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。研究ノートO

意
識
(
口8
5
2
8
2

悶
)
は
、ひ
と
つ
の
顕
著
な
領
域
横
断
的
研
究
テ
l

マ

で
あ
る
。
近
年
、
哲
学
、
心
理
学
、
認
知
科
学
は
も
と
よ
り
、
か
つ
て
は

識
な
ぞ
研
究
対
象
と
し
て
不
相
応
」
と
考
え
て
い
た
神
経
科
学
ま
で
も
が
中
心

く意識〉研究の最近の動向について一一

Jo如氏 SeaI札 The Mystery of 

Consciousness, New York Review of 
Books (1997) を手がかりとして

松本明

的
に
叡
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
テ
i

マ
の
性
格
を
よ
く
語
っ
て

い
ザA
V。

(
』
。
F
ロ
m
-

∞
町
民
一
時
)

本
稿
で
は
哲
学
者
サ
|
ル

の

】
コ
雪
辱
是
々
ミ

〈
意
識
〉
研
究
の
最
近
の
動
向
を
概
観

円
リs
h
円
九S
5
2

旬

(
3
3
)を
題
材
に
、

す
る
と
共
に
、
サ
i

ル
の
見
解
を
確
認
す
る
。
本
書
は
サ
i

ル
が

九
九
五
年

か
ら
一
九
九
七
年
の
聞
に
豆
町
ミ

2
5

込
同
町
て
き
て
ミ
旬
。
む
な
に
掲
載
し
た

論
文
を
基
に
、
各
分
野
の
意
識
に
関
す
る
主
要
な
議
論
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
サ
1

ル
の
日
を
通
し
た
研
究
動
向
の
レ
ポ
i

ト
を
筆
者
が
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

〈
意
識
〉
研
究
の
動
向
の
全
体
像
を

伝
え
る
点
で
は
(
い
わ
ば
二
重
の
)
制
約
が
あ
る
。
し
か
し
サ
i

ル
自
身
が
現

在
も
継
続
し
て
意
識
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
研
究
へ
の
彼

の
ス
タ
ン
ス
を
明
示
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
も
本
稿
の
意
義
は
是
認
さ
れ

ょ
う
。

さ
て
、
本
書
を
貫
通
し
て
い
る
サ
!
ル
の
主
張
は
「
意
識
は
消
化
や
光
合
成

と
同
じ
く
、
生
物
学
的
プ
ロ
セ
ス
」
で
あ
り
、
「
脳
が
意
識
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
」
点
に
収
束
す
る
。
こ
の
堅
牢
な
立
場
は
特
に
第

意
と
結
論
の
章
で
明

自
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
第
二
章
か
ら
第
七
意
は
、
意
識
に
関
す
る

議
論
を
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
展
開
し
て
い
る
六
人
の
研
究
者
を
各
家
で
一
人
ず

つ
取
り
上
げ
、
各
々
の
主
張
に
つ
い
て
サi
ル
が
批
評
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず

は
そ
れ
ら
の
概
要
を
縮
次
み
て
い
こ
う
。
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第

(
明
窓
口
口
仲
間
内
江
口
昨
)

の
議

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
ク
リ
ッ
ク

論
で
あ
る
O
M
d
m
b
s誌
な
き
お
ミ
退
。
s
s
労
呂
町

h
n凡
さ
ま
円
守
宅S
H
V「
H
E町

ク
リ
ッ
ク
は
脳
が
い
か
に
機
能
し
て
い
る
の
か
、
わ
れ
わ

h
rミ
{
1
)

の
中
で
、

れ
の
意
識
経
験
の
す
べ
て
を
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
振
舞
い
で
説
明
で
き
る
と
す
る
、

最
も
シ
ン
プ
ル
で
直
接
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
特
に
意
識
の
問
題
へ
の
切

り
口
と
し
て
視
覚
を
取
り
上
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
脳
の
機
能
を
要
約
し
た
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
心
理
学
や
認
知
科
学
な
ど
多
く
の
関
連
分
野
の
研
究

と
統
合
し
、
他
分
野
と
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
ネ
ッ
ト
・
モ
デ
リ
ン
グ
に
コ
ン
ビ
ュ

i

タ
を
使
用
し
た
点
を
サ
i

ル
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
問
時
に
次
の
一
一
一

つ
の
「
実
に
深
刻
な
」
哲
学
的
誤
り
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
つ
は
ク
リ
ッ
ク
が
ク
オ
リ
ア
の
問
題
を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
ク
オ
リ
ア
の
問
題
を
意
識
の
問
題
の
一
側
面
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
サ

i

ル
は
ク
オ
リ
ア
の
間
同
盟
は
意
識
の
問
題
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

一
一
つ
自
は
ク
リ
ッ
ク
が
意
識
を
ニ
ュ
ー
ロ
ン
発
火
に
還
元
す
る
と
い
う
点
で
、

因
果
的
発
生
主
義
を
実
践
し
な
が
ら
除
去
的
還
元
主
義ε
5
5
註
g

お
E
a
g
a

宮
出
)
を
説
い
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

意
識
の
非
還
元
性
に
関
す
る
議
論
は
認
識
論
で
は
な
く
存
在
論
の
問
題
で
あ

り
す
え
例
え
ば
痛
み
を
ニ
ュ
ー
ロ
ン
発
火
に
因
果
的
に
還
元
す
る
こ
と
は
で

き
る
が
、
そ
れ
は
存
在
論
的
還
元
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
な
ぜ
絡
み
を
感

じ
る
の
か
、
因
果
的
見
解
を
示
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
痛
み
が
存
在
し
な
い
こ

と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

ニ
つ
目
は
ク
リ
ッ
ク
の
説
明
は
論
理
的
構
造
が
不
明
瞭
な
こ
と
で
あ
る
。
脳

の
プ
ロ
セ
ス
が
い
か
に
し
て
視
覚
を
作
り
出
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
因
果
的
説

明
を
行
わ
ず
、
専
ら
意
識
の
「
相
互
関
係
」
を
模
索
し
て
い
る
と
い
う
の
が
ク

278 

リ
ッ
ク
流
の

)
回
し
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
稲
妻
の
光
と
冨
鳴
の
音
の
関
係
の

よ
う
に
、
相
互
的
で
あ
る
が
国
巣
的
理
論
は
な
く
、
説
明
が
で
き
て
い
な
い
。

同
様
に
視
覚
の
経
験
と
世
界
の
実
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
も
サ
i

ル
に

よ
れ
ば
不
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
。

ク
リ
ッ
ク
は
哲
学
を
軽
蔑
す
る
代
償
に
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
誤
り
を
犯
し
て

い
る
が
、
そ
う
し
た
部
分
を
読
み
飛
ば
し
て
も
、
彼
の
視
覚
の
心
理
学
と
脳
科

学
に
つ
い
て
の
知
識
は
受
け
取
る
に
足
る
も
の
と
サ
i

ル
は
評
価
し
て
い
る
。

第

で
は
、
サ
i

ル
が
「
最
も
印
象
深
く
深
速
な
る
研
究
」
と
賛
辞
す
る

エ
i

デ
ル
マ
ン

(
。
四
円
即
日
仏
肘
仏

a
g
田
口
)の
議
論
(
3
)

が
扱
わ
れ
て
い
る
。

ユニ

デ
ル
マ
ン
は
意
識
の
理
論
を
説
明
す
る
に
当
た
っ
て
、
脳
内
地
問
問
、
神
経
細
胞

群
淘
汰
説
、
再
入
力
、
原
意
識
と
い
う
中
心
的
概
念
・
理
論
を
用
い
、
知
覚
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
意
識
の
一
般
的
な
問
題
に
拡
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
の
見
解

で
は
、
意
識
を
持
つ
た
め
に
、
脳
は
カ
テ
ゴ
リ

i

化
の
シ
ス
テ
ム
と
、
必
要
な

こ
と
を
身
に
つ
け
る
学
習
シ
ス
テ
ム
と
、
あ
る
醸
の
記
情
を
脊
し
、
自
身
と
そ

れ
以
外
の
世
界
を
識
別
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
出
来
事
を
時
系
列
的

に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、

脳
が
こ
れ
ら
の
解
剖
学
的
構
造
と
結
合
す
る
全
体
的
な
再
入
力
経
路
を
必
要
と

し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

と
り
わ
け
サ
!
ル
が
最
も
魅
力
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
評
価
し
て
い
る
の

が
、
精
神
分
裂
症
と
い
っ
た
主
た
る
精
神
疾
患
が
い
か
に
し
て
再
入
力
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
崩
壊
の
結
果
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
エ
!
デ
ル
マ
ン
の
考
察
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
こ
の
問
題
は
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
の
構
造
や
機
能
か
ら
、
わ
れ
わ



れ
が
皆
持
っ
て
い
る
感
覚
や
気
付
き
の
費
的
状
態
(
こ
れ
を
「
ク
オ
リ
ア
」
と

呼
ぶ
官
学
者
も
い
る
が
、
意
識
と
ク
オ
リ
ア
が
別
個
の
現
象
で
あ
る
か
の
よ
う

な
誤
っ
た
印
象
を
与
え
る
と
サ
i

ル
は
懸
念
す
る
。
彼
自
く
、
質
的
で
、
主
観

的
で
、
経
験
で
あ
る
す
べ
て
の
意
識
現
象
は
ク
オ
リ
ア
そ
の
も
の
で
あ
る
。
)

へ
至
る
の
か
?
と
い
う
既
出
の
間
い
に
回
帰
す
る
。
と
ま
れ
、
皇
子
メ
カ
ニ
ズ

ム
か
ら
精
神
分
裂
症
に
至
る
ま
で
、
非
常
に
博
識
な
テ
!
マ
に
つ
い
て
議
論
し
、

脳
内
の
ど
の
神
経
構
造
が
ど
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
特
定
し
よ
う
と
詳

細
に
試
み
る
エ
!
デ
ル
マ
ン
の
洞
察
に
、
サ

i

ル
は
驚
嘆
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
第
四
叢
で
扱
う
ペ
ン
ロ
i

ズ

(
M
N
o
m
m

『

M
M
m
ロ
吋
。
出
町
一
)

の
∞
言
忌
喜
久

苦
言
ミ
・
.
白
川
町
内
需
忌
」
可
苦
言
包
荷
停
室
内
向
ミ
9
5
n
E
g
g
E

に

つ
い
て
は
、
「
ゲ
ー
デ
ル
の
定
理
と
量
子
論
を
明
確
に
説
明
し
た
唯
一
の
書
」

と
評
し
つ
つ
も
、
意
識
に
つ
い
て
は
学
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
と
一
蹴
す
る
。
ペ
ン

ロ
ー
ズ
は
数
学
者
と
し
て
、
ゲ
ー
デ
ル
の
定
理
を
用
い
て
意
識
が
コ
ン
ピ
ュ
!

タ
上
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
意
識
の
す
べ
て
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
に

過
ぎ
な
い
し
、
後
半
部
の
非
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
演
算
的
量
子
力
学
の
新
し
い
見
解

(
量
子
重
力
論
)
が
意
識
の
問
題
に
解
決
策
を
与
え
る
と
い
う
主
張
も
、
ニL

ク
だ
が
不
明
確
で
あ
る
と
サ
i

ル
は
指
摘
す
る
。

ま
た
、
第
五
章
に
登
場
す
る
デ
ネ
ッ
ト

(
門
)
陪
豆
町
一
。
・
0
0
ロ
ロ
白
仲
丹
)
が
n
o

干

5
0
5

言

h
k
N
円
超
宮
町
吉
弘

(
5
v

で
展
開
す
る
「
意
識
状
態
は
存
在
し
な
い
」
と
い

う
主
張
に
対
し
て
も
、

そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
①
科
学
的
実
証
は
常
に
三
人

称
的
視
点
を
有
す
る
、
②
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
科
学
的
実
証
に
よ
っ
て
証

明
で
き
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う

2

点
が
彼
の
最
も
深
刻
な
誤
り
で

あ
り
、
そ
の
他
の
誤
り
の
根
源
で
あ
る
と
サ

l

ル
は
い
う
。
さ
ら
に
、
意
末
に

採
録
さ
れ
た
デ
ネ
ッ
ト
と
の
往
復
書
簡
に
お
い
て
、
両
者
の
間
に
あ
る
相
違
点

を
さ
ら
に
明
確
化
し
つ
つ
、
徹
底
的
に
論
駁
を
加
え
て
い
る
。
何
よ
り
も
、
本

章
の
タ
イ
ト
ル
に
デ
ネ
ッ
ト
の
書
名
を
も
じ
っ
て

ε

。
。
ロg
F
0
5
5
怒
り

g
M
白
仏3

と
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
サ

i

ル
の
デ
ネ
ッ
ト
に
対
す
る
皮
肉
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
第
六
章
で
取
り
上
げ
た
チ
ャ
i

マ
i

ズ

(
u
g、
広
n
v
曲
目
同
出
向
的
)

呂
町
p
s
S
N
h
h
k
g
ミ
・
.
同
ミ
~
町
内
応
可
与
ゐ
\
h
H
E

え
む
き

S
H
b
~
g
s
u
-
-
に
一
品
十
一
つ

て
は
こ
れ
を
「
今
日
の
認
知
研
究
に
お
け
る

つ
の
絶
望
の
兆
候
」
と
呼
ん
で

チ
ャ
l

マ
!
ズ
は
機
能
主
義
と
特
性
一
一
元
論
(
℃
8

宮
ミ

雪
印
一
一
∞
尽
)
を
結
合
す
る
、
非
還
元
的
機
能
主
義
を
唱
道
し
、
「
意
識
は
脳
の
機

能
構
成
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
が
、
機
能
的
状
態
で
は
な
い
」
、
「
認
知
は
機
能
的

ま
ギ
J
F
戸
、
フ
i

、
。

J
v
f
v

，

dん

f
-
s
T
l
k

説
明
づ
け
が
で
き
る
が
、
意
識
は
そ
の
よ
う
な
方
法
で
は
説
明
で
き
な
い
」
と

主
張
す
る
。
機
能
構
成
と
は
、
刺
激
の
入
力
に
始
ま
り
、
行
動
の
出
力
に
よ
っ

て
終
わ
る
、
物
理
的
因
果
の
パ
タ
ン
を
指
す
。
彼
に
と
っ
て
機
能
構
成
そ
れ
臼

体
は
意
識
で
は
な
く
、
意
識
は
機
能
講
成
に
付
加
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
意
識
を
引
き
起
こ
す
仕
事
を
す
る
の
が
情
報
で
あ
る
。
チ
ャi
マ
i

ズ
の
い
う
埼
報
と
は
、
常
識
的
な
意
味
合
い
の
清
報
で
は
な
く
、
世
界
の
あ
ら

ゆ
る
物
理
的
差
異
を
生
む
差
異
が
情
報
で
あ
り
、
こ
の
拡
張
さ
れ
た
情
報
理
論

的
意
味
合
い
に
お
い
て
は
、
地
面
を
打
つ
雨
も
(
地
面
を
変
化
さ
せ
て
い
る
の

で
)
情
報
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
情
報
の
あ
る
と
こ
ろ
に
意
識
が
引
き

起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

チ
ャ
i

マ
i

ズ
の
例
で
は
サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト
に

も
意
識
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
脳
が
意
識
的
に
な
り
う
る
な
ら
、
何
故
サ

i

モ の

279 一一研究ノート



ス
タ
ッ
ト
が
意
識
的
に
な
り
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
?
i
と
い
う
の
が
チ
ャi
マ
i

ズ
の
弁
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
サ

i

ル
は
、
こ
の
よ
う
な
滑
稽
な
結
果
を
導

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
す
べ
て
の
根
源
は
、

チ
ャ
!
マ
i

ズ
が
現
代
の
機
能
主

義
で
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
能
主
義
ハ
エ
と
特
性
二
元
論
の
「
奇
妙
な
結
婚
」

を
無
理
に
推
し
進
め
た
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
棟
縞

な
デ
カ
ル
ト
用
語
と
一
連
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
踏
み
越
え
な
け
れ
ば
、
意
識
に
つ

い
て
は
明
ら
か
に
誤
謬
に
焔
る
と
警
告
す
る
。
こ
う
し
た
両
者
の
見
解
の
違
い

は
本
章
付
録
の
往
復
書
簡
に
お
い
て
さ
ら
に
明
ら
か
と
な
る
。
チ
ャ
i

マ
!
ズ

は
サ
i

ル
の
指
摘
に
各
々
反
論
し
て
い
る
E

が
、
中
で
も
我
糧
な
ら
な
い
の

は
サ
i

ル
が
「
脳
は
意
識
を
引
き
起
こ
す
」
と
い
う
呪
文
を
唱
え
て
ば
か
り
で
、

何
ら
問
題
を
解
決
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
ら
し
い
。
対
す
る
サ
!
ル
は
脳
が
生

物
学
的
臓
器
で
あ
り
、
意
識
が
生
物
学
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
は
自
然
の
事

実
に
過
ぎ
ず
、
意
識
を
理
解
す
る
た
め
に
は
脳
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て

い
る
か
を
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
説
く
。

第
七
撃
で
は
こ
れ
ま
で
の
誰
と
も
違
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
る
、
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ィ
i

に
注
目
し
て
い
る
。
彼
の
著
書
呂
町
足

5
3
m
n

E
さ
~
号
室
え

3
a
ミ
町
内
、
言
、
点
、
S
Hむ
さ
し
て
失
心
さS
8
3
2
5

は
神
経
損

揮
の
さ
ま
、
ざ
ま
な
症
例
か
ら
、
意
識
に
つ
い
て
の
考
察
を
推
し
進
め
て
い
る
。

ノレ

ド

(
門
出
お
白
日
間
同

O
印O
H
M
m
a
仏
)

エ
i

デ
ル
マ
ン
の
同
僚
で
あ
っ
た
彼
は
、
同
じ
く
意
識
と
記
櫨
の
結
び
つ
き
を

強
調
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
「
身
体
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
機
念
を
導
入
し
て
意

識
の
自
己
認
識
を
説
明
し
て
い
る
。
意
識
に
つ
い
て
練
り
上
げ
た
理
論
を
提
示

す
る
の
で
は
な
く
、
意
識
の
一
般
的
な
資
賓
の
指
摘
を
目
的
と
し
た
こ
の
著
か

ら
、
サ
!
ル
は
身
体
経
験
を
意
識
の
全
形
式
の
照
準
点
と
し
て
考
え
る
こ
と
、

そ
し
て
す
べ
て
の
意
識
が
身
体
イ
メ
ー
ジ
を
介
し
て
身
体
経
験
と
共
に
始
ま
る
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こ
と
を
重
一
く
受
け
止
め
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
第
二
章
か
ら
七
章
に
お
け
る
批
評
を
総
括
す
る
と
、そ
の
前
…

後
2

章
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
サ
i

ル
の
主
張
は
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。

サ
i

ル
が
支
持
す
る
の
は
ク
リ
ッ
ク
、

ェ
ー
デ
ル
マ
ン
、

ロ
i

ゼ
ン
フ
ィ
!
ル

ド
の
見
解
に
共
通
す
る
「
(
お
そ
ら
く
ニ
ュ
ー
ロ
ン
、

シ
ナ
プ
ス
、

ニ
ュ
i

ロ

ン
群
の
レ
ベ
ル
で
)
脳
の
プ
ロ
セ
ス
が
意
識
を
引
き
起
こ
す
」
と
い
う
主
張
で

あ
り
、
デ
ネ
ッ
ト
、
チ
ャ

i

マ
i

ズ
の
「
脳
は
意
識
を
維
持
し
う
る
情
報
処
理

装
震
の
一
種
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
そ
の

根
拠
は
伺
よ
り
も
、
意
識
が
消
化
や
胆
汁
の
分
泌
と
同
じ
く
生
物
学
的
現
象
で

あ
る
と
い
う
事
実
に
あ
り
、
こ
れ
は
い
か
な
る
哲
学
的
立
場
か
ら
も
独
立
し
た

自
然
だ
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
に
尽
き
る
。
と
い
う
の
も
、
脳
の
プ
ロ
セ
ス
が

わ
れ
わ
れ
の
意
識
状
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
は
、
神
経
生
物
学
の
貢
献

に
よ
り
議
論
の
余
地
が
な
い
既
知
の
も
の
で
あ
り
(
故
に
デ
ネ
ッ
ト
や
チ
ャ
!

マ
i

ズ
と
こ
の
レ
ベ
ル
で
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、
サ
i

ル
は
明

はら
、か

ど・に
の・畔
よ・易
う・し
に・て
脳い
がる
心て
的
営
み

を
因
果
てコ

け

よ
っ
て
今
の
わ
れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

構
築
し
、
組
織
化
し
て
い
る

の
か
、
神
経
生
物
学
レ
ベ
ル
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
現
在
な
り
つ
つ

あ
る
こ
と
に
、
理
論
付
け
を
施
す
こ
と
で
あ
る
と
サ
!
ル
は
強
調
す
る
。
そ
の

た
め
に
も
、
由
来
の
デ
カ
ル
ト
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
乗
り
越
え
、
唯
物
論
で
も
特

性
一
一
元
論
で
も
な
い
、
新
た
な
境
地
を
開
こ
う
と
す
る
サ
i

ル
の
強
い
意
志
が
、

全
編
を
通
し
て
脈
々
と
流
れ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
理
論
付
け
の
た
め
に
期
待
で
き
る
方
策
と
は
何
か
?
サ

1

ル
は



無
意
識
の
考
察
か
ら
意
識
に
迫
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
商
視

S
E
玄
関
宮
)の
臨
床
研
究
主

で
あ
る
。
富
視
と
は
、
脳
内
出
血
な
ど
で
大
脳
皮
質
の
一
部
分
の
機
能
を
失
っ

た
人
達
が
も
っ
、
見
え
な
い
の
に
、
見
え
る
と
い
う
不
思
議
な
感
覚
の
こ
と
で

あ
る
(
け
)
。
例
え
ば
、
患
者DB

は
視
覚
野
の
損
傷
に
よ
り

部
視
界
が
欠
け

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
点
滅
す
る
文
字
を
推
測
す
る
(
開

g
g
)

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
医
師
に

尋
ね
ら
れ
た
D
B

は
こ
う
答
え
る
一
わ
か
ら
な
い
よ
。
だ
っ
て
見
え
な
い
ん
だ

か
ら
。
物
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
ん
だ
。

こ
の
実
験
か
ら
、
サ

i

ル
は
意
識
の
問
題
に
切
り
込
む
た
め
に
、
い
く
つ
か

興
味
深
い
間
い
を
提
示
し
て
い
る
一
患
者
は
意
識
的
な
視
覚
の
場
合
も
富
視
の

場
合
も
同
じ
拙
情
報
告
乞
受
け
取
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、で
は
、
神
経
生
物
学
的
な

両
者
の
違
い
と
は
向
か
?
意
識
が
ど
の
よ
う
に
規
覚
に
介
入
す
る
の
か
が
明
ら

か
に
出
来
れ
ば
、
脳
が
意
識
を
引
き
起
こ
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
特
定
で
き
る
の
で

は
な
い
か
?
!
こ
の
辺
り
の
動
向
は
、
今
後
筆
者
も
期
待
を
も
っ
て
見
守
り
た

い
と
思
う
。

最
後
に
、
意
識
の
問
題
は
、
生
命
と
同
じ
く
、
意
識
を
生
物
学
的
問
題
と
し

て
わ
れ
わ
れ
が
解
決
す
る
時
に
、
何
が
と
い
う
ほ
苫
芯
々
を
問
う
の
で
は
な
く
、

ど
の
よ
う
に
と
い
う

y
s
k
g
の
段
階
に
次
第
に
移
行
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ

と
を
サ
i

ル
は
予
見
し
て
結
ん
で
い
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
サ
i

ル
が
呈
す
る

「
脳
の
プ
ロ
セ
ス
は
ど
の
よ
う
に
し
て
意
識
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
か
?
」

と
い
う
間
い
の
生
物
学
的
側
面
を
重
視
し
つ
つ
も
、
問
時
に
こ
の
間
い
が
哲
学

的
問
題
を
多
分
に
負
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
後
に
サ

i

ル
が

生
物
学
的
自
然
主
義
(
笠
。
一
。
関
付
即
日

g
g
s
r
s
)
と
命
名
す
る
(
ほ
}
こ
の
見
解

は

一
元
論
と
唯
物
論
を
明
快
に
拒
絶
す
る
。
そ
れ
は
、
心
身
を
二
つ
の
形
而

上
学
的
領
域
と
し
て
扱
う
哲
学
の
伝
統
に
対
す
る
挑
戦
状
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
生
物
学
的
自
然
主
義
を
唱
道
す
る
こ
と
に
よ
り
、

サ
i

ル
は
こ
れ
ま

で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
立
場
を
敵
に
ま
わ
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
彼
は
自
身
の
負
う
べ
き
説
明
義
務
を
果
た
そ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
語

を
用
い
て
議
論
を
展
開
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
過
程
で
サl

ル
が
「
心
(
包
昆
ご
と
い
う
一
訴
を
口
に
し
た
途
端
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
は
彼

が
嫌
悪
す
る
デ
カ
ル
ト
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
何
故

な
ら
、
そ
も
そ
も
心
身
問
題
が
未
解
決
の
問
い
で
あ
り
、
何
よ
り
も
わ
れ
わ
れ

は
一
一
元
論
で
な
い
意
味
合
い
の
〈
心
〉
を
表
す
一
世
一
口
葉
(
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
ヰ
出
回
っ
て
も
い
い
)
を
未
だ
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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