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意
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現

　
　
　
ー
ー
・
、
9
の
理
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
ー

苧
　
阪
　
直
　
行

　
意
識
と
い
う
現
象
の
科
学
的
解
明
は
実
験
心
理
学
の
基
本
的
な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。
意
識
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
心
の
科
学
を
標
榜

す
る
実
験
心
理
学
に
お
い
て
も
こ
の
一
世
紀
の
間
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ

ン
ト
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
な
ど
は
、
意
識
を
心
理
学
の
主
要
テ
ー
マ
と
考
え
た
が
、
そ
の
後
は
い
わ
ゆ
る
行
動
主
義
的
ア
プ
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

チ
が
二
〇
世
紀
中
葉
以
降
の
実
験
心
理
学
界
を
支
配
す
る
に
至
り
、
意
識
は
実
験
心
理
学
の
研
究
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
影
響
も
あ
っ
て
比
較
的
近
年
ま
で
実
験
心
理
学
で
は
意
識
を
問
題
に
す
る
こ
と
さ
え
も
“
意
識
的
に
”
回
避
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
近
年
に
至
っ
て
脳
の
認
知
神
経
科
学
の
進
展
に
よ
り
再
び
意
識
の
問
題
が
脳
の
神
経
相
関
問
題
を
通
し
て
注
目
を
浴
び
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
（
苧
阪
、
二
〇
〇
二
a
）
。
心
の
科
学
と
し
て
の
実
験
心
理
学
が
脳
の
高
次
機
能
の
解
明
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
意
識

の
問
題
に
再
團
帰
し
て
き
た
と
い
え
る
。

　
「
共
に
知
る
」
こ
と
と
し
て
の
意
識

意
識
（
o
o
器
9
0
器
器
ω
ω
）
と
い
う
こ
と
ぽ
の
源
は
ど
こ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
テ
ン
語
の
コ
ソ
ス
キ
エ
ン
テ
ィ

ア
（
O
O
昌
ω
O
一
Φ
昌
臨
餌
）
は
も
と
も
と
良
心
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
一
七
世
紀
中
葉
、
デ
カ
ル
ト
は
コ
ン
ス
キ
エ
ソ
テ
ィ
ア
を
意
識

の
意
味
に
転
用
し
て
用
い
た
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
科
学
（
ω
O
一
①
P
O
Φ
）
も
や
は
リ
ラ
テ
ン
語
の
ω
o
δ
纂
冨
に
由
来
し
て
お
り
、
こ
れ

デ
カ
ル
ト
的
血
思
識
の
脳
内
表
現

一
〇
三
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一
〇
四

は
知
識
を
意
味
す
る
と
い
う
。
こ
れ
に
、
o
§
（
集
め
て
）
と
い
う
接
頭
辞
を
付
加
す
る
と
o
o
霧
。
δ
纂
す
と
な
り
知
識
を
集
め
る
と
い
う

意
味
に
も
な
る
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
o
o
霧
。
δ
コ
8
も
こ
れ
に
語
源
を
発
す
る
と
い
わ
れ
、
良
心
と
意
識
の
両
方
を
意
味
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
苧
阪
、
二
〇
〇
四
）
。
こ
の
よ
う
に
、
意
識
は
知
識
を
集
め
る
と
い
う
概
念
や
良
心
の
概
念
に
も
つ
な
が
る
の
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
語
の
し
d
Φ
≦
湊
ω
毎
Φ
ヨ
も
デ
カ
ル
ト
に
倣
っ
て
コ
ン
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
を
ド
イ
ツ
語
に
訳
出
す
る
と
き
意
識
の
訳
語
と
し
て
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
良
心
は
外
部
社
会
の
道
徳
的
行
為
規
範
か
ら
生
じ
た
と
い
う
意
味
で
他
者
の
心
的
状

態
へ
の
配
慮
、
つ
ま
り
帰
属
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
く
る
。
さ
て
、
意
識
に
は
良
心
以
外
に
も
付
随
し
た
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
P
　
デ
カ
ル
ト
は
「
わ
れ
思
惟
す
、
ゆ
・
兄
に
わ
れ
あ
り
、
o
o
σ
q
詳
。
費
σ
q
o
ω
二
B
」
と
言
明
し
、
思
惟
す
る
（
o
O
ぴ
q
ぎ
）
も
の
と
し
て
の

自
己
の
存
在
を
見
出
し
、
自
己
意
識
と
い
う
メ
タ
意
識
を
思
惟
す
る
「
我
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
意
識
す
る
こ
と
、

良
心
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
思
惟
す
る
こ
と
は
同
値
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
狭
義
の
自
己
に
向
か
う
意
識
を
こ
こ
で
は
心
理

学
的
意
味
で
デ
カ
ル
ト
的
意
識
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
こ
こ
に
は
、
一
見
他
者
の
心
的
状
態
の
認
識
問
題
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に

も
み
え
る
。

　
さ
て
、
ラ
テ
ン
語
の
コ
ン
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
語
源
を
さ
ら
に
遡
る
と
ギ
リ
シ
ャ
語
の
シ
ュ
ン
エ
イ
デ
ー
シ
ス
（
ω
旨
①
置
①
餓
ω
）
に
達
し
、

そ
れ
は
も
と
も
と
「
共
に
見
る
・
知
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
い
う
。
他
人
の
行
為
に
つ
い
て
自
分
も
「
共
に
知
っ
て
い
る
篇
と
い
う

意
味
か
ら
、
自
分
の
行
為
に
つ
い
て
も
自
分
も
「
共
に
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
自
己
意
識
の
意
味
に
転
じ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、
さ
ら
に
自

分
の
行
為
に
か
か
わ
る
良
心
の
意
味
に
転
じ
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
薦
洋
古
代
末
期
か
ら
中
世
を
通
し
て
自
己
意
識
と
良
心
の
意
識
の

両
義
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
渡
遜
、
一
九
九
八
V
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
デ
カ
ル
ト
が
雷
明
し
た
意
識
す
る
（
思

惟
す
る
）
こ
と
に
は
シ
ュ
ン
エ
イ
デ
ー
シ
ス
、
す
な
わ
ち
「
共
に
晃
る
・
知
る
」
と
い
う
意
味
も
含
窪
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
視
点
が
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
ト
ピ
ッ
ク
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
心
の
理
論
、
↓
冨
。
姥
。
｛
ζ
ぎ
α
（
以
下
↓
○
寓
と
略
ご
と
は
あ
る
心
的
状
態
を
他
者
の
あ
る
い
は
自
己
の
意
図



や
信
念
に
帰
属
さ
せ
る
は
た
ら
き
を
い
い
、
『
心
の
理
論
』
と
い
う
よ
り
『
心
の
仮
説
』
と
い
う
ほ
う
が
当
た
っ
て
い
る
。
社
会
的
存
在
で

あ
る
ヒ
ト
は
他
者
や
自
己
の
心
を
理
解
す
る
6
0
ζ
と
い
う
生
物
的
な
認
知
シ
ス
テ
ム
を
半
ば
生
得
的
に
ご
く
若
い
幼
児
期
に
獲
得
し
て

い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
6
0
ζ
は
脳
内
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
ご
く
早
い
時
期
に
準
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
も
あ
る

（
b
ご
胃
。
『
O
o
冨
p
H
8
㎝
）
。
た
と
え
ぽ
、
「
共
に
見
る
」
と
い
う
共
同
的
注
意
（
U
9
葺
讐
帯
鼠
8
）
は
日
○
ζ
の
基
盤
的
行
為
の
一
つ
で
あ

り
、
他
者
が
ど
こ
に
注
意
を
向
け
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
出
す
る
注
視
の
モ
ニ
タ
ー
機
構
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
他
者
が
あ
る
方
向

を
凝
視
し
て
い
る
と
そ
の
視
線
方
向
に
自
分
の
視
線
も
向
い
て
し
ま
う
と
い
う
半
ば
自
動
的
な
注
意
を
共
同
的
注
意
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ

は
他
者
と
自
己
が
凝
視
対
象
を
「
共
に
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
注
意
を
共
有
し
て
い
る
心
的
状
態
で
あ
り
共
有
的
注
意
機
構
（
ω
ゴ
鍵
Φ
匹

讐
け
窪
賦
。
降
筥
Φ
o
冨
三
ω
ヨ
　
以
下
ω
》
鼠
と
略
）
と
い
わ
れ
て
い
る
（
ゆ
碧
。
腎
0
9
Φ
欝
潜
り
雷
）
。
こ
の
よ
う
に
他
者
の
視
線
方
向
が
敏
感
に
検

出
さ
れ
る
の
は
脳
内
に
視
線
方
向
の
検
出
器
（
Φ
《
Φ
島
冨
O
瓜
O
コ
山
Φ
器
0
8
目
　
以
下
団
O
U
と
略
）
と
い
う
「
社
会
脳
」
が
備
わ
っ
て
い
る
た
め

で
あ
る
と
い
う
晃
方
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
サ
ル
に
顔
写
真
を
み
せ
る
と
視
線
方
向
に
応
じ
て
脳
の
上
側
頭
溝
が
特
異
的
に
活
性
化
す
る

こ
と
が
近
年
発
見
さ
れ
て
お
り
、
ヒ
ト
で
も
同
様
の
こ
と
が
盗
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
℃
Φ
羅
①
洋
ら
、
目
Φ
o
Q
㎝
）
。
こ
の
機
構
は
輪
郭
線
で

比
喩
的
に
表
現
さ
れ
た
両
限
パ
タ
ン
で
も
作
動
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
し
d
母
○
守
○
○
滞
コ
（
H
8
㎝
）
は
ω
》
ζ
に
協
調
し
て
作
動
す
る

シ
ス
テ
ム
と
し
て
国
U
U
以
外
に
意
図
検
出
器
（
ぎ
8
つ
甑
§
豊
な
山
Φ
8
9
0
帆
以
下
H
O
と
略
）
を
想
定
し
て
い
る
．
（
図
1
）
。
こ
れ
は
、
「
共

に
知
る
」
こ
と
と
か
か
わ
り
他
者
の
意
図
を
推
定
し
モ
ニ
タ
ー
す
る
機
構
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
画
面
に
複
数
の
ド
ッ
ト
が
現
れ
、
そ
れ
が

～
定
の
方
向
に
協
調
的
に
運
動
す
る
と
ヒ
ト
は
半
ば
自
動
的
に
そ
の
運
動
に
意
図
や
構
造
を
知
覚
す
る
（
有
名
な
例
と
し
て
は
バ
イ
オ
ロ
ジ

カ
ル
・
モ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
）
。
図
2
の
例
で
は
三
種
の
異
な
る
形
が
箱
か
ら
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
運
動
が
観
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
知
覚

印
象
は
で
た
ら
め
な
運
動
で
は
な
く
、
大
き
な
三
角
が
小
さ
い
丸
を
い
じ
め
る
よ
う
に
追
い
か
け
、
小
さ
い
三
角
が
丸
を
保
護
し
て
い
る
よ

う
に
動
い
て
い
る
、
な
ど
と
い
っ
た
意
図
に
基
づ
く
社
会
的
知
覚
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
（
｝
幽
①
一
団
Φ
N
俸
ω
貯
β
b
P
Φ
一
噂
｝
O
心
魁
）
。
こ
れ
に
は
、
H
U

が
ω
》
竃
と
連
携
し
て
作
動
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
6
0
ζ
シ
ス
テ
ム
の
ω
》
ζ
に
障
害
が
認
め
ら
れ
る
自
閉
症
児
で
は

デ
カ
ル
ト
的
意
識
の
脳
内
表
現

一
〇
五



4

図2　意図に基づく歓会的知覚
　（Heider＆Simmel，1944より）

　図1心の理論（TORDとかかわる意國検
出器　（intentionality　detector：ID），　視竜泉

方向の検出器（eye　direction　detector：EDD）

と共有的注意機構（shared　attention　me－

chanism：　SAM）

（Baron一一Cohen，　1995　i　ip　）

一
〇
六

H
U
は
健
常
で
あ
っ
て
も
意
図
に
基
づ
く
社
会
的
知
覚
は
生
じ
な
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
丸
や
三
角
の
図
形
の
動
き
に
意
図
は
知
覚
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
錠
○
『

O
o
げ
①
⇒
（
一
8
㎝
）
は
H
U
、
図
U
U
や
ω
》
駕
な
ど
が
協
調
し
て
作
動
す
る
に
は
6
0
ζ
の
神

経
基
盤
（
社
会
脳
）
と
し
て
上
側
頭
溝
、
眼
窩
前
頭
葉
皮
質
と
扁
桃
体
の
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
欠
か
せ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
6
0
ζ
を
支
え
る
社
会
脳
の
シ
ス
テ
ム
が

ヒ
ト
や
一
部
の
サ
ル
に
は
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
↓
O
冨
で
は
自
己
や
他
者
の

意
識
の
理
解
は
「
共
に
見
る
・
知
る
」
こ
と
を
通
し
て
社
会
的
存
在
と
し
て
の
自
己
を
発
晃

す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
展
開
形
式
と
し
て
他
者
の
心
的
状
態
の
帰
属
を
推
定
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
考
え
、
そ
れ
を
社
会
的
知
性
の
現
わ
れ
と
と
ら
え
て
い
る
。
も
と
も
と
、
↓
○
ζ

は
幼
児
が
自
己
意
識
や
他
者
の
心
の
理
解
を
ど
の
よ
う
に
獲
得
し
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
問
題

と
か
か
わ
っ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
自
閉
症
の
子
供
が
6
0
竃
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

釈
も
大
き
な
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
↓
○
ζ
は
一
般
化
す
れ
ぽ
、
自
己
や

他
者
の
認
識
が
心
的
状
態
の
帰
属
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
で
考
え
得
る
こ
と
を
示
す
理
論

で
あ
り
、
ヒ
ト
が
自
分
や
他
者
の
心
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
フ
レ
ー

ム
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
他
者
の
見
て
い
る
対
象
に
眼
を
向
け
る
と
い
う
共
同
的
注
意
は
ま
さ
に
文
字
通
り
「
共
に

見
る
」
こ
と
が
「
共
に
知
る
」
こ
と
に
つ
な
が
り
、
他
者
の
行
為
に
つ
い
て
自
分
も
「
共
に

知
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
が
自
己
意
識
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
デ

カ
ル
ト
的
な
メ
タ
意
識
に
も
他
者
の
心
の
帰
属
と
い
う
問
題
が
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思



え
て
く
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
デ
カ
ル
ト
的
意
識
を
心
理
学
的
に
よ
り
拡
張
し
た
意
識
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

　
階
層
と
し
て
の
意
識

　
ま
ず
、
意
識
に
は
覚
醒
と
い
う
生
物
的
意
識
が
そ
の
基
底
（
第
一
層
）
に
あ
り
、
そ
の
上
に
焦
点
的
注
意
に
よ
っ
て
導
か
れ
外
的
環
境
を

認
識
す
る
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
と
呼
ば
れ
る
中
間
的
な
知
覚
的
意
識
（
第
二
層
）
の
領
域
が
広
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
図
3
）
。
中
間
的

意
識
の
レ
ベ
ル
ま
で
は
多
く
の
感
覚
的
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
個
々
の
脳
内
表
現
を
発
達
の
ご
く
早
い
時
期
か
ら
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　　　、解、

ン爺｝駅

禁鍵，誘聚…灘．

　リ　一’ブ
な意・（自　　C識）

　ウエアネス
メ知覚皇運識聴

煽ぐ
瀬

図3　意識（左）とワ二一・キングメモリ

　応関係（苧阪，1996より）

（右）の階層の対

　　　　　　懲

　　　リカーシブな意識　　　　　自己意識

図4　リカーーシブな意識と自己意識の関係

こ
こ
で
、
意
識
は
広
く
動
物
一
般
に
認
め
ら
れ
る
意
識
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
次
に
第
三
層
に
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
を
想
定
す
る
。

リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
は
自
己
（
や
自
己
内
部
の
他
者
表
象
）
に
再

帰
的
に
お
眺
興
し
得
る
意
識
で
あ
る
（
図
4
）
（
苧
阪
、
一
九
九

六
）
。
こ
の
高
次
意
識
は
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
の
意
識
を
基
盤
と
し
て

脳
の
前
頭
前
野
を
中
心
に
言
語
獲
得
と
リ
ン
ク
し
て
形
成
さ
れ
、

内
雷
を
含
む
自
己
モ
ニ
タ
ー
の
心
的
機
構
に
よ
り
自
己
の
マ
ク
ロ

な
内
部
観
察
の
た
め
に
使
わ
れ
る
と
想
定
す
る
。
こ
れ
は
、
い
わ

ゆ
る
デ
カ
ル
ト
的
な
自
己
意
識
表
現
に
近
い
も
の
で
あ
り

o
O
ひ
q
津
。
興
ひ
q
o
巽
ヨ
で
表
さ
れ
得
る
狭
義
の
自
己
認
識
の
た
め
の

メ
タ
音
心
識
…
を
併
せ
も
っ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
意
識
…
の
み
が

ヒ
ト
に
固
有
な
心
的
機
構
で
あ
り
、
動
物
は
動
く
機
械
で
あ
る
と

述
べ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

一
〇
七
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志
向
的
意
識
と
し
て
の
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ

　
さ
て
、
意
識
の
基
盤
に
は
注
意
と
い
う
志
向
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
過
程
が
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
意
図
、
感
情
や
行
為
の
プ
ラ
ン
が
あ

る
。
志
向
的
な
意
識
と
は
あ
る
意
図
的
行
為
を
達
成
す
る
た
め
の
一
連
の
プ
ラ
ン
や
方
略
が
活
性
化
さ
れ
た
心
的
状
態
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
は
、
活
性
化
さ
れ
た
目
標
志
向
的
な
一
時
的
記
憶
で
あ
り
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
（
≦
○
葺
ぎ
ひ
q
∋
①
ヨ
。
嵩
置
作
動
記
憶
）
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
意
識
の
現
在
の
作
動
状
態
は
活
性
化
さ
れ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
に
よ
っ
て
十
分
に
説
明
が
可
能
で
あ
る
と
考
、
兄
ら
れ
て
い
る
（
苧
阪
、

二
〇
〇
〇
a
、
b
、
○
ω
巴
（
鋤
”
b
。
O
O
ω
）
。
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
は
二
つ
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
（
空

間
性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
と
言
語
性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
）
と
両
者
を
制
御
す
る
実
行
系
（
①
x
Φ
2
口
く
Φ
津
降
。
け
凶
○
『
注
意
制
御
系
）
か
ら
形
成

さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
空
間
性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
は
外
的
環
境
に
気
づ
き
そ
れ
に
注
意
を
向
け
る
と
い
う
よ
う
な
知
覚
的
ア
ウ
ェ

ア
ネ
ス
に
か
か
わ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
で
あ
り
、
言
語
性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
は
自
己
と
い
う
内
的
環
境
へ
の
気
づ
ぎ
に
導
く
高
次
ワ
ー

キ
ン
グ
メ
モ
リ
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
前
者
は
中
間
的
意
識
に
対
応
し
た
外
部
環
境
認
識
と
か
か
わ
る
空
間
性
ワ
ー
キ
ン

グ
メ
モ
リ
が
対
応
し
、
後
者
は
高
次
意
識
（
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
）
つ
ま
り
自
己
と
他
者
観
測
の
た
め
の
言
語
性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
と
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
語
性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
は
他
者
理
解
（
ひ
い
て
は
自
己
理
解
）
の
キ
ー
概
念
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
言
語
性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
が
他
者
と
の
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
も
重
要
な
寄
与
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
の
み
で
な

く
内
言
（
自
己
と
の
対
話
）
を
媒
介
と
し
た
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
の
形
成
に
も
寄
与
し
、
そ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
他
者
と
の
言
語
理
解
を
通

し
た
社
会
的
存
在
と
し
て
の
自
己
へ
の
気
づ
き
の
一
面
が
認
め
ら
れ
る
。
高
次
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
代
表
と
い
っ
て
も
よ
い
言
語
ワ
ー
キ

ン
グ
メ
モ
リ
は
他
者
の
心
の
状
態
、
さ
ら
に
は
自
己
の
心
へ
の
内
部
観
測
を
可
能
に
す
る
心
的
基
盤
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
実
行
系
は

自
己
や
他
者
の
情
報
を
容
量
制
約
的
な
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
フ
レ
ー
ム
の
中
で
調
整
し
、
更
新
し
、
あ
る
い
は
統
合
し
意
図
的
行
為
を
達

成
す
る
た
め
憲
向
的
な
意
識
を
形
成
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
（
苧
阪
、
二
〇
〇
二
b
）
。
実
行
系
は
「
作
用
の
結
合
点
」
を
生
み
出
す
の



で
あ
る
。

　
音
脚
識
と
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
階
層
の
対
応
関
係
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
ま
ず
、
第
一
層
の
覚
醒
に
は
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
作
動
の
た
め

の
生
物
学
的
必
要
条
件
で
あ
り
、
大
脳
新
皮
質
と
感
覚
情
報
な
ど
を
双
方
向
的
に
や
り
取
り
す
る
脳
幹
の
網
様
体
の
は
た
ら
き
、
視
床
や
そ

の
面
板
内
核
の
活
動
が
重
要
で
あ
る
（
じ
d
鋤
費
ω
し
Φ
O
刈
）
。
第
二
層
は
第
一
層
を
基
盤
と
し
て
は
た
ら
ぎ
、
外
部
認
識
へ
の
志
向
性
を
も
つ
知

覚
的
あ
る
い
は
空
間
的
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
が
対
応
す
る
。
第
三
層
は
、
自
己
と
い
う
内
部
環
境
に
志
向
性
を
も
つ
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識

（
自
己
意
識
）
の
階
層
で
あ
り
言
語
性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
他
者
の
心
の
状
態
を
推
定
す
る
と
い
っ
た

意
識
は
　
般
に
自
己
意
識
と
呼
ば
な
い
が
、
こ
こ
で
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
と
い
う
場
合
、
自
己
と
い
う
メ
タ
意
識
に
他
者
の
意
識
（
心
的
状

態
）
を
入
れ
子
状
の
情
報
表
現
の
中
に
再
帰
属
さ
せ
る
は
た
ら
き
を
含
む
と
仮
定
す
る
の
で
あ
る
。
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
に
は
自
己
と
他
者

を
入
れ
子
構
造
に
お
い
て
多
重
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ワ
…
キ
ン
グ
メ
モ
リ
に
は
表
象
を
鋤
。
識
く
Φ
な
状
態
に
”
保

持
”
す
る
は
た
ら
き
と
、
同
時
に
そ
れ
を
“
処
理
”
．
す
る
作
用
が
含
ま
れ
て
い
る
。
自
己
と
他
者
を
学
部
？
○
映
の
関
係
の
中
で
保
持
と
処

理
に
、
あ
る
い
は
処
理
と
保
持
に
注
意
の
転
換
に
よ
っ
て
切
り
分
け
な
が
ら
さ
ら
に
入
れ
子
ル
ー
プ
を
何
段
に
も
深
め
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き

る
の
が
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
己
の
心
的
状
態
を
他
者
の
意
図
に
帰
属
さ
せ
た
り
、
逆
に
他
者
の
そ
れ
を
自

己
の
心
的
状
態
に
帰
属
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
課
題
（
視
点
）
の
切
り
替

え
を
自
在
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
そ
の
個
人
内
部
の
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
に
余
裕
の
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
考
え
る
。
ワ
ー
キ
ン

グ
メ
モ
リ
課
題
を
適
切
に
遂
行
す
る
に
は
一
定
の
容
量
制
約
を
も
つ
注
意
資
源
を
最
適
方
略
を
用
い
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
調
整
、
更
新
し
た

り
配
分
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
制
御
す
る
の
が
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
モ
デ
ル
で
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
実
行
系
機
能
と
呼
ば
れ
る
注

意
の
管
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
（
苧
阪
、
二
〇
〇
二
b
）
。

デ
カ
ル
ト
的
意
識
の
脳
内
表
現

一
〇
九
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↓
O
ζ
と
ワ
…
キ
ン
グ
メ
モ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
以
下
、
本
稿
で
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
が
↓
○
ζ
の
は
た
ら
き
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
神
経
基
盤
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て

明
ら
か
に
し
た
い
。
と
く
に
、
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
個
人
差
が
↓
○
ζ
と
か
か
わ
る
こ
と
を
示
し
た
い
（
○
ω
巴
く
餌
ら
、
卜
。
O
O
菩
）
。

　
日
○
罎
の
脳
内
機
構
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
先
行
的
研
究
が
あ
る
（
P
轡
q
4
牢
警
俸
閃
簿
貫
・
。
O
O
H
）
。
牢
博
げ
ら
の
研
究
は
団
ζ
菊
H
や

勺
国
璽
な
ど
を
用
い
た
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
ロ
イ
メ
ー
ジ
ソ
グ
研
究
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ロ
イ
メ
ー
ジ
ソ
グ
と
は
h
鼠
涛
H
（
脇
§
o
賦
〇
三
ヨ
⇔
ぴ
q
質
①
け
凶
。

器
ω
9
藪
8
①
ぎ
お
ぎ
σ
q
”
機
能
的
磁
気
共
鳴
画
像
法
）
や
℃
国
6
（
弓
O
ω
口
置
§
2
嵐
ω
ω
δ
昌
ε
ヨ
O
σ
q
尻
P
9
《
”
ポ
ジ
ト
ロ
ン
断
層
法
）
な
ど
を
用
い

た
脳
の
ス
キ
ャ
ナ
ー
装
置
と
俗
称
さ
れ
る
先
端
医
療
機
器
を
用
い
て
意
識
や
思
考
な
ど
の
高
次
認
知
と
か
か
わ
る
脳
内
過
程
を
機
能
雨
隠
画

像
と
し
て
観
察
し
脳
の
高
次
機
能
と
心
的
過
程
の
相
関
関
係
な
ど
を
解
析
す
る
方
法
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
一
般
に
↓
○
竃
で
表
現
さ
れ
て
い
る
心
的
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
そ
の
活
動
に
伴
う
高
次
脳
の
活
性
化
パ
タ

ン
を
時
間
軸
（
複
数
の
ス
キ
ャ
ン
）
に
そ
っ
て
、
ま
た
空
間
軸
（
脳
内
領
域
）
に
沿
っ
て
解
析
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
心
と
脳
」
の
か

か
わ
り
に
つ
い
て
ス
ケ
ッ
チ
を
描
く
試
み
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
当
面
の
目
標
は
6
0
窯
を
通
し
て
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
の
は

た
ら
き
を
高
次
脳
の
は
た
ら
き
の
視
点
か
ら
解
明
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
本
稿
は
そ
の
過
程
に
お
け
る
経
過
報
告
と
い
う
側

面
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
ご
了
解
を
お
願
い
し
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
ず
、
↓
○
ζ
と
自
己
意
識
や
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
が
異
な
っ
た
脳
の
神
経
基
盤
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
基
本
的
に

共
通
の
神
経
基
盤
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
関
連
研
究
を
通
し
て
紹
介
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
自
己
内
部
へ

お
h
窪
す
る
自
己
意
識
も
、
あ
る
い
は
他
者
へ
も
自
己
へ
も
双
方
向
的
に
堂
下
興
す
る
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
（
図
4
）
も
両
方
と
も
に
言
語

性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
と
か
か
わ
る
と
し
た
ら
、
6
0
鼠
も
言
語
性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
と
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
＜
o
ひ
q
Φ
δ
《
た
ち
（
・
。
O
O
じ
は
他
者
の
心
的
状
態
を
帰
属
さ
せ
る
能
力
と
し
て
の
6
0
罎
は
自
己
の
心
的
状
態
を
メ
タ
表
象
す
る
能
力

で
あ
る
自
己
意
識
（
彼
ら
は
ω
国
じ
男
と
呼
ぶ
）
と
分
離
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
共
通
の
脳
の
神
経
基
盤
を
も
つ
の
か
を
h
繊
肉
H
を
用
い
て



検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
日
○
鼠
課
題
下
で
は
脳
の
前
部
帯
状
回
と
左
半
球
の
側
頭
極
皮
質
が
賦
活
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
ω
図
ゼ
当
課

題
下
で
は
前
部
帯
状
回
皮
質
以
外
に
、
右
半
球
の
側
頭
頭
頂
接
合
領
域
が
賦
活
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
得
て
い
る
。
ω
白
い
国
課
題
で
は
自
己

の
主
観
的
経
験
（
H
と
か
諺
①
に
か
か
わ
る
知
覚
や
感
情
な
ど
”
、
、
圃
σ
①
一
一
Φ
＜
Φ
…
ご
が
一
連
の
短
文
の
理
解
を
通
し
て
、
ま
た
日
○
罎
課
題
で

は
他
者
の
経
験
（
知
覚
や
感
情
”
℃
興
ω
o
昌
〉
σ
Φ
轟
く
Φ
ψ
し
の
帰
属
が
や
は
り
短
文
の
理
解
を
通
し
て
課
さ
れ
た
。
↓
○
鼠
や
ω
庇
い
閃
の
文

　
　
（
3
）

理
解
課
題
で
賦
活
さ
れ
た
脳
領
域
の
活
性
化
レ
ベ
ル
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
課
題
で
の
活
性
化
レ
ベ
ル
を
減
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
彼
ら
の
デ
ー
タ
は
↓
○
鼠
と
自
己
意
識
が
共
通
の
神
経
基
盤
（
前
部
帯
状
回
）
を
も
っ
と
同
時
に
異
な
る
脳
の
基
盤
を
も
も
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
自
己
意
識
（
ω
国
い
国
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
他
者
意
識
（
8
0
駕
）
に
拡
張
さ
れ
る
の
か
、
逆
に
他
者
意
識
が
あ
っ
て

こ
れ
が
自
己
意
識
に
回
帰
す
る
の
か
は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

　
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン

　
こ
こ
で
H
O
は
活
性
化
し
て
い
る
が
、
国
U
U
に
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ
て
い
な
い
場
合
を
考
え
て
み
た
い
。
た
と
え
ぽ
、
一
匹
の
サ
ル
が
い

て
目
の
前
の
リ
ン
ゴ
を
つ
か
む
と
す
る
（
こ
ち
ら
か
ら
は
視
線
は
観
察
で
き
な
い
と
す
る
）
。
こ
の
動
作
の
意
図
は
そ
の
サ
ル
の
側
頭
葉
の
特

定
領
域
を
活
性
化
す
る
。
で
は
、
こ
の
サ
ル
が
他
の
サ
ル
が
腕
を
伸
ば
し
て
リ
ン
ゴ
を
つ
か
む
と
い
う
状
況
を
観
察
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う

か
？
　
こ
の
場
合
、
他
者
の
サ
ル
が
つ
か
む
と
い
う
行
為
を
行
う
の
を
じ
っ
と
見
る
だ
け
で
、
自
分
が
同
じ
行
為
を
行
っ
た
と
き
と
同
様
の

脳
内
領
域
が
活
性
化
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般
的
に
は
他
者
が
あ
る
意
図
を
も
っ
て
目
標
志
向
的
行
為
や
動
作
を
遂
行
し
、
そ
れ

を
観
察
者
が
注
意
し
て
見
て
い
る
と
い
う
状
況
下
（
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
で
は
、
他
者
の
行
為

を
彼
ら
の
動
機
、
信
念
や
情
動
な
ど
の
心
的
状
態
を
自
己
に
帰
属
さ
せ
る
機
構
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
活
性
化
す
る

領
域
は
側
頭
葉
の
上
側
頭
囲
に
あ
る
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
（
鍔
O
O
σ
〇
三
ら
、
茂
り
O
㊤
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
一
群
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
集
団
が
存
在
す

る
領
域
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
（
鏡
）
と
い
う
表
現
は
、
他
者
の
目
標
志
向
的
行
為
を
自
己
の
心
的
行
為
に
帰
属
さ
せ
、
い
わ
ば
心
的
に
真
似
を

デ
カ
ル
ト
的
意
識
の
脳
内
表
現

工
一
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ニ
ニ

し
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
他
者
の
環
境
へ
の
行
為
や
動
作
が
屠
標
志
向
的
な
意
図
を

担
っ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
作
動
す
る
が
、
社
会
的
に
集
団
生
活
を
盛
ん
で
お
り
他
者
の
意
図
を
検
出
す
る
必
要
の
あ
る
サ
ル
や
ヒ
ト
に
共

通
し
て
み
ら
れ
、
言
語
の
発
生
や
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
行
動
と
も
深
く
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
は
た
ら
き
は
他

者
の
心
的
状
態
を
自
己
の
意
図
や
動
機
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
↓
○
ζ
の
神
経
基
盤
の
原
初
的
な
神
経
基
盤
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
動
す
る
脳
内
領
域
は
国
U
U
、
意
図
を
伴
う
社
会
的
知
覚
を
担
う
神
経
基
盤
や
、
言
語
性

ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
神
経
基
盤
と
の
一
部
と
推
定
さ
れ
る
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
領
域
（
言
語
理
解
）
に
も
近
い
こ
と
か
ら
社
会
脳
に
共
通
し
た

神
経
基
盤
を
形
成
し
て
い
る
可
能
性
が
伺
わ
れ
る
。

　
↓
○
ζ
の
脳
内
ス
ケ
ッ
チ

　
O
p
。
一
獲
σ
q
ゴ
興
ら
（
・
。
0
8
）
は
日
○
竃
を
、
あ
る
行
為
を
説
明
し
予
測
す
る
た
め
に
心
的
状
態
を
自
己
あ
る
い
は
他
者
に
帰
属
さ
ぜ
る
能
力

で
あ
る
と
規
定
し
、
8
0
鼠
が
モ
ジ
ュ
…
ル
化
し
た
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
形
で
脳
内
表
現
を
も
つ
と
予
測
し
た
。
彼
女
ら
は
、

＜
o
ひ
q
①
一
①
《
た
ち
（
も
。
O
貧
）
と
問
様
な
文
提
示
に
よ
る
言
語
課
題
で
も
絵
を
見
せ
る
視
覚
課
題
で
も
胤
ζ
菊
H
実
験
で
検
討
し
、
言
語
や
視
覚
と

い
っ
た
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー
に
か
か
わ
ら
ず
内
側
前
頭
前
野
に
活
性
化
を
認
め
て
い
る
。
類
似
し
た
8
0
憲
課
題
で
は
右
眼
窩
前
頭
葉
（
b
づ
霞
9
ρ

δ
o
冨
⇔
ら
、
6
逡
）
、
左
内
側
前
頭
前
野
や
左
側
頭
葉
（
O
o
色
ら
、
6
0
9
類
碧
℃
①
ら
、
H
8
9
ω
p
。
H
益
巽
ω
ら
、
・
。
O
O
・
。
…
ω
け
窃
ω
ら
、
N
O
O
押
男
①
サ

ω
蔦
露
く
§
○
鑓
ヨ
o
p
・
。
8
卜
。
V
、
さ
ら
に
前
部
帯
状
嗣
皮
質
、
上
側
頭
回
、
側
頭
極
（
司
一
簿
9
興
ら
、
一
り
O
頓
　
○
螢
一
ご
び
q
膨
諺
語
牢
津
詳
N
O
O
G
o
）
な

ど
、
い
ず
れ
も
前
頭
葉
か
ら
側
頭
葉
に
か
け
て
の
領
域
に
活
性
化
領
域
を
見
出
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
本
稿
の
実
験
で
は
他
者
の
心
の
状
態
を
表
現
す
る
短
文
を
用
い
た
（
○
惹
惹
ら
、
・
。
O
O
菩
）
。
短
文
は
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
課
題
で
用
い
た

も
の
と
類
似
の
も
の
を
用
意
し
た
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
「
個
人
差
」
と
い
う
視
点
か
ら
6
0
ζ
を
と

ら
え
る
と
い
う
実
験
デ
ザ
イ
ン
を
工
夫
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。



　
隔
ζ
霞
の
実
施
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
概
要
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
行
論
文
で
詳
細
に
発
表
し
て
い
る
の
で
興
味
を
も
た
れ
る
読
者
は
そ
れ
を

ご
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
（
○
ω
p
冨
ら
、
8
0
富
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
鴎
ζ
菊
H
実
験
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
被
験
者
に
菊
ω
↓
（
因
Φ
p
o
自
一
昌
α
q
　
Q
O
O
鋤
コ
日
Φ
ω
け
）
に
よ
り
個
人
ご
と
に
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
容
量
を
測
定
し
、

こ
れ
に
よ
り
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
高
低
二
群
を
設
定
し
た
。
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
高
い
被
験
者
群
で
は
8
0
罎
課
題
下
で
よ
り
効
率

的
な
活
性
化
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
容
量
の
高
低
が
さ
ま
ざ
ま
な
ワ
ー
キ
ン

グ
メ
モ
リ
課
題
の
成
績
と
密
接
に
か
か
わ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
．
「
O
ζ
と
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
個
人
差

　
図
5
の
左
列
は
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
山
碧
い
グ
ル
ー
プ
（
鎖
ω
G
o
一
　
び
一
ひ
q
ゴ
　
ω
唱
Q
瓢
　
ω
＝
σ
一
Φ
O
け
ω
）
、
右
列
は
低
い
グ
ル
ー
プ
（
い
ω
ω
　
δ
≦
ω
℃
き

無
ぼ
Φ
9
ω
）
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
名
の
被
験
者
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
平
均
活
性
化
パ
タ
ン
を
脳
内
の
領
域
に
対
応
さ
せ
て
三
次
元
的
に
空
間

マ
ッ
ピ
ン
グ
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ご
く
簡
単
に
実
験
実
施
の
手
続
き
を
記
し
て
お
き
た
い
。
個
人
ご
と
に
言
語
性
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
容
量
の
測
定
を
お
こ
な
っ
た
上
で
、

図
6
の
よ
う
な
脳
イ
メ
ー
ジ
ソ
グ
装
置
（
脳
の
ス
キ
ャ
ナ
ー
）
に
横
た
わ
り
、
ド
ー
ム
状
の
ト
ン
ネ
ル
内
に
頭
部
固
定
の
状
態
で
横
た
わ
る
。

ド
ー
ム
上
部
に
は
ミ
ラ
ー
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
心
的
に
お
こ
な
う
べ
き
課
題
が
短
文
で
液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
に
よ
っ
て
遠
隔
提
示

さ
れ
る
。
短
文
に
は
自
己
や
他
者
の
心
的
状
態
の
帰
属
の
推
定
を
促
す
課
題
が
設
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
推
定
の
必
要
の
な
い

課
題
が
設
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
短
文
は
ラ
ン
ダ
ム
順
に
提
示
さ
れ
る
。
解
析
時
に
こ
れ
ら
の
条
件
ご
と
に
信
号
値
の
加
算
平
均
を
計
算
し
、

三
次
元
の
標
準
脳
モ
デ
ル
の
内
部
に
統
計
的
な
検
定
の
結
果
有
意
な
差
が
認
め
ら
れ
た
活
性
化
値
を
領
域
ご
と
に
プ
ロ
ッ
ト
し
て
ゆ
く
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
＞

う
方
法
を
と
る
。
活
性
化
し
た
脳
領
域
の
切
り
出
し
は
機
能
的
脳
画
像
の
解
析
法
と
し
て
　
般
的
な
Q
Q
勺
鼠
8
を
用
い
た
。

　
脳
の
活
性
化
領
域
を
図
に
示
す
。
図
で
上
（
矢
状
断
面
）
、
中
（
軸
位
断
面
）
お
よ
び
下
（
冠
状
断
面
）
の
画
像
は
標
準
脳
を
側
面
、
下
部

デ
カ
ル
ト
的
意
識
の
脳
内
表
現

一
＝
二
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図5　TOMとワーキングメモリの個人差
（高ワーキングメモリ〔HSS：左列〕と低ワーキングメ

モリ〔LSS：右列〕被験者各10名の平均活性化脳画像

上〔矢状断面：右方向が前頭葉〕，中〔軸位断面：上が

左半球〕および下〔冠状断面：左が左半球〕の画像は

標準脳を側面，下部および後部から透視図として観察

したもの．黒い点状の領域が活性化領域で，矢状断面

で活性化している領域は左から順に上側頭目，側頭極，

下前頭回である〔HSSのみ前頭前野背外側領域にも活
性化領域が認められる〕）

「一

窟
麹

孤
養
、
一

図6　脳のスキャナー装置

お
よ
び
後
部
か
ら
透
視
図
と
し
て
観
察
し
た
も
の
で
あ
り
グ
ラ
ス
ブ
レ
ー
ン
と
呼
ん
で
い
る
。
透
視
図
で
あ
る
の
で
大
脳
の
左
右
半
球
で
の

活
性
化
領
域
が
重
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
日
O
冨
課
題
で
活
性
化
し
た
脳
領
域
は
三
次
元
空
間
の
中
で
立
体
的

に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
脳
の
実
際
の
大
き
さ
に
は
個
人
差
や
性
差
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
標
準
脳
と
呼
ば
れ
る
平
均
値
を
と
っ
て
標

準
化
さ
れ
た
も
の
を
用
い
て
い
る
。

　
活
性
化
し
た
領
域
は
U
Q
o
o
D
の
側
頭
葉
の
一
ヶ
所
を
除
き
、
す
べ
て
国
ω
ω
、
い
ω
ω
両
グ
ル
ー
プ
と
も
に
左
半
球
で
あ
っ
た
（
図
5
の
軸
位

断
面
で
は
上
部
が
脳
の
左
半
球
、
下
部
が
右
半
球
に
対
応
し
、
冠
状
断
面
で
は
左
が
左
半
球
、
右
が
右
半
球
に
対
応
し
て
い
る
。
活
性
化
領
域
は

黒
で
表
現
さ
れ
て
い
る
）
。
被
験
者
は
す
べ
て
右
利
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
神
経
支
配
の
対
側
支
配
の
原
理
に
よ
っ
て
言
語
優
位
脳
は
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

半
球
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
事
実
か
ら
確
認
で
き
る
。
両
グ
ル
ー
プ
を
通
し
て
共
通
に
活
性
化
を
示
し
た
の
は
い
ず
れ
も
左
半
球
の
側
頭
極
、

下
前
頭
回
、
上
側
頭
溝
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
Q
Q
ω
は
国
ω
ω
と
比
較
し
て
全
体
に
活
性
化
領
域
は
狭
く
ま
た
弱
か
っ
た
。
保
持
と
処
理
を



同
時
に
行
わ
せ
る
高
次
認
知
課
題
三
重
課
題
下
）
で
の
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
実
験
で
は
前
部
帯
状
回
と
前
頭
前
野
背
外
側
領
域
（
α
o
ワ

ω
o
冨
8
吋
巴
只
Φ
蹄
。
艮
巴
。
o
村
8
×
”
以
下
u
U
国
司
○
と
略
す
）
の
同
時
的
活
性
化
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
（
○
沼
冨
ら
、
・
。
O
O
心
岩

内
。
巳
。
ら
、
心
。
O
O
雷
）
、
こ
こ
で
は
二
重
課
題
で
な
い
た
め
か
前
部
帯
状
回
の
活
動
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
類
ω
ω
で
特
微
的
な
の

は
、
左
の
U
い
勺
両
○
が
活
性
化
す
る
こ
と
で
あ
る
（
U
Q
。
ω
で
は
こ
の
領
域
の
活
性
化
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
）
。
出
ω
ω
で
の
み
日
○
鼠
課
題

下
で
U
ピ
℃
閃
O
に
活
性
化
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
他
者
の
心
的
状
態
の
帰
属
が
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
個
人
差
と
も
か
か
わ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
等
詳
げ
卿
夢
野
げ
（
N
O
O
H
）
は
6
0
ζ
課
題
で
活
性
化
さ
れ
る
領
域
は
大
き
く
分
け
て
前
頭
前
野
お
よ
び
図
7
に
示
す
よ
う
な

側
頭
頭
頂
接
合
領
域
（
上
側
頭
溝
を
含
む
）
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。
今
回
の
実
験
の
結
果
は
彼
女
ら
の
結
果
と
ほ
ぼ
符
合
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
口
ω
ω
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
（
苧
阪
、
二
〇
〇
二
b
）
で
、

100 fio　一6g　40　一20　e　20　40　60

　　　　　図7　右半球の外側面図
（TOM課題〔白丸〕，バイオロジカル・モーション〔黒四

角〕および運動視〔四角ハヅチ入り〕によって活性化した脳

領域でいずれも上側頭溝に沿った領域である〔Frith＆
Frith，2001より〕）

U
い
勺
甥
O
が
自
己
モ
ニ
タ
ー
に
重
要
な
は
た
ら
き
を
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
的
意
識
の
発
現
に
は
個
人
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
他
者
の
「
心
を
読
む
（
田
一
鵠
α
同
Φ
鋤
α
）
」
基
盤
と
な
る

↓
○
鼠
に
は
発
達
差
に
先
立
っ
て
ま
ず
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
容
量
の
個
人
差
が
重
要

な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
8
0
ζ
と
い
う
他
者
の
心
を
理
解
す
る
自
己
の
心
の
状
態
と
は
何
で
あ
ろ

う
か
P
　
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
か
ら
考
え
る
と
、
ま
ず
8
0
鼠
が
成
熟
し
た
機
能

を
発
揮
す
る
た
め
に
前
頭
前
野
の
領
域
の
脳
の
機
能
成
熟
が
完
了
し
て
い
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。
ヒ
ト
の
子
供
の
場
合
、
こ
の
領
域
の
成
熟
は
脳
の
機
能
の
な
か
で
も
も

っ
と
も
成
熟
が
遅
い
と
さ
れ
三
－
四
歳
以
降
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ

リ
を
用
い
な
け
れ
ぽ
解
決
で
き
な
い
推
論
課
題
を
よ
う
や
く
解
く
こ
と
が
で
き
始
め

一
一
五
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一
一
六

る
の
も
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
と
～
致
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
を
経
て
、
自
己
を
理
解
す
る
と
い
う
意
識
の
は
た
ら
き
を
通
し
て
他
者
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
の
リ
カ
ー
シ
ブ
な
は
た
ら
き
に
は
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
が
も
っ
て
い
る
自
己
モ
ニ
タ
ー
機
能
の

は
た
ら
き
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
己
モ
ニ
タ
ー
の
心
的
機
能
は
前
頭
前
野
の
前
部
帯
状
園
や
U
U
勺
閃
○
の
成
熟
し
た
神
経

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協
働
作
業
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
は
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
の
効
率
的
な
は
た
ら
き
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ

る
。
デ
カ
ル
ト
的
意
識
の
脳
内
表
現
と
社
会
脳
と
し
て
の
↓
○
言
の
か
か
わ
り
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
大
変
興
味
深
い
心
身
問
題
に

展
開
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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①
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＆
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渡
邊
二
郎
、
一
九
九
八
「
意
識
偏
、
廣
松
渉
他
編
『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
㎞
岩
波
書
店
。

　
　
注

（
1
）
　
ヴ
ン
ト
の
蓋
置
経
験
の
概
念
の
影
響
を
受
け
純
粋
経
験
の
立
場
か
ら
み
た
哲
学
体
系
を
構
築
し
た
西
田
幾
多
郎
は
、
実
験
心
理
学
が
意
識
の
科
学
の

　
基
礎
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
「
意
識
の
問
題
」
（
｝
九
二
〇
）
の
序
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
此
書
に
於
て
、
余
が
実
験
心

理
学
に
反
対
す
る
も
の
の
様
に
思
は
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
実
験
心
理
学
が
厳
密
に
其
立
場
を
守
る
か
ぎ
り
、
余
は
此
学
の
価
値
と
功
績

　
と
を
認
め
る
に
麟
鼓
す
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
、
此
学
が
何
処
ま
で
、
精
神
科
学
の
基
礎
と
し
て
、
す
べ
て
の
深
い
問
題
を
解
決
し
得
る
か
は
疑
な
き
を

得
な
い
」
。
続
け
て
西
田
は
心
理
現
象
が
直
接
経
験
の
事
実
そ
の
ま
ま
で
何
ら
思
推
の
加
工
を
も
混
じ
得
な
い
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
し
て
記
憶
と
か
意

　
識
統
一
と
か
い
っ
た
こ
と
が
ら
は
我
の
実
在
を
考
え
な
け
れ
ぽ
成
立
し
得
な
い
と
述
べ
、
当
時
の
実
験
心
理
学
で
は
現
象
の
背
後
に
我
と
い
う
存
在
を
考

　
え
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
意
識
は
あ
く
ま
で
「
私
の
意
識
」
で
あ
り
、
我
を
離
れ
て
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
闘
は
具
体
的
な
意

　
識
現
象
に
は
高
次
的
立
場
が
そ
の
薄
景
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
感
覚
の
背
後
に
は
表
象
が
含
ま
れ
て
お
り
、
表
象
の
背
後
に
は
記
憶
が
含
ま
れ
て
い

　
て
、
含
蓄
的
に
は
そ
こ
に
高
次
的
な
立
場
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
西
田
は
現
在
の
意
識
と
は
作
用
の
結
合
点
で
あ
る
と
も
い
う
。
目
標
志

向
的
で
自
己
を
ヨ
＜
o
一
く
。
し
た
霧
ぼ
く
。
な
記
憶
で
あ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
は
そ
の
よ
う
な
現
在
進
行
形
の
意
識
の
作
用
の
結
合
点
で
あ
る
と
も
い
え

　
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
）
　
ス
マ
ー
テ
ィ
ー
ズ
課
題
（
勺
。
≡
興
ら
、
一
㊤
G
。
㊤
）
で
子
供
は
ス
マ
ー
テ
ィ
ー
ズ
（
英
国
の
有
名
な
子
供
向
き
の
菓
子
）
の
箱
を
見
せ
ら
れ
「
こ
こ
に

何
が
入
っ
て
い
る
～
」
と
問
わ
れ
る
。
子
供
は
当
然
「
ス
マ
ー
テ
ィ
ー
ズ
」
と
答
え
る
。
そ
の
後
、
子
供
は
そ
の
箱
に
実
際
に
は
鉛
筆
が
入
っ
て
い
る
の

　
を
見
量
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
実
験
考
は
箱
を
閉
じ
て
「
は
じ
め
に
見
せ
た
と
き
、
こ
の
箱
に
何
が
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
か
～
」
と
質
問
す
る
。
健



常
児
は
ス
マ
ー
テ
ィ
ー
ズ
と
答
え
る
。
そ
の
後
、
実
験
者
は
「
次
の
子
供
（
実
際
に
は
箱
は
見
て
い
な
い
）
が
入
っ
て
き
た
と
き
、
何
が
入
っ
て
い
る
と

　
思
う
で
し
ょ
う
か
P
」
と
質
問
す
る
。
健
常
児
は
そ
の
子
供
の
誤
っ
た
信
念
と
照
合
さ
せ
て
正
し
く
ス
マ
…
テ
ィ
ー
ズ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
自

閉
症
児
の
多
く
は
い
ず
れ
の
質
問
に
も
鉛
筆
と
答
え
た
。
自
閉
症
児
は
当
初
の
自
分
や
、
他
者
の
現
在
の
誤
っ
た
信
念
に
基
づ
い
て
答
え
る
よ
り
、
現
在

知
っ
て
い
る
事
実
に
基
づ
い
て
答
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
は
誤
信
念
課
題
（
h
O
H
ω
Φ
　
　
σ
Φ
H
圃
Φ
｛
　
　
什
鋤
ω
騨
）
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
心
の
理
論

　
（
↓
○
罎
）
の
運
用
が
自
閉
症
児
や
三
－
四
歳
以
下
の
健
常
児
で
は
う
ま
く
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
3
）
　
↓
○
ζ
課
題
に
用
い
ら
れ
る
課
題
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
「
今
、
泥
棒
が
店
か
ら
品
物
を
盗
ん
で
逃
げ
て
ゆ
く
。
家
に
向
か
っ
て

逃
げ
て
ゆ
く
途
上
で
至
尊
中
の
警
官
が
泥
棒
が
手
袋
を
落
と
す
の
を
見
た
。
彼
が
泥
捧
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
愚
母
は
手
袋
を
落
と
し
た
こ
と
を
注
意

　
し
た
い
。
そ
こ
で
、
警
官
は
泥
棒
に
”
止
ま
れ
”
と
叫
ぶ
。
泥
棒
は
振
り
向
い
て
警
官
を
み
て
逃
げ
る
の
を
あ
き
ら
め
る
。
彼
は
両
手
を
あ
げ
店
に
泥
棒

　
に
入
っ
た
こ
と
を
白
状
す
る
」
こ
の
文
を
読
ま
せ
た
後
、
「
な
ぜ
泥
棒
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
P
」
と
い
う
質
問
が
提
示
さ
れ
、
こ
の
間
に
脳

　
の
ス
キ
ャ
ナ
ー
が
脳
の
活
動
を
記
録
す
る
。
こ
の
質
問
に
は
他
者
の
心
的
状
態
の
帰
属
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
、
異
な
っ
た
↓
○
ζ
の
視
点
か
ら
の
答

　
え
が
可
能
で
あ
る
。
　
方
、
ω
両
U
閃
課
題
で
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
「
あ
な
た
は
週
宋
旅
行
で
ロ
ン
ド
ン
に
行
き
、
市
内
の
博
物
館
や
公
園
に
行
こ

　
う
と
思
っ
て
い
る
。
朝
、
ホ
テ
ル
を
出
る
と
青
空
が
広
が
り
太
陽
が
照
っ
て
い
る
の
で
雨
が
降
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
公
園
を
歩
い
て
い
る
と
き
空
が

　
曇
り
大
雨
が
降
り
出
し
た
。
あ
な
た
は
傘
を
持
っ
て
く
る
の
を
忘
れ
た
」
。
こ
の
後
、
「
ど
う
思
う
か
P
」
と
い
う
質
問
が
で
る
。

（
4
）
　
こ
こ
で
用
い
た
短
文
は
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
容
量
の
個
人
差
を
検
討
す
る
場
合
に
用
い
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
パ
ン
テ
ス
ト
（
勾
ω
8
）
の
一
部
を
改

変
し
て
用
い
た
。
↓
○
ζ
課
題
で
は
、
た
と
え
ば
（
意
味
連
関
あ
り
の
条
件
で
は
）
「
花
子
の
頬
に
は
大
粒
の
涙
が
流
れ
た
」
と
い
う
文
に
続
い
て
「
彼

女
の
祖
母
が
そ
の
日
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
㎏
と
い
う
文
が
示
さ
れ
る
。
被
験
者
は
脳
の
ス
キ
ャ
ナ
ー
の
中
で
2
つ
の
文
が
意
味
的
に
関
連
し
て
い
れ

ば
右
の
、
関
連
し
て
い
な
け
れ
ば
左
の
ボ
タ
ン
を
押
す
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。
関
連
の
程
度
は
変
化
す
る
が
他
者
の
心
的
状
態
の
帰
属
が
必
要
と
さ
れ
る

点
は
同
じ
で
あ
る
。
無
関
連
の
文
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
時
制
判
断
（
現
在
形
と
過
去
形
）
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
群
と
し
て
用
い
た
。

（
5
）
　
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
パ
ン
テ
ス
ト
（
菊
ω
↓
）
は
個
人
ご
と
の
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
容
量
を
測
定
す
る
心
理
テ
ス
ト
で
あ
り
、
短
文
を
音
読
さ
せ
な
が

　
ら
（
意
味
処
理
に
相
当
）
指
定
さ
れ
た
単
語
の
保
持
を
同
時
的
に
行
う
。

（
6
）
　
ω
勺
竃
（
ω
＄
け
韓
8
巴
℃
9
。
機
ゆ
来
診
ユ
。
謀
。
℃
営
欝
α
q
）
は
ロ
ン
ド
ン
の
ウ
エ
ル
カ
ム
神
経
学
研
究
所
で
開
発
さ
れ
た
機
能
的
脳
画
像
の
解
析
プ
ロ
グ
ラ

　
ム
。

（
7
）
　
神
経
の
対
側
支
配
と
は
左
右
の
大
脳
半
球
が
そ
れ
ぞ
れ
反
対
側
の
身
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
原
理
を
い
う
。
言
語
な
ど
の
高
次
機
能
に
つ
い

デ
カ
ル
ト
的
意
識
の
脳
内
表
現

一
一
九
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て
も
半
球
差
が
あ
る
。

一
二
〇

ヒ
ト
の
脳
で
は
右
利
き
の
ヒ
ト
は
ほ
と
ん
ど
が
左
半
球
に
言
語
半
球
が
あ
り
、
優
位
半
球
と
い
う
。
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processing　for　perception　and　action　in　the　two　brain　pathways．　This　conclusion　is

further　discussed　in　light　of　recent　ideas　and　findings　in　anatomy，　physiology，　and

neuropsychology．

Neural　Representation　of　Mentalization
　　　　　under　a　“Theory　of　Mind”　task

　　　Naoyuki　OsAKA

　Professor　of　Psychology

Graduate　School　of　Letters

　　　　Kyoto　University

　　The　biological　basis　of　social　interaction　is　reviewed　from　the　perspective　of

“how　our　brain　makes　it　possible　to　read　other　people’s　minds”．　Recent　develop－

ments　of　cognitive　neuroscience　coupled　with　cognitive　psychology　demonstrated

that　brain　disorders　can　impair　certain　social　interactions　due　to　malfunction　of

the　“social　brain”．　Brain　imaging　studies　based　on　fMRI　（functional　Magnetic

Resonance　lmaging）　studies　suggest　that　a　network　of　areas　connecting　the

prefrontal　and　temporal　cortex　of　the　human　brain　forms　the　neural　basis　of

mentalizing　（“theory　of　mind”：　ToM），　that　is，　representing　one’s　own　and　other

people’s　mental　state．　Using　event－related　fMRI，　we　investigated　the　neural　sub－

strates　of　the　worl〈ing　memory’s　executive　（attention　control）　system　with

respect　to　differences　in　working　memory　capacity．　To　explore　individual　differ－

ences　in　the　executive　control　process　for　the　mentalizing　task　（ToM－task），　we

introduced　a　reading　span　test　composed　of　short　sentences　to　invol〈e　mentalizing

of　other　people’s　mental　state．　Two　subject　groups　were　selected：　those　with　high

worl〈ing　memory　capacities，　labeled　high－span　subjects　（HSS）　according　to　the

reading　span　test，　and　those　with　low　working　mernory　capacities，　labeled　low－

span　subjects　（LSS）．　Results　showed　significant　activation　in　three　regions　in

comparison　with　controls：　left　dorsolateral　prefrontal　cortex　（DLPFC），　left　infe－

rior　frontal　gyrus　（IFG）　and　left　temporo－parietal　junction　（TPJ）　area　under

the　ToM　task．　For　both　HSS　and　LSS　groups，　the　fMRI　signal　intensity　increased

in　IFG　and　TPJ　during　the　RST－initiated　ToM　task，　while　the　left　DLPFC　region

was　uniquely　activated　in　HSS　group．　Behavioral　data　also　showed　that　perform－

ance　was　better　in　KSS　than　in　LSS．　The　results　suggest　that　the　working

memory’s　executive　function　related　to　representing　one’s　own　and　other　people’s

7



mental　states　is　likely　to　be　actively　based　in　the　left　DLPFC　in　HSS．

ロ　の

Uber　den　philosophiegeschichtlichen　Ort　des
　　　　　　　　　　　　　OPus　Postzamum　Kants

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shigeru　FuKUTANI

Associate　Professor　of　the　History　of　Modern　European　Philosophy

　　　　　　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　In　der　Literatur　tiber　das　OPzts　Postumi・em　lmmanuel　1〈ants　herrscht　weitgehend

Ratlosigkeit．　Die　Aussagen　von　augezeiclmeten　Forscher　sind　kontrar　und　unver－

einbar　（z．　B．　Vittorio　iMathieu，　Reinhardt　Brandt　und　Eckart　Fdrster）．

　　Aber　stimrnen　bisherige　lnterpretationen　darin　tiberein，　daB　das　OPzrs　Postumum

sei　eine　Fortsetzung　der　kritischen　Philosophie　in　ihrem　Fachgebiet　（MetaPlzysdsclze

A7・施η鰐ノ’iinde　deγ　Nat～tn｛ノissenschaft　oder　．1〈γz”読　def’　Urteilskフ’aLfi），　d．　i．　meta－

physica　specialis．　Der　Verfasser　dieses　Aufsatzes　vertritt　dagegen　eine　Ansicht，

da3　das　OP2ts　Postttmum　ist　die　eigentliche　Vollendung　der　1〈ritischen　Philosophie，

d．　i．　metaphysica　generalis．

　　Die　Absicht　dieser　Ausfuhrungen　geht　dahin，　das　OPzts　Postttmu7n　Kants　aus　dem

Gesamtkontext　der　neuzeitlichen　Metaphysikgeschichte　auszulegen　und　auf　diese

VLreise　das，　was　er　fUr　ein　genaueres　Versttindnis　der　1〈antischen　Philosophie

beitragt，　in　seiner　Eigenart　deutlich　werden　zu　lassen．　Aus　diesem　Grunde　cler

Verfasser　versucht　die　Endgestalt　der　kantischen　Philosophie　zu　rekonstruieren，

die　als　synthetische　Metaphysik　auftreten　kdnnen．
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