
は
じ
め
に

「
花
無
心
に
し
て
蝶
を
招
く
（
良
寛
）」。
古
来
よ
り
「
無

心
」
は
、
禅
、
武
道
・
芸
道
・
芸
術
を
含
む
多
く
の
実
践
者
、

あ
る
い
は
哲
学
、
東
洋
思
想
、
身
体
論
者
の
関
心
を
惹
き
つ

け
て
き
た
（
井
筒
、
一
九
九
一
、
西
平
、
二
〇
一
四
、
鈴
木
、
二

〇
〇
〇
、
湯
浅
、
一
九
九
〇
）。
近
年
は
、
心
理
学
の
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
、
ゾ
ー
ン
、
脳
科
学
の
デ
フ
ォ
ル
ト
モ
ー
ド
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
無
心
」
に
近
し
い
と

思
わ
れ
る
概
念
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
機
能
・
構
造
が
明
ら
か

に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
周
縁
的
な
概
念
を
取
り
上
げ
、

科
学
的
観
点
か
ら
体
系
的
に
「
無
心
」
を
考
察
す
る
こ
と
は
、

従
来
の
研
究
知
見
を
再
考
す
る
上
で
の
可
能
性
も
秘
め
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
の
「
無
心
」
を
科
学
的
に
問
う
て
ゆ
く

端
緒
と
し
て
、
高
次
感
情
と
し
て
の
畏
敬
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
や
創
造
性
、
あ
る
い
は
身
体
技
法
等
と
リ
ン
ク
す
る
心

や
脳
の
働
き
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
読
み
解
き
方
を
概
説

す
る
と
と
も
に
、「
無
心
」
に
対
し
、
い
か
な
る
発
想
や
方
法

論
を
も
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
を
論
じ
る
。

1
「
無
心
」と
自
然

雄
大
な
自
然
を
前
に
す
る
と
、
自
ら
の
ち
っ
ぽ
け
さ
を
感

じ
る
。
そ
れ
を
自
覚
す
る
ま
も
な
く
、
圧
倒
さ
れ
、
大
き
く

包
み
込
ま
れ
一
体
化
す
る
。
こ
こ
で
生
じ
る
「
畏
敬
の
念1

」

は
、
己
の
小
さ
さ
を
感
じ
と
り
、
形
而
上
学
的
な
表
象
や
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
活
性
化
す
る
な
か
で
、
自
己
変
容
の
き

っ
か
け
と
な
る
。
従
来
、
美
学
、
修
辞
学
で
「
崇
高
体
験
」

と
さ
れ
、
自
己
の
縮
小
（sm

all self

）2

を
伴
う
と
さ
れ
る
そ
の

感
覚
は
「
無
心
」
に
通
ず
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
近
年
、
心

理
の
理
論
的
考
察
、
あ
る
い
は
調
査
や
実
験
的
手
法
を
通
じ

て
、「
畏
敬
の
念
」
は
、
時
間
知
覚
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
利
用
可
能
な
時
間
が
十
分
に
あ
る
と
い
う
感
覚
を
も
た

ら
す
こ
と
、
あ
る
い
は
規
範
へ
の
感
受
を
高
め
、
向
社
会
的

行
動
を
促
進
し
た
り
、
健
康
を
増
進
さ
せ
る
な
ど
の
効
用
を

も
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（Piff et al., 2015; Stellar, et al., 

2015

）。
こ
う
し
た
畏
敬
の
念
の
源
泉
は“Positive-awe ”

と

“Threated-awe ”

に
大
別
さ
れ
る
。
ま
ず“Positive-awe ”

は
、
大

自
然
、
音
楽
、
彫
刻
、
あ
る
い
は
数
式
な
ど
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
、
例
え
ば
、
生
命
を
感
じ
取
り
、
た
が
い
の
繫
が
り

を
感
じ
取
る
な
か
、
他
者
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
の
喜
び
を

見
出
す
よ
う
な
体
験
を
導
く
も
の
で
あ
る
。

他
方
、「
畏
敬
の
念
」
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も

“Threated-awe ”

は
、
自
然
災
害
等
を
源
泉
と
し
、
無
力
感
を

媒
介
し
て
、
主
観
的
幸
福
感
の
低
下
を
招
く
（G

ordon et al., 

2017

）。
こ
う
し
た
畏
敬
の
生
じ
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
入
力

さ
れ
る
圧
倒
的
な
刺
激
は
、
従
来
の
ス
キ
ー
マ
（
知
識
・
信

念
体
系
）
の
更
新
を
迫
り
、
そ
れ
が
困
難
か
つ
脅
威
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
防
衛
的
反
応
と
し
て
、
知
覚
者
の
攻

撃
的
行
動
を
も
喚
起
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
可
能

性
は
、
利
他
と
攻
撃
性
の
両
者
に
か
か
わ
る
オ
キ
シ
ト
シ
ン

「
無
心
」の
心
理
学
―
科
学
の
俎
上
か
ら
い
か
に
し
て

問
う
の
か

第
五
部
❖
身
心
変
容
の
科
学

野
村
理
朗

京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
准
教
授
／
教
育
認
知
心
理
学
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な
ど
の
ホ
ル
モ
ン
の
振
る
舞
い
、
自
己
犠
牲
的
な
攻
撃
性
が

利
他
性
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
な
ど
の
事
実
か

ら
も
予
想
さ
れ
る
（
野
村
、
二
〇
一
六
）。
当
初
こ
う
し
た
理

論
的
な
考
察
を
手
は
じ
め
に
、
実
験
や
調
査
研
究
を
進
め
る

な
か
で
、
畏
敬
の
源
泉
が
、
主
に
は
外
集
団
に
対
す
る
攻
撃

行
動
を
喚
起
す
る
条
件
（
気
質
、
態
度
、
環
境
要
因
等
）、
あ
る

い
は
と
き
に
自
己
を
縮
小
さ
せ
つ
つ
（
図
1
）
他
者
へ
の
寛

容
性
を
低
下
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
な
ど
も
明
ら
か
と
な
っ
て
き

た
（
澤
田
、
野
村
、
印
刷
中
、Takano &

 N
om

ura, 2018

）。

こ
う
し
た
裏
付
け
は
、
自
然
も
し
く
は
神
を
恐
れ
、
崇
め

る
集
団
が
、
と
き
に
他
者
へ
の
寛
容
性
を
失
い
、
過
度
の
暴

力
を
行
使
す
る
こ
と
、
国
内
に
お
い
て
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教

事
件
な
ど
の
例
に
お
い
て
、
グ
ル
と
子
弟
と
の
関
係
が
外
集

団
へ
の
攻
撃
行
動
へ
と
転
じ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
や
、
人
間
の

内
包
す
る
「
魔
境
」
と
の
か
か
わ
り
（
鎌
田
、
二
〇
一
三
）
と

も
符
号
す
る
。
畏
敬
は
か
な
ら
ず
し
も
光
の
面
だ
け
で
は
な

く
、
影
の
方
向
へ
と
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
そ
れ
は
感
受
性

遺
伝
子
（plasticity allele

）
の
働
き
と
も
通
じ
る
「
振
り
子
」

で
あ
り
（
野
村
、
二
〇
一
七
）、
そ
う
し
た
ゆ
ら
ぎ
の
も
と
、
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
環
境
の
影
響
を
受
け
や
す
い
個
人
は
、
一
方
で
、

質
の
高
い
サ
ポ
ー
ト
を
よ
り
有
利
な
形
で
享
受
し
う
る
の
で

あ
ろ
う
。

問
題
は
、
こ
う
し
た“Threated-awe ”

を
通
じ
た
攻
撃
性
を
、

い
か
に
し
て
緩
和
し
て
ゆ
く
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

山
が
「
牙
を
む
い
た
」
と
か
、
火
山
灰
が
「
襲
い
か
か

っ
た
」
と
い
う
言
い
方
の
中
に
潜
む
「
人
間
中
心
主
義
」

こ
そ
が
「
畏
怖
」
を
忘
れ
た
心
で
は
な
い
か
、「
畏
怖
」
と

は
「
畏
敬
」
や
神
の
山
の
力
に
対
す
る
「
感
謝
」
と
裏
腹

の
も
の
で
は
な
い
か
（
鎌
田
、
二
〇
一
六
、
一
二
―一
三
頁
）

鎌
田
東
二
に
よ
る
洞
察
で
あ
る
。
そ
れ
は“Threated-awe ”

か
ら
派
生
す
る
負
の
側
面
を
、「
感
謝
」
へ
と
転
じ
る
こ
と
の

意
義
・
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
無
論 “Threated-

awe ”
に
際
し
て
の
「
感
謝
」
は
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。
自

ら
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
身
内
や
親
し
い
人
々
を
失
い
か
ね

な
い
状
況
の
な
か
、
身
の
切
ら
れ
る
よ
う
な
痛
み
や
、
行
く

末
へ
の
ぬ
ぐ
い
が
た
い
不
安
も
と
も
な
う
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

畏
敬
の
源
泉
に
ふ
れ
、
か
り
に
自
己
が
縮
小
し
、
無
に
近
し

い
状
態
と
も
な
れ
ば
、
そ
の
「
振
り
子
の
原
理
」
に
よ
り
、
あ

る
い
は
恐
れ
と
と
も
に
感
謝
に
も
振
れ
う
る
よ
う
な
素
地
が

整
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
問
題
は
、
畏
敬
に
と
も
な

う
潜
在
的
な
負
の
側
面
を
、
い
か
に
し
て

0

0

0

0

0

感
謝
へ
と
転
じ
る
、

あ
る
い
は
両
立
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
上
記
の
よ
う
な
畏
敬
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
は
、
主

に
は“Threated-awe ”

に
限
ら
れ
て
お
り
、“Positive-awe ”
と
の

弁
別
性
や
、
そ
れ
ら
が
認
知
や
行
動
に
も
た
ら
す
影
響
の
相

違
も
詳
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

畏
敬
す
べ
き
も
の
は
彼
に
対
し
て
威
嚇
的
で
は
な
く
、
む

し
ろ
友
愛
的
で
促
進
的
に
向
か
う
（
ボ
ル
ノ
ー
、
二
〇
一
一
、

六
〇
頁
）

畏
敬
そ
の
も
の
に
、
恐
怖
の
感
情
は
含
ま
れ
な
い
。
例
え

ば
、
道
徳
教
育
の
要
と
し
て
、
畏
敬
の
念
は
、
小
・
中
・
高

等
学
校
そ
れ
ぞ
れ
の
す
べ
て
の
総
則
（
学
習
指
導
要
領
第
一

章
）
に
こ
う
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
人
間
尊
重
の
精
神
と
生
命

に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
家
庭
、
学
校
、
そ
の
他
社
会
に
お
け

る
具
体
的
な
生
活
の
中
に
生
か
し
、（
中
略
）、
進
ん
で
平
和

的
な
国
際
社
会
に
貢
献
し
未
来
を
拓ひ

ら

く
主
体
性
の
あ
る
日
本

人
を
育
成
す
る
」（
傍
線
は
筆
者
、
一
部
要
約
）。
心
理
実
験
に

よ
り
、「
畏
敬
の
念
」
は
内
発
的
動
機
づ
け
を
高
め
る
な
ど
の

学
習
効
果
を
有
す
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
り
あ

り
と
し
た
畏
敬
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
精
細
に
記
述
し
つ
つ
、
教

育
環
境
・
指
導
体
系
に
適
切
か
つ
効
果
的
に
反
映
し
、
来
た

る
曖
昧
・
複
雑
・
不
確
実
と
さ
れ
る
時
代
を
生
き
ぬ
く
力
の

涵
養
へ
と
活
か
す
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

な
お
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
畏
敬
に
恐
怖
感
情
は
含
ま

れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
畏
敬
は
、
恐
怖
と
の
境
に
あ
る
複

合
感
情
で
あ
る
こ
と
に
も
目
を
留
め
た
い
（Keltner &

 H
aidt, 

2003

）。
た
し
か
に
先
行
研
究
や
わ
れ
わ
れ
の
実
験
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
畏
敬
の
念
を
喚
起
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
の
恐
怖

感
情
の
上
昇
が
、
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重

要
な
の
は
、
そ
う
し
た
恐
怖
感
情
を
統
制
し
て
も
な
お
、
畏

敬
に
特
異
的
な
現
象
が
生
じ
う
る
こ
と
だ
。

「
何
か
が
消
え
る
と
、
何
か
が
現
れ
る
」。
そ
う
し
た
プ
ロ

セ
ス
に
「『
無
心
』
と
い
う
出
来
事
が
生
じ
る
」
と
西
平
は
述

べ
る
（
二
〇
一
四
）。
自
己
が
縮
小
し
、
と
き
に
消
え
て
し
ま

う
。
そ
う
し
た
事
態
に
お
い
て
、
一
方
で
立
ち
現
れ
て
く
る

も
の
の
一
つ
が
「
畏
敬
」
の
核
と
な
る
も
の
だ
ろ
う
。
す
で

図１　「畏敬の念」が Threated-aweによる自己縮小（Small self）
の程度を調整する
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に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
光
の
面
な
ら
ず
、
影
の
側
面

を
も
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
両
者
に
目
を
留
め
、
影

の
有
り
様
へ
の
反
省
的
な
態
度
に
立
っ
て
こ
そ
、
畏
敬
の
光

は
一
層
の
輝
き
を
増
す
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
畏
敬
に
か
か

わ
り
自
己
が
縮
小
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
目
を
留
め
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
「
無
心
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え

る
だ
ろ
う
。

2
「
無
心
」と
脳
、そ
し
て
文
化
差

こ
と
ば
に
な
ら
な
い
、
言
い
換
え
る
と
、
こ
と
ば
に
よ
っ

て
分
節
化
さ
れ
る
以
前
の
無
心
の
有
り
様
を
捉
え
た
い
。
そ

の
た
め
に
は
脳
に
語
っ
て
も
ら
お
う
。

脳
は
無
言
に
し
て
雄
弁
に
語
る
。
脳
に
中
前
頭
回
と
い
う

部
位
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
前
頭
葉
の
外
側
面
の
お
お
よ
そ
三

分
の
一
を
占
め
る
こ
の
領
域
左
側
の
灰
白
質
体
積
量
は
、
畏

敬
の
念
（A

we

）
を
感
ず
る
頻
度
の
高
い
個
人
ほ
ど
少
な
い

（G
uan et al., 2018

）。
固
有
の
体
験
が
な
に
が
し
か
の
脳
部
位

と
か
か
わ
り
、
神
経
細
胞
の
集
合
体
に
影
響
し
う
る
こ
と
自

体
さ
ほ
ど
驚
く
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

脳
の
容
積
が
お
お
よ
そ
遺
伝
的
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
い
か
に
し
て
畏
敬
の
念
が
生
じ

る
の
か
、
な
ぜ
畏
敬
の
感
受
性
が
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
の

か
、
そ
も
そ
も
畏
敬
と
は
何
か
と
い
っ
た
問
い
に
答
え
る
う

え
で
重
要
な
視
点
が
得
ら
れ
る
（
こ
こ
で
の
畏
敬
を
「
無
心
」

と
読
み
替
え
て
も
同
様
で
あ
る
）。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
脳

領
域
の
活
動
を
経
頭
蓋
磁
気
刺
激
法
（transcranial m

agnetic 

stim
ulation

）
に
よ
り
非
侵
襲
的
に
刺
激
し
、
神
経
細
胞
の
活

動
を
低
下
さ
せ
る
と
、
視
覚
刺
激
（
日
用
品
な
ど
）
に
関
連
す

る
単
語
（
学
校
な
ど
）
を
ラ
ベ
ル
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る

（D
avey et al., 2015

）。
こ
れ
は
、
中
前
頭
回
が
ス
キ
ー
マ
（
知

識
構
造
）
の
表
象
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、

畏
敬
の
念
の
よ
う
な
、
既
有
の
知
識
構
造
に
お
さ
ま
り
き
ら

な
い
体
験
の
感
受
と
か
か
わ
る
こ
と
と
も
符
号
す
る
。

我
々
は
脳
賦
活
実
験
に
よ
り
、Positive-awe

とThreated-
awe

の
い
ず
れ
を
喚
起
す
る
動
画
を
提
示
し
て
も
、
左
側
の

中
前
頭
回
の
活
動
低
下
が
伴
う
こ
と
を
見
出
し
（
図
2
）、
か

つ
同
脳
領
域
と
扁
桃
体
と
の
機
能
的
結
合
性
が
、
畏
敬
の
程

度
と
正
に
相
関
す
る
可
能
性
も
得
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と

に
、Positive-awe

の
映
像
は
、
単
純
に
楽
し
い
気
分
が
高
揚

す
る
そ
れ
と
比
較
し
て
も
、Positive-awe

に
よ
る
中
前
頭
回

の
活
動
低
下
を
確
認
で
き
る（Takano &

 N
om

ura, in preparation

）。

こ
の
結
果
は
、「
畏
敬
」
に
は
、
い
わ
ゆ
る
快
の
次
元
に
と

ど
ま
ら
な
い
中
核
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
加
え
て

重
要
な
点
と
し
て
、
こ
の
左
中
前
頭
回
と
、
性
格
特
性
の
い

わ
ゆ
る
ビ
ッ
グ
フ
ァ
イ
ブ
の
う
ち
開
放
性
と
の
か
か
わ
り
が

見
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
従
来
の
調
査
研
究
の
報
告
（
開

放
性
の
高
い
個
人
ほ
ど
、
畏
敬
の
念
を
抱
き
や
す
い
）
と
も
合
致

す
る
結
果
で
あ
る
。
こ
こ
で
見
え
て
き
た
畏
敬
と
性
格
特
性

や
既
存
の
ス
キ
ー
マ
（
自
身
の
体
験
・
知
識
構
造
）
と
の
か
か

わ
り
を
併
せ
て
考
え
る
と
、「
無
心
」
と
い
う
出
来
事
に
い
た

る
プ
ロ
セ
ス
に
、
個
人
差
が
介
在
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。

個
人
差
と
い
う
こ
と
で
補
足
す
る
な
ら
ば
、
文
化
差
の
観

点
も
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
自
然
観
、
宗
教
観
の

文
化
差
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、”awesom

e ”

と
い
う
用
語
も

あ
る
よ
う
に
、
米
国
で
の
畏
敬
（A

we

）
体
験
の
源
泉
を
調
査

す
る
と
、
多
く
の
内
容
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
記
述
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
（
一
部
で
、
9
・
11
の
テ
ロ
の
よ
う
な
報
告
が
確
認
さ

れ
て
い
る
点
〈G

ordon et al. 2017

〉
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
）。

他
方
、
国
内
で
は
、
3
・
11
の
自
然
災
害
を
は
じ
め
、
主
に

は
対
人
関
係
に
お
い
て
感
受
さ
れ
る
畏
敬
の
記
述
が
多
く
、

そ
う
し
た
畏
敬
の
源
泉
に
か
か
わ
る
文
化
差
は
、
遺
伝
子
多

型3

の
分
散
の
相
違
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
も
一
定
の
理
解

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
（N

om
ura &

 Tsuda, in press

）。

こ
こ
で
の
遺
伝
子
は
、
セ
ロ
ト
ニ
ン
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
タ

ー
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
プ
（
S
S
、
S
L
、

L
L
型
等
）
の
分
散
が
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
、

日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
圏
に
お
い
て
は
、
不
安
の
高
さ
や
衝

動
性
の
低
さ
を
特
徴
と
す
る
S
型
を
も
つ
個
人
（N

om
ura et 

al., 2015

）
が
、
対
人
口
比
八
〇
％
超
を
占
め
る
。
対
し
、
英

国
・
米
国
等
に
お
い
て
は
保
有
率
の
分
散
が
逆
転
し
、
S
型

が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
な
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
リ
ス

ク
遺
伝
子
の
保
有
率
の
高
い
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
情
動
障

害
の
有
病
率
は
む
し
ろ
相
対
的
に
低
く
、
そ
の
調
整
要
因
と

し
て
集
合
主
義
の
効
果
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
（C

hiao &
 

Blizinsky, 2009

）。
そ
う
し
た
集
合
主
義
的
文
化
と
か
か
わ
る

他
者
依
存
的
な
「
自
己
観
」
は
東
ア
ジ
ア
圏
の
特
徴
の
一
つ

と
さ
れ
て
お
り
、
西
欧
に
お
け
る
独
立
的
な
「
自
己
観
」
の

そ
れ
と
は
異
な
る4

。

ま
た
「
身
体
観
」
は
、
例
え
ば
、
抑
う
つ
状
態
の
表
現
は
、

図２　畏敬（Positive-aweもしくはThreated-awe）の源泉と
なる動画像の提示により、統制条件と比較して左側の中前頭
回の活動が低下する
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東
ア
ジ
ア
圏
に
お
い
て
「
体
が
重
た
い
・
痛
い
」
等
の
身
体

症
状
で
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
西
欧
圏
に
お

い
て
は
「
気
分
が
優
れ
な
い
、
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
」
等
の

心
的
状
態
と
し
て
、
身
体
と
切
り
離
し
た
表
現
が
と
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
自
然
観
・
自
己
観
・
身
体
観
な
ど
の
文
化

間
の
相
違
一
つ
を
と
っ
て
も
、「
無
心
」
の
源
泉
で
あ
っ
た
り
、

こ
れ
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
、
あ
る
い
は
現
れ
の
相
違
な
ど
、
推

察
さ
れ
る
問
う
べ
き
文
化
差
は
多
く
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

3
「
無
心
」と
過
去
経
験

続
け
て
「
無
心
」
に
か
か
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
取
り

上
げ
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
定
義
は
多
様
で
あ
る
た
め
、

「
今
、
こ
の
瞬
間
の
体
験
に
意
図
的
に
意
識
を
向
け
、
評
価
を

せ
ず
に
、
と
ら
わ
れ
の
な
い
状
態
で
、
た
だ
観
る
こ
と
」（
日

本
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
学
会
）
に
準
じ
、
以
降
の
論
を
進
め
る
。

こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
り
の
ま
ま
に
気
づ
き
、
あ
る

い
は
そ
こ
に
明
晰
さ
を
と
も
な
う
こ
と
も
あ
る
種
の
状
態
と

考
え
る
な
ら
ば
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
も
「
無
心
」
を
反
映

し
た
出
来
事
の
一
種
と
い
え
る
。

そ
の
実
践
は
、
特
定
の
対
象
（
こ
こ
で
は
呼
吸
）
に
意
図
的

に
注
意
を
集
中
す
る
「
集
中
瞑
想
」、
な
ら
び
に
今
こ
の
瞬
間

の
体
験
に
あ
り
の
ま
ま
に
気
づ
き
と
ら
わ
れ
な
い
「
洞
察
瞑

想
」（Lutz et al., 2008

） 

、
こ
れ
ら
に
「
慈
悲
瞑
想
」
を
加
え

た
三
種
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
の
瞑
想
も
、

脳
の
海
馬
や
脳
梁
膨
大
後
部
皮
質
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
デ
フ

ォ
ル
ト
モ
ー
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク （D

efault M
ode N

etwork

）
に

作
用
す
る
点
で
共
通
す
る
。
同
時
に
、
瞑
想
方
法
の
相
違
と

し
て
、
注
意
や
実
行
機
能
へ
の
か
か
わ
り
が
異
な
っ
て
お
り
、

筆
者
の
グ
ル
ー
プ
は
「
集
中
瞑
想
」
と
「
洞
察
瞑
想
」
の
両

者
に
お
い
て
、
脳
の
デ
フ
ォ
ル
ト
モ
ー
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、

線
条
体
と
の
機
能
的
結
合
性
が
低
下
す
る
共
通
性
を
踏
ま
え

た
上
で
、「
集
中
瞑
想
」
に
よ
る
注
意
関
連
脳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
視
覚
野
、
後
部
帯
状
回
、
腹
側
線
条
体
等
）
の
活
性
化
と
、
他

方
、「
洞
察
瞑
想
」
に
よ
る
結
合
性
の
低
下
と
い
う
差
異
を
見

出
し
た
。
こ
こ
で
み
る
非
対
称
的
な
結
果
か
ら
、「
無
心
」
は

お
そ
ら
く
は
複
数
の
レ
イ
ヤ
ー
（
層
）
か
ら
な
り
、
そ
の
「
無

心
」
へ
と
い
た
る
異
な
る
経
路
が
存
在
す
る
こ
と
が
推
察
さ

れ
る
。

加
え
て
、
我
々
は
、
瞑
想
の
実
践
時
間
の
長
い
参
加
者
ほ

ど
、
洞
察
瞑
想
中
の
、
左
側
の
被
殻
吻
側
部
と
脳
梁
膨
大
後

部
皮
質
と
の
機
能
的
結
合
性
の
強
い
こ
と
も
確
認
し
た
（
図

3
、Fujino et al., 2018

）。
こ
れ
ら
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
の
表

象
に
か
か
わ
る
領
域
で
あ
り
、
洞
察
瞑
想
に
よ
り
、
な
に
が

し
か
の
経
験
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
が
実
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
過
去
へ
の
と
ら
わ
れ
か
ら
解
放
さ

れ
、
今
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
無

心
」
の
一
側
面
を
支
え
る
機
構
で
あ
り
、「
無
心
」
へ
と
い
た

る
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
を
捉
え
た
も
の
と
い
え
る
。

な
お
、
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
過
去
経
験
と
の
か
か

わ
り
で
あ
る
。
時
間
を
さ
か
の
ぼ
り
、
あ
の
時
、
あ
の
場
所
、

あ
の
シ
ー
ン
を
味
わ
う
こ
と
。
自
身
の
経
験
に
と
ら
わ
れ
る

必
要
は
な
い
が
、
過
去
を
回
顧
す
る
こ
と
も
、
時
に
は
わ
る

く
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
懐
か
し
く
も
、
ほ
ろ
苦
さ

を
と
も
な
う
よ
う
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
（nostalgia

）
は
、
そ
の

想
起
に
と
も
な
っ
て
、
海
馬
や
脳
の
報
酬
系
を
賦
活
す
る
か

ら
だ
（O

ba, et al., 2016

）。
そ
う
し
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
一
体
化

し
た
り
、
俯
瞰
的
に
眺
め
た
り
す
る
よ
う
な
、
過
去
を
縦
横

無
尽
に
（
そ
れ
こ
そ
無
心
に
）
想
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
よ
う
な
柔

軟
さ
も
ま
た
「
無
心
」
の
現
れ
だ
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
〝
柔
ら
か
さ
〞
は
行
き
過
ぎ
て
も
い
け

な
い
。
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
、
注
ぐ
べ
き
対
象
（
目
下
の
課
題
や

目
標
）
か
ら
想
い
や
注
意
が
逸
れ
て
し
ま
い
、
あ
ら
ぬ
方
向

へ
と
心
が
さ
ま
よ
う
、
あ
る
い
は
無
自
覚
的
な
反
芻
に
か
ら

め
と
ら
れ
る
マ
イ
ン
ド
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
（m

ind-wandering;  

Sm
allwood &

 Schooler, 2006

）
と
い
う
状
態
が
あ
る
。
そ
れ

は
「
無
心
」
に
対
す
る
「
乱
心
（
あ
る
い
は
非
無
心5

）」
の
一 図3　瞑想の実践時間と、洞察瞑想中の、左側の被殻吻側部と脳梁膨大後部皮質等との機能的結合性
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側
面
を
表
し
た
概
念
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、
マ
イ
ン

ド
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
伴
う
脳
の
デ
フ
ォ
ル
ト
モ
ー
ド
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
活
動
は
、
瞑
想
中
の
そ
れ
と
お
お
よ
そ
対
称
的
な

振
る
舞
い
を
す
る
。

4
「
無
心
」と
創
造
性

こ
こ
に
お
い
て
、
道
元
禅
師
が
述
べ
た
「
柔
軟
心
」
と
は

い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
問
い
が
生
ず
る
。
鈴
木
（
二
〇

〇
七
）
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
次
の
箇
所
に
目
を
留
め
る
。

ど
こ
を
押
し
て
も
、
柔
軟
で
、
包
容
的
で
、
何
で
も
そ

の
中
に
容
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
身
心
脱
落
の
境

で
、
こ
れ
で
な
い
と
、
も
の
が
容
れ
ら
れ
な
い
。

 

（
鈴
木
、
二
〇
〇
七
、
五
四
頁
）

マ
イ
ン
ド
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
は6

、
な
に
が
し
か
の
思
考
、
感

情
が
無
節
操
に
（
言
い
方
を
変
え
れ
ば
自
動
的
に
）
う
ご
い
て

い
る
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
で
は
な
く
、
マ

イ
ン
ド
レ
ス
で
あ
り
、〝
容
れ
物
〞
が
埋
ま
っ
た
状
態
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
「
無
心
」
の
一
側
面

で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
置
す
る
マ
イ
ン
ド
ワ

ン
ダ
リ
ン
グ
は
「
乱
心
」
に
相
当
す
る
。

そ
う
し
た
考
え
の
一
方
で
、
道
元
の
述
べ
る
「
柔
軟
心
」

に
着
眼
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
マ
イ
ン
ド
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
と

の
間
に
共
通
点
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

脳
の
デ
フ
ォ
ル
ト
モ
ー
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
動
を
基
礎
と

す
る
マ
イ
ン
ド
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
は
、
創
造
性
の
発
揮7

と
か
か

わ
り
（Baird et al., 2012;  

山
岡
・
湯
川
、
二
〇
一
六
）、
い
わ
ゆ

る
閃
き
は
、
非
意
識
的
な
層
に
お
け
る
連
想
処
理
が
促
進
さ

れ
た
結
果
、
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
だ
（D

ijksterhuis &
 

M
eurs, 2006

）。
も
ち
ろ
ん
、
宋
か
ら
の
帰
朝
に
際
し
て
道
元

が
得
た
と
す
る
「
柔
軟
心
」
の
定
義
は
一
言
で
記
述
で
き
る

も
の
で
は
な
く
、
じ
つ
に
多
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え

た
上
で
、「
柔
軟
心
」
を
、
な
め
ら
か
な
思
考
や
感
覚
、
そ
れ

ら
が
自
由
に
動
き
う
る
状
態
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ

そ
マ
イ
ン
ド
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
と
一
部
通
ず
る
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

グ
ラ
ハ
ム
・
ワ
ラ
ス
の
四
段
階
理
論
と
い
う
も
の
が
あ
る

（W
eisberg, 1993

）。
こ
れ
は
創
造
性
は
四
段
階
（
①
準
備
、
②

孵
化
、
③
閃
き
、
④
検
証
）
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
な
る
と
す
る
理

論
で
、
マ
イ
ン
ド
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
は
こ
こ
で
の
第
3
段
階
の

孵
化
と
か
か
わ
る
。
孵
化
（incubation

）
と
は
、（
考
え
続
け

る
こ
と
を
や
め
）
そ
れ
自
体
を
放
念
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
実
行
機
能
を
ベ
ー
ス
と
す
る
統
制
的
な
思
考
を
手

放
し
、
そ
れ
を
い
っ
た
ん
意
識
下
に
放
つ
。
そ
う
す
る
と
脳

の
デ
フ
ォ
ル
ト
モ
ー
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
活
動
す
る
。
そ
う

す
る
な
か
で
、
意
識
に
立
ち
上
が
ら
な
い
な
に
か
が
進
行
（
孵

化
）
し
、「
あ
っ
」
と
気
づ
い
た
と
き
に
は
閃
い
て
い
る
。
こ

れ
ぞ
「
柔
軟
心
」
あ
る
い
は
「
無
心
」
の
現
れ
と
い
え
な
い

だ
ろ
う
か
。

検
証
の
段
階
に
お
い
て
は
、
実
行
制
御
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（Executive C
ontrol N

etwork

）
が
活
性
化
す
る
。
こ
こ
で
は
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
を
検
証
し
、
そ
れ
が
実
用
に
耐

え
る
も
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
凡
庸
で
な
い
か
ど
う
か
な

ど
を
、
目
下
の
ゴ
ー
ル
を
参
照
し
て
、
修
正
を
加
え
る
よ
う

な
プ
ロ
セ
ス
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
、
顕
著
性
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
（Salience N

etwork

）」
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
フ

ォ
ル
ト
モ
ー
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
実
行
制
御
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
相
互
に
切
り
替
わ
り
、
創
造
性
の
持
続
的
・
発
展
的
な
発

揮
が
可
能
と
な
る
（
図
4
）。

「
無
心
」
を
徹
底
し
た
受
動
性
か
ら
生
ず
る
出
来
事
（
西
平
、

二
〇
一
四
）
と
し
て
も
、
マ
イ
ン
ド
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
vs
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
構
造
で
の
議
論
は
か
な
ら
ず
し
も
適
切

で
は
な
い
。
こ
の
一
見
相
反
す
る
よ
う
な
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
、

身
体
と
、
刻
々
と
変
化
す
る
環
境
と
の
相
互
作
用
の
も
と
で
、

「
無
心
」
に
か
か
る
あ
る
種
の
最
適
解
が
存
在
す
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
創
造
性
は
、
準
備
か
ら
検
証
に
い

た
る
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
発
揮
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
と
同
様
、

い
わ
ゆ
る
「
無
心
」
の
状
態
に
い
た
っ
た
の
ち
に
、
そ
れ
を

回
顧
的
に
振
り
返
る
（
検
証
す
る
）
作
業
を
つ
う
じ
て
、「
無

心
」
は
一
層
、
自
ら
の
血
肉
と
化
し
て
ゆ
く
も
の
と
言
え
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
そ
の
両
者
の
ど
ち
ら
の
状
態
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
さ
え
せ
ず
、
す
べ
て
を
柔
ら
か
く
包

み
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
態
度
、
あ
る
い
は
状
態
も
ま
た
「
無

心
」
の
現
れ
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

図4　創造性の高い個人は、主には前頭—頭頂葉の神経結合を中心に、三
種の神経ネットワークの連絡が緊密である　（Beaty et al.〔2018〕を基に筆
者が改変）

創造性の高い群 創造性の低い群
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5
「
無
心
」と
身
体
性

時
が
経
つ
の
も
忘
れ
る
ほ
ど
夢
中
に
な
る
。
砂
場
遊
び
に

没
頭
し
、
は
た
と
気
づ
け
ば
、
ま
わ
り
に
誰
も
い
な
く
な
り
、

あ
た
り
は
し
ん
と
静
ま
り
返
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
体
験

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
フ
ロ
ー
体
験
（Flow

）
と
も
さ
れ

る
集
中
状
態
は
、
我
を
忘
れ
る
ま
で
に
没
頭
し
、
時
に
強
い

高
揚
を
と
も
な
う
点
で
、
か
な
ら
ず
し
も
「
無
心
」
と
等
価

で
は
な
い
（
無
心
に
は
、
あ
る
種
明
晰
な
「
我
」
を
と
も
な
う

〈
西
平
、
二
〇
一
四
〉）。
同
時
に
、
何
ら
か
の
対
象
と
一
体
化

し
た
意
識
を
と
も
な
う
点
で
、「
無
心
」
と
通
ず
る
部
分
も
あ

り
、
あ
る
種
「
遊
心
」
と
も
い
え
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。

そ
う
し
た
フ
ロ
ー
が
生
ず
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
自

覚
的
な
意
識
が
薄
ら
ぎ
、
時
間
感
覚
が
短
縮
す
る （N

akam
ura 

&
 C

sikszentm
ihalyi, 2002

）。
ま
た
フ
ロ
ー
は
、
創
造
性
、
自

尊
感
情
、
学
習
意
欲
の
向
上
等
を
も
た
ら
し （A

sakawa, 2010

）、

自
己
効
力
感
や
主
観
的
幸
福
感
の
向
上
、
充
実
感
や
生
き
が

い
の
充
足
と
も
か
か
わ
る
（Tandon, 2017

）。

こ
う
し
た
フ
ロ
ー
の
効
用
を
引
き
出
す
よ
う
な
環
境
の
構

築
は
、
理
論
上
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
例
え
ば
目
標
と
な

る
課
題
と
本
人
の
ス
キ
ル
を
均
衡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ロ

ー
状
態
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
達
成
目
標
が
自

身
ス
キ
ル
を
大
き
く
上
回
る
よ
う
で
あ
れ
ば
手
こ
ず
る
し
、
易

し
す
ぎ
れ
ば
退
屈
す
る
。
ス
キ
ル
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
乗

り
越
え
ら
れ
る
よ
う
な
課
題
を
設
け
る
の
が
よ
い
。
あ
る
い

は
フ
ロ
ー
は
、
ビ
ッ
グ
フ
ァ
イ
ブ
の
う
ち
誠
実
性
、
新
奇
性

追
求
と
の
か
か
わ
り
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら（Teng, 2011; 

U
llén et al., 2012

）、
個
々
人
の
性
格
特
性
を
ふ
ま
え
て
フ
ロ
ー

環
境
を
設
計
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
う
し
た
フ
ロ
ー
と
類
似
す
る
概
念
に
ゾ
ー
ン
（zone

）

が
あ
る
。
両
者
の
相
違
は
明
確
で
は
な
い
が
、
す
く
な
く
と

も
フ
ロ
ー
は
座
し
て
の
課
題
（
将
棋
、
チ
ェ
ス
、
計
算
な
ど
の

学
習
場
面
な
ど
）
と
の
か
か
わ
り
、
ゾ
ー
ン
は
、
ス
ポ
ー
ツ
な

ど
の
競
技
に
お
い
て
至
高
体
験
と
も
呼
ば
れ
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
、
ゾ
ー
ン
へ
の
着
眼
は
、
身
体
性
の
考
察
を
深

め
る
上
で
都
合
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

か
つ
て
は
禅
に
は
じ
ま
り
、
武
道
、
芸
道
等
の
稽
古
に
よ

り
「
有
心
」
か
ら
「
無
心
」
へ
と
い
た
る
と
さ
れ
た
身
体
（
西

平
、
二
〇
〇
九
）
は
、
そ
の
上
行
性
の
情
報
に
よ
り
、
脳
の
眼

窩
前
頭
皮
質
、
体
性
感
覚
野
、
島
皮
質
な
ど
領
域
の
神
経
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
、
そ
の
熟
達
化
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
に

お
い
て
、
断
続
的
に
認
知
、
感
情
、
意
思
決
定
等
に
影
響
す

る （D
am

asio et al., 2000

）。
こ
う
し
た
情
動
の
末
梢
起
源
説

（peripheral theory of em
otion

）
に
準
ず
る
見
方
に
対
し
、
中

枢
起
源
説
（central theory of em

otion

）
か
ら
の
議
論
を
経
て
、

現
在
は
両
者
の
か
か
わ
り
の
重
要
性
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

「
無
心
」
は
、
中
枢
と
末
梢
（
身
体
）
の
両
輪
を
基
礎
と
す
る

も
の
と
い
え
よ
う
。

〝
中
枢
（
脳
）
の
視
点
〞
で
い
う
な
ら
ば
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル

の
経
験
を
積
む
な
か
で
、
上
述
し
た
脳
領
域
の
活
性
化
を
と

も
な
い
、
身
体
感
覚
の
感
受
（
自
身
の
心
拍
数
を
カ
ウ
ン
ト
す

る
精
度
、
等
）
が
高
ま
る （Bornem

ann &
 Singer, 2017; Fischer, 

M
essner, &

 Pollatos, 2017

）。
こ
う
し
た
内
受
容
感
覚
は
、
ヨ

ガ
や
中
国
気
功
（
気
功
、
太
極
拳
）
な
ど
の
体
術
、
武
術
や
武

道
（
剣
道
、
弓
道
等
）
に
よ
っ
て
も
高
ま
る
だ
ろ
う
。
従
来
、

身
心
に
か
か
る
観
照
的
な
記
述
に
よ
り
、
例
え
ば
、
オ
イ
ゲ

ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
の
『
弓
と
禅
』
に
お
い
て
「
無
心
」
へ
と
い

た
る
プ
ロ
セ
ス
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
科
学
研
究

に
お
い
て
は
、
ヨ
ガ
（
ア
ー
サ
ナ 

、
調
気
法
、
瞑
想
か
ら
成
る
）

に
と
も
な
う
自
律
神
経
系
の
安
定
、
免
疫
系
や
メ
タ
認
知
等

実
行
機
能
の
向
上
等
、
多
様
な
指
標
に
お
い
て
「
無
心
」
と

も
か
か
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
効
果
も
示
さ
れ
て
い
る
（
レ

ビ
ュ
ー
と
し
て
、Pascoe et al., 2017, Shiota &

 N
om

ura, 2018

）。

こ
う
し
た
身
体
技
法
は
「
無
心
」
に
い
た
る
経
路
を
形
づ
く

る
点
で
、
注
意
、
気
づ
き
、
あ
り
の
ま
ま
の
受
容
（
ア
ク
セ

プ
タ
ン
ス
）
等
を
基
礎
と
す
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
同
様

に
、
感
覚
刺
激
の
脳
情
報
処
理
、
続
く
身
体
反
応
を
経
て
、
そ

れ
が
脳
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
て
統
合
さ
れ
る
と
い
う
、
脳

に
お
け
る
操
作
（
注
意
、
受
容
な
ど
）
を
重
視
す
る
点
に
お
い

て
共
通
す
る
。

同
時
に
、〝
末
梢
（
身
体
）
の
視
点
〞
と
は
い
か
な
る
も
の

だ
ろ
う
か
。
中
枢
で
の
対
応
が
ま
ま
な
ら
ず
、
そ
こ
に
困
難

が
あ
る
と
き
。 

、
す
な
わ
ち
、
な
ん
ら
か
の
対
象
に
注
意
を

集
中
し
た
り
、
あ
り
の
ま
ま
の
感
覚
に
気
づ
く
こ
と
、
あ
る

い
は
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
さ
え
も
困
難
な 〝
あ
り
の
ま
ま
〞

が
〝
ま
ま
な
ら
な
い
〞。
そ
う
し
た
と
き
に
〝
末
梢
の
視
点
〞

が
発
揮
さ
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
は
身
体
を
動
か
す
。
あ
る
い
は
静
止
し
た
ま
ま
、
な

に
が
し
か
の
ポ
ー
ズ
を
と
る
だ
け
で
も
い
い
。
そ
う
す
る
う

ち
に
末
梢
か
ら
中
枢
へ
の
働
き
か
け
の
も
と
、
身
体
系
脳
領

域
を
介
し
た
変
容
が
じ
わ
じ
わ
と
生
じ
る
。
繰
り
返
し
に
な

る
が
、
そ
れ
は
、
身
体
感
覚
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
り
、
そ
れ

を
受
容
し
た
り
、
と
い
う
中
枢

0

0

（
脳0

）
で
操
作
を
し
た
り
、
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
に
重
き
を
置
く
ソ
マ
テ
ィ
ッ
ク
マ
ー
カ
ー
の
視
座
に
立
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
も
な
く

0

0

0

0

0

0

、
た
だ
リ
ア
ル
に
身
体
を
動
か
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
第

一
義
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
身
体
を
起
点
と
し
て
中

枢
を
動
か
し
、
気
づ
け
ば
「
無
心
」
へ
と
い
た
る
と
い
う
点

に
妙
味
が
あ
る
。

結
言

本
稿
は
「
無
心
」
に
つ
い
て
、
心
理
学
、
脳
科
学
に
か
か

わ
る
概
念
に
着
目
し
、「
無
心
」
に
か
か
わ
る
問
い
を
立
体
化

し
、
心
理
・
脳
の
両
者
か
ら
「
無
心
」
を
成
す
と
考
え
ら
れ
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る
特
性
や
状
態
を
概
観
し
た
。
と
く
に
①
鈴
木
大
拙
の
「
無

心
」
論
、
②
西
平
直
の
「
無
心
」
解
釈
・「
無
心
」
論
、
そ
し

て
③
筆
者
に
よ
る
心
理
学
・
神
経
科
学
的
観
点
か
ら
の
「
無

心
〜
柔
軟
性
」
解
釈
・「
無
心
」
論
、
こ
れ
ら
三
層
を
示
し
て

き
た
が
、
今
後
そ
れ
ら
の
関
係
性
を
整
理
し
、
体
系
的
に
記

述
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
目
下
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
無
心
」

に
か
か
る
科
学
的
探
求
の
端
緒
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
こ
と
を
自

覚
し
た
う
え
で
、
次
な
る
三
つ
の
課
題
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、「
無
心
」
と
い
う
概
念
を
構
造
化
し
た
尺
度
を
開

発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
い
く
つ
か
の
概
念
を
取
り

上
げ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
各
論
の
域
を
で
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
ら
を
串
刺
し
に
す
る
尺
度
を
も
っ
て
、
個
別
の
研

究
で
得
ら
れ
た
知
見
の
共
通
性
と
固
有
性
、
あ
る
い
は
知
識

体
系
を
関
連
づ
け
る
た
め
の
叩
き
台
を
構
築
す
る
必
要
が
あ

る
。第

二
に
、
熟
達
化
の
領
域
固
有
性
と
普
遍
性
に
留
意
す
る

こ
と
で
あ
る
。
熟
達
は
、
そ
れ
に
習
熟
し
た
者
の
持
つ
ス
キ

ル
や
知
識
は
領
域
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
心
理
学
の

研
究
に
お
い
て
は
、
他
の
ワ
ザ
に
転
移
し
に
く
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
ノ
ー
マ
ン
、
一
九
九
〇
）。
無
心
に
普
遍
性

は
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
ワ
ザ
の
体
系
ご
と
に
在
り
方
が
異
な

る
の
か
、
あ
る
い
は
熟
達
の
程
度
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
も

の
な
の
か
。

第
三
に
「
無
心
」
の
出
口
に
目
を
留
め
、
記
述
す
る
こ
と

で
あ
る
。
無
論
、
な
に
が
し
か
の
効
果
を
期
待
し
て
い
た
る

「
無
心
」
で
は
な
い
。
つ
か
も
う
と
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
そ
の

手
か
ら
す
る
り
と
抜
け
、
去
っ
て
ゆ
く
。
ま
た
、
そ
う
し
た

「
無
心
」
に
つ
い
て
、
そ
の
効
用
や
限
界
を
記
述
す
る
学
問
上

の
意
義
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
無
心
」
の
影
響
は
い
か
に
し

て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
現
れ
る
の
か
。

個
人
の
身
心
に
お
い
て
は
、
武
道
・
芸
道
・
ス
ポ
ー
ツ
に

お
け
る
稽
古
や
ワ
ザ
の
上
達
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
質
、

さ
ら
に
は
教
育
や
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
の
社
会
レ
ベ
ル
へ
の
波
及

効
果
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
記
述
・
定
量
化
す
る

工
夫
を
重
ね
つ
つ
、
先
人
た
ち
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
叡
智
を

継
承
し
、
こ
れ
と
往
還
す
る
試
み
の
な
か
で
「
無
心
の
科
学

的
研
究
」
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
も
、
心
に
、
身
体
に
、
脳
に
語
っ
て
も
ら
お

う
。
新
た
な
工
夫
と
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
重
ね
、
弛
ま
ず
歩
ん
で

ゆ
こ
う
。
研
究
は
、
稽
古
、
修
行
、
祈
り
と
も
い
え
よ
う
日
々

の
営
み
を
基
礎
と
し
な
が
ら
。

注1　
英
語
のA

we

で
あ
る
。
そ
の
邦
訳
は
定
ま
っ
て
い
な
い
た
め
、

本
稿
で
は
「
畏
敬
」
も
し
く
は
「
畏
敬
の
念
」
と
表
記
す
る
。

国
内
で
のA

we

に
か
か
わ
る
研
究
は
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、

高
次
感
情
に
着
目
し
た
意
味
構
造
分
析
に
よ
り
「
畏
敬
」
と

「
畏
怖
」
の
構
造
が
異
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
筆

者
ら
は
、Positive-awe

（
絶
景
等
）
も
し
く
はThreated-awe

（
津
波
等
）
の
画
像
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
が
「
畏
敬
」
と
「
畏

怖
」
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
課
題
を
実
施

し
た
結
果
、Threated-awe

に
対
し
て
は
「
畏
怖
」、Positive-

awe
に
お
い
て
は
「
畏
敬
」
と
「
畏
怖
」
の
両
者
が
同
程
度

に
対
応
す
る
こ
と
を
確
認
し
た（Takano &

 N
om

ura, 2018

）。

し
た
が
っ
てA

we

の
邦
訳
に
応
じ
た
意
味
構
造
、
も
た
ら
す

イ
メ
ー
ジ
や
機
能
が
異
な
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

2　

Sm
all self

と
は
、
心
理
学
で
一
般
的
に
定
義
さ
れ
る
自
己
関

連
の
概
念
（
自
己
知
覚
、
自
己
目
標
、
自
己
意
識
的
感
情

等
）
が
脱
活
性
化
し
た
自
己
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て

Sm
all self

と
は
、
力
強
く
広
大
な
〝
な
に
か
（som

ething

）
〞

と
相
対
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
生
じ
た
自
己
に
か
か
わ
る
状
態
を

指
す
も
の
と
定
義
す
る
。

3　
D
N
A
は
、
ア
デ
ニ
ン
（
A
）、
グ
ア
ニ
ン
（
G
）、
シ
ト
シ

ン
（
C
）、
チ
ミ
ン
（
T
）
と
い
う
四
種
類
の
塩
基
か
ら
な

る
配
列
を
基
本
と
し
、
ヒ
ト
細
胞
核
の
な
か
に
、
約
三
十
数

億
と
も
い
わ
れ
る
塩
基
の
対
が
あ
る
。
こ
う
し
た
塩
基
の
並

び
の
個
人
差
を
遺
伝
子
多
型
（gene polym

orphism

）
と
よ

ぶ
。

4　
こ
こ
で
の
「
自
己
観
」
の
文
化
差
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な

差
異
で
あ
り
、
独
立
―
依
存
の
次
元
で
の
記
述
に
か
か
る
議

論
の
あ
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

5　
本
稿
で
の
「
乱
心
」
は
「
無
心
」
に
対
置
す
る
も
の
と
定
義

す
る
。
辞
典
に
お
い
て
は
、
乱
心
は
「
狂
う
こ
と
。
逆
上
し

た
り
し
て
分
別
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
（『
大
辞
泉
』）」

と
定
義
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
分
別
は
鈴
木
大
拙
が
「
無
分
別

の
分
別
」
と
す
る
と
こ
ろ
の
分
別
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は

異
な
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
ま
た
「
乱
心
」
は
西
平
直

に
よ
れ
ば“out of order ”

と
な
る
。
同
時
に
、「
無
心
」
も
、
ま

た
的
か
ら
外
れ
た
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
同
一

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
相
違
を
含
め
て
「
乱
心
」
に
か
か
る

定
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

6　
マ
イ
ン
ド
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
は
適
応
的
側
面
（
創
造
性
の
向

上
、
将
来
の
計
画
性
等
）
と
不
適
応
的
側
面
（
交
通
事
故

等
）
両
者
と
の
関
わ
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
意
図
的

な
マ
イ
ン
ド
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
（
心
を
泳
が
そ
う
と
し
て
意
図

的
に
解
放
す
る
）
と
、
自
然
発
生
的
な
マ
イ
ン
ド
ワ
ン
ダ
リ

ン
グ
（
気
が
つ
い
た
ら
心
が
泳
い
で
い
る
）
の
各
々
の
頻
度

と
脳
容
積
と
の
関
わ
り
も
示
さ
れ
て
い
る
（G

olchert et al., 
2017

）。

7　

創
造
性
は
、G

uilford

（1967

）
に
よ
る
二
種
の
定
義
が
広

く
知
ら
れ
て
い
る
。
複
数
の
概
念
か
ら
一
つ
の
解
を
演
繹
的

に
導
出
す
る
「
収
束
的
思
考
」、
お
よ
び
一
つ
の
概
念
か
ら

発
想
を
広
げ
て
ゆ
く
「
拡
散
的
思
考
」
の
定
義
が
広
く
用
い

ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
流
暢
性
、
柔
軟
性
、
独
自
性
か
ら
成

る
と
さ
れ
る
。
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