そ
の
結
果
、「
手
を
動
か
そ
う
」
と
い
う
意
志
は
、
運
動
準
備
電
位
が
現
わ
れ
始
め
て
か
ら
数
百
ミ

リ
秒
た
っ
て
、
あ
る
レ
ベ
ル
以
上
に
運
動
準
備
電
位
が
大
き
く
な
っ
た
後
に
4

4

現
わ
れ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
少
な
く
と
も
随
意
運
動
を
起
こ
す
場
合
、
脳
の
活
動
が
起
き
て
か
ら
自
由
意
志
が
現
わ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
自
由
意
志
は
、
運
動
の
た
め
の
原
因
で
は
な
く
、
脳
活
動
（
運
動
準

備
電
位
の
蓄
積
）
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る（

（（
（

。
以
上
の
事
柄
を
一
言
で
い
う
と
、
脳
活
動

が
自
由
意
志
に
先
行
す
る
／
自
由
意
志
は
脳
活
動
を
後
追
い
し
て
生
じ
る
、と
い
う
こ
と
に
な
る（
た

だ
し
、
リ
ベ
ッ
ト
自
身
は
自
由
意
志
を
肯
定
し
て
い
る
）。

最
近
、
Ｇ
・
ロ
ー
ト
は
、
①
こ
う
し
た
リ
ベ
ッ
ト
た
ち
の
実
験
、
②
わ
れ
わ
れ
が
選
択
意
志
に
も

と
づ
く
行
動
を
行
な
う
際
に
脳
の
中
で
進
行
し
て
い
る
神
経
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
最
新
の
脳
科
学

の
知
見
、
③
「
私
が
意
志
し
た
の
だ
」
と
い
う
「
意
志
の
自
由
」
の
感
情
そ
の
も
の
が
本
人
の
主
観

的
な
思
い
込
み
で
あ
り
う
る
可
能
性
な
ど
を
根
拠
に
、「
意
志
の
自
由
」
を
否
定
し
た（

（（
（

。

中
山
剛
史
は
、
こ
う
し
た
ロ
ー
ト
の
主
張
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

ロ
ー
ト
は
「
人
間
の
主
体
性
と
志
向
性

4

4

4

4

4

4

4

か
つ
ま
た
社
会
性
は
、
人
間
の
生
物
学
的
自
然
を
超
越
4

4

し
て
い
る

4

4

4

4

」
あ
る
い
は
「
人
間
は
自
然
や
脳
の
機
能
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
と
い
う
多
く

の
精
神
科
学
者
や
社
会
科
学
者
た
ち
の
見
解
を
根
本
か
ら
疑
問
視
し
、
人
間
は
脳
に
よ
っ
て
完

全
に
決
定
さ
れ
て
お
り
、「
意
志
の
自
由
は
幻
想
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
…
…
ロ
ー
ト

は
西
洋
の
伝
統
的
な
自
由
観
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
「
意
志
の
自
由
」
の
見
方
を
「
意
志
の
自

由
の
強
い
概
念
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
に
は
①
「
意
識
的
に
思
考
し
行
為
す
る
私
は
、
私4

の
意
志
の
担
い
手

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
り
、
私
の
行
為
を
ひ
き
起
こ
し
た
張
本
人

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
」
と
い
う
〈
行
為
の

自
己
起
因
性
〉
の
面
と
、
②
「
他
の
条
件
が
同
じ
場
合
に
、
私
が
そ
う
し
よ
う
と
意
志
し
さ
え

す
れ
ば
、
別
の
よ
う
に
行
動
し
う
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
と
い
う
〈
行
為
の
選
択
可
能
性
〉
の
面
と
の
二
つ
の
要

素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
二
重
の
意
味
で
の
「
意
志
の
自
由
」
が
前

提
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
行
為
の
責
任
と
帰
責
可
能
性
と
が
問
題
に
な
り
う
る
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
ト
は
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
意
志
の
自
由
」
を
否
定
し
、

行
動
を
ひ
き
起
こ
し
た
の
は
「
私
」
で
は
な
く
「
脳
」
で
あ
り
、
私
の
行
動
は
脳
の
プ
ロ
セ
ス

に
よ
っ
て
す
べ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
脳
決
定
論
を
主
張
す
る（

（（
（

。

ロ
ー
ト
に
対
す
る
哲
学
的
な
批
判
の
論
点
の
一
つ
は
、
中
山
の
表
現
を
か
り
れ
ば
、「〈
私
で
は
な

く
、
脳
が
決
断
す
る
〉
と
い
う
命
題
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
ミ
ス
テ
ー
ク
を
犯
し
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、「
感
じ
る
」「
意
志
す
る
」「
決
断
す
る
」
さ
ら
に
「
宗
教
体
験
を
す
る
」
と
い
う

述
語
は
あ
く
ま
で
一
人
称
の
内
観
的
（
＝
主
観
的
）
な
観
点
か
ら
の
記
述
に
の
み
妥
当
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
自
然
科
学
的
で
客
観
的
な
三
人
称
の
観
点
に
お
け
る
記
述
に
適
用
し
、「
脳
が
感

じ
る
」「
脳
が
意
志
す
る
」「
脳
が
決
断
す
る
」「
脳
が
宗
教
体
験
を
す
る
」
と
語
る
こ
と
は
言
語
論

的
に
誤
り
で
あ
る
。
一
人
称
の
「
内
観
的
＝
主
観
な
観
点
」
か
ら
の
記
述
と
、
三
人
称
の
「
客
観
的

な
観
点
」
か
ら
の
記
述
と
は
、
断
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

「
脳
が
す
べ
て
を
決
め
る
」
と
い
う
ロ
ー
ト
た
ち
の
主
張
は
、
一
人
の
人
間
に
お
い
て
、
自
由
意

志
が
あ
る
か
な
い
か
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
第
三
者
的
／

三
人
称
的
な
主
張
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
Ｈ
・
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
の
「
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
隠
喩
」
を
紹
介
し
た
い
。

パ
イ
ロ
ッ
ト
は
外
界
に
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
計
器
に
示
さ
れ
た
数
値
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
と
い
う
機
能
し
か
行
わ
な
い
。
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
仕
事
は
、計
器
の
さ
ま
ざ
ま
な
数
値
を
読
み
、

あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
航
路
、
な
い
し
計
器
か
ら
導
か
れ
る
航
路
に
し
た
が
っ
て
進
路
を
確

定
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
機
外
に
降
り
立
つ
と
、
夜
間
の
見
事
な
飛
行
や
着

六



脳
科
学
と
宗
教
哲
学
を
架
橋
す
る
一
つ
の
見
通
し

（（

陸
を
友
人
か
ら
ほ
め
ら
れ
て
当
惑
す
る
。と
い
う
の
も
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
行
っ
た
こ
と
と
い
え
ば
、

計
器
の
読
み
を
一
定
限
度
内
に
維
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
仕
事
は
友
人
（
観
察
者
）

が
記
述
し
表
そ
う
と
し
て
い
る
行
為
と
は
ま
る
で
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

（（
（

。

こ
の
隠
喩
を
引
き
な
が
ら
、
野
家
伸
也
は
「
生
命
シ
ス
テ
ム
〔
パ
イ
ロ
ッ
ト
〕
が
見
事
に
外
的
世

界
に
適
応
し
た
と
い
う
記
述
は
〈
外
部
の
観
察
者
〉
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
記
述
に
す
ぎ
ず
、
生
命

シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
行
為
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
パ
イ
ロ
ッ

ト
は
外
的
世
界
と
自
己
と
の
関
係
を
測
り
な
が
ら
計
器
類
を
操
作
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。む
し
ろ
、

野
家
の
い
う
よ
う
に
、「
一
貫
し
て
自
己
自
身
に
関
与
す
る
よ
う
な
作
動
し
か
行
な
わ
な
い
」
の
で

あ
る
。
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
操
縦
室
は
完
結
し
た
空
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「〈
外
部
の
観
察
者
〉
が
記

述
す
る
〈
行
為
〉
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
作
動
の
連
鎖
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
連
鎖
が
か
た
ち
づ
く

る
領
域
は
〈
外
部
の
観
察
者
〉
が
確
認
す
る
〈
客
観
的
〉
空
間
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い（

（（
（

」。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
流
に
い
う
と
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
計
器
類
を
操
作
す
る
と
き
の
言

語
ゲ
ー
ム
と
、
外
部
の
観
察
者
が
飛
行
機
の
動
き
を
記
述
す
る
言
語
ゲ
ー
ム
は
、
相
互
に
独
立
し
た

異
質
な
言
語
ゲ
ー
ム
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
を
先
の
「
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
隠
喩
」
に
適
用
す
れ
ば
、
一
人
称
の
観
点
で
自
分
が
行
な

う
計
器
類
の
操
作
を
記
述
す
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
言
語
ゲ
ー
ム
と
、
三
人
称
の
観
点
で
他
人
が
行
な
う

飛
行
や
着
陸
を
記
述
す
る
観
察
者
の
言
語
ゲ
ー
ム
と
の
間
に
は
、架
橋
し
え
な
い
断
絶
が
あ
る
の
だ
。

第
一
節
で
は
、
脳
科
学
の
観
点
か
ら
は
、
マ
ウ
ン
ト
キ
ャ
ッ
ス
ル
流
に
「
物
や
事
象
を
あ
り
の
ま

ま
に
感
じ
、
実
在
す
る
現
在
に
生
き
て
い
る
と
い
う
の
は
知
覚
の
幻
影
で
あ
る
か
ら
、
西
田
の
純
粋

経
験
／
直
接
経
験
も
幻
想
で
あ
る
」
と
か
、
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
流
に
「
坐
禅
中
の
体
験
は
、
左
上
頭
頂

領
域
の
血
流
が
減
少
し
、
左
上
頭
頂
領
域
が
関
与
す
る
空
間
認
識
の
機
能
が
落
ち
た
状
態
で
あ
る
」

な
ど
と
言
え
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
こ
の
こ
と
を
想
起
し
て
ほ
し
い
。

一
人
称
的
記
述
と
三
人
称
的
記
述
を
め
ぐ
る
議
論
を
、
脳
科
学
と
宗
教
体
験
の
関
わ
り
方
に
適
用

す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
脳
科
学
の
宗
教
体
験
に
つ
い
て
の
説
明
や
記
述
は
三
人
称
の
観
点

に
立
つ
の
に
対
し
て
、
宗
教
体
験
を
し
て
い
る
者
の
自
己
了
解
や
体
験
記
述
は
一
人
称
の
観
点
に
立

つ
。
そ
し
て
、両
者
の
間
に
は
架
橋
で
き
な
い
断
絶
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、リ
ベ
ッ
ト
も
「
物

理
的
な
現
象
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
主
観
的
な
現
象
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
間
の
説
明
の
つ
か
な
い
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
る
。
物
理
的
に
観
察
可
能
な
世
界
の
決
定
論
的
特
性
に
基
づ
い
て
主
観
的
な
意
識
の
機
能
や

出
来
事
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
想
定
は
、
思
弁
的
な
信
念
で
あ
っ
て
、
科
学
的
に
証
明

さ
れ
た
命
題
で
は
な
い（

（（
（

」
と
論
じ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
仮
に
4

4

自
然
科
学
的

七

な
脳
科
学
が
進
歩
し
、
宗
教
体
験
を
自
然
科
学
的
に
説
明
し
尽
く
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
説
明
は
、

一
人
称
的
体
験
記
述
と
三
人
称
的
記
述
と
い
う
二
つ
の
言
語
ゲ
ー
ム
を
混
同
す
る
と
い
う
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
厳
し
く
禁
じ
た
哲
学
的
誤
謬
で
し
か
な
い
。「
人
称
」
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
こ

の
よ
う
に
、
脳
科
学
か
ら
宗
教
体
験
な
い
し
こ
れ
を
重
視
す
る
宗
教
哲
学
を
擁
護
し
う
る
の
で
あ
る
。

四　

三
つ
の
分
類

物
理
主
義
的
脳
科
学
者
、
人
称
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
（
仮
想
の
）
宗
教
哲
学
者
、
心
脳
相

互
作
用
論
者
の
三
者
と
、
世
界
Ⅰ
・
世
界
Ⅱ
・
世
界
Ⅲ
と
の
関
わ
り
か
た
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
。
①
脳
科
学
者
は
世
界
Ⅰ
の
存
在
の
み
を
認
め
、
そ
の
う
え
で
世
界
Ⅱ
は
物
理
的

な
も
の
に
還
元
で
き
る
と
み
な
し
、
世
界
Ⅲ
は
存
在
し
な
い
（
も
し
く
は
世
界
Ⅰ
に
存
在
す
る
）
と

考
え
る
。
②
人
称
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
宗
教
哲
学
者
は
、
三
つ
の
世
界
を
認
め
な
が
ら
も
、
世
界

Ⅱ
と
世
界
Ⅲ
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
と
す
る
。
③
心
脳
相
互
作
用
論
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
三

つ
の
世
界
の
存
在
も
そ
れ
ら
の
間
の
結
び
つ
き
／
相
互
作
用
も
認
め
る
。

①
の
場
合
は
、
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
が
、
宗

教
を
唯
物
論
的
な
視
点
か
ら
捉
え
な
い
限
り
、
脳
科
学
者
は
、
脳
科
学
と
宗
教
哲
学
の
相
互
関
係
に

肯
定
的
な
態
度
を
示
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
も
宗
教
を
唯
物
論
的
に
解
釈
し
う
る
―
―
た

だ
し
そ
の
解
釈
の
仕
方
は
定
か
で
は
な
い
―
―
と
す
れ
ば
、
脳
科
学
者
の
視
点
か
ら
、
両
者
の
建
設

的
な
可
能
性
を
認
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
関
係
者
は
唯
物
論
的
な
宗
教
解
釈

に
賛
成
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
①
の
場
合
に
は
、
脳
科
学
と
宗
教
哲
学
の
建
設
的
な
関
係
は
望
め
な
い
。

②
の
場
合
は
、「
人
称
」
と
い
う
視
点
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
体
験
を
脳
科
学
に
よ
る

一
種
の
侵
食
か
ら
護
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
視
点
に
立
つ
限
り
、
脳
科
学
と
体

験
に
重
き
を
お
く
宗
教
哲
学
と
の
間
に
断
絶
が
生
ま
れ
る
（
断
絶
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宗
教
体
験
を

脳
科
学
か
ら
護
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）。
こ
の
場
合
に
も
、
脳
科
学
と
宗
教
哲
学
の
建
設
的

な
関
係
は
望
め
な
い
。

③
の
場
合
、
宗
教
哲
学
は
「
哲
学
」
と
し
て
世
界
Ⅲ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宗
教
体

験
は
「
体
験
」
と
し
て
世
界
Ⅱ
を
構
成
す
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
哲
学
も
宗
教
体
験
も
心
脳
相
互
作
用

論
の
中
に
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
③
の
場
合
に
は
、
改
め
て
、
宗
教
哲
学
と
脳
科
学

を
架
橋
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
心
脳
相
互
作
用
論
と
宗
教
哲
学
と
を
架
橋
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て

低
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
節
で
紹
介
す
る
エ
ク
ル
ズ
の
言
語
と
脳
の
関
わ
り

に
つ
い
て
の
見
解
に
従
う
と
、
世
界
Ⅱ
と
世
界
Ⅲ
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
と
み
な
す
必
要
は
な
く
な

る
。
こ
こ
に
、
心
脳
相
互
作
用
論
と
宗
教
哲
学
と
を
架
橋
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。五　

宗
教
哲
学
と
脳
科
学
を
媒
介
す
る
言
語
と
脳
の
関
係

②
の
場
合
の
よ
う
に
、
世
界
Ⅱ
の
出
来
事
で
あ
る
自
己
の
宗
教
体
験
の
一
人
称
的
記
述
と
、
世
界

Ⅲ
の
出
来
事
で
あ
る
脳
科
学
の
研
究
結
果
で
あ
る
三
人
称
的
記
述
と
が
断
絶
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

「
心
脳
相
互
作
用
論
で
ポ
パ
ー
が
主
張
し
て
い
る
三
つ
の
世
界
の
相
互
の
結
び
つ
き
が
な
く
な
る
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
念
も
出
て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
人
称
と
い
う
視
点
か
ら
、
三
人
称
的
な
脳

科
学
の
記
述
と
、
一
人
称
的
な
体
験
記
述
と
の
繋
が
り
を
断
絶
さ
せ
る
こ
と
に
は
何
ら
の
問
題
も
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
断
絶
で
話
を
終
わ
り
に
す
る
の
は
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
、
ポ
パ
ー

＝
エ
ク
ル
ズ
の
議
論
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、第
三
節
で
の
人
称
に
関
わ
る
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、

再
度
ポ
パ
ー
＝
エ
ク
ル
ズ
の
心
脳
相
互
作
用
論
に
立
ち
返
り
た
い
。

一
人
称
的
記
述
と
三
人
称
的
記
述
の
間
に
断
絶
を
も
と
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
に
は
「
記
述
」

や
「
論
証
」
と
い
う
共
通
の
要
素
が
あ
る
。
ポ
パ
ー
は
、
Ｋ
・
ビ
ュ
ー
ラ
ー
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

言
語
に
は
、
①
表
出
機
能
、
②
信
号
機
能
、
③
記
述
機
能
、
④
論
証
機
能
と
い
う
四
つ
の
機
能
が
あ

る
と
す
る
が
、
な
か
で
も
③
④
は
重
要
で
あ
り
、
人
間
言
語
に
し
か
備
わ
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
③

は
、
①
②
を
前
提
と
し
て
、
真
ま
た
は
偽
で
あ
り
う
る
言
明
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
、

真
／
偽
の
基
準
が
導
入
さ
れ
る（
こ
の
段
階
で
、噓
／
虚
偽
を
内
包
す
る
文
化（

（（
（

が
生
ま
れ
る
）。
④
は
、

①
②
③
に
、
妥
当
性
／
非
妥
当
性
と
い
う
値
を
も
つ
論
証
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
最
も
高
度
な
言

語
機
能
で
あ
る
。
③
④
の
段
階
に
な
る
と
、
初
歩
的
な
推
論
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
時

間
や
未
来
と
い
っ
た
重
要
な
抽
象
概
念
も
生
ま
れ
、
遂
に
は
、
自
ら
の
精
神
活
動
の
主
体
た
る
自
我

を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
死
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

エ
ク
ル
ズ
は
、
こ
う
し
た
ポ
パ
ー
の
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
脳
と
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
以
前
の
思
考
活
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

私
た
ち
が
心
の
中
の
何
か
の
考
え
を
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
だ
そ
の
言
葉
が
口

に
出
さ
れ
な
い
段
階
で
も
、
脳
の
然
る
べ
き
部
分
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
神
経
活
動
が
、
然
る

べ
き
言
語
表
現
の
機
能
を
に
な
っ
て
心
に
連
絡
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
密
接
に
し
て
適

切
な
心
‐
脳
相
互
作
用
に
支
え
ら
れ
て
、
私
た
ち
は
、
つ
ま
り
世
界
Ⅱ
の
主
体
た
る
私
た
ち
は
、

世
界
Ⅰ
の
事
象
で
あ
る
脳
の
神
経
活
動
と
、
そ
れ
が
形
を
与
え
る
世
界
Ⅲ
の
事
象
で
あ
る
言
語

表
現
の
い
ず
れ
を
も
観
察
し
つ
つ
、
内
な
る
思
考
の
外
在
化
を
実
現
し
て
い
く
の
で
あ
る（

（（
（

。

言
語
に
よ
っ
て
思
考
が
客
観
化
さ
れ
る
以
前
に
は
、「
脳
の
然
る
べ
き
部
分
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

た
神
経
活
動
が
、
然
る
べ
き
言
語
表
現
の
機
能
を
に
な
っ
て
心
に
連
絡
し
て
い
る
」。
す
な
わ
ち
、

言
語
と
神
経
活
動
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
論
理
形
式
／
写
像
の
形
式
」
の
よ
う
な
も
の

―
―
こ
れ
は
そ
の
存
在
を
実
証
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
―
―
を
媒
介
と
し
て

対
応
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
エ
ク
ル
ズ
に
従
え
ば
、
こ
の
「
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

た
神
経
活
動
」
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
脳
や
心
は
言
語
以
前
的
思
考
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
の
言
語
以
前
的
思
考
活
動
を
具
体
化
す
る
言
語
は
、
三
つ
の
世
界
の
う
ち
ど
の
世
界
に
あ
る
か

と
い
え
ば
、
第
二
節
第
１
項
の
三
世
界
論
の
説
明
や
右
の
「
世
界
Ⅲ
の
事
象
で
あ
る
言
語
表
現
」
と

い
う
部
分
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
社
会
に
客
観
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
世
界
Ⅲ
に
あ
る
。

そ
し
て
、
エ
ク
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、「
言
語
は
文
化
の
諸
相
か
ら
成
る
世
界
Ⅲ
の
最
も
重
要
な
構
成
要

素
で
あ
り
、
人
格
の
成
長
を
も
た
ら
す
世
界
Ⅱ
と
世
界
Ⅲ
の
相
互
作
用
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る（

（（
（

」
と
さ
れ
る
。

エ
ク
ル
ズ
の
言
葉
を
引
用
し
た
よ
う
に
、
言
語
は
世
界
Ⅱ
と
世
界
Ⅲ
の
相
互
作
用
に
中
心
的
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
一
人
称
的
記
述
と
三
人
称
的
記
述
の
間
に
断

絶
を
も
た
ら
し
た
「
人
称
」
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
Ⅱ

と
世
界
Ⅲ
が
言
語
（
記
述
や
論
証
で
使
用
さ
れ
る
言
語
）
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
し
た
ら
、

人
称
は
問
題
に
な
ら
な
く
な
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
人
称
が
問
題
に
な
ら
な
く
な
る

と
い
う
こ
と
は
、
本
論
文
の
議
論
の
展
開
に
お
い
て
は
、
宗
教
哲
学
（
体
験
を
重
視
す
る
宗
教
哲
学
）

と
脳
科
学
（
心
脳
相
互
作
用
論
）
を
連
結
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
し
か
に
、「
一
人
称
の
内
観
的
＝
主
観
的
な
観
点
か
ら
の
記
述
と
、
三
人
称
の
客
観
的
な
観
点

か
ら
の
記
述
と
の
間
に
あ
る
断
絶
は
、
言
語
の
記
述
機
能
や
論
証
機
能
の
話
と
は
次
元
が
異
な
る
」

と
い
う
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
「
言
語
」
に
定

位
し
た
観
点
か
ら
、両
者
を
架
橋
す
る
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
と
思
う
。た
だ
し
、そ
の
た
め
に
は
、

エ
ク
ル
ズ
の
い
う
「
私
た
ち
が
心
の
中
の
何
か
の
考
え
を
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
だ

八



脳
科
学
と
宗
教
哲
学
を
架
橋
す
る
一
つ
の
見
通
し

（（

そ
の
言
葉
が
口
に
出
さ
れ
な
い
段
階
で
も
、
脳
の
然
る
べ
き
部
分
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
神
経
活
動

が
、
然
る
べ
き
言
語
表
現
の
機
能
を
に
な
っ
て
心
に
連
絡
し
て
い
る
に
違
い
な
い
」
こ
と
、
す
な
わ

ち
「
言
語
に
よ
っ
て
思
考
が
客
観
化
さ
れ
る
以
前
に
は
、
脳
の
然
る
べ
き
部
分
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

た
神
経
活
動
が
、
然
る
べ
き
言
語
表
現
の
機
能
を
に
な
っ
て
心
に
連
絡
し
て
い
る
」
こ
と
が
実
証
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

残
念
な
が
ら
、
筆
者
は
そ
う
し
た
研
究
成
果
を
知
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
う
し
た
こ
と
を
実
証
す
る

の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
も
し
も
そ
う
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
体
験
を
重
視
す
る
宗
教

哲
学
と
心
脳
相
互
作
用
論
の
架
橋
か
ら
、
新
た
な
宗
教
哲
学
の
展
望
が
開
け
る
可
能
性
が
出
て
く
る

に
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
展
望
に
な
る
か
は
、
い
か
な
る
形
で
右
の
事
柄
が
確

認
さ
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

以
上
で
、
本
論
文
の
目
的
（
心
脳
相
互
作
用
論
と
体
験
重
視
の
宗
教
哲
学
と
を
架
橋
す
る
一
つ
の

見
通
し
を
示
す
こ
と
）
は
ひ
と
ま
ず
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
、「
神
経
宗
教
哲
学
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

現
在
、
脳
科
学
の
発
達
が
も
た
ら
し
た
知
見
に
よ
り
、
脳
内
過
程
・
脳
の
機
能
と
、
心
・
意
識
・

精
神
・
体
験
・
自
我
な
ど
と
を
ま
っ
た
く
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
心

の
働
き
は
脳
の
働
き
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
脳
が
な
く
て
は
い
か
な
る

宗
教
体
験
も
あ
り
え
な
い
。

本
論
文
で
取
り
あ
げ
た
エ
ク
ル
ズ
の
立
場
は
、「
心
脳
相
互
作
用
論
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
た

し
か
に
心
と
脳
を
「
二
元
的
」
に
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
「
脳
の
研
究
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、

脳
の
神
経
活
動
と
精
神
現
象
の
い
ず
れ
も
が
そ
の
驚
異
を
い
っ
そ
う
増
し
な
が
ら
、
両
者
は
別
の
存

在
で
あ
る
こ
と
が
一
層
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
と
断
言
し
て
い
る
。
だ
が
、
本
論
文
で
も
見

た
よ
う
に
、
エ
ク
ル
ズ
が
当
時
の
最
先
端
の
知
見
を
駆
使
し
な
が
ら
「
連
絡
脳
」
な
る
も
の
の
存
在

を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
「
心
も
、
脳
が
あ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
機
能
を
十
全
に
果
た
し
う
る
」

と
考
え
て
い
る
こ
と
の
証
だ
と
思
わ
れ
る
。

宗
教
体
験
を
重
視
す
る
哲
学
者
た
ち
が
脳
科
学
に
対
し
て
い
か
な
る
ス
タ
ン
ス
を
採
る
か
は
、
人

に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
脳
な
し
に
宗
教
体
験
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
と
す
れ

ば
、
脳
を
視
野
に
入
れ
た
宗
教
哲
学
、
つ
ま
り
「
神
経
宗
教
哲
学
」
を
そ
ろ
そ
ろ
構
想
す
る
時
期
に
、

わ
が
国
の
宗
教
哲
学
界
は
さ
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
言
語
と
い
う
視
点
か
ら
、
体
験
を

重
視
す
る
宗
教
哲
学
と
心
脳
相
互
作
用
論
と
が
架
橋
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
、
一
つ
の
―
―

と
い
う
の
は
、
種
々
の
も
の
が
構
想
で
き
る
か
ら
―
―
「
神
経
宗
教
哲
学
」
が
生
ま
れ
る
可
能
性
も

あ
る
だ
ろ
う
。
広
い
視
野
か
ら
脳
科
学
と
宗
教
哲
学
と
を
包
括
す
る
よ
う
な
新
た
な
タ
イ
プ
の
宗
教

哲
学
の
出
現
に
期
待
し
つ
つ
、
擱
筆
す
る
。

註
（（）
Ｍ
・
ジ
ー
ブ
ズ
＝
Ｗ
・
ブ
ラ
ウ
ン
（
杉
岡
良
彦
訳
）『
脳
科
学
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
医

学
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
三
―
四
頁
、
参
照
。

（（）
宗
教
哲
学
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
言
語
分
析
や
論
理
学
を
駆
使
す
る
宗
教
哲

学
に
お
い
て
、
体
験
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
こ
と
も
多
い
。

（（）
氣
多
雅
子
『
西
田
幾
多
郎
「
善
の
研
究
」』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
四
九
―
五
〇
頁
。

西
田
幾
多
郎
の
「
純
粋
経
験
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
小
坂
国
継

「
純
粋
経
験
と
は
何
か
」（
西
田
哲
学
研
究
会
編
『
場
所
―
―
十
周
年
記
念
号
』
第
一
〇
号
、

二
〇
一
一
年
、
所
収
）。
以
下
に
お
け
る
純
粋
経
験
の
解
説
は
、
脳
科
学
と
の
関
係
を
論
じ
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
純
粋
経
験
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
包
括
的
説
明
で
は
な
い
。

（（）
同
書
、
第
三
章
、
第
一
節
・
第
三
節
、
参
照
。

（（）
同
書
、
第
二
章
、
第
四
節
・
第
七
節
、
参
照
。

（（）
同
書
、
一
二
六
―
一
二
七
頁
。

（（）
Ｋ
・
ポ
パ
ー
＝
Ｊ
・
エ
ク
ル
ズ
（
大
村
裕
・
西
脇
与
作
ほ
か
訳
）『
自
我
と
脳
』（
新
装
版
）
新

思
索
社
、
二
〇
〇
五
年
、
三
八
四
―
三
八
五
頁
に
引
用
。
原
書
は
次
の
通
り
。K. R. Popper 

and J. C. Eccles, The Self and Its Brain, Berlin, Springer-Verlag, （9（（.

マ
ウ
ン
ト
キ
ャ
ッ
ス
ル
の
文
献
は
重
要
な
の
で
、
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
く
。V. B. 

M
ountcastle, "The V

iew
 from

 W
ithin: Pathw

ays to the Study of Perception," 

Johns H
opkins M

edical Journal, vol.（（（, （9（（, pp. （09-（（（.

（（）
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
た
ち
の
論
文
の
提
供
と
そ
の
解
説
は
、
旭
川
医
科
大
学
の
杉
岡
良
彦
医
師
に

よ
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。A. N

ew
berg et al., "The M

easurem
ent of Regional 

Cerebral Blood Flow
 during the Com

plex Cognitive Task of M
editation: A 

Prelim
inary SPECT Study" in Psychiatry Research: Neuroim

aging Section, vol. （0（, 

九



（（

大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
七
輯

（00（, pp. （（（-（（（.
（9）
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
エ
ク
ル
ズ
と
ポ
パ
ー
と
も
に
唯
物
論
／
物
質
主
義
に
対
し
て
は
否
定
的

で
あ
る
。
ポ
パ
ー
流
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
現
代
に
お
い
て
は
「
唯
物
論
は
自
ら
に
よ
っ
て
超

越
し
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
。
二
人
の
唯
物
論
／
物
質
主
義
に
対
す
る
執
拗
な
批
判
に
つ
い

て
は
本
論
文
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
現
代
で
は
唯
物
論
／
物
質
主
義
は
成
立
し
な
い

の
で
あ
る
（
ポ
パ
ー
＝
エ
ク
ル
ズ
、
前
掲
書
、
Ｐ
１
章
・
Ｐ
３
章
（「
Ｐ
」
は
ポ
パ
ー
の
執
筆

で
あ
る
こ
と
を
示
す
）、
参
照
）。

宗
教
と
の
関
連
で
は
、
エ
ク
ル
ズ
は
「
神
と
超
自
然
的
な
も
の
を
信
じ
る
」
け
れ
ど
も
、
ポ

パ
ー
は
神
に
つ
い
て
は
不
可
知
論
者
で
あ
る
（
同
書
、
二
頁
、
参
照
）。

（（0）
同
書
、
一
頁
。

（（（）
Ｊ
・
エ
ッ
ク
ル
ス
＝
Ｄ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（
大
村
裕
・
山
河
宏
ほ
か
訳
）『
心
は
脳
を
超
え
る
―

―
人
間
存
在
の
不
思
議
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
七
年
、
六
九
頁
。
な
お
、「
エ
ッ
ク
ル
ス
」

と
「
エ
ク
ル
ズ
」
は
同
一
人
物
、Eccles

で
あ
る
。

（（（）
ポ
パ
ー
＝
エ
ク
ル
ズ
、
前
掲
書
、
Ｐ
１
章
、
第
七
節
、
参
照
。

（（（）
エ
ッ
ク
ル
ス
＝
ロ
ビ
ン
ソ
ン
、
前
掲
書
、
五
八
―
六
〇
頁
、
参
照
。

（（（）
ポ
パ
ー
＝
エ
ク
ル
ズ
、
前
掲
書
、
Ｐ
１
章
、
第
七
節
、
参
照
。

（（（）
同
書
、
Ｐ
１
章
、
第
七
節
・
第
九
節
、
参
照
。

（（（）
澤
口
俊
之
「
脳
と
心
の
関
係
に
つ
い
て
―
―
Ａ
・
神
経
科
学
の
立
場
か
ら
」（
松
下
正
明
総
編

集
『
脳
と
行
動
』
臨
床
精
神
医
学
講
座
第
（（
巻
、中
山
書
店
、二
〇
〇
三
年
）、二
一
七
頁
、参
照
。

（（（）
同
論
文
、
二
一
五
頁
。

（（（）
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
難
問
も
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
心
と
身
体
の
接
点
と
し
て
、
松
果
腺
な
る

も
の
を
考
え
た
。
し
か
し
、
松
果
腺
が
物
体
で
あ
る
限
り
、
心
が
ど
う
し
て
物
体
に
作
用
を
及

ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
連
絡
脳
に
も
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（（9）
ポ
パ
ー
＝
エ
ク
ル
ズ
、
前
掲
書
、
二
六
八
頁
。

（（0）
エ
ク
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
数
は
大
脳
皮
質
全
体
で
二
〇
〇
―
三
〇
〇
万
個
に
な
る

と
推
定
さ
れ
る
（
エ
ッ
ク
ル
ス
＝
ロ
ビ
ン
ソ
ン
、
前
掲
書
、
七
三
頁
、
参
照
）。

（（（）
同
書
、
五
三
―
五
五
頁
、
参
照
。

（（（）
同
書
、
七
二
―
七
三
頁
、
参
照
。

（（（）
同
書
、
七
六
―
七
七
頁
、
参
照
。

（（（）
リ
ベ
ッ
ト
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
①
Ｂ
・
リ
ベ
ッ

ト
（
下
條
信
輔
訳
）『
マ
イ
ン
ド
・
タ
イ
ム
―
―
脳
と
意
識
の
時
間
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五

年
。
②B. Libet, E. W

. W
right and C. A. Gleason, "Readiness-potentials Preceding 

U
nrestricted 'Spontaneous' vs. Pre-planned Voluntary Acts," in Electroencephalogr 

Clin N
europhysiol, vol. （（, （9（（.　

③B. Libet, C. A. Gleason et al., "Tim
e of 

Conscious Intention to Act in Relation to O
nset of Cerebral Activity 

（Readiness-

potential

）: The U
nconscious Initiation of a Freely Voluntary Act," in Brain, vol. 

（0（, （9（（.

（（（）
澤
口
、
前
掲
論
文
、
二
一
九
―
二
二
〇
頁
、
参
照
。

（（（）
中
山
剛
史
「
現
代
の
〈
脳
神
話
〉
へ
の
哲
学
的
批
判
―
―
「
意
志
の
自
由
」
は
幻
想
か
」（
中

山
剛
史
・
坂
上
雅
道
編
著
『
脳
科
学
と
哲
学
の
出
会
い
―
―
脳
・
生
命
・
心
』
玉
川
大
学
出
版

部
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
四
三
―
一
四
四
頁
、
参
照
。
中
山
は
、
次
の
よ
う
な
文
献
に
基
づ
い

て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
由
意
志
を
め
ぐ
る
論
争
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
①G. 

Roth, Fühlen, Denken, H
andeln: W

ie das Gehirn unser Verhalten Steuern, Frankfurt 

am
 M

ain, （00（.　

②G. Roth und K-J. Grün hg. Das Gehirn und seine Freiheit: 

Beiträge zur neurow
issenschaftlichen Grundlegung der Philosophie, Göttingen, 

（00（.

（（（）
同
論
文
、
一
四
二
―
一
四
三
頁
。

（（（）
同
論
文
、
一
四
六
頁
、
参
照
。

（（9）
野
家
伸
也「
ヴ
ァ
レ
ラ
の
反
表
象
主
義
的
認
知
観
」（
前
掲『
脳
科
学
と
哲
学
の
出
会
い
』所
収
）、

一
二
三
頁
。

（（0）
同
論
文
、
一
二
三
―
一
二
四
頁
、
参
照
。

（（（）
Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
（
間
瀬
啓
允
・
稲
田
実
訳
）『
人
は
い
か
に
し
て
神
と
出
会
う
か
―
―
宗
教
多
元

主
義
か
ら
脳
科
学
へ
の
応
答
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
、
三
九
頁
。

（（（）
Ａ
・
ホ
ワ
イ
ト
ゥ
ン
と
Ｒ
・
バ
ー
ン
は
、
ヒ
ヒ
の
間
に
見
ら
れ
る
「
欺
き
の
ラ
ン
デ
ブ
ー
」
に

つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
嘘
／
虚
偽
を
内
包
す
る
文
化
」
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ー
ブ
ズ
と
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

若
い
雄
と
雌
は
自
分
た
ち
が
い
か
に
賢
明
で
あ
る
か
を
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
問

題
の
行
為
を
隠
す
「
計
画
に
従
っ
て
」
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
雌
自
身
は
第
一

位
の
雄〔
ボ
ス
猿
〕か
ら
見
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、第
一
位
の
雄
が「
岩

一
〇
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か
げ
に
い
る
の
は
雌
だ
け
だ
」
と
勘
違
い
す
る
こ
と
を
、
多
少
な
り
と
も
計
算
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。（
前
掲
『
脳
科
学
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
七
四
頁
、
参
照
。）

す
べ
て
に
お
い
て
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
こ
と
を
確
証
で
き
れ
ば
、「
欺
き
の
ラ
ン
デ
ブ
ー
」
は

「
嘘
／
虚
偽
を
内
包
す
る
文
化
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
こ

と
を
確
証
す
る
決
定
的
な
証
拠
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
と

こ
ろ
、
ヒ
ヒ
の
意
識
（
つ
ま
り
右
の
「
理
解
」「
計
画
」「
計
算
」）
に
近
づ
く
手
段
が
あ
り
そ

う
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。

最
近
の
類
人
猿
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
ジ
ー
ブ
ズ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
る
前
掲
書
の

六
九
―
七
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
類
人
猿
の
言
語
運
用
能
力
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
、
人
間
の
言
語
運
用
能
力
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。

（（（）
ポ
パ
ー
＝
エ
ク
ル
ズ
、
前
掲
書
、
Ｐ
３
章
、
第
一
七
節
、
参
照
。

（（（）
エ
ッ
ク
ル
ス
＝
ロ
ビ
ン
ソ
ン
、
前
掲
書
、
一
八
〇
頁
。
ま
た
、
ポ
パ
ー
＝
エ
ク
ル
ズ
の
前
掲
書

の
四
五
三
頁
に
あ
る
、
Ｈ-

Ｌ
・
ト
イ
バ
ー
の
重
要
な
引
用
も
参
照
の
こ
と
。

（（（）
同
書
、
一
五
七
頁
。

付
記
―
―

（（）
引
用
に
さ
い
し
て
は
、
ご
く
一
部
、
用
字
な
ど
を
変
更
し
た
部
分
が
あ
る
。

（（）
本
論
文
は
、
土
井
道
子
記
念
京
都
哲
学
基
金
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
宗
教
哲

学
の
課
題
」（
二
〇
一
一
年
九
月
一
三
日
―
一
五
日
）
に
お
け
る
発
表
原
稿
「
今

後
の
宗
教
哲
学
と
心
脳
相
互
作
用
説
―
―
エ
ク
ル
ズ
と
ポ
パ
ー
の『
自
我
と
脳
』

を
め
ぐ
っ
て
」
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
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