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自
己
意
識

の
モ
デ
ル

中
山

康
雄

O

〈
要
旨

〉

中
山
ロ
リ
Φ
O
巴

や
Z
欝
契

ロ
ヨ
鋤
ロ
Φ
り
Φ
色

は

、
合

理
的

工
ー
ジ

ェ
ン
ト
問
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ

ー
シ

ョ
ン
の
問
題

を
扱

っ
て

い
る
。

そ
こ
で
は
、
認
知

が

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に

深
く

関
わ

る
こ
と

が
指

摘

さ
れ
て

い
た
。

し
か
し
、
自
分
自

身
に
心
的
状
態

や
態

度
を

帰
属
す

る
こ
と
を

正
確

に
ど

の
よ
う

に
表
す

べ
き
な

の
か
と

い
う
問
題
は
、
今
後

の
課

題

と

し
て
残

さ
れ
た
ま

ま
だ

っ
た
。
本
稿
は

、
こ

の
課
題

に
取
り
組
み
、
前

述
の
論

文

を

補
完
し

よ
う
と
す

る
も

の
で
あ

る
。
ま
た

、
こ

の
課
題
を
解

く
過
程

で
、
民
間

心
理

学

の
概
念
と

認
知
心

理
学

の
概
念

の
関
係
づ
け
も

提
案
さ
れ

る
。
信
念
と

い
う
民

間
心

理
学

の
概
念

が
、

ワ
ー
キ

ン
グ

・
メ

モ
リ
ー

や
長
期

記
憶
と

い
う

認
知
心
理
学

の
概
念

と

関
連
づ
け

ら
れ
る
。

そ
し

て
、
意

識

の
流
れ
も
認

知
心
理
学

的
モ
デ
ル
を
用

い
て
説

明
さ

れ
る
。

さ
ら
に
、
〉
爵
ヨ
ωo
コ
穹

α
o。
三
轉

ぢ

ロ
Φ
刈
巳

の
記
憶

の
標
準

モ
デ
ル
を
拡

張

し
、
行
為

の

フ
ィ
ー

ド
バ

ッ
ク
に
よ

る
影
響
も
視

野
に
入
れ
た
合

理
的

工
ー
ジ

ェ
ン

ト

の
モ
デ

ル
を
提
案
す

る
。

本
稿

の
主
張
を
簡

単

に
ま
と

め
る
と
次

の
よ
う

に
な

る
。

人
は
信
念
を
持

つ
主
体

で

あ

る
だ

け

で
な
く

、
欲
求

や
意

図
を
持

つ
行
為

主
体

で
も
あ

る
。
だ
か

ら
、
自

己
お
よ

び
自
己
意
識
の
概
念
は
命
題
的
態
度
と
行
為
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

自
己
意
識

行
為
主
体

命
題
的
態
度

記
億

意
識
の
流
れ

自己意識 のモデ ル23



は
じ
め

に

本
稿
で
は
、
哲
学

の
立
場
か
ら
自

己
意
識
に
つ
い
て
考
え
る
。
本
稿
は
、
意

識
や
自
己
意
識
を
存
在
と
し
て
で
は
な
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
考
え
る
立
場
を
と

る
。
そ
こ
で
、
意
識
や
自
己
意
識
が
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
か
が
問
題
と

な
る
。

.
例
え
ば
、
あ
る
演
劇
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
演
劇
は
十
六
人
の
俳
優
に
よ

り
劇
場
T
で

一
九
九
九
年
九
月
三
十
日
に
演
じ
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
俳
優
や
劇

場
は
確
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
演
劇
と
同

一
で
は
な

い
。
そ
れ

で
は
、
問
題
の
演
劇
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
?

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
演
劇

の
存
在
を
追
及
す
る
こ
と
は
誤

っ
て
い
る
。
そ
の
演
劇
は
、

一
九
九
九
年
九
月

三
十
旧
に
劇
場
T
で
十
六
人
の
俳
優

に
よ
り
遂
行
さ
れ
売

一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
な

の
で
あ
る
。

同
様

の
こ
と
が
意
識
に
つ
い
て
あ

て
は
ま
る
。
意
識
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と

脳
内

の
部
位
を
探
し
て
も
無
駄
で
あ

る
。
脳
が
停
止
す
れ
ば
、
意
識
は
消
滅
す

る
。
脳
の
活
動
が
意
識
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
が
続
行
す
る
こ
と
の
条
件
だ
か
ら
で

あ
る
。

ま
た
、
自
己
意
識
が
な
け
れ
ば
、
・
自
己

へ
の
指
示
も
成
り
立
た
な

い
。
私
が

な
ん
ら
か
の
原
因
で
心
的
状
態
に
関
す
る
自
己
帰
属
能
力
を
失

っ
た
ら
、
私
は

中
山
で
あ
り
続
廿
る
が
、
自
己
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
自
己
は
特
定
の
身
体

と
同

一
で
あ
る
が
、
そ
の
同

一
性
は
、
そ
の
身
体
が
自
己
意
識
を
持

つ
こ
と
を

前
提
に
成
り
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
U
Φ
ω8
讐
Φ
ω
の

「我
思
う
ゆ
え
に
我
あ

り
」
は
、
自
己
の
存
在
が
自
己
意
識
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
主
張
と
解
釈

す
れ
ば
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
、
身
体
と
独
立
の
自
己
の
存
在
を
含

意
す
る
も
の
で
は
な
い
。

中
山
卩
Φ
ΦO
巴

や

乞
欝
翅
oヨ
鋤
ロ
リ
㊤㊤
巳

は
、
認
識
の
問
題
を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
側
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
解
決
さ
れ
ず
に
残
さ

れ
た
課
題
は
、
命
題
的
態
度
の
自
己
帰
属
や
現
在
と

い
う
時
間
把
握
を
正
確
に

表
現
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
本
稿
で
は
、
乞
舞
9・冨
8
0卩
Φ
㊤O
o]
で
の
議
論
を
さ

ら
に
徹
底
さ
せ
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
あ
る
提
案
を
し
た
い
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
自
己
と
は
何
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
に
自
己
自
身
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
時
間
は
自
己
に
ど

の
よ

う
に
現
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

1

命
題
的
態
度
の
内
容
と
は
何
か
?

本
稿
で
は
、
中
山
ロ
㊤
ΦO
巴

や

乞
舞
選
鋤ヨ
鋤
ロ
㊤
㊤Q。℃
H㊤
ΦΦ
色
と
同
様
、
信
念
、

欲
求
、
意
図
を
基
本
的
命
題
的
態
度
と
し
て
考

え
る
。
こ
こ
で
、
す
ぐ
に
、
「太

郎
は
～
と
信
じ
て
い
る
」
と
言
う
時
の
～
と
は
何
か
と

い
う
問
題
が
起
こ
る
。

私
た
ち
が
必
要
と
す
る
の
は
、
思
考
の
構
成
単
位
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
思
考

は
言
語
と
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
自
然
言
語
の
文
そ
の
も
の

を
命
題
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
に

は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
自
然
言
語
の
曖
昧
さ
と
外
界
へ
の
指
示
の
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う

〔↓
。

24
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1

・
1

命
題
的
態
度
の
内
容

自
然
言
語
の
文
列
は
曖
昧
で
あ
り

、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
情
報
が
欠
け
て
い
る

た
め
、

}
意
に
解
釈
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。

一
つ
は
照
応

(p。
蠧
9
0
琶

に

関
わ
る
問
題
が
あ
る
が
、
瞹
昧
さ
は
他
に
も
あ
る
。
私
た
ち
は
、
発
話
状
況
な

ど
を
考
慮
し
て
他
者
の
発
話
を
普
通

一
意
に
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
正

し
い
な
ら
、
思
考
の
単
位
は
自
然
言

語
よ
甑
も
豊
か
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

こ
の
問
題
は
、
翻
訳
や
言
語
処
理
を

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
を
用
い
て
実
行
し
よ

う
と
す
る
時
に
も
現
れ
る
。
具
体
的
な
問
題
の
分
析
は
、
橋
田
の
研
究
に
詳
し

い
。
特
に
、
照
応
に
関
す
る
解
釈
を
取
り
入
れ
た
形
式
言
語
に
は
、
閑
9
ヨ
ロ
の

デ
ィ
ス
コ
ー
ス
表
「示
理
論

(U
δ
O
O
⊆
『ωΦ
力
ΦO
民Φ
ωΦづ
梓9二
〇口
↓
ゲ
Φ○
「℃

℃
U
幻
↓
)、

そ

れ
を

改

良
す

る

こ
と

を
試

み

て
私

が
提

案

し
た

勾
Z
カ
い

(
閃
o
⊆
7

9
ヨ
Φ
磊
δ
p
巴

刃
8
話
ωΦ
暮
餌二
〇
⇒
い
穹
oq
§
oq
Φ)

な
ど
が
あ
る

(Σ
蹄
p葦
ヨ
四

ロ
リ㊤
㊤
σ
"一
㊤㊤
㊤
Φ]
参
照
)
。
橋
田
自
身
は
、
生
デ
ー
タ
に
意
味
的
修
飾
を
加
え
た

イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ト
コ
ン
テ
ン
ツ

(ぎ
冖Φ
≡
σq
Φ
三

8
暮
Φ
暮
)
を
用

い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
然
言
語
の
文
列
の
内
容

(oo
暮
Φ
茸
)
は
、
自
然
言
語
の
文
列
お
よ

び
そ
の
解
釈
を

一
意
化
す
る
た
め
の
情
報
を
持

つ
タ
グ
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

り
表
さ
れ
て
い
る

互
。

以
下
の
議
論
に
お
い
て
は
、
男
乞
閃
ピ
の
論
理
式

(D
論
理
式
)
を
用
い
て
命

題
を
表
す
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
、
閃
Z
幻
い
そ
の
も
の
が
私
達
の
思
考
単
位
を

直
接
表
現
し
て
い
る
と

い
う
テ
ー
ゼ

で
は
な
く
、
閃
乞
幻
い
と
似
た
構
造
と
機
能

を
持

つ
思
考
単
位
が
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

1

.
2

内
容
と
外
界
と
の
接
点

U
勾
↓

や

「
乞
力
い
で
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
外
界
と
の
接
点

を
持
た
な
い
。
外
界
と
の
接
点
は
、

U
困
目

で
は
構
造
を
持

つ
表
象
、
即
ち
、

デ
ィ
ス
コ
ー
ス
表
}不
構
造

(O
δ
OO
⊆
民ωΦ
カ
Φ
ロ
村ΦωΦ
昌
けO
江
O
⇒
Go
け「¢
9
⊆
同Φ

℃U
刀
ω
)

か
ら
外
界

へ
の
写
像
関
数
で
あ
る
埋
め
込
み
関
数

(Φ
ヨ
σ
Φ&

ヨ
Φq
含
昌
o
江
05
)

に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
。

閃
乞
幻
い
で
は
、
外
界
と
の
関
連
は
外
界
の
モ
デ
ル
を
拡

張
し
た
ス
コ
ー
レ
ム
拡
張
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
基
本
は

U
幻
日

と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
時
、

「表
象
構
造
と
外
界
と
の
関
連
づ
け
は
、
容
認
さ
れ

て
い
る
す
べ
て
の
制
約
を
満
た
す
形
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
あ
る
人
の
持
つ
談
話
対
象
と

い
う
表
象
と
外
界
と
の
関
連
づ
け

は
ど
の
よ
う
に
観
察
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?

こ
れ
は
、
直
接
に
は
観
察
で
き

ず
、
そ
の
人
の
行
為
を
通
し
て
推
測
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「窓
を
開

け
て
」
と
私
が
言

っ
た
と
き
、
そ
の
人
が
ど
ん
な
行
為
を
起
こ
す
か
に
よ
り
、

そ
の
人
が

「窓
」
と
い
う
言
葉
を
外
界
と

い
か
に
関
連
づ
け
て
い
る
か
を
推
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
U
碧
己
ω8

が
正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
あ
る
人
の
信

念
や
欲
求
の
解
釈
と
そ
の
人
の
行
為
の
解
釈
と
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な

い

も
の
な
の
で
あ
る

(∪
碧
建
ω〇三
一㊤
。。O
]"

国
く
三
⇒
Φロ
㊤㊤
巳
参
照
)
。

2

意
識
と
記
憶

2

・
1

記
憶
の
標
準
モ
デ
ル

認
知
心
理
学
の
代
表
的
記
憶
モ
デ
ル
に

〉
穿
ぎ
ω
8
山
三
頃
鼠
コ
モ
デ
ル
が
あ

自己意識のモデル25



る

(〉
け
評
一⇒
ω
O
⇒

蝉
⇒
α
Oo
す
一鴃
民
帥詳

[一
Φ
刈
一
]
参

照

)
。

こ

れ
を

、

以

下
、

「記

憶

の
標

準

モ

デ

ル
」

と

呼

ぶ
。

こ

の

モ

デ

ル
は
、

短
期

貯

蔵

庫

(珍

o
畧
宀
興
ヨ

ω
8
「
Φ
)
、

長

期

貯

蔵

庫

(一8

αq
宀
興
ヨ

ω
8

「
Φ
)

と

い
う

二

つ
の

タ
イ

プ

の
記

憶

の
場
を

認

め

、

次

の
よ
う

な

情

報

の
流

れ
を

考

え

る

も

の

で
あ

る
。

環
境

↓

感

覚

登

録

器

↓

短

期
貯

蔵

庫

廿

長
期

貯

蔵

庫

彼

ら

は

、

短

期

貯

蔵

庫

に

は

一
時

的

記
憶

が
、

そ
し

て
、

長

期

貯

蔵

庫

に

は

恒

久

的

記

憶

が
貯

蔵

さ

れ

、

反
応

に

関
す

る

情
報

は
短

期

貯

蔵

庫

か
ら

表

出

さ

れ

る

と

考

え

た

。

ま

た

、

彼

ら

は

、

ワ

ー

キ

ン

グ

・
メ

モ

リ

i

(≦
o
蒔

三

〇q

ヨ
Φ
ヨ
o
蔓

)

を

短

期

貯

蔵

庫

に
お

け

る

決

断

や

コ
ー
ド

化

な

ど

の

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
過

程

に

関

す

る
も

の
と

し

て

捉

え

た

。

し

か

し

、

そ

の
後

、

bd
四
α
②
Φ
一Φ
矯

ロ
⑩
。。
①
]
な
ど

の
指

摘

に

よ
り

、
問

題

解

決

の
た

め

の
中

間
的

処

理

に
必

要

な

情

報

が

一
時

貯

え

ら

れ

る

シ

ス

テ

ム
と

し

て

ワ

ー
キ

ン
グ

・
メ

モ
リ

ー

は

理
解

さ

れ

る
よ

う

に

な

っ
た

。

2

・
2

思
索
と
記
憶

出
来
事
の
記
述
に
は
、
記
述
状
況
に
依
存
す
る
表
現
と
依
存
し
な
い
表
現
と

が
存
在
す
る
。
時
間
の
中
で
の
出
来
事
記
述
に
関
し
て
、
中
山
ロ
⑩
㊤己

は
、
こ

れ
を

ζ
9
轟
oq①
5

の
A
系
列
と
B
系
列
の
区
別
に
依
拠
し
て
、
A
記
述
と
B
記

述
と
呼
ん
だ
。
記
述
状
況
に
依
存
す

る
出
来
事
記
述
は
、
「私
」
な
ど
の
指
標
詞

や
時
制
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
「私
」
は
、
記
述
の
主
体
で
あ
る
と
同

時
に
行
為
と
思
索
の
主
体
で
も
あ
る
存
在
者
を
指
す
。

A
が
思
索
の
主
体
で
あ
る
と
は
ど
い
う

い
こ
と
だ
ろ
う
か
?

A
が
思
索
の

主
体
で
あ
る
た
め
に
は
、
A
は
自
分
が
何
を
考
え
て
い
る
か
を
知

っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
A
が
何
か
を
考
え
て
い
る
と
は
、
そ
の
考
え
て
い
る
内
容
が

A
に
と
り
操
作
可
能
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
内
容
は
A
の

ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
に
存
在
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

(1)

A
は
時
点
亡
に
お
い
て
K
と
考
え
て
い
る

U

時
点

亡
に
お
い
て
K
は
A
の
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
に
存
在
し
て
い

る

(漆

≦
ζ

(》
』
)。

た
だ
し
、
む

は
条
件
法
を
表
す
記
号
と
し
、
「な
ら
ば
」
と
読
む
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
。

こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
記
憶
の
標
準
モ
デ
ル
や
そ
の
他
の
多
く
の
認
知
心
理
学
に

お
け
る
記
憶
モ
デ
ル
と

一
致
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

2

・
3

民
間
心
理
学
と
認
知
心
理
学

私
達
は
、
日
常
の
中
で
、
人
々
の
行
為
を
信
念
、
欲
求
、
意
図
な
ど
の
命
題

的
態
度
に
よ
り
説
明
す
る
。
例
え
ば
、
「太
郎
は
、
バ
ス
に
乗
り
遅
れ
る
か
も
し

れ
な
い
と
思

っ
た
の
で
走
っ
た
」
な
ど
と
言
う
。
こ
の
時
、
太
郎
は
、
バ
ス
に

乗
り
た
い
と
欲
し
、
走
れ
ば
バ
ス
に
乗
れ
る
だ
ろ
う
が
走
ら
な
け
れ
ば
バ
ス
に

乗
り
遅
れ
る
と
信
じ
、
そ
れ
が
た
め
に
、
意
図
的
に
走

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
説
明
は
、
し
ば
し
ば
、
民
間
心
理
学

({O
一評
口
ω《
Oげ
O一〇

αq
矯
)
に
お
け
る

説
明
と
呼
ば
れ
る
。

信
念
は
民
間
心
理
学
や
哲
学
に
お
け
る
概
念
で
あ
り
、
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ

リ
ー
は
認
知
心
理
学
に
お
け
る
概
念
で
あ
る
。
民
間
心
理
学
の
概
念
と
認
知
心
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理
学
の
概
念
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
、
信
念
と
は
何
で
あ
る
か
と

い
う
問

い
に

適
切
に
答
え
る
た
め
に
は
不
可
欠
な

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
意
外

な
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
試
み
が
な

さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
こ

れ
は
、
民
間
心
理
学
は
記
憶
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
な
し
に
命
題
的
態
度
を

用
い
て
行
為
を
説
明
で
き
、
当
所

の
目
的
を
達
成
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、

他
方
、
認
知
心
理
学
に
と

っ
て
は
、
信
念
と

い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
で
き
る

よ
う
な
こ
と
は
、
い
く

つ
か
の
タ
イ
プ
の
記
憶
を
用

い
る
こ
と
に
よ
り
説
明
で

き
た
か
ら
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
自
然
化
し
た
認
識
論
を

目
標
に
し
た
哲
学
は
、
私
達
が
日
常
で
行

う
説
明
と
認
知
心
理
学
な
ど
で
行
わ
れ
る
説
明
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
記
憶
な
ど

の
心
的
プ

ロ
セ
ス
や
状
態

の
記
述
法
を
用
い
て
信
念

と
い
う
心
的
状
態
を
記
述
す
る
こ
と

は
、
こ
の
概
念
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た

め
の
助
け
と
な
る
。

信
念
と
い
う
概
念
を
特
徴
づ
け
る

に
あ
た
り
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
が
行

動
主
義
的
視
点
で
あ
る
。

(2)

信
念
と
行
為
の
関
係

A
は
時
点

亡
に
お
い
て
K
と
信
じ
て
い
る

A↓

A
が
真
摯
で
あ
る
な
ら
、
時
点

亡
に
お
い
て

「の
Φコ
8
p
oΦ
(δ
噌」
と
聞

か
れ
た
な
ら
、
A
は

「は
い
」
と
答
え
る
。

た
だ
し
、
ωΦ
⇒
8
p
o
Φ(δ

は
、
K
を
A
が
理
解
で
き
る
言
語
に
翻
訳

し
た
文
と
す
る
。
ま
た
、
0

は
双
条
件
法
を
表
す
記
号
と
し
、
「と
き
、

か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

信

念

と

同
様

の
特

徴

づ

け

は

、

傾
向

性

(◎
一ω
b
O
の
一什一〇
詳
)

で

は
な

く

、

記

憶

の
概

念
を

用

い

て
も

表

現

で
き

る
。

即

ち

、

K
を

信

じ

て

い
る

と

い
う

こ
と

は

、

K
が

意

識

の
上

に

の

ぼ
り

う

る
と

い
う

こ
と

に
他

な

ら

な

.い
。

そ

し

て
、

K
が

A

の
意

識

の
上

に

の

ぼ
り

う

る

か

ら

こ
そ

、

A

は

「
。。
Φ
口
8

⇒
o
①
(δ

つ
」

と

聞

か

れ

た
と

き

「
は

い
」

と
答

え

う

る

の

で
あ

る
。

③

信
念
と
想
起
の
能
力

A
は
時
点
亡
に
お
い
て
K
と
信
じ
て
い
る

介
〉

時
点
亡
に
お
い
て
K
は
A
の
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
に
取
り
出
し
う

る
。

記
憶
さ
れ
た
情
報
は
、
基
本
的
に
想
起
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
原
理
的
に
想

起
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
情
報
は
、
す
で
に
そ
の
人
の
記
憶
の
中
に
は
な

く
忘
却
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
み
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
情
報

を
想
起
す
る
と
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
に
そ
の
情
報
が
浮
か
び
上
が

つ

て
く
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

神
経
心
理
学
な
ど
の
研
究
か
ら
、
宣
言
的
記
憶

(住
Φ
o
す
惹
江
く
①
ヨ
Φ
ヨ
o
亳
)

を
意
味
記
憶

(ωΦ
口P
僧
コ
け一〇
5P①
bP
O
「
《
)
と

エ
ピ

ソ
ー
ド
記
憶

(Φ
官
ωo
隻
o

ヨ
①
ヨ
o
亳
)
に
分
け
る
考
え
方
が
認
知
心
理
学
の
領
域

で
支
配
的
に
な

っ
て
き

て
い
る

(例
え
ば
、
囚
Φ
一一〇αq
oQ
ロ
O
Φ
巴
参
照
)。

信
念
に
関
わ
る
記
憶
は
宣
言
的
記
憶
で
あ
る
。
意
味
記
憶
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
記

憶
な
ど
の
長
期
記
憶
は
、
想
起
可
能
な
情
報
で
あ
り
、
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ

ー
に
取
り
出
し
う
る
情
報
で
あ
る
。
こ
の
考
察
を
上
の
③

の
特
徴
づ
け
と
組
み
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合
わ
せ
る
と
次
の
関
係
が
帰
結
す
る
。

ω

信
念
と
記
憶

③

溶

≦
ζ

(》
も

開
v
溶

しd
ω
(》
も

(K
が
時
点

亡
に
お
い
て
A
の

ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
ぞ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
な

ら
、
A
は
そ
の
時
点
に
お
い
て
κ
と
信
じ
て
い
る
。)

㈲

溶

ω
①ヨ
ζ
(》
も

開
v
瀦

bu
ω
(》
も

(K
が
時
点

古
に
お
い
て
A
の
意
味
記
憶
に
含
ま
れ
る
な
ら
、
A
は
そ
の
時

点
に
お
い
て
K
と
信
じ
て
い
る
。
)

ω

辯

国
℃
閂
≦
(》
も

尋

℃
(δ
碕
しd
ω
(》
辻

(K
が
時
点

亡
に
お
い
て
A
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
に
含
ま
れ
る
な
ら
、
A
は

そ
の
時
点
に
お
い
て
、
κ
で
あ

っ
た
と
信
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
、
(〆
)は

κ
に
よ
り
表
現
さ
れ
た
事
象

が
過
去
に
起
こ

っ
た
と

い
う
こ
と
を
表
現
し

て
い
る
。
)

(心
o
)
は
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
は
現
在
形
の
ま
ま
記
憶
さ
れ
、
過
去
と
い
う
特

徴
は
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
に
引
き
出
さ
れ
た
と
き
付
与
さ
れ
る
と
い
う
考

え
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
こ
の
方
法

は
、
出
来
事
を
過
去
の
も
の
と
し
て
記
憶

す
る
よ
り
効
率
的
で
あ
る
。
ま
た
、
.
出
来
事
の
記
憶
は
、
特
定
の
時
間
や
場
所

と
区
別
し
て
記
憶
さ
れ
、
そ
れ
が
思

い
起
こ
さ
れ
る
と
き
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ

リ
ー
の
中
で
結
合
さ
れ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
支
持
す
る
デ
ー
タ
も
あ
る

(3)。

私
が
あ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
れ
ば
、
私
は
そ
の
こ
と
を
知

っ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
私
が
欲
し
て
い
な
い
と
思

っ
て
い
る
の
に
、
あ
な
た
は
そ
れ
を
欲
し
て

い
る
の
だ
と
決
め
つ
け
る
権
利
が
誰
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?

あ
る
命
題
的
態

度
を
持

つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
知

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。

⑤

命

題

的

態
度

の
自

己
帰

属

㈲

擦

℃
U
ω
(》
℃◎

介
》
気
Φ
①
丶、
Φ
(ト
[呂

)m
ω
ω
(》
、聾

(κ

が
時

点

亡
に

お

い

て
A

の
命

題

的

欲

求
集

合

に
含

ま

れ

る

と
き

、

か

つ

そ

の
と

き

に
限

り

A

は

時

点

亡

に
お

い

て
、
自

分

が

K
を

欲

し

て

い

る
と

信

じ

て

い
る

。
)

⑤

溶

Hω
(》
℃◎

介
サ
丶b
昏
Φ
b
儀

(ト
[呂

)Φ
しd
ω
(誤

昏

(
K
が

時

点

亡
に
お

い

て
A

の
意

図

集
合

に
含

ま

れ

る

と
き

、

か

つ
そ

の
と

き

に
限

り

A

は

時
点

亡
に

お

い
て

、
自

分

が

K

を
意

図

し

て

い
る

と

信

じ

て

い
る
。
)

⑥

溶

bd
Go
(＼
r
◎

介
り
ぴ
Φ
丶丶Φ
〈
6
(ト
[呂

)m
切
QQ
(〉
も

.

(
K
が

時
点

亡
に
お

い
て

A

の
信
念

集
合

に
含

ま

れ

る
と

き

、

か

つ
そ

の
と

き

に

限
り

A

は
時

点

亡
に

お

い
て
、

自

分

が

K
を

信

じ

て

い
る
と

信

じ

て

い
る
。
)

漆

勺
U
QQ
(》
も
"
漆

HQo
(}
豊
龠

bd
ω
(》
も
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「A
は
時
点

亡
に

お
い
て
K
を
欲
し
て
い
る
」
、
「
A
は
時
点

亡
に
お
い
て
K
を
意
図
し
て
い
る
」
、

「A
は
時
点
亡
に
お
い
て
K
を
信
じ
て
い
る
」
と
表
現
さ
れ
る
A
の
心
的
状
態
に

相
当
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑤

か
ら
次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
こ
と
を
容
易
に
確
か

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⑥

命

題

的
態

度

の
関
係

㈲

勺
O
ω
(》
、
じ
昨

鳶
(
"
織
Φ
⑦
、㌧
Φ
(ト
[躑
凵
)m
ud
60
(》
も

}●

(時

点

亡
に
お

け

る

直

の
命

題

的

欲

求

集
合

は

孟
が

時

点

亡
に
お

い
て
自

分

が

欲

し

て

い
る

と

信

じ

て

い
る
命

題

に
よ

り

構

成

さ
れ

る

。
)

⑤

H
Oo
(》
、
じ
H

{映

"
丶旨
琳①
b
犠
(ト
[呂

)m
bd
oり
(}

亀
}.

(時

点

亡

に
お

け

る

A

の
意

図

集

合

は

A

が
時

点

亡
に

お

い
て
自

分
が

意

図

し

て

い
る
と

信

じ

て

い
る
命

題

に

よ
り

構

成

さ

れ

る
。
)

⑥

℃
O
ω
(〉

こ

n
しd
Go
(}

昏

㈲

Hω
(》
も

n
bd
Qっ
(》
夢

⑥

「
A
が

時

点

亡
に

お

い

て
K

を

信

じ

、

か

つ
、

K

が

真

で
あ

る
な

ら

、

A
が

時

点

亡
に

お

い
て

K

を

知

っ
て

い
る

」

と

い
う

知

識

の
規

定
を

認

め

る

な

ら

、
次

の

こ
と

が
成

り

立

つ
。

i

A

が
時

点

亡
に

お

い
て

K
を

欲

し

て

い
る

介
>4

は

時
点

亡
に
お

い

て

自

分
が

K
を

欲

し

て

い
る
と

知

っ
て

い
る

。

"11

A
が

時

点

亡
に
お

い
て

K
を

意

図

し

て

い
る

介
v
A

は
時

点

亡
に
お

い

て
自

分

が

κ

を
意

図
し

て

い
る
と

知

っ
て

い
る
。

…m

A
が

時

点

亡
に
お

い

て

K
を

信

じ

て

い
る

介
v
A

は
時

点

亡

に
お

い
て

自

分

が

K
を

信

じ

て

い
る

と
知

っ
て

い
る
。

⑮

漆

bd
ω
(》
も

⑪

ぴ
9

Φ
掃

(ト
[ぴ
9

.Φ
奉

(ト
竃

)])m
ゆ
ω
(》
喜

(9

か
ら
信
念
の
無
限
入
れ
子
が

生
ず
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
無
限
の
反
省
は
最
初
の
単
純
な
信
念
と
同
値
な
こ
と
も
同
時
に
帰
結
す
る
。

私
た
ち
が
反
省
を
続
け
れ
ば
、
「私
は
K
を
信
じ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
こ

と
を
信
じ
て
い
る

・
:

」
と
続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
、
可
能
な
意
識
の
プ
ロ
セ
ス
を
表
す
だ
け
で
あ

っ
て
、
実
際
の
意
識
の
プ

ロ

セ
ス
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
「私
は
K
を
信
じ
て
い
る
こ
と
を

信
じ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る

…

」
と
い
う
主
張
は
、
「私
は
K
を
信
じ

て
い
る
」
と
い
う
主
張
と
同
じ
真
理
値
を
持

っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
非
効
率

的
に
主
張
す
る
特
別
な
理
由
は
普
通
な

い
の
で
あ
る
。

2

・
4

.意
識
の
流
れ
と
記
憶
の
標
準
モ
デ
ル

私
達
は
体
験
の
束
を

一
つ
の
流
れ
と
し
て
感
じ
る
。
中
山
P
O
Φ
Σ

は
、
こ
の

体
験
の
流
れ
を
印
象
構
造
と
し
て
記
述
し
、
こ
れ
が
時
間
構
造
を
形
成
す
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
体
験
の
流
れ
と
し
て
の
意
識
の
流
れ
は
、
記

憶
の
標
準
モ
デ
ル
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
意
識
の
流
れ
を

構
成
す
る
も
の
は
、
知
覚
の
流
れ
と
思
考
な
ど
の
情
報
処
理
の
流
れ
で
あ
る
。

中
山
ロ
㊤
O
Σ

の
議
論
で
主
観
的
時
間
を
構
成
す
る
の
に
重
要
な
の
は
、
印
象
の

絶
え
ざ
る
現
れ
で
あ

っ
た
。
こ
の
議
論
に
即
し
て
、
意
識
内
容
の
現
れ
に
よ
り

し

主
観
的
時
間
が
構
成
さ
れ
る
と
も
記
述
で
き
る
。

(b) (a)(7)

意
識
内
容
の
絶
え
ざ
る
現
れ

意
識
内
容
は
絶
え
ず
現
れ
る
。

意
識
内
容
の
現
れ
る
場
が
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
で
あ
る
。

標
準
モ
デ
ル
で
は
、
各
感
覚
登
録
器
に
情
報
が
入
り
、
そ
れ
が
ワ
ー
キ
ン

グ

.
メ
モ
リ
ー
に
流
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
、
標
準
モ
デ
ル
に
は
、
考
慮
さ
れ
て
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い
な
い
注
意

(四
けけΦ
口
θ一〇
口
)
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
組
み
込
む
な
ら
、
感
覚
情
報
の

う
ち
、
注
意
を
向
け
ら
れ
た
部
分
だ
け
が
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
に
流
れ
て

い
く
と
言

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
感
覚
登
録
器
の
容
量
も
ワ
ー
キ
ン
グ

・

メ
モ
リ
ー
の
容
量
も
限
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
新
し
く
入

っ
て
く
る
情

報
は
、
古

い
情
報
を
押
し
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
古
い
情
報
の

方
は
、
標
準

モ
デ
ル
で
は
、
長
期
記
憶
に
コ
ピ
ー
さ
れ
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。意

識
の
流
れ
と
は
、

ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
に
お
け
る
情
報
の
流
れ
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
の
容
量

と
い
う
幅
を
持

っ
た
現
在
が
存
在
す

る
こ
と
に
な
る
。

中
山
ロ
ΦO
Σ

が
主
張
す
る
よ
う

に
、
私
達
の
時
間
理
解
は
、
世
界
時
間
の
理

解
を
も
取
り
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
主
観
的
時
間
は
、
時
間
の

一
面
で

し
か
な
く
、
自
ら
の
体
験
を
世
界
時
間
の
中
に
位
置
づ
け
、
自
ら
の
行
為
を
世

界
の
中
の
出
来
事
と
し
て
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
は
じ
め

て
私
達
は
全
面
的
な
時
間
理
解
に

い
た
る
の
で
あ
る
。
時
間
理
解
が
子
供
に
は

難
し

い
課
題
で
あ
り
、
十
歳
ぐ
ら

い
で
よ
う
や
く
完
全
に
習
得
さ
れ
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
、
る

(時
実
P
8
。。
]
参
照
)。

2

・
5

記
憶
モ
デ
ル
の
限
界
性

こ
こ
ま

で
、
記
憶
モ
デ
ル
を
中
心

に
意
識
や
信
念
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て

き
た
。
し
か
し
、
記
憶
モ
デ
ル
だ
け
を
取
り
出
し
て
も
人
間
の
認
知
プ
ロ
セ
ス

の
全
体
像
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
生
命
は
進
行
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、

生
物
体
の
全
体
像
は
運
動

の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
同
様
に
、
人
間
の
認
知

の
分
析
は
行
為
の
分
析
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
記
憶
モ
デ
ル
は
、
行
為
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

3

行
為
主
体
と
し
て
の
自
己

「私
」
と
い
う
語
に
よ
り
指
示
さ
れ
る
対
象
は
世
界
の
中
に
存
在
す
る
身
体

で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が

「私
」
と

い
う
語
を
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

こ
の
指
示
さ
れ
た
身
体
が
活
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「私
」
と
い
う
語
を
用

い
る
と
い
う
行
為
は
身
体
活
動
の

一
部
に
他
な
ら
な

い
。
だ
か
ら
、
正
確
に
は
、

「私
」
と
い
う
語
に
よ
り
指
示
さ
れ
る
対
象
は
生
き

て
い
る
身
体
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

Σ
欝
o
旨
ヨ
四
ロ
リ
リ
ΦΦ
]の
四
次
元
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
の
存
在
論
に

従
え
ば
、
「私
」
の
指
示
対
象
は
、
そ
の
ど
の
時
間
部
分
を
と

っ
て
も

「生
き
て

い
る
人
間
」
と

い
う
述
語
が
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
四
次
元
時
空
に
広
が

っ
た
対

象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

3

・
1

命
題
的
態
度
と
行
為

私
達
は
自
分
自
身
に
態
度
を
帰
属
で
き
る
し
、
そ
れ
を
用
い
て
自
分
の
行
為

を
説
明
す
る
こ
と
も
あ
る
。
私
達
は
、
時
々
、
「お
れ
は
何
故
あ
の
時
あ
ん
な
む

ご
い
こ
と
を
言
っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
」
と
反
省
し
た
り
し
な
が
ら
命
題
的
態
度

や
心
的
状
態
を
自
己
帰
属
す
る
こ
と
に
よ
り
自
分
の
過
去
の
行
為
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
。

命
題
的
態
度
と
行
為
と
は
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
?

こ
の
よ

う
な
問
い
に
ど
の
よ
う
に
答
え
れ
ば
よ

い
だ
ろ
う
か
?

こ
こ
で
、
重
要
な
の
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は
、
信
念
、
欲
求
、
意
図
な
ど
の
命
題
的
態
度
と
行
為
の
問
の
相
互
作
用
で
あ

る
。
哲
学

の
議
論
で
は
、
命
題
的
態
度
か
ら
い
か
に
行
為
が
生
じ
る
か
と

い
う

問
題
の
み
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
例
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
実
践
三
段
論
法
は
信
念
と
欲
求
か
ら
い
か
に
行
為
が
帰
結
す
る
か
を
定

式
化
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
行
為
遂
行
が
い
か
に
命
題
的
態
度
に
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
モ
デ
ル
を
提
案
し
て
、
命
題
的
態
度
と
行
為
の
問
の
相
互
作
用

を
記
述
す
る
方
法
を
と
り
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
相
互
作
用
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
り
う
る
か
を
モ
デ
ル
は
具
体
的
に
提
示
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

3

・
2

自
己
の
動
的
理
解

私
達
は
、
自
己
を
態
度
の
担
い
手

で
あ
る
と
同
時
に
行
為
主
体
と
し
て
理
解

し
て
い
る
。
私
の
意
図
は
、
私
の
身
体
運
動
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
こ
こ
に
態

度
と
行
為
の
結
び
つ
き
が
あ
る
。
こ

こ
で
、
自
己
の
基
本
的
特
徴
を
あ
げ
て
お

こ
う
Q

(a)(8)(c)(b)

自
己
の
基
本
的
特
徴

(A
と

い
う
自
律
的

工
i
ジ
ェ
ン
ト
の
場
合
)

A
が
意
図
で
き
る
の
は
、
鼠
分
の
行
為
の
遂
行
だ
け
で
あ
る
。
他
者
の

行
為
の
遂
行
は
意
図
で
き
な

い
。
そ
の
た
め
、
A
の
意
図
集
合
HQり
(}
昏)

は
、
碧
気
し
と
い
う
形
の
命
題
か
ら
の
み
な

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
鋤
9

は
あ
る
行
為
を
表
す
と
す
る
。

丑
の
行
為
は
環
境
の
中
で
実
行
さ
れ
る

(図
2
参
照
)。

実
行
さ
れ
た
A
の
行
為
を
A
は
自
ら
の
行
為
と
し
て
認
識
す
る
。
例
え

ば
、
A
が

鋤
良
を
実
行
し
た
な
ら
、
A
の
そ
の
時
点
で
の
信
念
に
鋤
o
久
b

が
加
わ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
己
を
規
定
す
る
と
、
行
為
の
計
画
と
遂
行
に
支
障
を
持

つ
分

裂
病
者
の
自
己
は
壊
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
計
見
ロ
㊤
O
㊤]
は
計
画
的
行
為
遂

行
の
実
践
を
訓
練
す
る
こ
と
に
よ
り
分
裂
病
者
が
回
復
に
向
か
う
こ
と
を
報
告

し
て
い
る
が
、
行
為
遂
行

の
実
践
は
、
こ
の
意
味
で
自
己
の
再
構
成
に
つ
な
が

る
と
考
え
ら
れ
る
。

3

・
3

認
知
と
行
為

の
包
括
モ
デ

ル

身
体
運
動
は
環
境
に
起
こ
る
出
来
事

の

一
部
で
あ
る
。
エ
ー
ジ

ェ
ン
ト
は
自

ら
の
行
為
の
効
果
を
認
識
で
き
る
。
図
1
は
、
こ
の
エ
ー
ジ

ェ
ン
ト
が

一
つ
の

複
雑
適
応
系

(8
ヨ
鳳
Φ×
巴
巷
け一くΦ
超
曾
Φヨ
)
と
み
な
し
う
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
複
雑
適
応
系
と
は
、
O
Φ〒
ζ
畧
づ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
入

っ
て
き
た
情

報
か
ら
規
則
性
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
ス
キ
ー
マ
と
呼
ば
れ
る
内
部
モ
デ
ル
、へ
と

圧
縮
し
て
、
そ
の
ス
キ
ー

マ
を
も
と
に
行
動
す
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

(井
場

・福
原
ロ
㊤
り。。]
b
●Φ
一、
O
巴
-ζ
譽
三
一Φ
逡
]
参
照
)。

複
雑
適
応
系
は
、
ス
キ
ー
マ
に
基
づ
い
た
行
動
を
起
こ
し
、
そ
の
行
動
が
環

境
で
生
み
出
す
効
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
て
必
要
が
あ
れ
ば
ス
キ
ー
マ

を
修
正
し
、
よ
り
環
境
に
適
し
た
行
動
パ
タ
ー
ン
を
学
習
し
て
い
く
。
ス
キ
ー

マ
の
修
正
や
行
動
決
定
は
、
単
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
従

っ
て
遂
行
さ
れ
る
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ス
キ
ー

マ
の
生
成
は
学
習
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
と
環
境
か
ら
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
り
決
め
ら
れ
る
の
で
、
行
動
決
定
自
身
が
何
重
も
の
環
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複雑適応系A

環境

iAの 行動i
≡i
」鱒脚 凾.,

▲

,",,"… … ・鱒、

レ 情)報

噛},,,の 囲,o,巳,

スキー マ

(内 部モデ ル)

7

スキー マ に従 っ た

行動 決定

複雑適応系(図1)

境
と
の
相
互
作
用
を
経
由
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

図
2
は
、
人
間
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
合
理
的

工
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
モ
デ
ル
化
し

て
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
1
と
比
べ
る
と
ス
キ
ー
マ
の
代
わ
り
に
、
意
味

記
憶
、、
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
、
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
間
の
相
互
作
用
が
考
慮

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
行
動
決
定
に
欲
求
集
合
と
意
図
集
合
と
ワ
ー
キ
ン
グ

・

メ
モ
リ
ー
が
関
与
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
行
動
決
定
に
は
意
識
的
な
も
の
と
非

意
識
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
命
題
的
欲
求
集
合
と
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー

が
関
わ
る
行
動
決
定
と
、
ワ
ー
キ
ン
グ

・
メ
モ
リ
ー
が
関
わ
ら
な

い
、
も

っ
と

直
接
的
な
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
結
合
を
通
し
た
身
体
運
動
の
遂
行
が
平
行
し
て
進
行

で
き
る
よ
う
記
述
さ
れ
て
い
る
。

3

・
4

行
為
主
体
の
モ
デ
ル

信
念
、
欲
求
、
意
図
な
ど
の
命
題
的
態
度
は
、
行
為
や
環
境
と
ど

の
よ
う
に

関
わ
り
合
う
の
か
?

図
2
は
、
こ
の
こ
と
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
が
、
命
題

的
態
度
問
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
考
え
て
み
よ
う
。

中
山
ロ
O
りり
巴

お
よ
び

乞
9
寄
旨
ヨ
鋤卩
り⑩
㊤三

は
、
合
理
的
工
ー
ジ

ェ
ン
ト
の

行
動
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
並
列
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
基
本
的
特
徴
を
提
案
し
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
改
良
し
、
信
念
、
欲
求
、
意
図
そ
れ

ぞ
れ
に
並
列
に
進
行
す
る
三
つ
の
小

工
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
命
題
的
態
度
.問
の
相
互
作
用
を
描
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
、
図
3
に
表
さ

れ
て
い
る
並
列
の
プ
ロ
セ
ス
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
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省 略 記 法=

SemM;意 味 記 憶(SemanticMemory)

EpM:エ ピ ソ ー ド記 憶(EpisodicMemory)

PDS3命 題 的 欲 求 集 合(PropositionaH)esireSet)

DS:非 命 題 的 欲 求 集 合(DesireSet)

IS3意 図 集 合(htentionSel)

ゑ の身体

環境

→

ワ ー キ ン グ ・メ モ リー 長期記憶

感
覚

登

録
器

SemM

レ
情報

レ

EpiM
)

ぐ

▼

i情 報と欲求との照合r

'

PDS

邑

DS

i行 為選択i
li

コ L

lS

4の

身 体

運 動

L一 ▲一一'

身体運動実行

プロセス→ ニ ュー ラル

結合
)

認知と行為の包括モデル(図2)
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以下 の三 つ の操作 が並 列 して進 行す る 。

(8a)信 念集 合BS

↓

外界との相互作用などか らの影響によるBSへ の書き込みや修正

(8b)命 題 的欲 求集 合PDS

満たされた欲求 をPDSか ら削除

外界との相互作用やBSの 変化な どか らの影響 に

よるPDSへ の書き込 みや削除

(8c)意 図集 合isと 行 為遂 行 の相互 作用

↓ ↓

3Sの 信念 を用 いてPDSの 要素 を満たす手段で 自分で遂

行できる行為のリス トを作 りこれを新 しいISと 規定

キ

ISは 空?

(NO)(YES)

↓1
ISか ら一要素を選択

この要素に表現 されている行為を実行

この要素を1Sか ら削除

1

並列な鰕 ループを持ったアルゴ}1ズム(図3)

34



⑨

合

理

的

工
ー

ジ

ェ
ン
ト

の
態

度

と

行

動

を

規

定

す

る
並

列

ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム

の
特

徴

ま

ず

、
以

下

の
規

定

で
必
要

に
な

る
表

記

の
規
定

を

す

る
。

曳

δ

は

、

κ

に

よ

り
表

現

さ

れ

た
事

象

が

未

来

に
起

こ

る
と

い
う

こ
と

を

表

現

し

て

い
る
。

ま

た

、

山
o
等

M

凵
×

碧

只
ざ

が

成
り

立

つ
と

す

る
。

即
ち

、

鼬
9
管
は
誰

か
が

行
為

鋤
9

を

遂

行

す

る

こ
と

を

指

し

て

い
る
。

ω
9。
菖
ω
隣
Φ
阜

U
Φ
ω
『
Φ
(しU
ω
煮
》
)噛

勺
O
ω
煮
》
))
11

{映

"
[呂

m
勺
O
ω
漢
と

か

つ

[置

m
切
ω
煮
》
)
が

成

り
立

つ
}・

>
bd
い
国
(〉
)
"

{鋤
良

U

"
鋤
o
只
b

は

A

が

そ

の
時

点

で
自

分

で
な

し

う

る

と

思

っ
て

い
る
行

為

}

切
Φ
讐

ω
鋤
三
Φ
(しd
Qり
管
(》
)℃
勺
U
Qo
菅
(》
))
"

{黥

只
U

臼
營

気
b
m
>
bd
い
国
(》
)
卿

(([(鼬
9
曇
↓

員

癖

))
〉

…

〉

(抖

一
↓

肉

(斜

))
〉

(き

↓

員

O
o
勘
b
)]
∩
U」
QQ
煮
卜
)
即

[O
O
鋤
b
m
℃
]∪
の
艇
(卜
))
を
満

た

す

D
論

理

式

O
o
旺

が
存

在

す

る

)}

o
び
9
0
Φ
(因
)
は

、

集

合

Y
か

ら

適

切

な

一
要

素

を

取

り

出

す

関

数

と

す

る

。

次
の
三
つ
の
操
作
は
並
列
に
進
行
す
る

(図
3
参
照
)。

㈲

外
界
と
の
相
互
作
用
や
推
論
に
よ
る
切
ω
の
変
更

≦
国
Hい
国

旺
㌧≦
Ψ(》
)
U
O

Oゴ
Qっ
煮
》
)
イ

[外
界
と
の
相
互
作
用
な
ど
か
ら
の
影
響
に
よ
る
書
き
込
み

や
修
正
]脚

⑤

外
界
と
の
相
互
作
用
や

ゆ
G。
で
の
推
論
よ
る
勺
U
ω
の
変
更

(c)

≦

国
Hい
国

勘
欺
奉

(》
)
U
O

勺
O
ω
管
(〉
)
下

℃
U
ω
菅
(》
)
l

Go
讐

酵

δ
阜
U
Φ
の
冒
Φ
(bd
Qり
釜
(》
)㌔

U
ω
管
(》
))"

℃
U
oQ
煮
》
)
""

[外

界

と

の
相

互

作

用

な

ど

か

ら

の
影

響

に
よ

る

書

き

込

み

や
削

除
]
"

H
Go
と

行
為

遂

行

の
相

互

作

用

芝

出
H
い
国

恥
㌶
奉

(》
)
U
O

H
唆

(》
)
下

刃
Φ
曁

鈴
三
Φ
(bd
ω
静
(》
γ
℃
U
唆

(》
))旧

H
閃
H
GQ
管
(》
)
壮
Q

日
=
国
Z

>
O
日

下

o
げ
9
8

(お

管
(》
))脚

>
O
日
を

身
体

運

動

実
行

プ

ロ
セ

ス

へ
送

れ

"

H唆

…11

H
唆

ー

{〉
○
↓
}…

こ
こ
で
、
時
間
は
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た

い
。
プ

ロ
セ
ス

自
身
は
進
行
し
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
プ

ロ
セ
ス
が
進
行
し
て

い
る
時
点
を
外
の
時
計
で
計
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
私
た
ち
は
外
側
か
ら
そ

の
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
し
て
い
る
時
点
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
内

部
で
進
行
し
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
自
身
は
、
こ
の
時
点
を
表
象
す
る
必
要
は
必
ず

し
も
な
い
。
時
点

亡
に
お
い
て
の
プ
ロ
セ
ス
内
部
に
お
け
る
信
念
集
合

しd
ω
砦(》
)
.

が
、
外
部
か
ら
読
ま
れ
る
時
の
bd
ω
$
』

の
価
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
並
列
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
は
、
命
題
的
態
度
と
行
為
の
間
の
い
く

つ
か
の

相
互
作
用
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
(Φ
σ
)
に
よ
れ
ば
、
欲
せ
ら
れ
た
ゴ
ー
ル
が
実

現
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
た
な
ら
、
そ
の
ゴ
ー
ル
を
表
す
命
題
は
命
題
的
欲
求
集

合

℃
U
ω
か
ら
除
か
れ
る
。
ま
た
、
(り
o)
に
よ
れ
ば
、
実
行
に
移
さ
れ
た
意
図
は

意
図
集
合

HQo
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
信
念
は
、
意
図
集
合
形
成
の
た
め

自己意識のモデル35



に
用

い
ら
れ
る
の
で
、
信
念
集
合

が
変
わ
れ
ば
、
ゴ
ー
ル
達
成
の
た
め
の
戦
略

が
変
わ
り
、
ど
の
行
為
を
意
図
す
る
か
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

(O
o)
か
ら
見

て
取
れ
る
よ
う
に
、
意
図
集
合
は
、
そ
の
時
点
で
の
信
念
と
欲
求
に
依
存
し
て

規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
念
集
合
は
意
図
の
形
硯
と
欲
求
と

意
図
の
充
足
に
深
く
関
係
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
節
と
図
2
で
記
述
さ
れ
た

関
係
か
ら
見
れ
ば
、
信
念
集
合
の
修
正
は
、
意
味
記
憶
や
エ
ピ

ソ
ー
ド
記
憶
の

修
正
に
よ
り
達
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

3

.
5

自
己
と
自
己
意
識

自
己
と
は
、
自
己
意
識
の
宿
る
身
体
で
あ
る
。
自
己
は
、
脳
の
プ
ロ
セ
ス
で

あ
る
意
識
が
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
担

っ
て
い
る
身
体
を
指
示
す
る
と
き
の
そ
の
身

体
で
あ
る
。

自
己
意
識
と

い
う
現
象
は
、
た

っ
た
今
進
行
中
で
あ

っ
た
意
識
の
プ
ロ
セ
ス

が
そ
の
意
識
の
担

い
手
で
あ
る
身
体

の
中
で
起
こ

っ
た
と

い
う
こ
と
を
認
め
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
「自
己
意
識
」
と
い
う
語
は
特
定
の
意
識

と
い
う
よ
り
も
、
自
己
を
意
識
で
き
る
と

い
う
能
力
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合

が
多

い
。
だ
か
ら
、
自
己
意
識
は
、
命
題
的
態
度
の
透
明
性
と
し
て
理
解
で
き

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
透
明
性
は
、
(ΦΦ
)で
表
現
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
私
達
は
、
自
己
を
行
為
主

体
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
私
達
が
意
図

で
き
る
の
は
、
私
達
自
身

の
身
体
運
動
で
あ
る
。
意
図
の
形
成
が
、
こ
の
よ
う

な
動
的
意
味
で
の
自
己
理
解
を
前
提

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
己

理
解
は
、
図
2
に
表
さ
れ
た
よ
う
な
行
為
遂
行
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
全
体
と
結
び
つ

い
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
は
環
境
の
中
に
存
在
し
、
環
境
内
の

他
の
対
象
と
の
因
果
的
連
関
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
因
果
連
関
の
解
釈

が
記
憶
の
中
に
と
ど
め
ら
れ
、
そ
れ
が
欲
求
を
満
た
す
た
め
の
戦
略
の
形
成
を

助
け
、
意
図
の
形
成
を
助
け
る
の
で
あ
る
。
身
体
は
、
環
境
の
中
に
位
置
す
る

行
為
主
体
と
し
て
理
解
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
、
自
己
と
な
る
の
で
あ
る
。

注(1
)
哲
学

に
お

い
て
は
、
信
念
な
ど

の
命
題
的
態

度
に
関
す

る
内

容
を
、
抽
象

的

で

精

神

活

動

か

ら

独

立

し

た

も

の

と

し

て

捉

え

る

命

題

理

論

(實

8

0
ω
三
〇
蠧

=

9

0
ユ
①
ω
)
を
取

る
立
場

と
、
内
容
は
文

で
あ

る
と
す

る

文
理
論

(ω
①
昌
什
①
P
冖一自ρ
一
什ず
①
O
「
一Φ
ω
)

の
立
場

が
あ

る
。
命
題

理
論

家
と
し

て

は
、
甲

①
ひq
Φ
が
、
そ

し
て
、
文

理
論

家
と

し
て
は
、
勾
泣
Φ
、

∪
鋤
く
こ
ω
o
口
、

閃
o
α
自

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
(身

①
ロ
リ
Φ
』

参
照
)。

い
ず
れ

に
し

て
も
、
内
容

の
理

論

の
根
本

問
題

は
、

計

算

処

理

(
o
o
ヨ
ロ
ロ
鐙

二
〇
p
)

と

志
向

性

(一再
①
葺
δ
p
p
=
¢
)
と

い
う
内
容

の
二

つ
の
面
を

い
か
に
整
合
的

に
説
明

で

き
る
か
と

い
う

こ
と
に
あ

る

(句
o
α
o
「
ロ
O
り
』

参
照
)
。
本
稿

は
、
文

理
論

に

近

い
立
場
を
と

る
が

、
文

な
ど

に
よ
り
表
さ

れ
る
情
報
は
他

の
情

報
と
結
び

合
わ
さ
れ
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
を

作
り
出
す
と
考
え

る
。

つ
ま
り
、
内
容

は
個

々

に
分
離
し

て
処
理
さ
れ

る
も

の
で
は
な
く
、
・不
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
造

の
中

の

一

つ
の
部
分
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
と
し

て
考
え
ら
れ

て
い
る
。

(2
)
橋

田
は
、
大
域

文
書
修
飾

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
中

で
、
自
然
言
語

の
文

に
あ

る
曖
昧

さ
を

消
去
す
乃
た
め

タ
グ
を
文

の
構

成
部
分

に
付
与
す
る
方
法
を

研

究

し
て

い
る
。

橋
田

の
用

い
る
タ
グ

に
は
、
意

味
タ

グ
、
統

語
タ
グ
、
指

示

タ

グ

、

語

用

論

タ

グ

が

あ

る

。

橋

田

[
一
Φ

り

◎。

]
、

耳

6

"＼
＼
≦
≦
ぞ
.Φ
二
.oq
o

・甘

＼
Φ
二
＼
p
く
oq
α
p
＼

お

よ

び

葺
6
一＼
＼
萋

ミ
・Φ
二
ぬ
o
な
＼
Φ
け一＼
巳
＼
oq
畠

＼
β
mq
ヨ
p・
昌
葺

巨

参
昭
…。
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(
3
)
○
冨
Φ
邑

色
9
一
㊤
り
Σ

は
、
前
頭
前
野
と

エ
ピ

ソ
ー
ド
記
憶
と

の
関
係

に
つ
い

て
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。
「
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
臨
床
例

(
H

・
M
な

ど

)
か
ら

わ
か

る
よ
う

に
、

で
き
ご
と

と
事
実

の
明
示
記

憶
に

つ

い
て
は
、

海
馬

と
内
側
視
床

が
約

二
年
分

の
記
憶
を

蓄
え
る
役
割
を
果

た
し
て

い
る
ら

し

い
。
こ
う
し
た
長
期

記
憶
は
、

ペ
ン

フ
ィ
ー

ル
ド

の
研
究

で
明
ら
か
に
な

っ
た

よ
う

に
、
何

ら
か

の
か
た
ち

で
側

頭
葉
に

「
蓄
え
」
ら

れ
る
。

い
っ
ぽ

う
、
海

馬
と
内
側
視
床

の
両
方
と
線
維
結

合
が
あ
る
前
頭
前

野
は
、
事

実
に

時
と
場

所
に
関
す

る
適

切
な
情
報
を
与
え

、
固
有

の
で
き
ご
と
と

し
て
記
憶

さ
れ

る
よ
う

に
働
く
。
」

(邦
訳

ロ
」

O
ω
)
ま
た

、
神

経
科
学
の
多

く
の
研
究

者

が
、

ワ
ー

キ

ン
グ

・
メ

モ
リ
ー
と
前

頭
前

野

の
関
連
性
を

認

め

て

い
る

(O
o
己
∋
9。
等
幻
⇔
江
o
ロ
Φ
8
]
参

照
)
Q

参

考

文

献

〉
け評
言
ω
O
P

知
ド
7
「
夐o
α

0
'
鋤
P
α

Go
三
h蹄
一P

カ
8
7
N
§o
α

H≦
.
口
Φ
刈
巳

=↓
ぴ
①
O
O
昌
寝
O
一
〇
h

ω
=
O
「
学
↓
Φ
居
ヨ

H≦
Φ
ヨ
O
H<
』
巨

q
O希
b
琳ミ
O
＼
ζ
旨
⑦
さ
げ
隠
斜

bQ
N
9

◎o
bO
-り
O

・

bd
田
血
α
Φ
δ
ざ

〉
・
O
.
口
㊤
○○
①
]
ミ
げ
ミ

b
晦

§

§
O
黛

.
O
×
8
「
α
q
℃
.

U
蝉
く
こ
ω
O
P

U
O
昼
9⊃
匡

口
Φ
○◎
O
]
騨

鶏

遂

o
b
》
9
丶O
勘
恥
題
め
亀
肉
奉

旨
肺少

Ω

9ρ
お

=
島
o
コ
℃
お

ω
ω

■

国
く
口
3
ρ

QQ
一ヨ

8

ロ

リ
㊤
巳

O
§

ミ
魁
b
題
£
魁
⑦
§

矯
切
霧

=

ゆ
δ
葺

≦
①
=

(宮

島

昭

二

訳

[一
Φ
O
①
]
『デ

イ

ヴ

ィ
ド

ソ

ン

ー

行
為

と

言

語

の
哲

学

』

勁

章

書

房

)

閃
o
O
o
「
し
Φ
霞

《
〉
.口
O
Φ
出

§

Φ
穿

鋤
旨
亀
き

Φ
畧

Φ
憲
"
ζ

H↓
.

○
お

Φ
p
h一〇
一9

Qo
二
ω
p。
諺
〉
'
ロ
リ
Φ
Σ

冨

Φ
ぎ

ヨ
§

bu
蠢
夛

○
ユ
8

℃
⊆
σ
.
(新

井

康

光

允

訳

ロ
⑩
り
Φ
]
『
脳
が
心
を
生
み
だ
す
と
き
』

草
思
社
)

O
Φ
=
亠
≦
田
う
p
」
≦
⊆
護

臼。
《

口
Φ
O
幽
]
§

Φ
O
に
題
ミ

鋤
b
亀

蕁
Φ
賓

民

》
魁
奉

弊咋
窪
、
8

貯

さ

Φ

臨
臼
良

Φ

鋤
b
織

S

Φ
o
o
ヨ
b
丶Φき

.「
屋

①
ヨ
餌
口

卿

O
o
二

Z
①
≦

く
o
葺

(
野
本

陽

代

訳

ロ
リ
O
Σ

『
ク

ォ
ー

ク

と

ジ

ャ

ガ

ー
』

草

思

社

)

O
o
匡
巨
四
守
幻
9ρ
臨
ρ

勺
碧

二
〇
冨

[
6
㊤
Φ
]
.乞
Φ
仁
「巴

bd
9ρ
ω
冨

o
h
芝

o
爵

ぎ
⑩

ζ

①
ヨ
o
q

ご

巨

」
憲

Φ
ミ

↓
穿

曼

o
丶D
隠
Φ
ミ
隠
O㌦
S
Φ
書

丶貸
く
①
⑦
o
丶穹

O
Φ
診

Oo
Φ
O
-◎Q
O
蒔

橋

田
浩

一
ロ
リ
Φ
Q。
]

「
知
能

発
掘
と

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
増
幅
」

『人
工
知
能
学
会
誌
』

<
O
r
一
ω
.
Z
ρ
押
N
∵
N
卜⊃
.

井
場
崇
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              A Model of Self-consciousness 

                       Yasuo NAKAYAMA 

   Nakayama[1999a, 1999d] discussed problems of communication between rational agents; they 

pointed out that cognition is closely related with communication. However, the problem of how to 

precisely describe self-ascription of mental states and attitudes remained unanswered there. This 

paper aims at proposing an answer to this problem; this proposal will complete the former two papers. 
I will also propose how to relate concepts in folk psychology with concepts in cognitive psychology. For 
example, belief, which is a concept in folk psychology, is explained by using working memory and long-

term memory, which are concepts in cognitive psychology. The stream of consciousness will then be 

explained by using a model in cognitive psychology. Furthermore, I will extend the standard model of 

memory in Atkinson and Shiffrin [1971] to construct a model of a rational agent that takes feedback 

from the environment into consideration. 

   Summing up: Human beings are not only subjects with beliefs but also active agents who have 

desires and intentions. Hence, the concepts of self and self-consciousness are closely related with 

propositional attitudes and actions. 
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   stream of consciousness
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