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1
赤
ち
ゃ
ん
の
心
の
発
達
i

板
倉
　
昭
　
二

｝
　
赤
ち
ゃ
ん
学
の
展
開

　
一
1
一
　
な
ぜ
赤
ち
ゃ
ん
研
究
か
？
・

　
赤
ち
ゃ
ん
を
見
て
微
笑
ま
な
い
人
は
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
愛
く
る
し
い
表
情
で
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
笑
い
か
け
て
く
る
。
特

に
親
に
と
っ
て
は
、
そ
の
笑
顔
は
な
に
も
の
に
も
代
え
が
た
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
入
間
に
お
け
る
乳
児
期
の
重
要
性
は
、
す
で
に
プ
ラ
ト
ン

の
時
代
か
ら
想
像
さ
れ
て
い
た
が
、
赤
ち
ゃ
ん
を
科
学
的
に
観
察
す
る
こ
と
や
理
論
的
に
赤
ち
ゃ
ん
へ
の
想
い
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
一
一
〇
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
一
〇
世
紀
の
半
ば
に
な
っ
て
や
っ
と
生
物
学
的
に
も
行
動
学
的
に
も
、

社
会
科
学
的
に
も
乳
児
期
の
存
在
は
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
の
赤
ち
ゃ
ん
研
究
の
発
展
に
よ
り
、
赤
ち
ゃ
ん
は
わ
れ
わ
れ
が
想

像
し
て
い
た
以
上
に
豊
か
な
世
界
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
教
育
と
い
う
視
点
や
子
育
て
と
い
う
観
点
か
ら
、
赤

ち
ゃ
ん
研
究
は
ま
す
ま
す
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
乳
児
期
と
い
う
の
は
、
大
雑
把
に
い
う
と
、
生
後
お
よ
そ
一
年
半
か
ら
二
年
く
ら

い
ま
で
の
期
間
を
さ
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
問
の
平
均
寿
命
の
わ
ず
か
ニ
パ
ー
セ
ソ
ト
に
も
満
た
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に

短
い
期
間
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
に
多
大
な
注
意
が
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
つ
め
は
、
哲
学
的
な
問
い
か
け
で
あ
ろ
う
。
赤
ち
ゃ
ん
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
人
問
自
身
を
理
解
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
人
間
は
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六
二

ど
の
程
度
遺
伝
的
な
影
響
を
受
け
る
の
か
、
経
験
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
行
く
の
か
、
と
い
っ
た
根
源
的
な
問
題
を
考
え
る
上
で
、

乳
児
期
は
大
変
重
要
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
ち
ゃ
ん
は
大
人
の
起
源
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
哲
学
者
や
科
学
者
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
対

し
て
熟
考
を
重
ね
て
き
た
。
二
つ
め
は
、
親
の
養
育
の
問
題
で
あ
る
。
乳
児
期
を
乗
り
越
え
て
生
存
さ
せ
、
社
会
化
さ
せ
、
よ
り
良
く
生
き

ら
れ
る
よ
う
に
教
育
を
す
る
。
親
は
そ
の
よ
う
な
使
命
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
赤
ち
ゃ
ん
は
何
が
見
え
て
い
る
の
か
、
何
が
聴

こ
え
る
の
か
、
何
を
感
じ
る
の
か
、
何
を
理
解
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
素
朴
な
疑
問
に
対
す
る
答
え
を
養
育
者
が
よ
り
良
く
知
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
三
つ
め
は
、
社
会
的
な
要
請
の
問
題
で
あ
る
。
社
会
的
、
医
学
的
、
生
物
学
的
な
問
題
を
緊
急
に
解
決
し
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
状
況
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
過
去
に
お
い
て
は
、
乳
児
死
亡
率
が
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
の
進
歩
に
よ
り
劇
的
に
改
善
さ
れ
た
経
緯
が

あ
る
。
こ
れ
も
乳
児
を
対
象
と
し
た
研
究
に
よ
り
、
達
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
今
日
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
の
問
題
は
多
様
化
し
、

そ
の
解
決
が
急
が
れ
て
い
る
問
題
も
多
発
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
問
題
に
乳
児
期
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
赤
ち
ゃ
ん
研
究
の
新
し
い
視
点
と
し
て
の
進
化
発
達
心
理
学
を
紹
介
し
、
最
近
の
重
要
な
ス
ト
リ
ー
ム
で
あ
る
脳
科

学
と
の
接
点
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。
続
い
て
、
他
者
に
心
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
シ
ス
テ
ム
の
発
達
、
い
わ
ゆ
る
「
メ
ン
タ
ラ
イ
ジ

ン
グ
（
ヨ
①
暮
簿
一
一
N
ぎ
綴
）
篇
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
最
後
に
、
本
稿
の
ま
と
め
を
簡
単
に
行
な
う
こ
と
と
す
る
。

　
【
…
二
　
進
化
発
達
心
理
学
の
視
点

　
人
類
は
長
い
年
月
を
か
け
て
ヒ
ト
に
な
っ
た
。
そ
の
身
体
も
、
そ
し
て
そ
の
心
も
で
あ
る
。
ヒ
ト
の
心
の
発
達
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と

き
、
進
化
的
視
点
は
必
要
不
欝
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
体
発
達
は
、
偶
体
自
身
に
自
発
す
る
活
動
と
そ
れ
が
関
わ
る
時
空
間
を
通
じ
て

実
現
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
個
体
発
達
自
身
が
進
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
竹
下
・
板
倉
、
二
〇
〇
三
）
。

そ
し
て
こ
う
し
た
視
点
は
、
現
代
人
の
発
達
様
相
を
よ
り
ょ
く
理
解
す
る
た
め
に
大
い
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。



　
近
年
、
ビ
ョ
ー
ク
ラ
ン
ド
と
ペ
リ
グ
リ
ニ
（
b
d
す
二
（
ξ
巳
俸
勺
ω
＝
①
ひ
q
三
質
翻
・
。
O
O
・
。
）
は
、
進
化
発
達
心
理
学
を
提
唱
し
、
以
下
の
よ
う
に
定

義
し
た
。
進
化
発
達
心
理
学
と
は
、
「
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ア
ン
の
基
本
原
理
で
あ
る
自
然
淘
汰
に
よ
る
原
理
を
現
代
人
の
発
達
諸
相
を
説
明
す
る

た
め
に
応
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
・
認
知
的
能
力
の
普
遍
的
発
達
の
基
礎
と
な
る
遺
伝
子
お
よ
び
環
境
の
機
序
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の

能
力
が
特
定
の
条
件
に
適
応
す
る
よ
う
に
発
展
し
た
認
識
論
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
研
究
を
も
含
む
総
合
的
な
研
究
領
域
で
あ
る
」
（
し
d
ピ
蒔
－

ξ
巳
卿
勺
①
濠
o
q
三
鼻
・
。
O
O
・
。
も
眞
）
。
以
下
、
彼
ら
が
特
に
強
く
主
張
す
る
点
を
記
述
し
て
み
る
。
進
化
発
達
心
理
学
の
視
点
か
ら
は
、
子
ど

も
は
、
小
さ
な
大
人
で
は
な
く
、
そ
の
年
齢
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
や
状
況
に
応
じ
て
可
能
な
限
り
適
応
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
彼
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
個
々
の
研
究
は
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
統
一
的
な
提
唱
は
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
乳
児
や
幼
児
が
有
し
て
い
る
特
徴
は
、
そ
の
す
べ
て
が
大
人
と
い
う
存
在
に
な
る
た
め
だ
け
の
準
備
段

階
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
時
点
・
年
齢
に
応
じ
た
適
応
的
機
能
を
持
つ
よ
う
に
進
化
の
中
で
淘
汰
を
受
け
て
き
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
幼
児
は
一
般
に
自
己
に
関
す
る
知
識
が
乏
し
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己

に
つ
い
て
の
メ
タ
認
識
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
入
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
一
見
未
成
熟
に
冤
え
る
が
、

こ
う
し
た
特
徴
が
却
っ
て
別
の
文
脈
で
は
、
そ
の
時
点
を
生
き
る
の
に
は
適
応
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
子
ど
も
は
多
く
の
場

合
、
自
己
の
一
般
的
能
力
を
過
大
評
価
す
る
傾
向
が
あ
り
、
失
敗
を
自
分
の
能
力
に
帰
属
し
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う

な
自
己
評
価
の
誤
り
が
あ
る
た
め
に
、
あ
る
課
題
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
き
ら
め
ず
に
何
度
も
、
そ
し

て
長
時
間
挑
戦
し
続
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
こ
と
を
学
習
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
自
己
に
対
す
る
認
識
の
誤
り
が
、
逆
に
プ
ラ
ス

の
方
向
へ
左
右
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
幼
児
期
の
自
己
に
対
す
る
過
大
評
価
は
、
ま
さ
に
新
し
い
こ
と
を
学
習
す
る
際
に
、
あ
ら
ゆ

る
こ
と
を
試
し
て
み
よ
う
と
す
る
態
度
に
反
映
さ
れ
る
し
、
ね
ば
り
強
く
遂
行
し
よ
う
と
す
る
意
味
で
極
め
て
適
応
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

別
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
幼
児
は
ま
た
、
し
ば
し
ば
ソ
ー
ス
・
モ
ニ
タ
ー
リ
ン
グ
・
エ
ラ
ー
を
お
か
す
存
在
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
ソ
ー
ス
・
モ
ニ
タ
ー
リ
ン
グ
・
エ
ラ
ー
と
は
、
あ
る
行
為
や
行
動
を
、
自
分
が
し
た
こ
と
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
他
者
が
し
た
こ
と

成
り
立
つ
心
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六
四

で
あ
る
の
か
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
よ
う
な
状
況
を
い
う
。
例
え
ば
、
大
人
と
協
力
し
て
パ
ズ
ル
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
課
題
で
、
そ
の

パ
ズ
ル
が
完
成
し
た
と
ぎ
に
、
子
ど
も
に
、
ど
の
ア
イ
テ
ム
を
自
分
が
置
い
た
の
か
聞
い
て
み
る
と
、
自
分
が
置
い
た
も
の
と
パ
ー
ト
ナ
ー

で
あ
る
大
人
が
置
い
た
も
の
を
混
同
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
誤
り
は
、
学
習
に
と
っ
て
十
分
な
利
点
が
あ
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
帰
属
の
失
敗
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
共
通
の
ソ
ー
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
ゃ
す
く
な
る
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
統
合
的
な
記
憶

の
保
持
を
促
進
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
幼
児
の
、
一
見
す
る
と
未
熱
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
認
知
は
、
そ
の
時
点
で
の
発
達
段
階
で
は
非
常
に
適
応
的
な
機
能
を

持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
決
し
て
ヒ
ト
に
だ
け
見
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　
ヒ
ト
が
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
分
か
れ
た
の
は
お
よ
そ
五
〇
〇
万
年
前
だ
と
さ
れ
る
。
ヒ
ト
を
人
な
ら
し
め
た
原
因
や
ヒ
ト
の
生
物
学
的
な
特

長
を
探
る
た
め
に
は
、
ヒ
ト
に
近
縁
な
霊
長
類
の
発
達
様
相
を
比
較
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
近
年
の
比
較
認
知
科
学
や
比

較
認
知
発
達
科
学
の
台
頭
に
よ
り
広
く
浸
透
し
始
め
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
松
沢
、
一
九
九
〇
、
藤
田
、
一
九
九
八
、
板
倉
、
一
九
九

九
、
竹
下
、
一
九
九
九
、
竹
下
・
板
倉
、
二
〇
〇
三
）
。
進
化
発
達
心
理
学
は
、
発
達
の
そ
の
蒔
点
で
の
適
応
性
の
概
念
を
よ
り
色
濃
く
反
映

さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
ま
だ
十
分
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
雷
い
難
い
が
、
赤
ち
ゃ
ん
研
究
に
と
っ
て

は
大
事
な
視
点
と
な
る
。

　
一
一
三
　
脳
科
学
と
の
連
携

　
こ
れ
ま
で
の
脳
科
学
の
進
歩
は
わ
れ
わ
れ
に
大
い
な
る
知
冤
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
赤
ち
ゃ
ん
の
脳
研
究
に
お
い
て

は
、
解
剖
学
的
な
所
見
や
お
お
ま
か
な
皮
質
の
電
気
的
な
活
動
の
計
測
に
よ
っ
て
、
そ
の
機
能
を
類
推
す
る
よ
り
方
法
が
な
か
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
発
達
に
関
す
る
知
識
は
制
限
さ
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
構
造
は
、
必
要
で
は
あ

る
が
、
機
能
を
説
明
す
る
た
め
に
は
十
分
条
件
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
の
非
侵
襲
的
な
方
法
の
開
発
や
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
乳



児
の
脳
の
構
造
や
機
能
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
以
前
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
乳
児
に
お
け
る
、

中
枢
神
経
系
の
機
能
を
調
べ
る
基
本
的
な
方
法
は
、
電
気
生
理
学
的
方
法
と
ニ
ュ
ー
ロ
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
に
大
別
さ
れ
る
。
電
気
生
理
学
的
方

法
の
代
表
的
な
も
の
は
、
皮
質
の
事
象
関
連
電
位
（
①
く
2
？
二
段
①
鳥
8
8
三
芭
”
国
費
℃
）
を
計
測
す
る
方
法
で
あ
る
。
視
覚
刺
激
や
聴
覚
刺

激
が
呈
示
さ
れ
た
と
き
、
微
小
で
は
あ
る
が
一
貫
し
た
電
気
的
な
変
化
が
脳
の
中
で
起
こ
り
、
適
切
な
領
域
に
装
着
さ
れ
た
電
極
を
通
し
て

記
録
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
方
法
を
使
用
し
て
、
健
常
の
六
ヵ
月
児
と
ダ
ウ
ン
症
の
六
ヵ
月
児
の
視
覚
刺
激
に
よ
る
脳
活
動
の
違
い
が
見
出
さ

れ
た
（
囚
p
・
叢
Φ
H
簿
鋤
一
．
L
Φ
O
。
。
）
。

　
£
R
P
の
よ
う
な
電
気
生
理
学
的
計
測
法
が
、
い
つ
脳
の
活
動
が
生
起
し
た
か
を
特
定
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ニ
ュ
ー
ロ

イ
メ
ー
ジ
ン
グ
は
、
脳
の
ど
の
部
位
が
活
動
し
た
か
を
調
べ
る
の
に
使
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
局
所
的
な
血
行
動
態
変
化
を
計
測
す
る
。

機
能
的
M
R
I
（
｛
§
鼠
8
巴
ヨ
蝉
ひ
q
器
け
8
H
Φ
ω
8
三
菱
Φ
弓
鋤
α
q
ぎ
伽
q
蝋
鼠
ゑ
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
脳
断
面
の
酸
素
消
費
の
変
化
を
ス

キ
ャ
ン
し
て
、
脳
の
ど
の
部
位
が
活
動
し
て
い
る
か
を
探
る
。
近
赤
外
光
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
（
誤
＄
村
　
冒
坤
p
。
導
体
　
一
旬
簿
　
ω
℃
①
。
蒋
。
ω
。
o
営
0

8
唱
。
α
q
鑓
。
ξ
）
は
、
生
体
透
過
性
の
高
い
八
○
○
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
近
傍
の
赤
外
光
を
用
い
て
血
行
動
態
変
化
を
計
測
す
る
手
法
で
あ
る
。

　
赤
ち
ゃ
ん
を
対
象
に
し
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
方
法
を
用
い
た
研
究
は
今
ま
さ
に
、
途
に
つ
い
た
ぽ
か
り
で
あ
り
、
今
後
大
き
な

成
果
が
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
心
を
見
つ
け
る
ー
メ
ン
タ
ラ
イ
ジ
ソ
グ
の
発
達

　
二
一
一
　
共
同
注
意
の
意
味
す
る
も
の

　
他
者
の
注
意
に
気
が
つ
く
こ
と
は
、
他
者
の
心
を
見
つ
け
る
最
も
基
本
的
な
ス
キ
ル
だ
と
思
わ
れ
る
。

象
に
気
が
つ
ぎ
、
自
分
も
同
じ
事
象
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
を
「
共
同
注
意
」
と
い
う
。
共
同
注
意
は
、

も
の
と
し
て
乳
児
に
お
い
て
も
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。

成
り
立
つ
心

他
者
の
注
意
が
向
か
っ
て
い
る
事

心
の
理
論
（
後
述
）
の
前
駆
的
な

六
五
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図1　バターワースらの実験場面の

　スキーマ

爲
8
ざ
σ
q
ざ
巴
導
Φ
o
冨
急
ω
厳
）
」
と
呼
ぶ
。
次
に
、
や
は
り
視
野
内
に
あ
る
特
定
の
刺
激
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
】

を
「
幾
何
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
0
8
ヨ
Φ
鼠
＄
一
躍
①
。
蕃
昌
一
ω
窮
ご

場
合
、
大
人
が
、
二
番
目
の
刺
激
を
見
て
も
、
最
初
の
剥
激
に
引
き
ず
ら
れ
て
、

期
で
は
、
最
初
に
目
に
入
っ
た
剃
激
に
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

の
視
野
の
外
に
あ
る
刺
激
、
例
え
ば
乳
児
の
後
方
に
あ
る
刺
激
を
振
り
返
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
一
八
ヵ
月
の
時
期
で

象
｝
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
寄
鷲
㊦
ω
窪
貯
甑
9
延
露
o
o
冨
三
ω
ヨ
）
」

ろ
で
あ
る
が
、
バ
タ
…
ワ
ー
ス
は
、
「
飽
老
が
見
て
い
る
所

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
共
同
注
意
の
意
味
は
、
ブ
ル
…
ナ
ー
に
よ
る
と
、

い
ス
パ
ン
で
の
社
会
文
脈
的
意
味
を
縫
う
よ
う
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

時
の
影
響
を
、
注
意
の
励
起
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
た

　
こ
こ
で
は
、
筆
者
の
良
き
友
人
で
あ
り
、
師
で
あ
り
、
研
究
パ
ー
ト
ナ
ー
で

あ
っ
た
、
故
G
・
バ
タ
ー
ワ
ー
ス
（
○
■
し
d
暮
8
毫
。
属
9
）
ら
の
研
究
を
紹
介
し

て
お
き
た
い
（
し
ご
ロ
蓉
興
妻
。
鴨
窪
卿
冨
羅
①
9
H
り
津
）
。
近
年
、
共
岡
注
意
の
研
究

が
盛
ん
に
な
り
、
た
く
さ
ん
の
報
告
が
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
火
付
け
役
と
な

っ
た
の
が
パ
タ
ー
ワ
ー
ス
と
ジ
ャ
レ
ッ
ト
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
生
後

六
ヵ
月
か
ら
一
八
ヵ
月
の
乳
児
を
対
象
に
緻
密
な
実
験
を
お
こ
な
い
、
こ
の
時

期
の
視
覚
的
共
同
注
意
の
発
達
に
は
三
段
階
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

　
ま
ず
、
母
親
の
見
て
い
る
一
般
的
な
方
向
（
乳
児
の
視
野
内
に
あ
る
右
か
左

か
）
を
追
奪
で
き
る
生
後
六
ヵ
月
の
時
期
で
こ
れ
を
「
生
態
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヵ
月
の
時
期
で
こ
れ

　
　
と
呼
ぶ
。
六
ヵ
月
で
は
、
岡
じ
側
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
刺
激
が
二
つ
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
次
の
刺
激
に
視
線
を
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
時

　
二
番
目
の
刺
激
に
視
線
を
移
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
最
後
は
、
乳
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
表

と
呼
ば
れ
る
。
視
覚
的
共
同
注
意
の
定
義
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
を
呼
ぶ
と
こ

（
物
）
を
見
る
こ
と
」
と
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
定
義
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　
言
語
獲
得
支
援
シ
ス
テ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
共
同
注
意
の
短

　
　
　
　
　
　
板
愈
は
、
母
親
と
の
共
同
注
意
の
後
に
同
じ
事
象
に
遭
遇
し
た

（囲

i
避
雷
P
“
。
O
露
）
。
あ
る
事
象
が
あ
る
人
の
注
意
を
励
起
し
、
そ
れ
に
注
意
を



図2c点滅条件の結果
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い
o
o
臨
昌
ひ
亀
ぼ
ヨ
①

向
け
さ
せ
る
の
は
、
何
も
他
者
の
指
さ
し
や
注
視
な
ど
の
指
示
的
な
行
動
ぽ
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
事
象

の
物
理
的
な
変
化
に
よ
っ
て
も
注
意
の
励
起
は
可
能
で
あ
る
。
実
験
に
参
加
し
た
の
は
、
九
ヵ
月
か
ら
一

三
ヵ
月
児
で
あ
り
方
法
は
選
好
注
視
法
を
用
い
た
。
被
験
児
は
母
親
の
ひ
ざ
に
抱
か
れ
、
母
親
と
一
緒
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
ス
ク
リ
ー
ン
の
前
に
座
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
は
被
験
児
が
関
心
を
持
ち
そ
う

な
複
雑
で
は
な
い
二
つ
の
線
画
が
横
並
び
に
呈
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
刺
激
の
ペ
ア
は
三
つ
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ペ
ア
が
条
件
に
応
じ
て
二
回
呈
示
さ
れ
た
。
基
本
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刺
激
に
対
す
る
注
視

時
間
が
記
録
さ
れ
た
。
被
験
児
は
、
条
件
に
応
じ
て
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
た
。
ま
ず
「
統
制
条

件
」
群
で
は
、
一
回
目
、
二
回
目
、
両
方
の
刺
激
呈
示
に
お
い
て
、
母
親
は
何
も
せ
ず
、
被
験
児
の
注
視

に
任
せ
て
い
た
。
こ
の
と
き
の
そ
れ
ぞ
れ
の
刺
激
に
対
す
る
注
視
時
貸
が
記
録
さ
れ
た
。
次
に
「
指
さ
し

条
件
」
群
で
は
、
　
一
回
目
の
刺
激
呈
示
の
際
に
、
あ
ら
か
じ
め
実
験
者
か
ら
指
示
を
受
け
て
い
た
刺
激
に

対
し
て
指
さ
し
を
し
、
二
回
目
の
呈
示
で
は
母
親
は
何
も
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
統
制
条
件
と
同
じ

で
あ
っ
た
。
「
刺
激
点
滅
条
件
」
群
で
は
、
一
回
目
の
刺
激
呈
示
で
、
母
親
は
何
も
し
な
か
っ
た
が
、
二

つ
の
刺
激
の
う
ち
ど
ち
ら
か
が
点
滅
し
た
。
二
回
目
の
塁
示
は
や
は
り
統
制
条
件
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
結

果
を
図
2
a
、
b
、
c
に
示
し
た
。

　
ま
ず
統
制
条
件
で
は
、
一
回
目
の
呈
示
も
二
回
目
の
呈
示
も
特
に
被
験
児
の
注
意
を
促
す
事
象
が
な
か

っ
た
し
、
ま
た
、
刺
激
に
対
す
る
偏
好
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刺
激
に
対
す
る
注
視
時

間
の
差
は
な
か
っ
た
（
図
2
a
）
。
指
さ
し
条
件
の
一
心
目
の
呈
示
で
は
、
母
親
の
指
さ
し
た
刺
激
に
対

す
る
注
視
時
間
が
長
か
っ
た
。
二
日
目
の
条
件
で
は
、
母
親
は
何
も
し
な
か
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
一
宇

目
に
母
親
が
指
さ
し
た
方
の
刺
激
を
長
く
見
た
の
で
あ
る
（
図
2
b
）
。
ま
た
、
刺
激
点
滅
条
件
の
一
回

六
七
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圏
の
呈
示
で
は
、
点
滅
す
る
方
の
剃
激
を
長
く
見
た
が
、
二
縛
目
の
呈
示
で
は
、
二
つ
の
潮
激
に
対
す
る
注
視
時
間
の
差
が
ほ
と
ん
ど
な
く

な
っ
た
（
図
2
c
）
。
す
な
わ
ち
、
指
さ
し
条
件
と
刺
激
点
滅
条
件
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
統
制
条
件
と
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
回

目
の
刺
激
呈
承
の
と
き
の
刺
激
に
対
す
る
注
視
時
間
の
差
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
等
目
の
経
験
の
呈
示
の
仕
方
の
違
い
が
、

二
回
目
の
注
視
蒋
間
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
母
親
が
刺
激
を
指
さ
す
こ
と
と
勅
激
が
点
滅
す
る
こ
と
は
、

被
験
児
の
注
意
の
励
起
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
共
通
の
機
能
を
持
つ
が
、
同
じ
事
象
が
く
り
返
さ
れ
た
場
合
、
母
親
の
指
さ
し
の
方
が
よ

り
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
母
親
と
注
意
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
き
わ
め
て
瞬
ぎ
な
意
昧
を
持
つ
こ

と
が
示
唆
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ニ
ー
二
　
意
図
や
目
的
の
推
測

　
乳
児
は
、
た
と
え
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
画
面
に
量
示
さ
れ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
剥
激
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
動
き
や
文
脈
条
件
に
よ

っ
て
は
、
そ
の
刺
激
に
目
的
や
意
図
を
付
与
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ぽ
、
「
心
の
理
論
」
の
提
唱
者
と
し
て
、
著
名
な

D
・
プ
レ
マ
ッ
ク
は
、
意
図
を
持
つ
と
判
断
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
「
自
己
推
進
性
（
ω
Φ
撃
隅
。
暮
圃
δ
鳥
）
」
と
「
目
標
指
向
性
（
ぴ
q
o
鋤
7

象
屋
0
8
鳥
）
」
を
挙
げ
て
い
る
。
通
常
、
た
だ
の
物
体
は
自
分
か
ら
動
く
こ
と
は
な
く
、
外
部
か
ら
あ
る
力
が
加
わ
る
と
動
き
始
め
る
。
自

分
の
力
で
動
く
性
質
を
持
つ
こ
と
を
自
己
推
進
性
と
い
う
。
自
己
推
進
性
を
有
す
る
も
の
は
、
自
分
で
動
き
始
め
、
自
分
で
止
ま
る
。
ま
た
、

そ
の
動
く
物
体
が
、
ラ
ン
ダ
ム
に
動
く
の
で
は
な
く
、
あ
る
目
標
に
向
か
っ
て
動
く
と
き
に
再
呈
指
向
性
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
ヒ
ト
乳
児
は
、

物
体
が
こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
と
き
に
、
そ
の
物
体
を
「
意
図
を
持
つ
も
の
」
と
し
て
認
識
す
る
傾
向
が
あ
る
の
だ
と
さ
れ
る
。

　
ゲ
ル
デ
リ
ー
ら
（
○
①
『
ひ
q
①
ぞ
亡
帝
4
一
㊤
り
切
）
は
、
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
剃
激
を
用
い

て
、
乳
児
の
こ
の
よ
う
な
性
質
に
関
連
す
る
き
わ
め
て
興
味
深
い
発
見
を
し
た
。
図
3
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

　
方
法
と
し
て
は
、
乳
児
の
認
知
実
験
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
酬
化
法
が
使
用
さ
れ
た
。
刺
激
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
に
よ
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っ
て
作
成
さ
れ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
刺
激
が
用
い
ら
れ
た
。
図
3
の
上
段
を
馴
化
刺
激
（
訓
鋤
鑑
貯
野
猫
。
昌
ω
餓
臼
巳
閏
）
と
い
う
。
こ
の
場
面
で

は
、
右
の
小
さ
い
ボ
ー
ル
が
、
左
の
大
き
い
ボ
ー
ル
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
障
害
と
な
る
壁
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を
飛
び
越
え
な
け
れ
ば
行
け
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
小
さ
い
ボ
ー
ル
は
助
走
を
つ
け
て
壁
を
飛
び
越
え
、
大
き
い
ボ
ー

ル
の
も
と
へ
到
達
す
る
。
こ
の
と
き
の
、
刺
激
に
対
す
る
乳
児
の
注
視
時
間
を
計
測
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
を
何
度
も
乳
児
に
見
せ
る
と
、

次
第
に
こ
の
刺
激
に
慣
れ
て
き
て
、
注
視
慰
問
が
短
く
な
る
。
こ
れ
を
馴
化
と
い
う
。
十
分
に
こ
の
刺
激
に
馴
化
さ
せ
た
後
、
今
度
は
テ
ス

ト
刺
激
と
し
て
、
障
害
物
を
取
り
除
い
た
下
段
の
刺
激
を
呈
示
す
る
。
左
側
の
刺
激
で
は
、
小
さ
い
ボ
ー
ル
は
、
最
短
コ
ー
ス
を
通
っ
て
大

き
い
ボ
ー
ル
に
近
づ
く
。
右
側
の
刺
激
で
は
、
小
さ
い
ボ
ー
ル
は
、
馴
化
刺
激
と
同
じ
よ
う
な
動
き
、
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ン
プ
し
た
よ
う
な
動

き
で
大
き
い
ボ
ー
ル
に
到
達
す
る
。
一
般
に
乳
児
は
、
自
分
の
予
期
し
な
い
事
象
や
新
奇
な
事
象
に
対
す
る
注
視
時
間
が
長
く
な
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
り
得
な
い
事
象
や
見
た
こ
と
の
な
い
事
象
の
場
合
に
は
、
驚
い
て
長
く
そ
の
対
象
を
冤
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
実
験
で
は
、
一
望
ヵ
月
児
は
、
最
短
コ
ー
ス
を
通
る
場
面
よ
り
も
ジ
ャ
ン
プ
し
て
到
達
す
る
場
面
の
ほ
う
を
長
く
見
た
の

で
あ
る
。
も
し
、
乳
児
が
、
ジ
ャ
ン
プ
し
て
大
き
い
ボ
ー
ル
に
近
づ
く
と
い
う
ボ
ー
ル
の
動
き
自
体
に
馴
化
し
て
い
た
の
な
ら
、
最
短
コ
ー

ス
を
通
り
、
大
き
い
ボ
ー
ル
に
近
づ
く
と
い
う
新
奇
な
場
面
の
方
を
長
く
見
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
結
果
は
逆
に
な
っ
た
。
九
ヵ
月
児

で
は
二
つ
の
テ
ス
ト
刺
激
に
対
す
る
注
視
時
間
の
差
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ゲ
ル
デ
リ
ー
た
ち
は
、
心
界
ヵ
月
児
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
解

釈
し
た
。
す
な
わ
ち
、
小
さ
い
ボ
ー
ル
は
大
き
い
ボ
ー
ル
の
所
に
行
く
と
い
う
「
目
的
」
を
持
っ
て
お
り
、
障
害
物
が
な
く
な
っ
た
テ
ス
ト

刺
激
場
面
で
は
、
そ
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
は
ジ
ャ
ン
プ
す
る
必
要
は
な
く
、
最
短
コ
ー
ス
を
進
め
ば
い
い
の
で
、
そ
れ
は
あ
り
得
る
現

象
な
の
で
あ
る
。
障
害
物
も
な
い
の
に
、
ジ
ャ
ン
プ
し
て
大
き
い
ボ
ー
ル
の
も
と
に
行
く
の
は
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

一
ニ
ヵ
月
児
は
、
小
さ
い
ボ
ー
ル
に
目
的
を
言
出
し
非
常
に
「
合
理
的
」
な
解
釈
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
辻
と
板
倉
は
、
こ
う
し
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
刺
激
を
用
い
て
、
カ
ー
ル
マ
イ
ア
ー
（
函
¢
三
ヨ
色
臼
Φ
け
巴
●
』
O
O
ω
）
ら
の
報
告
を
も
と
に
、

以
下
の
よ
う
な
実
験
を
行
な
っ
た
（
辻
・
板
倉
、
二
〇
〇
三
）
。
図
4
に
馴
化
刺
激
の
一
例
を
示
し
た
。



　
大
き
い
坂
道
が
あ
り
、
ボ
ー
ル
が
そ
こ
を
上
ろ
う
と
し
て
い
る
。
上
段
で
は
、
三
角
（
笛
Φ
言
Φ
「
）
が
小
さ
い
ボ
ー
ル
を
助
け
る
よ
う
に
、

上
へ
押
し
上
げ
る
。
と
こ
ろ
が
、
下
段
で
は
、
四
角
（
口
ぎ
鳥
9
9
が
邪
魔
を
し
て
小
さ
い
ボ
ー
ル
を
下
に
突
き
落
と
し
て
し
ま
う
。
こ
の

二
つ
の
場
面
を
馴
化
刺
激
と
し
た
。
馴
化
刺
激
に
は
、
坂
道
の
な
い
条
件
も
設
定
し
た
。
坂
道
の
存
在
は
、
ボ
ー
ル
の
動
き
に
意
図
を
付
与

し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
坂
道
が
な
け
れ
ぽ
結
果
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
テ
ス
ト
刺
激

で
は
、
ボ
ー
ル
が
三
角
に
近
づ
く
場
面
（
下
段
）
と
四
角
に
近
づ
く
場
面
を
呈
示
し
た
（
図
5
）
。

　
そ
の
と
き
の
注
視
時
間
を
比
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
結
果
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。
坂
道
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
乳
児
は
、
ボ
ー
ル

が
、
よ
り
好
ま
し
い
物
体
（
ボ
ー
ル
を
援
助
す
る
物
体
）
に
近
づ
く
テ
ス
ト
刺
激
を
よ
り
長
く
見
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
乳
児
は
、
坂
道
を

上
が
ろ
う
と
し
て
い
る
ボ
ー
ル
を
助
け
る
方
を
好
み
、
ま
た
、
ボ
ー
ル
が
そ
の
図
形
に
近
づ
く
ほ
う
を
好
む
の
だ
と
解
釈
さ
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
通
常
の
「
期
待
－
違
反
」
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
結
果
を
解
釈
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ボ
ー
ル
が
邪
魔
を
し
た

物
体
に
近
づ
く
場
面
の
刺
激
に
対
す
る
注
視
時
間
が
長
く
な
る
ほ
う
が
、
理
解
し
や
す
い
。
今
後
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
の
か
を

説
明
で
き
る
、
適
切
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヒ
ト
は
、
他
者
に
心
的
状
態
を
帰
属
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
そ
れ
は
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、
何
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
乳
幼
児
は
、
ヒ
ト
に
対
し
て
の
み
、
心
的
状
態
の
帰
属
を
お
こ
な
う

の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
模
倣
を
利
用
し
た
メ
ル
ツ
ォ
フ
（
ζ
①
欝
。
抽
H
8
㎝
）
の
実
験
の
一
部
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
メ
ル
ツ
ォ
フ
は
、

行
為
再
現
課
題
（
刃
Φ
Φ
津
。
9
Φ
暮
o
h
α
q
o
銑
冨
H
巴
一
α
q
筥
）
と
い
う
巧
妙
な
方
法
を
用
い
て
、
一
八
ヵ
月
児
が
、
モ
デ
ル
の
意
図
を
読
み
取
っ

て
模
倣
を
お
こ
な
う
こ
と
、
ま
た
、
人
の
モ
デ
ル
で
な
け
れ
ぽ
、
そ
の
よ
う
な
行
動
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
報
告
し
た
。

　
実
験
で
は
、
大
人
の
モ
デ
ル
が
ダ
ン
ベ
ル
を
は
ず
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
失
敗
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
場
面
を
見
せ
る
。
一
八
ヵ
月
児
は
、

最
終
的
な
ダ
ン
ベ
ル
の
状
態
を
見
な
く
て
も
、
モ
デ
ル
が
ダ
ン
ベ
ル
を
は
ず
そ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
取
っ
て
最
後
ま
で
、
「
は
ず
す
」
と

い
う
行
為
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
下
段
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
メ
カ
ニ
カ
ル
ピ
ン
サ
ー
と
呼
ば
れ
る
機
械
の
腕
の

成
り
立
つ
心

七
一



　　N
．団．

xh．＼

　　　i
　　　）1’

薦／〆
，！f@N

堰
C
（ ▼・

、

！
v

IU

1

、
＼

／
≠ i

s
，
一

1 ノ
～

　　　x

哺1

図6　メルツォフの実験（Meltzoff，1995より）

．、縫 謙
幽

辮
　
．
・
〕
ノ

図7　ロボビーの刺激（左：視線なし、右：視線あり）

　　　　　　（ATR知能ロボティクス提供）

52

2

51

切
口
O
郭
。
＜
噛
o

1
　
　
　
5
　
　
　
0

　
　
　
　
じ

．
o
乞
儀
邸
①
匿

Gaze

‘／

七

FD　FA　CONT　　　　Conditions

　　　図8　結　　果



よ
う
な
も
の
が
同
じ
よ
う
な
動
作
を
し
て
も
、
一
八
ヵ
月
児
は
モ
デ
ル
の
行
為
を
完
遂
し
な
い
。
メ
ル
ツ
ォ
フ
は
、
一
八
ヵ
月
児
は
、
ヒ
ト

の
モ
デ
ル
の
模
倣
し
か
し
な
い
の
だ
と
結
論
し
た
。
け
れ
ど
も
、
メ
カ
ニ
カ
ル
ピ
ソ
サ
ー
は
、
機
械
の
腕
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
が
動
く

だ
け
の
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
型
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
に
顔
や
目
や
腕
や
胴
体
が
あ
り
、
自
律
的
に
動
く
も
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
板
倉
ら
（
目
詳
言
鑓
簿
巴
こ
・
。
O
O
蒔
）
は
、
二
歳
～
三
歳
児
を
対
象
と
し
、
ヒ
ト
型
ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い
て
同
様
の
実
験
を
行
な
っ
た
。
図
7

は
、
実
験
に
使
用
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
使
用
さ
れ
た
ロ
ボ
ッ
ト
は
ロ
ボ
ビ
ー
と
い
う
名
前
の
A
T
R
で
製
作
さ
れ
た
日
常
活
動

型
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
ロ
ボ
ビ
ー
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
…
機
能
に
重
点
が
置
か
れ
た
ヒ
ト
型
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
。
大
き
さ
は
、
入
間

よ
り
も
ひ
と
ま
わ
り
以
上
小
さ
い
サ
イ
ズ
で
、
高
さ
一
二
〇
セ
ン
チ
、
半
径
五
〇
セ
ン
チ
、
壼
量
は
お
よ
そ
四
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
。

頭
部
は
回
転
可
能
で
あ
り
、
腕
は
自
由
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
注
視
方
向
の
制
御
が
可
能
で
あ
る
両
眼
ス
テ
レ
オ
カ
メ
ラ
、
三

六
〇
度
す
べ
て
感
受
で
き
る
全
方
位
視
覚
セ
ン
サ
、
ス
テ
レ
オ
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
、
全
身
を
覆
う
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
接
触
セ
ン
サ
が
搭
載
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
視
覚
、
聴
覚
、
触
覚
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
な
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
基
本
的
に
は
、
前
述
し
た
メ
ル
ツ
ォ
フ
の
行
為
再
現
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
用
い
た
。
ロ
ボ
ッ
ト
の
行
為
は
す
べ
て
ビ
デ
オ
に
記
録
さ
れ
、
そ
れ

を
刺
激
と
し
た
。
ビ
デ
オ
刺
激
を
呈
示
し
、
被
験
児
が
モ
デ
ル
の
行
為
を
完
遂
す
る
か
ど
う
か
を
調
べ
た
わ
け
で
あ
る
。
ビ
デ
オ
の
種
類
は
、

以
下
の
四
つ
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
シ
ー
ク
エ
ン
ス
か
ら
な
っ
て
い
た
（
図
7
は
、
刺
激
の
～
場
面
）
。
ω
田
目
　
匹
Φ
ヨ
8
ω
け
類
－

甑
。
づ
÷
α
q
窩
Φ
条
件
n
ロ
ボ
ッ
ト
が
と
な
り
に
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
（
ヒ
ト
）
の
顔
を
見
る
1
物
体
を
受
け
取
る
i
行
為
を
完
遂
す
る
1
再
び

パ
ー
ト
ナ
ー
の
顔
を
見
る
、
②
団
姐
罵
山
Φ
営
。
コ
ω
安
四
鉱
8
＋
降
。
ゆ
q
器
Φ
条
件
”
ロ
ボ
ッ
ト
は
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
い
た
ま
ま
物
体
を
受
け
取
り
、

行
為
を
完
遂
す
る
、
③
悲
曲
Φ
α
餌
暮
①
B
讐
＋
ひ
q
震
①
条
件
H
ロ
ボ
ッ
ト
が
と
な
り
に
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
（
ヒ
ト
）
の
顔
を
見
る
1
物
体
を
受

け
取
る
i
行
為
を
完
遂
し
よ
う
と
す
る
が
失
敗
す
る
1
再
び
パ
ー
ト
ナ
ー
の
顔
を
見
る
、
ω
男
p
。
霊
山
讐
け
Φ
目
讐
＋
⇒
O
o
g
o
N
Φ
条
件
日
ロ
ボ
ッ

ト
は
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
い
た
ま
ま
物
体
を
受
け
取
り
、
行
為
を
完
遂
し
よ
う
と
す
る
が
失
敗
す
る
、
以
上
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト

と
な
っ
た
行
為
は
、
ダ
ン
ベ
ル
を
二
つ
に
分
解
す
る
、
ビ
ー
ズ
を
マ
グ
カ
ッ
プ
に
入
れ
る
、
ゴ
ム
製
の
髪
留
め
を
木
の
棒
に
か
け
る
、
の
三

成
り
立
つ
心
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四

種
類
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
条
件
の
ほ
か
、
統
制
条
件
で
は
、
物
だ
け
渡
し
て
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
よ
う
な
行
為
の
出
現
頻
度
を
記
録
し

た
。
結
果
は
、
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
っ
た
（
図
8
）
。

　
ま
ず
、
統
制
条
件
で
は
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
行
動
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
験
児
は
、
物
体
を
渡
さ
れ
た
だ
け

で
は
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
示
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
両
亀
弱
冠
8
ω
窪
p
。
鉱
9
ρ
条
件
で
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
視
線
が
パ
ー
ト

ナ
ー
や
物
体
に
向
け
ら
れ
よ
う
が
、
ま
っ
す
ぐ
に
前
を
向
い
た
ま
ま
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
の
条
件
で
も
、
被
験
児
は
実
験
者
の
行
為
を
完

遂
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
男
鉱
δ
Q
p
淳
①
ヨ
営
条
件
で
は
、
大
変
興
味
深
い
結
果
と
な
っ
た
。
μ
ポ
ッ
ト
の
視
線
が
パ
ー
ト
ナ
ー
や
物
体

に
向
か
っ
て
い
る
と
き
は
、
モ
デ
ル
で
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
の
行
為
を
完
遂
す
る
が
、
ま
っ
す
ぐ
に
前
を
見
た
ま
ま
の
場
合
は
、
結
果
が
異
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
被
富
民
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
な
視
線
を
顕
著
に
見
出
し
た
と
き
に
は
、
メ
ル
ツ
ォ
フ
の
解
釈
で
い
う
、

意
図
を
読
み
取
っ
て
、
モ
デ
ル
で
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
の
失
敗
し
た
行
為
を
完
遂
す
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
行
為
の
中
に
意
図
が
表

出
さ
れ
る
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
要
素
が
窄
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ヒ
ト
以
外
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
も
二
～
三
歳
児

は
意
図
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
二
一
三
　
心
の
理
論

　
「
心
の
理
論
」
の
研
究
は
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
、
D
・
プ
レ
マ
ッ
ク
（
U
．
勺
お
営
餌
。
ε
ら
の
研
究
を
起
源
と
し
て
い
る
（
牢
2
ゴ
9
。
o
罪

俸
芝
o
o
求
心
h
一
夏
。
。
）
。
プ
レ
マ
ッ
ク
ら
は
、
サ
ラ
と
い
う
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
対
象
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
実
験
を
お
こ
な
っ
た
。
サ
ラ

は
何
ら
か
の
物
理
的
制
約
が
あ
る
た
め
に
霞
的
を
達
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
が
記
録
さ
れ
た
ビ
デ
オ
を
い
く
つ
か
見
せ
ら
れ
た
。
た
と
え

ぽ
、
バ
ナ
ナ
が
天
井
に
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
て
そ
の
ま
ま
で
は
取
れ
な
い
状
況
、
ま
た
は
、
バ
ナ
ナ
が
遠
く
に
あ
り
そ
の
ま
ま
で
は
届
か
な

い
と
い
っ
た
よ
う
な
状
況
の
ビ
デ
オ
を
三
〇
秒
間
毘
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
て
い
る
場
面
の
写
真
を
含

む
二
枚
の
写
真
を
見
せ
ら
れ
、
ど
ち
ら
か
の
写
真
を
選
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
、
サ
ラ
は
ほ
ぼ
正
し
く
答
え
る
こ
と



が
で
き
た
。
次
に
、
今
度
は
単
に
物
理
的
な
制
約
が
あ
る
場
面
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
で
起
こ
る
問
題
を
示
す
場
面
が
見
せ
ら

れ
た
。
例
え
ば
、
カ
ギ
の
か
か
っ
た
濫
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
人
、
プ
ラ
グ
が
抜
け
た
蓄
音
機
で
音
楽
を
聞
こ
う
と
し
て
い
る
人
、
な

ど
の
場
面
を
見
せ
ら
れ
、
そ
の
後
、
前
の
実
験
と
同
じ
よ
う
に
、
問
題
を
解
決
す
る
場
面
を
含
む
写
真
が
呈
示
さ
れ
た
。
サ
ラ
は
こ
う
し
た

複
雑
な
問
題
解
決
場
面
で
も
、
正
し
い
写
真
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
プ
レ
マ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
実
験
か
ら
、
サ
ラ
は
ビ
デ
オ
に
出
て
き
た
人
が
直
面
し
て
い
る
問
題
の
構
造
を
理
解
し
、
そ
の
人
の

意
図
を
も
推
理
で
き
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
、
プ
レ
マ
ッ
ク
は
、
「
心
の
理
論
」
の
問
題
と
し
て
、
．
．
U
o
①
ω
9
①

O
ぼ
ヨ
O
P
⇔
N
Φ
Φ
冨
く
Φ
凶
昏
①
○
居
《
○
｛
B
ぎ
亀
矯
”
と
い
う
論
文
に
表
し
た
（
勺
お
上
竪
O
臨
本
芝
O
O
伍
毎
嶽
隔
り
刈
G
Q
）
。
プ
レ
マ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
他
者

の
、
信
念
・
目
的
・
意
図
・
知
識
・
思
考
・
推
測
な
ど
の
内
容
が
理
解
で
き
れ
ぽ
、
そ
れ
は
「
心
の
理
論
」
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う

（
勺
δ
父
母
。
ズ
卿
芝
o
o
紆
鼠
抄
H
O
刈
。
。
”
子
安
、
一
九
九
九
）
。
そ
の
後
、
プ
レ
マ
ッ
ク
は
、
い
く
つ
か
の
実
験
を
お
こ
な
っ
て
、
次
の
よ
う
に
結

論
づ
け
た
。
も
し
も
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
心
の
理
論
を
持
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
極
め
て
原
初
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
見
て
い
る

こ
と
、
欲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
期
待
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
の
理
解
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
な
結
論
と
し
て
、
「
心
の

理
論
」
の
三
つ
の
段
階
を
想
定
し
、
以
下
の
よ
う
に
分
類
し
た
（
以
下
、
子
安
、
一
九
九
九
よ
り
引
用
）
。

　
　
ω
　
ど
ん
な
種
類
の
「
心
の
理
論
」
を
も
帰
属
さ
せ
な
い
動
物
。
動
物
の
大
半
が
そ
う
だ
と
す
る
。

　
　
ω
　
「
心
の
理
論
」
の
帰
属
が
無
制
限
で
あ
る
動
物
。
四
歳
以
降
の
ヒ
ト
が
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
と
す
る
。

　
　
③
　
「
心
の
理
論
」
の
帰
属
を
お
こ
な
う
が
、
多
く
の
点
で
限
界
が
あ
る
動
物
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ

　
　
　
　
る
。

　
以
上
の
結
論
に
対
し
て
は
、
異
論
の
あ
る
研
究
者
も
多
く
、
ま
だ
ま
だ
議
論
が
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
最
初
に
、
今
や
古
典
と
も
言
え
る
ウ
ィ
ン
マ
ー
と
バ
ー
ナ
ー
（
当
事
日
興
俸
℃
Φ
諺
Φ
N
）
に
よ
る
「
誤
っ
た
信
念
課
題
（
哨
巴
ω
Φ

切
亀
似
日
月
。
路
）
」
を
紹
介
し
て
お
こ
う
（
芝
巨
日
興
帥
℃
の
ヨ
①
び
お
。
。
ω
）
。
以
下
、
子
安
（
一
九
九
九
）
か
ら
引
用
す
る
（
子
安
、
一
九
九
九
、

成
り
立
つ
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一
三
四
頁
）
。
こ
の
課
題
は
、
マ
ク
シ
と
い
う
男
の
子
が
主
人
公
と
な
る
の
で
「
マ
ク
シ
課
題
」
と
呼
ば
れ
る
。
ま
ず
こ
の
マ
ク
シ
の
話
を

子
ど
も
に
聞
か
せ
る
。
「
マ
ク
シ
は
、
お
母
さ
ん
の
買
い
物
袋
を
あ
け
る
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
マ
ク
シ
は
、
後
で
戻
っ
て
き
て
食
べ
ら

れ
る
よ
う
に
、
ど
こ
に
チ
ョ
コ
レ
…
ト
を
置
い
た
か
を
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
マ
ク
シ
は
遊
び
場
に
出
か
け
ま
し
た
。
マ
ク

シ
の
い
な
い
問
に
、
お
母
さ
ん
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
少
し
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
お
母
さ
ん
は
く
緑
〉
の
戸
棚
か
ら
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
取
り

出
し
、
ケ
ー
キ
を
作
る
た
め
に
少
し
使
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
お
母
さ
ん
は
そ
れ
を
く
緑
V
に
戻
さ
ず
、
〈
青
〉
の
戸
棚
に
し
ま
い
ま
し

た
。
お
母
さ
ん
は
卵
を
買
う
た
め
に
出
て
い
き
、
マ
ク
シ
は
お
腹
を
す
か
せ
て
遊
び
場
か
ら
戻
っ
て
き
ま
し
た
し
（
子
安
、
一
九
九
九
、
一

三
四
頁
を
引
用
）
。
こ
の
お
話
を
聞
か
さ
れ
た
後
、
被
験
児
と
な
っ
た
子
ど
も
に
は
、
マ
ク
シ
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
ど
こ
に
あ
る
と
思
っ
て

い
る
か
と
い
う
問
い
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
子
ど
も
が
「
緑
の
戸
棚
」
を
選
択
す
る
と
、
マ
ク
シ
が
持
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
「
誤
信
念
」
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
課
題
を
パ
ス
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
三
歳
児
で
は
こ
の

課
題
に
失
敗
し
、
四
歳
児
に
な
る
と
、
成
功
す
る
こ
と
を
報
告
し
た
。

　
バ
ー
ナ
ー
は
、
そ
の
後
の
一
連
の
研
究
を
ま
と
め
、
い
わ
ゆ
る
「
心
の
理
論
偏
が
出
現
す
る
の
は
お
よ
そ
四
歳
頃
か
ら
で
あ
る
と
結
論
し

た
（
℃
興
器
び
一
〇
〇
ど
子
安
、
一
九
九
九
を
参
照
の
こ
と
）
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ト
の
子
ど
も
は
四
、
五
歳
ま
で
に
は
、
「
心
の
理
論
」
を
獲
得
し
、

他
者
の
心
的
状
態
を
推
測
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ウ
イ
ソ
マ
ー
と
パ
ー
ナ
…
（
芝
凶
諺
ゴ
興
俸
℃
㊦
讐
の
お
お
。
。
ω
）
に
よ

る
誤
信
念
課
題
を
用
い
た
研
究
に
よ
り
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
幼
児
が
他
者
に
誤
信
念
を
儒
属
す
る
の
は
ヒ
ト
に
だ
け
な

の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
に
自
律
的
に
動
く
エ
…
ジ
ェ
ン
ト
を
、
幼
児
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
板
倉
ら
（
H
琶
《
野
葬
簿
鉢
る
O
O
ω
）
は
、
就
学
前
児
（
四
歳
…
六
歳
児
）
を
対
象
に
、
ヒ
ト
秦
野
ポ
ッ
ト
を
用
い
て
標
準
的
な
誤
信
念
課
題

を
お
こ
な
っ
た
。
こ
こ
で
使
用
さ
れ
た
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
先
述
し
た
ロ
ボ
ビ
ー
で
あ
っ
た
。
手
続
き
は
、
ま
ず
刺
激
ビ
デ
オ
を
被
験
児
に
呈
示

し
、
そ
の
後
い
く
つ
か
の
質
問
を
お
こ
な
っ
た
。
刺
激
ビ
デ
オ
に
は
、
ロ
ボ
ビ
ー
・
バ
…
ジ
ョ
ン
と
、
ヒ
ト
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
用
意
さ
れ
た
。

た
と
え
ぽ
、
ロ
ボ
ビ
i
・
バ
…
ジ
ョ
ン
の
刺
激
ビ
デ
オ
で
は
、
ω
ロ
ボ
ビ
ー
が
お
も
ち
ゃ
の
ぬ
い
ぐ
る
み
を
持
っ
て
部
屋
に
入
っ
て
く
る
、
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図9　誤信念課題の結果

②
部
屋
の
机
に
は
大
き
い
箱
と
小
さ
い
箱
が
置
い
て
あ
り
、
ロ
ボ
ビ
ー
は
ぬ
い
ぐ
る
み
を
大

き
い
箱
の
中
に
隠
し
て
部
屋
を
出
て
行
く
、
㈹
そ
の
様
子
を
覗
い
見
て
い
た
人
が
、
部
屋
に

入
っ
て
き
て
、
大
き
い
箱
の
中
の
ぬ
い
ぐ
る
み
を
小
さ
い
箱
に
移
し
替
え
て
出
て
行
く
、
ω

ロ
ボ
ビ
ー
が
再
び
部
屋
に
戻
っ
て
く
る
、
こ
こ
で
ビ
デ
オ
の
映
像
は
停
止
さ
れ
る
。
そ
の
後
、

四
つ
の
質
問
を
被
験
児
に
与
え
た
。
そ
の
内
容
は
、
ω
戻
っ
て
き
た
ロ
ボ
ビ
…
が
ど
ち
ら
の

箱
を
探
す
か
を
問
う
予
測
質
問
（
勺
巴
Φ
鳥
一
〇
け
一
〇
ゆ
“
］
℃
肘
Φ
）
、
②
ロ
ボ
ビ
ー
が
、
ど
ち
ら
に
入
っ

て
い
る
と
思
っ
て
い
る
か
を
問
う
表
象
質
問
（
菊
Φ
實
①
ω
Φ
算
鋤
甑
o
『
菊
Φ
O
）
、
③
ぬ
い
ぐ
る
み

は
最
初
ど
ち
ら
の
箱
に
入
っ
て
い
た
か
を
問
う
記
憶
質
問
（
竃
①
ヨ
o
曼
）
、
ω
今
、
ぬ
い
ぐ

る
み
が
ど
こ
に
入
っ
て
い
る
か
を
問
う
現
実
質
問
（
即
＄
一
一
信
）
、
で
あ
っ
た
。
ヒ
ト
・
バ
ー

ジ
ョ
ン
刺
激
に
対
し
て
も
同
様
の
質
問
を
お
こ
な
っ
た
。
結
果
を
概
略
す
る
と
以
下
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
れ
も
、
ロ
ボ
ッ
ト
条
件
、
人
聞
条
件
で
ほ
と
ん
ど
の
被
験
児
が
正
答
を
示
し
た
。
ま
た
、
予
測
質
問
で
も
、

七
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
の
被
験
児
が
正
答
し
た
が
、
ロ
ボ
ッ
ト
条
件
、
人
間
条
件
で
差
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
表
象
質
問
で
は
、
ロ
ボ

ッ
ト
条
件
よ
り
も
人
聞
条
件
の
ほ
う
で
正
答
者
が
多
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
門
思
う
」
と
い
っ
た
よ
う
な
心
理
動
詞
（
目
①
コ
什
鋤
囲
　
く
①
憎
ぴ
）
を
使

用
し
て
質
問
を
し
た
場
合
、
幼
児
は
、
人
間
条
件
と
は
異
な
る
反
応
を
示
し
た
。
ロ
ボ
ッ
ト
に
は
、
心
理
動
詞
を
帰
属
さ
せ
な
い
可
能
性
の

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
幼
児
は
、
「
行
動
が
予
測
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
そ
の
よ
う
に
考
え
て
行
動
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
入
の

場
合
で
は
容
易
に
連
合
で
き
る
が
、
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
そ
う
し
た
連
合
が
起
こ
り
に
く
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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り
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三
　
ま
と
め

　
本
稿
で
は
、
近
年
と
み
に
注
目
を
集
め
て
い
る
発
達
科
学
の
中
で
も
、
赤
ち
ゃ
ん
研
究
の
動
向
を
概
略
し
、
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
自
分

の
研
究
に
も
言
及
し
た
。
そ
の
中
で
、
進
化
発
達
的
視
点
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
脳
科
学
と
の
連
携
が
必
要
な
こ
と
を
強
調
し
、

筆
者
の
専
門
で
あ
る
、
メ
ン
タ
ラ
イ
ジ
ソ
グ
の
発
達
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ま
ず
、
共
岡
注
意
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
し
て
、
乳

幼
児
が
心
を
見
出
す
条
件
と
し
て
、
対
象
が
随
伴
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
な
存
在
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
を
報
告
し

た
。　

今
後
は
、
発
達
心
理
学
、
小
児
科
学
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
、
脳
科
学
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
研
究
が

有
機
的
な
統
合
を
晃
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
赤
ち
ゃ
ん
の
発
達
の
よ
り
確
か
な
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
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　　　　Developing　Mind

Development　of　lnfant’s　Mind

　　　　　　Shouji　ITAKURA

Associate　Professor　of　Psychology

　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　Kyoto　University

　　In　the　present　article，　1　reviewed　recent　stream　of　developmental　sciences，

especially　of　development　in　infancy．　ln　the　first　section，　the　importance　of　the

perspectives　of　evolutionary　developmental　psychology　in　infant　study　is　empha－

sized．　ln　the　same　section，　connection　of　infant　study　and　brain　science　were

described．　From　now　onward，　non－invasive　techniques，　such　as　functional　Mag－

netic　Resonance　lmaging　（fMRI），　or　Near　lnfra－Red　light　spectroscopic　Topogra－

phy：　NIRT）　are　providing　a　large　contribution　in　the　infant　studies．

　　In　the　next　section，　the　development　of　the　ability　to　find　other’s　goal，　intention，

and　mind，　so－called　mentalizing　system　was　reviewed．　According　to　Butterworth

and　his　colleague，　by　18－month－old，　infants　developed　joint　visual　attention　in

three　mechanisms，　“ecological　mechanism”，　“geographical　mechanism”，　and　“re－

presentational　mechanism．”　Gergely　et　al．　found　that　infants　aged　between　9　and

12　months　expect　agents　to　approach　a　goal　in　the　most　economic　way．　We　also

found　that　children　aged　between　24　and　36　months　imitated　humanoid　robot’s

action，　and　they　completed　the　action　even　it　is　failed　attempt　when　the　robot

gazed　at　the　human　partner　before　and　after　it　began　action．　We　tried　to　investi－

gate　whether　young　children　infer　a　robot’s　mental　state　in　a　standard　False　Belief

task．　We　employed　autonomous　robot，　named　Robovie．　All　of　the　stimuli　were

presented　in　the　video　monitor．　There　were　two　versions　of　video　stimuli．　One　of

the　scene　of　the　video　was　as　follows：　Robovie　puts　the　doll　away　in　a　particular

location　（Box　A），　then　leaves　the　roorn．　During　Robovie’s　absence　the　man

removes　the　doll　frorn　Box　A，　and　places　the　doll，　not　back　in　Box　A，　but　in　Box

B．　The　other　of　the　scene　of　the　video　was　the　same　as　robot　version　except　that

human　was　appeared　instead　of　the　robot．　Each　subject　was　shown　these　two　types

of　scenes，　and　given　five　questions　just　after　watching　each　video　scene　individu－

ally．　The　order　of　presenting　the　stimulus　was　counterbalanced．　Four　questions　are

as　follows：　1）　“Where　will　it／he　look　for　a　doll？”（we　called　this　“question　of
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prediction”），　2）　“Which　box　does　it／he　thinl〈　the　doll　is　in？”（We　called　this

“question　of　representation”）　，　3）　“Which　box　has　a　doll？”　（We　called　this　“question

of　reality”），　4）　“VYihich　box　had　a　doll　at　first？”（We　called　this　“question　of

memory”）．　There　are　two　inain　findings　in　this　study．　First，　older　children　answer－

ed　correctly　whether　the　agent　was　human　or　robot．　Second，　the　children　tended　to

answer　more　correctly　in　the　human　condition　when　they　were　asked　by　using

psychological　verb，　such　that　“What　does　it／he　think？．”　This　seems　to　be　very

interesting　results．　The　older　children　can　predict　both　human　and　robot　behavior

correctly　in　FB　task，　however，　they　showed　different　responses　when　psychologi－

cal　verb　was　used　in　the　question．

Vlsuomotor　control　and　visual　illusion
　　　　　　　　　　Is　the　hand　not　deceived？

　　　　　　　　　　　　　bJ，

　　　　　　1｛｛iroshi　AsHmA

Assosiate　Professor　of　Psychology

　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　Kyoto　University

　　This　paper　discusses　how　visual　illusions　have　been　studied　to　gain　insight　into

human　vision　for　perception　and　action．　Visual　illusions　have　long　been　studied　by

psychologists，　contributing　to　our　understanding　of　visual　perception　and　the

underlying　mechanisms．　ln　the　last　decade，　physiological　and　neuropsychological

evidence　has　indicated　that　we　have　two　distinct　visual　pathways　in　our　brain　for

conscious　perception　and　direct　action．　Again，　visual　illusion　has　been　playing　an

important　role　in　psychological　studies　after　the　controversial　report　that　visual

illusion　does　not　affect　action　such　as　manual　grasping．　But　the　idea　thatthe　hand

is　not　deceived　by　perceptual　il王usioll　is　an　oversimplification，　because　there　are

cases　in　which　real－time　manual　reaching　yielded　larger　illusion　than　perceptual

judgement　did．　The　frame　of　reference　seems　to　be　the　crucial　factor，　which　is

innately　selected　in　accordance　with　the　goals　of　perception　and　action．　Visual

illusions　therefore　differently　affect　perception　and　action　depending　on　informa－

tion　processing　required，　such　as　relative　coding　of　objects　in　a　three　dimensional

space　or　real－time　prediction　of　the　target　trajectory　for　action　toward　it．　The

findings　on　visual　illusion，　when　put　together，　support　the　idea　of　distinct　visua1
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