
第
一
部　

脳
科
学
と
人
間
観
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人
格
の
要
件
は
カ
タ
ロ
グ
化
で
き
る
か

不
気
味
の
谷
と
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
可
能
性

戸
田
聡
一
郎

１　

は
じ
め
に

　

人
格
（
パ
ー
ソ
ン

（
（
（

）
は
、
社
会
に
お
け
る
意
思
決
定
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
要
素
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
他
者
の
人
格
を
否
定
す
る
よ
う
な
行
動
や
言
動
は
取
っ
て
は
い
け
な
い
し
、
弱
者
の
人
格
を
尊
重
す
る
よ
う
に

要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
人
格
と
す
る
べ
き
な
の
か
よ
く
分
か
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
人
格
を
容
易
に

直
観
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、﹁
人
格
﹂
そ
の
も
の
の
定
義
を
挙
げ
る
作
業
は
、
困
難
を
き
わ
め
る
。
た
と
え
ば
、

ヒ
ト
胚
は
人
格
な
の
か
と
い
う
考
察
を
し
て
い
る
と
き
に
は
、
明
ら
か
に
深
遠
な
人
格
の
条
件
を
焦
点
に
し
て
議
論
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
他
方
で
、
コ
ピ
ー
機
の
調
子
が
悪
く
、
私
が
機
械
に
向
か
っ
て
う
ま
く
動
く
よ
う
に
言
葉
を
か
け
な
が
ら
コ

ピ
ー
を
取
る
と
き
、
私
は
コ
ピ
ー
機
に
人
格
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
だ
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
あ
る

存
在
者
が
人
格
で
あ
る
こ
と
を
区
別
で
き
る
の
か
。
そ
し
て
も
し
区
別
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
人
格
と
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う

な
実
体
な
の
か
。
こ
の
大
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
哲
学
的
・
倫
理
学
的
な
議
論
を
綿
密
に
行
う
こ
と
が
も
ち
ろ
ん
必
要
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
議
論
の
手
前
に
お
い
て
、
よ
り
客
観
的
な
事
実

―
つ
ま
り
、
区
別
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
ど
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の
よ
う
な
事
実
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

―
を
扱
う
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、﹁
人
格
﹂
を
ど
の
よ
う
に
表
象

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
事
実
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
哲
学
的
議
論
に
妥
当
性
を
持
た
せ
る
さ
い
の
重
要
な
前
提
と
な
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
し
て
人
格
の
表
象
の
解
明
は
、
引
き
続
き
次
の
よ
う
な
問
題
に
連
動
し
て
い
る
。
そ
の
表
象
は
、
生
命
倫
理
学

に
お
い
て
、
た
と
え
ば
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
が
提
唱
し
た
よ
う
な
、﹁
社
会
的
人
格
﹂（
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト 

一
九
八
八
）
に
意
味

を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
今
ま
で
構
築
さ
れ
て
き
た
人
格
の
要
件
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
さ
ら
に
は
、

将
来
ど
の
よ
う
に
人
格
の
要
件
が
構
築
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
解
答
を
用
意
で
き
る
の
か
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
群
に
見
通
し
を
つ
け
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
人
格
概
念
に
関
わ
る
脳
神
経
科
学
的
研
究
の
成
果
と
、
そ

れ
ら
が
持
つ
倫
理
的
含
意
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
こ
こ
で
の
議
論
の
基
盤
と
な
る
の
は
、
近
年
の
認
知
科
学
の
知
見
と
、

二
〇
〇
七
年
の
フ
ァ
ラ
ー
と
ハ
バ
ー
ラ
イ
ン
に
よ
る
論
考
（Farah and H

eberlein 2007a

）
で
あ
る
。
フ
ァ
ラ
ー
ら
は
、
人
格

を
脳
神
経
科
学
的
に
還
元
す
る
可
能
性
を
論
じ
、
そ
の
作
業
を
通
し
て
人
格
を
表
象
す
る
﹁
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
を
提

唱
し
た
。
彼
女
た
ち
に
よ
れ
ば
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
わ
れ
わ
れ
が
生
得
的
に
持
っ
て
い
る
も
の
で
、
他
の
認
知
機
能
と
は

独
立
に
動
員
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
格
は
錯
覚
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
錯
覚
は
放
棄
す
べ
き
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
に
反
論
を
行
う
の
は
比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
主
張
の

擁
護
を
試
み
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
で
も
な
お
彼
女
た
ち
の
議
論
に
は
説
明
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
り
、
そ
の
不

足
部
分
に
対
す
る
考
察
こ
そ
が
、
人
格
の
議
論
の
脳
神
経
科
学
的
解
明
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
示
し
た
い
。
人

格
は
直
観
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
概
念
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
概
念
の
源
泉
と
な
る
、
他
者
の
心
的
状
態
を
推
測
す

る
機
能
と
、
そ
の
推
測
を
も
と
に
し
た
他
者
の
人
格
に
関
す
る
認
知
は
、
た
と
え
否
定
さ
れ
て
も
直
観
と
し
て
存
在
す
る
。
し

た
が
っ
て
概
念
と
し
て
の
人
格
の
妥
当
性
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
直
観
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
乗
り
越
え
る
能
力
が
あ
る
か

ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
有
効
に
説
明
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
の｢

不
気
味
の
谷｣

仮
説
に
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隠
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
人
格
と
い
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
を
扱
う
に
さ
い
し
て
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
人
格
を
放
棄
す
べ
き
だ
と
主
張
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
科
学
的
・
倫
理
学
的
背
景
を
も
同
時
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

扱
う
べ
き
事
項
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
人
格
の
要
件
に
つ
い
て
回
答
を
用
意
す
る
た
め
の
予
備
的
議
論
を
行
う
こ
と
が
最
終

目
標
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
、
ま
ず
は
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
議
論
を
、
適
宜
補
足
を
加
え
な
が
ら
、
追
う
こ
と
に
し
た
い
。

２　

フ
ァ
ラ
ー
ら
の
主
張

―
人
格
は
錯
覚
で
あ
る

　

フ
ァ
ラ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
人
格
概
念
は
、
現
象
を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
錯
覚
で
あ
る
。
人
格
な
る
も

の
を
わ
れ
わ
れ
の
脳
が
表
象
す
る
と
き
、
そ
れ
は
現
実
を
反
映
し
て
い
な
い
（Ibid.

）。
こ
れ
が
、
彼
女
た
ち
の
結
論
で
あ
る
。

な
ぜ
人
格
概
念
の
脳
神
経
科
学
的
基
盤
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
一
見
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
に
至
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
論
証
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る

（
（
（

。

　

彼
女
た
ち
は
ま
ず
、﹁
人
格
﹂
の
伝
統
的
な
定
義
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
グ
レ
イ
ら
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
定
義
は
、
必
要
条
件
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
必
要
十
分
条
件
を
表
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い

（G
rey et al. 2007

）。
論
文
中
で
挙
げ
ら
れ
る
哲
学
者
た
ち
は
、
ロ
ッ
ク
や
カ
ン
ト
、
さ
ら
に
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
フ
ァ
ラ
ー
の

論
敵
と
な
る
で
あ
ろ
う
ト
ゥ
ー
リ
ー
や
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
人
格
の
定
義
の
、
あ
る
意
味
で
救
い
よ
う
の

な
さ
を
表
し
て
い
る
と
も
い
え
る
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
定
義
を
取
り
上
げ
よ
う
。
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
人
格
を
定
義
す
る
一
五
も
の

条
件
を
挙
げ
、
そ
の
な
か
で
も
知
能
指
数
（
Ｉ
Ｑ
）
が
四
〇
以
下
で
あ
れ
ば
お
そ
ら
く
人
格
で
は
な
く
、
二
〇
以
下
で
は
確
実

に
人
格
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
わ
れ
わ
れ
の
直
観
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
な
指
標
を
作
る
こ
と
の

難
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
ほ
か
の
条
件
と
し
て
彼
が
挙
げ
る
の
は
、
自
己
意
識
や
時
間
感
覚
、
記
憶
な
ど
と
い
っ
た
、
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﹁
あ
り
ふ
れ
た
﹂
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
条
件
を
列
挙
し
て
も
や
は
り
、
客
観
的
な
基
準
を
作
る

の
は
困
難
で
あ
る

（
（
（

。
人
格
は
、
日
常
的
に
使
わ
れ
る
便
利
な
言
葉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
概
念
の
満
足
な
規
定
は
不

成
功
に
終
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
規
定
が
困
難
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
格
は
事
実
上
、
倫
理
の
基
礎
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
ビ
ー
チ
ャ

ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
よ
る
生
命
医
学
倫
理
四
原
則
が
発
達
し
て
き
た
背
景
に
も
、
人
格
を
い
か
に
扱
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
が

あ
っ
た
。
生
命
倫
理
で
お
も
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
、
道
徳
的
客
体
と
し
て
の
人
格
で
あ
る
。
胎
児
は
人
格
か
、
遷
延
性
植

物
状
態
に
あ
る
患
者
は
人
格
か
、
と
い
う
議
論
は
、
そ
の
胎
児
と
患
者
の
処
遇
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
に
問
い
か
け
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
概
念
は
、﹁
尊
厳
﹂
と
い
う
言
葉
と
関
連
が
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
人
格
が
生
命
倫
理
に
お
い
て
問

題
に
な
る
の
は
、
あ
る
人
（
も
の
）
が
、
あ
る
人
に
は
人
格
で
あ
る
よ
う
に
見
え
、
別
の
人
に
は
非
人
格
に
見
え
る
事
態
が
起

こ
っ
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
お
い
て
、
人
格
を
基
礎
に
お
い
た
生
命
医
学
倫
理
四
原
則
を
適
用
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い

う
問
い
は
不
明
瞭
な
も
の
と
な
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
人
格
の
定
義
の
欠
如
が
、
問
題
の
解
決
を
困
難
に
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
欠
落
を
補
う
べ
く
人
格
の
基
準
を
正
確
に
列
挙
し
、
人
格
が
ど
の
よ
う
な
構
成
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
予
想
以
上
に
（
あ
る
い
は
予
想
通
り
）
難
し
い
。
問
題
は
、
人
格
を
構
成
す
る
と

わ
れ
わ
れ
が
直
観
し
て
い
る
心
理
学
的
特
徴
を
、
特
異
的
な
定
式
化
に
落
と
し
込
も
う
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
直
観
が
置
き

去
り
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
格
が
成
立
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
特
性
の
セ
ッ
ト
を
持
つ
べ
き
な
の
か
、
そ
し

て
そ
の
特
性
を
ど
の
程
度
持
つ
べ
き
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
そ
の
条
件
は
、
先
ほ
ど
の
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
定
義
の
よ
う
に
、

任
意
に
決
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

概
念
的
・
原
則
的
な
議
論
の
試
み
が
失
敗
し
た
あ
と
で
考
え
ら
れ
る
方
法
は
、
人
格
を
再
び
経
験
論
の
俎
上
に
乗
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
経
験
的
議
論
に
お
い
て
現
在
有
力
な
の
は
、
脳
神
経
科
学
の
知
見
で
あ
ろ
う
。
も
し
人
格
の
特
徴
を
実
現
化
し
て
い

る
も
の
が
大
脳
皮
質
の
働
き
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
特
徴
を
表
現
す
る
皮
質
活
動
の
基
盤
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
遷
延
性
植
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物
状
態
患
者
は
、
生
物
学
的
に
は
生
き
て
は
い
る
が
、
大
脳
皮
質
の
機
能
を
失
っ
て
お
り
、
心
的
生
活
を
失
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
の
で
、﹁
か
つ
て
人
格
で
あ
っ
た
人
﹂
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

（
（
（

。
も
し
皮
質
活
動
が
人
格
概
念
の
構
成
に
と
っ
て

重
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
膨
大
な
認
知
神
経
科
学
の
知
見
が
適
用
可
能
だ
ろ
う
。
認
知
神
経
科
学
は
、
人
格
の
条
件
で
あ
る
合
理

性
や
知
能
を
構
成
す
る
要
素
、
た
と
え
ば
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
や
自
己
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
の
心
理
学
的
特
徴
や
、
将
来
の
計

画
や
言
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
、
あ
る
脳
領
域
群
の
活
動
と
い
う
﹁
脳
神
経
科
学
の
言
葉
﹂
に
置
き
換
え
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
探
求
が
十
分
に
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
、
人
格
概
念
に
は
解
決
す
べ
き
問
題

が
残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
客
体
の
ど
の
シ
ス
テ
ム
が
、
ど
の
程
度
働
け
ば
、
人
格
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
（
（
（

。

　

以
上
を
考
え
れ
ば
、
現
在
の
脳
神
経
科
学
が
貢
献
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
何
が
人
格
な
の
か
と
い
う
問
題
の
探
求

に
お
い
て
で
は
な
く
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
﹁
人
格
で
あ
る
﹂
と
い
う
直
観
を
持
っ
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
う
問
題
の
探
求
に
お

い
て
で
あ
る
。
こ
の
直
観
は
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
人
格
と
非
人
格
を
区
別
し
て
き
た
経
験
か
ら
生
ず
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
生
得
的
で
、
初
め
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
構
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
が
最
終
的
な
（
ニ
ヒ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
）
結
論
に
つ
な
が
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
人
格
、
非
人
格
の
区
別
を
明
確
に
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
判
断
を
基
礎
づ
け
る
脳
内
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
外
界
の
本
性
を
客
観
的
に
反
映
し
て
い
る
も
の

で
は
な
く
、
よ
っ
て
人
格
は
錯
覚
な
の
だ
、
と
い
う
結
論
だ
。
こ
の
結
論
が
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
対
象
と
な
る
。

　

こ
の
結
論
に
至
る
に
あ
た
っ
て
フ
ァ
ラ
ー
ら
は
、
人
格
の
表
象
機
能
を
、
大
脳
の
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
求
め
る
作
業
を
行

う
（
（
（

。
も
し
人
格
が
物
理
的
性
質
を
表
象
す
る
概
念
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
し
た
脳
の
表
象
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
フ
ァ
ラ
ー

ら
に
よ
れ
ば
、
そ
の
物
理
的
性
質
の
表
象
は
、﹁
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
な
る
神
経
回
路
に
強
く
関
連
し
て
い
る
。
こ
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
紡
錘
状
回
、
扁
桃
体
、
側
頭
︲
頭
頂
接
合
部
（
Ｔ
Ｐ
Ｊ
）、
前
頭
前
野
内
側
部
と
い
う
四
つ
の
領
域
か
ら

な
る
。
こ
こ
で
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
﹁
パ
ー
ソ
ン
﹂
と
し
て
意
図
し
て
い
る
の
は
、
人
格
の
存
在
の
直
観
の
源
泉
と
な
り
、
か
つ
単
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純
化
で
き
る
特
性
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
（Farah and H

eberlein 2007b

）。
紡
錘
状
回
は
、
ヒ
ト
の
顔
に
特
異
的
に

反
応
す
る
領
域
で
あ
る

（
（
（

。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、｢

ヒ
ト
の
顔｣

が
人
格
の
源
泉
の
一
つ
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
扁
桃

体
は
、
表
情
認
知
（
と
く
に
恐
怖
反
応
）
に
関
連
し
た
反
応
を
見
せ
、
感
情
に
か
か
わ
る
原
始
的
な
機
能
を
担
っ
て
い
る

（
（
（

。
わ

れ
わ
れ
は
、
提
示
さ
れ
る
刺
激
が
顔
そ
の
も
の
で
な
く
て
も
、
目
の
表
情
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
人
格
の
感
情

を
く
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｊ
は
、
他
者
の
目
的
を
持
っ
た
行
動
に
対
し
て
特
異
的
に
反
応
を
見
せ
る
部
位
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、﹁
ポ
イ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
（
ま
た
は
バ
イ
オ
ロ
ジ
カ
ル
・
モ
ー
シ
ョ
ン
）﹂、
す
な
わ
ち
多
く
の

光
の
点
だ
け
で
ヒ
ト
の
動
き
を
再
現
し
て
い
る
画
像
は
、
ラ
ン
ダ
ム
に
動
い
て
い
る
光
の
点
（
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
・
モ
ー
シ
ョ

ン
）
と
比
較
し
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｊ
の
特
異
的
な
活
動
を
引
き
起
こ
す

（
（
（

。
最
後
に
挙
げ
ら
れ
る
内
側
前
頭
前
野
は
、
他
者
の
心
の
評
価

を
行
う
と
き
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
に
お
い
て
活
動
を
見
せ
る
。
人
物
が
登
場
す
る
物
語
を
提
示
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
物
語
を

理
解
す
る
さ
い
に
は
内
側
前
頭
前
野
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
研
究
が
、
多
数
報
告
さ
れ
て
い
る
。
物
語
に
人
物
が
登
場
し
な

い
場
合
は
、
こ
の
領
域
の
活
動
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
人
物
の
印
象
を
評
価
す
る
と
き
、
ま
た
じ
ゃ
ん
け
ん
ゲ
ー
ム
に
お
い

て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
は
な
い
他
者
の
次
の
手
を
予
測
す
る
と
き
、
課
題
に
対
す
る
内
側
前
頭
前
野
の
、
よ
り
相
関
の
高
い

活
動
が
得
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
こ
で
は
、
最
終
的
に
は
、
他
者
の
心
的
状
態
の
推
測
が
重
要
な
役
割
を
持
つ｢

社
会
脳
（social 

brain

）｣

に
繋
が
る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

フ
ァ
ラ
ー
ら
は
こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
論
じ
た
う
え
で
、
重
要
な
示
唆
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
自
動
性
と
生
得
性
を
持
っ
て
お
り
、
人
格
と
非
人
格
の
判
断
は
こ
れ
に
対
応
し
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
い
う
﹁
自
動
性
﹂
と
は
、
た
と
え
刺
激
が
人
格
で
な
い
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
あ
る
刺
激
に
対
し
て

は
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
動
員
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
ス
マ
イ
リ
ー
マ
ー
ク
や
、
棒
で
構
成
さ
れ
る
人

間
の
図
形
に
対
し
て
も
、
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
ま
た
、
複
数
の
図
形
が
追
い
か
け
合
う
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
見
た
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
容
易
に
図
形
の
﹁
意
図
や
欲
求
﹂
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
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の
よ
う
な
動
き
に
一
貫
性
を
有
す
る
図
形
群
に
対
し
て
は
、
機
械
的
な
ラ
ン
ダ
ム
な
動
き
を
知
覚
し
て
い
る
と
き
と
比
較
し
て
、

パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
活
動
す
る
。
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
で
あ
る
扁
桃
体
を
失
っ
た
患
者
は
、
図
形
の
物
理

的
特
徴
し
か
報
告
で
き
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
健
常
被
験
者
が
独
裁
者
ゲ
ー
ム
（
あ
る
金
額
を
他
者
と
分
け
合

う
さ
い
、
そ
の
分
け
前
を
被
験
者
自
身
で
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
決
定
は
必
ず
実
行
さ
れ
る
ゲ
ー
ム
）
を
行
っ

て
い
る
さ
い
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
上
に
、
目
と
鼻
だ
け
の
顔
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
被
験
者
は
よ
り

寛
大
な
戦
略
（
相
手
に
、
よ
り
多
く
の
分
け
前
を
与
え
る
戦
略
）
を
採
用
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
、
人

格
を
認
知
し
て
い
な
く
て
も
、
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
自
動
的
に
動
員
さ
れ
、
そ
の
活
動
が
行
動
に
影
響
を
与
え
る
と
い

う
強
力
な
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
で
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
い
う
﹁
生
得
性
﹂
と
は
、﹁
人
格
が
存
在
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
学
習
し
な
い
で
も
、
人
格
性
を

読
み
取
る
シ
ス
テ
ム
が
遺
伝
的
に
あ
ら
か
じ
め
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
乳
児
・

幼
児
の
研
究
が
有
効
に
な
る
だ
ろ
う
。
紡
錘
状
回
を
早
期
に
損
傷
し
た
男
の
子
の
症
例
で
は
、
彼
は
成
長
し
て
他
の
物
体
を
認

識
す
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ヒ
ト
の
顔
は
認
識
で
き
る
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た

（
（（
（

。
ま
た
、
さ
き
ほ
ど
の
図
形

の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
示
唆
的
な
デ
ー
タ
が
あ
る
。
生
後
三
か
月
の
乳
児
は
、｢

意
図｣

を
持
つ
図

形
群
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
選
好
注
視
を
見
せ
る
。
さ
ら
に
、
自
閉
症
児
の
デ
ー
タ
も
有
効
で
あ
る
。
自
閉
症
は
、
他
者
の
心

を
読
む｢

心
の
理
論｣

が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
の
も
と
に
、
そ
の
遺
伝
的
要
因
が
探
求
さ
れ
て
い
る
疾
患
で
あ
る
。
他

者
の
心
が
読
め
な
い
こ
と
が
主
な
原
因
と
な
っ
て
、
自
閉
症
児
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
人
格
性
に
関
連
す
る
よ
う
な
意

図
を
持
つ
も
の
を
、
単
な
る
物
体
の
よ
う
に
扱
う
。
そ
の
行
動
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
自
閉
症
児
に
ヒ
ト
の
顔
を
提
示
し
て
も
、

紡
錘
状
回
は
活
動
せ
ず
、
さ
き
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
動
き
に
対
す
る
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
動
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
自
動
性
・
生
得
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
は
、
人
格
概
念
が
、
現
象

を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
誤
っ
た
形
而
上
学
的
概
念
で
あ
る
、
と
結
論
す
る
。
こ
の
世
界
に
は
、
明
ら
か
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に
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
な
心
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
い
る
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
い
る
。
お
そ
ら
く
、
心
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
種
類
・
程
度
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
心
に
対
す
る
評
価
は
、
表
面
的
な
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
か

も
知
れ
な
い
手
が
か
り
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
の
表
象
は
、
現
実
を
正
確
に
反
映
し

て
い
な
い
。
こ
の
結
論
を
も
と
に
し
て
、
最
後
に
フ
ァ
ラ
ー
ら
は
、
倫
理
的
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
残
さ

れ
た
唯
一
の
選
択
肢
は
、
人
格
概
念
を
廃
し
て
、
功
利
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
法
を
と
る
こ
と
だ
と
述
べ
る
。

　

こ
こ
で
は
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
議
論
を
、
お
も
に
脳
神
経
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
な
が
ら
追
う
こ

と
を
試
み
た
。
彼
女
た
ち
は
、
人
格
の
基
準
の
実
在
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
で
、
そ
の
基
準
に
依
拠
し
な
い
よ
う
な
、

人
格
の
直
観
の
仕
方
を
、
脳
神
経
科
学
の
知
見
に
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
の
人
格
の
直
観
の
仕
方
は
、
人
格
の
﹁
概

念
﹂
を
認
識
す
る
方
法
と
は
異
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
人
格
の
直
観
は
、
た
と
え
そ
の
対
象
が
非
人
格
と
分
か
っ
て
い
て
も

存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
視
覚
に
お
け
る
錯
覚
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
錯
覚
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
混
乱
し
た
倫
理
的
帰
結
を

生
む
の
で
あ
る
。

３　

フ
ァ
ラ
ー
ら
の
主
張
の
位
置
づ
け

―
人
格
は
放
棄
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
？

 　

前
節
に
お
い
て
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
展
開
し
た
人
格
の
定
義
の
あ
い
ま
い
さ
の
指
摘
、
お
よ
び
﹁
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂

の
提
唱
を
概
観
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
個
々
の
指
摘
・
提
唱
に
つ
い
て
は
、
新
規
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の

こ
と
を
ま
ず
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、｢

心
の
理
論｣

を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
す
で
に

以
前
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
た
（
た
と
え
ばAllison et al. 2000; G

allagher and Frith 2003

）。
わ
れ
わ
れ
が
使
用
し
て
い
る
語
の

定
義
の
境
界
の
あ
い
ま
い
さ
も
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
に
対
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
や
他
の
文
献
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
（
た

と
え
ばBanja 2007; C

hurchland 2007; 

信
原 

二
〇
〇
九
）。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
は
、
既
存
の
知
見
か
ら
、
倫
理
学



21 人格の要件はカタログ化できるか

の
基
礎
と
な
る
べ
き
人
格
概
念
の
錯
覚
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
放
棄
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
フ
ァ

ラ
ー
ら
の
議
論
の
ど
こ
が
重
要
性
を
持
つ
か
を
検
討
す
る
。
議
論
の
力
点
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決
す
べ
き
問
題
点
が
ど

こ
で
あ
る
か
を
明
示
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
結
論
を
導
出
し
た
政
治
的
意
図
と
生
命
倫
理
学
的
背
景
に
つ
い

て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
見
、
遠
回
り
す
る
議
論
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
お
そ
ら
く
意
図
的
に
見
落

と
し
て
い
る
重
要
な
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

人
格
の
定
義
の
あ
い
ま
い
さ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
新
規
性
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
人
格
概
念
と
、
人
格
以
外
の
概
念
と
の
間
に
は
、
あ
る
重
要
な
違
い
が
あ
る
。
一
般
に
、
人
格
以
外
の
概
念
に
お
い
て
は
、

山
と
丘
（
標
高
）、
禿
げ
と
禿
げ
で
な
い
（
頭
髪
の
量
）、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
概
念
を
切
り
分
け
る
べ
き
境
界
線
が
あ
い
ま
い

で
あ
っ
て
も
、
明
確
な
基
準
・
変
数
（
標
高
と
頭
髪
の
量
）
が
存
在
す
る
。
だ
が
他
方
、
人
格
概
念
は
、
そ
の
基
準
・
変
数
す

ら
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
に
人
格
を
は
っ
き
り
と
認
識
さ
せ
る
力
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
の
基
準
を
新
た
に
作

ろ
う
と
す
れ
ば
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
最
初
に
力
説
し
た
よ
う
に
、
形
而
上
学
的
概
念
や
社
会
的
経
験
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ

ら
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、﹁（
基
準
が
）
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
に
リ
ア
ル
に
感
じ
取
っ
て
し

ま
う
﹂
人
格
の
特
性
が
、
ま
さ
に
錯
覚
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
錯
覚
に
か
ん
す
る
議
論
は
、
二
重
の
意
味
で
用
い

ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
一
つ
目
は
、
人
格
と
非
人
格
を
区
別
す
る
基
準
は
実
在
し
て
い
る
よ
う
で
実
在
し
て
い
な
い
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
く
ら
努
力
し
て
対
象
が
非
人
格
で
あ
る
こ
と
を
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
も
、

（
た
と
え
ば
図
形
同
士
の
追
い
か
け
合
い
の
よ
う
に
）
適
当
な
刺
激
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
格
を
自

動
的
に
感
じ
取
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
の｢

リ
ア
ル
に
感
じ
取
る｣

特
性
を
持
つ
人
格
は
、
倫
理
規
範
と
し
て
の
人
格
と
比
し
て
、
明
ら
か
に
性
質

が
異
な
る
も
の
だ
。
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
い
う｢

パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク｣

と
は
、
こ
の｢

リ
ア
ル
に
感
じ
取
る
人
格｣

を
指
し

て
い
る
。
そ
れ
は
決
し
て
概
念
で
は
な
い
。
乳
児
が
図
形
た
ち
の
追
い
か
け
合
い
を
選
好
注
視
す
る
と
き
、
そ
の
乳
児
は
人
間
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ら
し
い
刺
激
を
﹁
感
じ
取
り
﹂、
そ
の
刺
激
を
よ
り
注
視
す
る
が
、﹁
こ
の
図
形
は
人
に
値
す
る
諸
条
件
を
持
つ
人
格
だ
﹂
と

理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
リ
ア
ル
に
感
じ
取
る
特
性
を
持
つ
人
格
、
す
な
わ
ち
﹁
パ
ー
ソ
ン
﹂
は
、
た
し
か
に
、｢

人

格｣
概
念
の
源
泉
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
。
そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
に
、﹁
パ
ー
ソ
ン
﹂
が
二
重
の
意
味
で
錯
覚
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
論
証
可
能
だ
ろ
う
。
フ
ァ
ラ
ー
ら
は
こ
の
意
味
で
の
﹁
パ
ー
ソ
ン
﹂
を
﹁
人
格
﹂
と
仮
定
し
て
、
そ
の
概
念
の
無
益

性
を
論
証
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
議
論
は
、
人
格
﹁
概
念
﹂
が
錯
覚
で
あ
り
、
そ
の
概
念
を
放
棄
す
べ
き
だ
と
い
う

結
論
に
は
結
び
付
か
な
い
。
パ
ー
ソ
ン
の
錯
覚
性
の
議
論
は
、
社
会
規
範
と
し
て
の
人
格
概
念
の
是
非
を
問
う
に
は
弱
す
ぎ
る
。

そ
し
て
、
人
格
概
念
に
お
け
る
基
準
の
不
在
は
、
わ
ざ
わ
ざ
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
だ
し
て
脳
神
経
科
学
的
事
実
を

列
挙
し
な
い
ま
で
も
、
十
分
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
は
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
弱
い
証
拠
か
ら
、
人
格
概
念
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
生
命
倫
理
学
の
基
礎
を
な
し
て
き
た
人
格
論
（
パ
ー
ソ
ン
論
）
に
対
す
る
経
験
的
評
価
を
行
お
う

と
い
う
試
み
が
見
て
と
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
経
験
的
評
価
と
は
も
ち
ろ
ん
、
脳
神
経
科
学
の
知
見
に
よ
る
検
討
で
あ
る
。
も
と

も
と
、
人
格
論
に
お
け
る
人
格
と
非
人
格
の
区
別
は
、
日
常
生
活
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
解
答
を
出
す
う
え

で
の
方
便
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
（
香
川 

二
〇
〇
九
）。
そ
の
議
論
の
社
会
的
影
響
に
つ
い
て
、
金
森
（
二
〇
〇
七
）
は
、
生

き
生
き
と
記
述
し
て
い
る
。
金
森
に
よ
れ
ば
、

　

生
命
倫
理
学
と
い
う
学
問
の
中
で
提
示
さ
れ
る
パ
ー
ソ
ン
論

（
（（
（

は
、
理
性
を
顕
揚
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
よ
り
も
、︿
理
性

的
存
在
﹀
か
ら
見
て
、
亜
・
存
在
や
準
・
存
在
に
対
す
る
処
遇
に
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
厳
し
い
評
価
を
下
す
こ
と
に
大
き
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
て
き
た
。︹
…
…
︺
ご
く
素
朴
に
見
て
も
、
そ
れ
が
或
る
種
の
冷
淡
さ
や
冷
酷
さ
を
抱
え
て
い
た
と

い
う
の
は
、
否
定
し
が
た
い
よ
う
に
思
え
る
︹
…
…
︺
興
味
深
い
こ
と
に
、
本
国
の
ア
メ
リ
カ
で
も
、
こ
の
学
問
自
体
が
、

よ
っ
て
た
か
っ
て
人
々
を
︿
死
へ
の
傾
斜
﹀
に
傾
か
せ
る
と
し
て
、
必
死
の
批
判
を
し
て
い
る
ス
ミ
ス
の
よ
う
な
人
も
い
る
。
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︹
…
…
︺
こ
う
し
て
、
生
命
倫
理
学
の
中
で
の
パ
ー
ソ
ン
論
は
、
障
害
者
差
別
や
弱
者
排
除
を
正
当
化
す
る
危
険
な
議
論
と

し
て
の
位
置
づ
け
を
受
け
、
そ
れ
に
対
し
て
は
一
定
程
度
の
留
保
や
距
離
設
定
を
す
る
こ
と
が
共
通
の
了
解
事
項
の
よ
う
な

様
相
さ
え
呈
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。（
同
、
一
一
四
～
一
六
）

　

こ
の
よ
う
に
、
人
格
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
け
る
判
断
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
評
判
が

悪
い
。
そ
の
議
論
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
判
断
の
本
性
を
調
べ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
た
め
に
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
持
ち
う
る
方
策
が
、
脳
神
経
科
学
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
コ
メ
ン
タ
リ
ー
へ
の
応
答
の

な
か
で
、
人
格
性
を
め
ぐ
る
問
題
の
調
停
に
脳
神
経
科
学
が
独
自
の
解
決
策
を
提
示
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
格
性
の
自
然
化

が
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
の
、
道
徳
理
論
と
自
然
界
（natural w

orld

）
の
関
連
性
を
調
べ
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
に
よ
れ
ば
、﹁
道
徳
原
則
は
そ
れ
自
体
、
経
験
的
評
価
を
必
要
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
原
則

と
は
、
現
実
世
界
の
実
体
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
と
く
に
生
命
倫
理
学
で
は
、
経
験
的
な
現
実
に
お
い
て
そ
の
よ
う

な
原
則
を
ど
の
よ
う
に
支
え
る
か
が
重
要
と
な
る
﹂（Farah and H

eberlein 2007b, W
3

）。
人
格
概
念
が
生
ま
れ
た
経
緯
を
見
れ

ば
、
そ
れ
が
自
然
化
さ
れ
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
寄
せ
た
ぺ
リ
ン
グ
も
、
人
格
は
科
学
の
概
念

で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
（Perring 2007

）。﹁
解
答
の
た
め
の
方
便
﹂
は
科
学
的
に
説
明
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
で
も
自
然
界
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
か

―
そ
れ
が
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
（
最
初
の
動
機
で
は
な
い
に
せ
よ
）
意
図

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
意
図
を
確
認
し
た
う
え
で
、
も
う
一
度
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
論
証
を
見
て
み
る
と
、
や
は

り
、
パ
ー
ソ
ン
が
錯
覚
だ
か
ら
人
格
概
念
は
信
頼
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
議
論
の
不
自
然
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
そ
れ
は
経

験
的
事
実
を
規
範
的
概
念
に
組
み
込
む
と
い
う
自
然
主
義
的
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
（M

eyers 2007

）。
そ
し
て
そ
の
や
り
方
は
、

か
な
り
強
引
で
あ
る
。
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
い
う
経
験
的
事
実
と
は
、
他
者
の
表
情
認
知
や
他
者
の
心
的
状
態
の
認
知
に
か
か
わ
る
、

い
わ
ゆ
る｢

心
の
理
論｣

に
関
連
し
た
脳
内
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
銘
打
た
れ
、
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そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
自
動
性
・
錯
覚
性
か
ら
人
格
概
念
の
危
う
さ
が
導
か
れ
る
。
そ
う
し
て
彼
女
た
ち
は
人
格
概
念
を
抜
き

に
し
た
功
利
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
す
る
に
至
る
。
フ
ァ
ラ
ー
ら
は
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
人
格
概
念
の
条
件
を
借
り
れ
ば
、

多
数
の
条
件
の
う
ち
の
一
つ
、﹁
他
者
と
の
か
か
わ
り
が
持
て
る
こ
と
﹂
の
能
力
に
つ
い
て
、
脳
神
経
科
学
的
知
見
を
援
用
し

て
自
然
化
を
試
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
知
見
は
、
他
者
と
か
か
わ
っ
て
い
る
当
人
が
﹁
ど
の
よ
う
に
、
何
を
考
え
な

が
ら
﹂
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
限
定
的
な
情
報
し
か
提
供
し
な
い
。
こ
れ
は
、
脳
神
経
科
学
の
ア

プ
ロ
ー
チ
方
法
の
限
界
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
か
か
わ
り
の
あ
り
方
こ
そ
が
、
人
格

概
念
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
示
す
科
学
的
事
実
は
、
人
格
概
念
ま
で
手
が
届
い
て
お
ら

ず
、
そ
の
概
念
の
是
非
に
つ
い
て
議
論
で
き
る
ま
で
の
証
拠
群
で
は
な
い
。
彼
女
た
ち
は
、
人
格
論
が
﹁
生
命
倫
理
学
に
と
っ

て
距
離
を
と
る
べ
き
﹂
学
説
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
を
科
学
的
に
示
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
こ

と
は
今
の
と
こ
ろ
主
張
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
た
ち
の
試
み
は
、
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
意
図
を
最
大
限
擁
護
し
た

い
。
そ
の
意
図
と
は
、
人
格
概
念
は
、
自
然
界
に
繋
が
っ
て
お
り
、
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
彼
女
た
ち
は
そ
の
繋
が
り
を
わ
ず
か
に
示
し
な
が
ら
、
や
は
り
両
者
の
調
停
は
で
き
な
い
の
だ
と
結
論
し
て
い
る
。
も
う

一
度
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
分
析
の
仕
方
を
確
認
し
よ
う
。
ま
ず
、
道
徳
的
客
体
を
対
象
に
し
、
人
格
概
念
に
つ
い
て
脳
神
経
科
学
的

に
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
成
功
し
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
格
の
基
準
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、
ど
の
脳
領
域
が
、

ど
の
程
度
活
動
す
れ
ば
、
そ
の
客
体
が
人
格
で
あ
る
と
判
別
す
べ
き
か
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ァ
ラ
ー
ら
は
、

道
徳
的
主
体
に
関
心
を
移
す
。
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
人
格
を
感
じ
取
る
の
か
。
客
体
の
機
能
を
感
じ
る
主

体
の
脳
と
い
う
、
脳
神
経
科
学
が
採
用
し
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
ま
で
、
人
格
概
念
を
落
と
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
フ
ァ
ラ
ー

ら
の
独
自
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
の
が
、
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ

る
い
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
論
考
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
主
体
の
も
う
一
つ
の
脳
機
能
に
は
注
目
し
て
い
な
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い
。
そ
れ
は
客
体
の
機
能
を
感
じ
取
り
、
そ
の
知
覚
を
主
体
と
し
て
統
合
し
、
人
格
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
機
能
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
人
格
概
念
の
自
然
化
を
試
み
る
に
は
、
客
体
の
人
間
的
な
意
図
を
読
み
取
る
と
い
う
機
能
（
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
い
う
パ
ー

ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
に
加
え
て
、
そ
れ
を
吟
味
し
、｢

パ
ー
ソ
ン｣

で
は
な
く
﹁
人
格
﹂
と
し
て
受
け
入
れ
る
機
能
が
付
加

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
付
加
さ
れ
る
べ
き
機
能
は
、
道
徳
的
主
体
の
脳
機
能
の
な
か
で
も
、
ど
の
領
域
が
ど
の
程
度
活
動
す
る
か

と
い
う
問
題
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
検
証
不
可
能
だ
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
同
じ
欠
点
を
抱
え
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
言
う
問
題
点
と
は
、
胎
児
や
遷
延
性
植
物
状
態
患
者
の
よ
う
な
客
体
の
脳
内
表
現

を
わ
れ
わ
れ
が
見
る
と
き
に
生
じ
る
問
題
で
あ
る
。
客
体
（
胎
児
や
意
識
障
害
患
者
）
の
心
的
状
態
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が

彼
ら
の
脳
内
表
現
を
手
が
か
り
に
推
論
し
た
う
え
で
、
そ
の
推
論
が
人
格
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
を
さ
ら
に
推
論
す
る

―
こ
の
作
業
は
仮
定
に
仮
定
を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
信
頼
性
が
乏
し
い
。
対
し
て
、
人
格
性
を
判
断
し
て
い
る
主
体
の

脳
を
見
る
こ
と
は
、
主
体
の
人
格
性
に
関
す
る
判
断
と
い
う
明
確
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
相
関
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
の

金
森
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、︿
理
性
的
存
在
者
﹀
か
ら
見
た
客
体
（
亜
・
存
在
や
準
・
存
在
）
に
つ
い
て
の
判
断
を
、
主
体
の

意
思
決
定
・
行
動
と
相
関
さ
せ
な
が
ら
み
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
人
格
概
念
の
自
然
化
に
は
、
概
念
の
本
性
を
考
え
れ

ば
、
そ
の
作
業
は
不
可
欠
で
あ
る
。
次
節
以
降
で
は
、
こ
の
主
体
の
概
念
的
判
断
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
可
能
性
に
つ
い

て
、
論
証
を
行
う
。
そ
こ
で
カ
ギ
と
な
る
の
が
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
に
お
け
る｢

不
気
味
の
谷｣

の
仮
説
で
あ
る
。

４　

パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
付
加
さ
れ
る
べ
き
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

―
「
不
気
味
の
谷
」
を
手
が
か
り
に

　

客
体
の
パ
ー
ソ
ン
性
を
見
い
だ
す
こ
と
と
、
主
体
が
そ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
機
能
の
統
合
が
人
格
概
念
の
自

然
化
に
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
後
者
を
よ
り
明
確
に
示
す
た
め
に
は
、
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
証
拠
を
提
供
し
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た
実
験
の
環
境
に
比
し
て
、
よ
り
相
互
作
用
可
能
な
、
か
つ
、
人
格
性
に
か
ん
し
て
よ
り
反
省
的
吟
味
が
必
要
な
状
況
が
用
意

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
胎
児
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
と
い
う
よ
う
な
、
長
い
議
論
の
伝

統
を
持
ち
、
先
入
観
が
混
入
し
が
ち
な
問
題
よ
り
も
、
よ
り
新
規
性
を
持
つ
ト
ピ
ッ
ク
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
。
主
体
（
人
格
の

判
断
を
す
る
者
）
と
客
体
（
準
・
存
在
や
亜
・
存
在
）
が
相
互
作
用
す
る
こ
と
で
、
パ
ー
ソ
ン
性
、
人
格
性
が
変
わ
る
よ
う
な

状
況
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
が
、
こ
ん
に
ち
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
に
潜
ん
で
い
る
。｢

不
気

味
の
谷｣

の
現
象
は
ま
さ
に
、
パ
ー
ソ
ン
性
・
人
格
性
が
複
雑
に
絡
ん
だ
性
格
を
持
ち
、
主
体
と
客
体
の
時
系
列
的
な
相
互
作

用
が
可
能
な
状
況
を
生
み
出
す
。

　

｢

不
気
味
の
谷
（uncanny valley

）｣

は
、
一
九
七
〇
年
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
者
の
森
政
弘
が
提
唱
し
た
仮
説
で
あ
る
（
森 

一
九
七
〇
）。
彼
は
、
ヒ
ト
型
の
ロ
ボ
ッ
ト
（
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
）
を
人
間
に
似
せ
る
よ
う
に
し
な
が
ら
開
発
し
て
い
く
と
き
に
、

人
間
が
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
感
じ
る
親
近
感
に
着
目
し
た
。
横
軸
に
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
ど
れ
だ
け
人
間
に
似
て
い
る
か
を
計
測

し
た
尺
度
を
、
縦
軸
に
、
人
間
が
感
じ
る
親
近
感
を
と
り
、
グ
ラ
フ
を
書
く
（
図
１
）。
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
人
間
に
全
く
似
て

い
な
い
場
合
、
最
初
は
そ
の
動
作
や
外
観
が
人
間
に
近
付
く
に
つ
れ
て
、
親
近
感
は
増
大
し
て
い
く
。
し
か
し
、
人
間
に
近
づ

き
過
ぎ
た
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
地
点
以
降
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
不
自
然
さ
が
急
激
に
際
立
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
親

近
感
は
反
転
し
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
感
情
は
、
不
気
味
な
も
の
（uncanny

）
で
あ
り
、
ぞ
っ
と
す

る
も
の
（eerie

）
で
あ
り
、
嫌
悪
感
を
引
き
起
こ
す
も
の
（disgusting

）
で
あ
る
。
親
近
感
が
最
小
値
を
と
る
と
き
に
は
、
人

間
は
そ
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
﹁
ま
る
で
生
き
て
い
る
死
体
﹂
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
も
し
、
ア
ン
ド
ロ

イ
ド
が
人
間
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
自
然
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
は
再
び
急

激
に
反
転
し
、
親
近
感
を
抱
か
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
感
情
の
流
れ
、
図
１
に
お
け
る
親
近
感
の
急
激
な
落
ち
込
み

と
回
復
が
、｢

不
気
味
の
谷｣

と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
不
気
味
さ
の
効
果
は
、
動
か
な
い
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
よ
り
、
動

く
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
お
い
て
よ
り
一
層
増
幅
さ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
以
上
が
、
森
の
提
唱
し
た
不
気
味
の
谷
の
仮
説
の
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概
要
で
あ
る
。

　

こ
の
仮
説
は
、
一
種
の
予
言
で
あ
り
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
製
作
す
る
技
術
の
限
界
の
た
め
に
、
科
学
的
検
証
が
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
に
な
っ
て
、
不
気
味
の
谷
現
象
の
存
在
が
、
静
的
な
画
像
を
用
い
た
研
究
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
（M

acD
orm

an and Ishiguro 2006; Seyam
a and N

agayam
a 2007; M

acD
orm

an et al. 2009

）。
ま
た
、
サ
ル
に
お
い

て
も
、
不
気
味
の
谷
が
再
現
で
き
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

（Steckenfinger and G
hazanfar 2009

）。
そ
し
て
、
不
気
味
の

谷
の
左
側
（
人
間
に
ま
だ｢

似
す
ぎ
て
い
な
い｣

側
）
と
右
側
（
そ
れ
を
実
際
の
人
間
と
同
一
視
し
た
場
合
）
に
か
ん
し
て
は
、

よ
り
実
証
的
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
（G

ong 2008; K
rach et al. 2008

）。

図 1　不気味の谷。実線は動くロボットに対する親近感、破
線は静止しているロボットに対する親近感を示す（Steckenfinger 
and Ghazanfar 2009をもとに改変）。
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ク
ラ
ッ
ク
ら
は
、
被
験
者
に
ゲ
ー
ム
（
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
ゲ
ー
ム
）
を
行
わ
せ
る
さ
い
、
そ
の
時
の
対
戦
相
手
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
、
ア
ー
ム
ロ
ボ
ッ
ト
、
人
間
に
近
い
（
と
は
い
え
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
で
は
な
い
）
頭
部
を
持
っ
た
機
械
、

そ
し
て
実
際
の
人
間
に
振
り
分
け
、
各
条
件
で
の
脳
活
動
を
計
測
し
た
。
最
初
に
対
面
式
で
ゲ
ー
ム
を
行
っ
た
の
ち
、
機
能
的

核
磁
気
共
鳴
画
像
（
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
）
で
脳
活
動
を
撮
像
し
た
。
そ
の
結
果
、
機
械
に
心
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
き

に
は
、
そ
の
外
見
が
人
間
に
近
く
な
る
ほ
ど
、
心
の
理
論
に
関
連
す
る
領
域
が
活
動
を
見
せ
た

（
（（
（

。
そ
れ
ら
は
、
側
頭‒

頭
頂
接

合
部
（
Ｔ
Ｐ
Ｊ
）
や
、
内
側
前
頭
回
で
あ
り
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
提
唱
し
て
い
る
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
重
な
る
部
分
が

多
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
人
間
に
近
い
頭
部
を
持
っ
た
機
械
に
対
し
て
、
被
験
者
は
、
対
面
式
で
ゲ
ー
ム
を
行
っ
て
い
る
さ

い
、
話
し
か
け
た
り
、
文
句
を
言
っ
た
り
し
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
機
械
に
も
心
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
か
？
心
の
理

論
に
お
い
て
、
ど
の
領
域
が
必
要
で
十
分
な
も
の
か
は
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
答
え
は
お
そ
ら
く
イ
エ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
自
動
的
に
起
こ
る
反
応
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
ム
を
行
い
、
相
手
の
有
意
味
な
反
応

が｢

返
っ
て
く
る｣

の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
応
は
、
不
気
味
の
谷
の
左
側
で
し
か
検
証
さ
れ
て
い

な
い
。
人
間
の
外
観
・
動
作
に
は
似
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
有
意
味
な
行
動
を
と
り
、
反
応
を
示
す
刺
激
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ

の
反
応
で
あ
る
。
フ
ァ
ラ
ー
ら
は
、
多
く
の
論
者
が
疑
問
を
唱
え
た
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
錯
覚
性
を
擁
護
す
る
た
め

に
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
が
開
発
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
、
キ
ス
メ
ッ
ト
（K

ism
et

）
の
ビ
デ
オ
を
見
て
ほ
し
い
と
反
論
し

た
（Farah and H

eberlein 2007b, W
2

）。
あ
る
い
は
、
日
本
の
国
際
電
気
電
信
基
礎
技
術
研
究
所
（
Ａ
Ｔ
Ｒ
）
が
開
発
し
た
ロ

ボ
ビ
ー
（Robovie

）
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
ロ
ボ
ッ
ト
の
動
画
を
見
て
い
る
と
、
そ
れ
ら
を
単

な
る
機
械
で
は
な
く
、
無
条
件
に
、
意
図
を
持
つ
行
為
者
と
し
て
見
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
神
田
ら
は
、
ロ
ボ
ビ
ー
の
製
作
に
あ

た
っ
て
は
、
不
気
味
の
谷
を
避
け
る
た
め
に
、
意
図
的
に
﹁
機
械
的
な
声
﹂﹁
機
械
的
な
動
作
音
﹂
を
出
す
よ
う
に
設
計
し
た

こ
と
を
指
摘
す
る
（K

anda et al. 2004

）。
キ
ス
メ
ッ
ト
も
そ
の
外
観
か
ら
し
て
同
様
に
、
不
気
味
の
谷
を
避
け
る
こ
と
を
意

図
し
て
製
作
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
無
条
件
に
ロ
ボ
ビ
ー
や
キ
ス
メ
ッ
ト
に
パ
ー
ソ
ン
を
感
じ
て
し
ま
う
の
は
、
そ
の
外
観
と
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機
械
音
の
お
か
げ
だ
か
ら
と
も
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
い
う
パ
ー
ソ
ン
は
、
不
気
味
の
谷
の
手
前
で
し
か
有

効
で
な
い
。
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
た
し
か
に
自
動
性
が
あ
り
、
そ
の
お
か
げ
で
、
単
純
な
刺
激
に
対
す
る
反
応
の
説
明

が
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
人
間
に
近
い
が
人
間
と
い
う
に
は
明
ら
か
に
不
自
然
で
あ
る
よ
う
な
、
複
雑
な

情
報
処
理
を
必
要
と
す
る
刺
激
に
対
し
て
は
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
パ
ー
ソ
ン
性
は
無
力
に
な
る
だ
ろ
う
。
不
気
味
の
谷
に
お
い
て

は
、
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
え
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
動
員
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
が
主
眼

に
置
く
の
は
、
そ
れ
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
超
え
て
理
性
的
に
判
断
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
不
気
味
の
谷
の
底
に
い
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
拒
絶
感
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
人
格
の

判
断
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
不
気
味
さ
と
人
格
の
判
断
は
、
同
一
の
も
の
で
は
な
い
が
、
互
い
に
干
渉
し
合
う
。
そ
れ

で
も
わ
れ
わ
れ
は
︿
理
性
的
存
在
﹀
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
ら
を
道
徳
的
共
同
体
へ
と
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
あ

る
い
は
や
は
り
、
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基
礎
に
置
い
た
自
動
的
な
脳
機
能
に
わ
れ
わ
れ
は
身
を
ゆ
だ
ね
る
し
か
な
い
の

か
。

　

あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
け
ば
、
こ
の
問
題
を
解
決
で
き
る
だ
け
の
科
学
的
証
拠
は
ま
だ
そ
ろ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
問

題
の
解
決
が
は
た
し
て
可
能
な
の
か
ど
う
か
は
、
検
討
す
る
意
味
が
あ
る
。
そ
の
解
決
可
能
性
を
説
得
的
に
示
す
た
め
に
も
、

見
て
お
く
べ
き
事
実
は
ま
だ
存
在
す
る
。

５　

人
格
性
の
自
然
化
の
再
挑
戦

―
倫
理
学
の
人
格
論
を
救
い
出
せ
る
か
？

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
不
気
味
の
谷
は
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
以
外
の
他
の
説
明
を
必
要
と
す
る
。

　

で
は
一
体
ど
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
こ
の｢

不
気
味
さ｣

を
構
成
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
う｢

不
気
味｣

と
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
記
述
に
し
た
が
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。﹁
不
気
味
さ
と
は
、
外
部
か
ら
来
た
異
星
人
や
見
知



30

ら
ぬ
何
か
に
由
来
す
る
恐
怖
で
は
な
い

―
そ
れ
と
は
反
対
に
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
切
り
離
そ
う
と
い
く
ら
努
力
し
て
も
そ
れ

に
対
抗
で
き
な
い
よ
う
な
、
奇
妙
に
親
密
性
を
も
つ
何
か
に
由
来
す
る
恐
怖
な
の
で
あ
る
﹂（Frued 2003, 135–41

）。
不
気
味

の
谷
の
説
明
に
は
、
い
く
つ
か
の
説
が
存
在
す
る
。
有
力
視
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
は
、
期
待
に
対
す
る
裏
切
り
で
あ

る
（M

acD
orm

an and Ishiguro 2006; Steckenfinger and G
hazanfer 2009

）。
わ
れ
わ
れ
は
、
限
り
な
く
人
間
に
近
い
ア
ン
ド
ロ

イ
ド
を
見
せ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
が
人
間
ら
し
く
振
舞
う
よ
う
に
期
待
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
運
動

は
、
ぎ
こ
ち
な
く
、
不
自
然
で
あ
る
。
こ
の
認
知
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
を
引
き
起
こ
し
、
わ
れ
わ
れ
は
不
気
味
の
谷
に
﹁
落

ち
る
﹂
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
期
待
の
裏
切
り
に
関
連
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
が
な
ぜ
﹁
不
気
味
﹂
と
い
う
特
異
な
感
情

に
結
び
付
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
刺
激
に
対
す
る
期
待
が
裏
切
ら
れ
た

だ
け
で
は
、
不
気
味
さ
は
発
生
し
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
現
象
に
は
い
く
つ
か
の
進
化
論
的
な
説
明
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
病
者
の
探
知
や
、
死
者
へ
の
忌
避
感
、
生
殖
の
有
利
さ
に
基
づ
い
た
説
明
な
ど
、
目
的
論
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ

て
い
る
（M

acD
orm

an and Ishiguro 2006
）。
先
述
し
た
よ
う
な
、
サ
ル
に
お
い
て
も
谷
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
た
研
究
結
果
は
、

進
化
論
的
説
明
を
補
足
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
ど
の
よ
う
に
十
分
な
進
化
論
的
な
説
明
を
加
え
て
も
、
そ
れ
ら
は
不
気

味
さ
を
構
成
す
る
対
象
が
持
つ
性
質
や
、
不
気
味
さ
を
感
じ
取
る
わ
れ
わ
れ
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
に
は
容
易
に
繋
が
ら
な

い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
に
お
い
て
は
、
不
気
味
の
谷
が
回
避
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
で
問
題
は
解
決
さ
れ
る
。
現
在
の

ロ
ボ
ッ
ト
技
術
は
、
よ
く
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
よ
う
に
、
も
は
や
不
気
味
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
ま
で
に
精
巧
に
作
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
仮
想
空
間
に
お
い
て
、
ア
バ
タ
ー
と
し
て
の
人
体
を
再
現
で
き
れ
ば
、
容
易
に
谷
を｢

飛
び
越
え｣

、
そ

れ
が
社
会
的
な
脳
機
能
の
解
明
に
大
き
く
貢
献
す
る
か
も
し
れ
な
い
（M

oser et al. 2007; 

藤
井 

二
〇
〇
九
、一
九
七
～
九
八
）。

現
在
の
技
術
が
こ
の
ま
ま
進
め
ば
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
含
め
た
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
容
易
に
谷
を
飛
び
超
え
、
社
会
の
一
員
と
し
て

わ
れ
わ
れ
の
共
同
体
に
組
み
込
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
わ
れ
わ
れ
の｢

仲
間｣

と
し
て
迎
え
ら
れ
る
よ
う
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な
社
会
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
夢
物
語
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
不
気
味
の
谷
は
回
避
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
神

経
基
盤
の
研
究
の
重
要
性
は
、
以
前
よ
り
も
薄
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
本
稿
の
主
眼
は
、
谷
を
回
避
で
き
る
実
現
可
能
性
と
は
あ
ま
り
関
連
性
を
持
た
な
い
。
谷
を
最
初
か
ら
回
避
す
る
の
で

は
な
く
、
あ
え
て
、
不
気
味
の
谷
へ
と
落
ち
込
む
現
象
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
（
ま
た
は
ア
バ

タ
ー
）
と
い
う
準
・
存
在
、
亜
・
存
在
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
が
技
術
改
変
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
一
の
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
に
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
相
互
作
用
を
行
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
判
断
を
下
し
て
彼
（
女
）

を
仲
間
と
し
て
受
け
入
れ
、
自
然
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
検
証
さ
れ
る
。
こ
の
時
系
列
的
な
機
能
の
変
化
は
、
不

気
味
の
谷
現
象
に
お
い
て
ま
だ
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
意
図
的
に
、
不
気
味
の
谷
を｢

乗
り
越
え
ら
れ
る｣

だ

ろ
う
か
。
谷
を
跳
躍
す
る
の
で
は
な
く
、
意
図
的
に
乗
り
越
え
る
こ
と

―
こ
こ
に
理
性
的
存
在
者
の
入
り
込
む
余
地
が
あ
り
、

人
格
性
の
も
う
一
つ
の
源
泉
が
あ
る
。
不
気
味
の
谷
の
谷
底
に
い
た
と
し
て
も
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
外
観
は
あ
る
程
度
人
間
に

近
く
、
そ
の
意
図
は
汲
め
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ァ
ラ
ー
の
主
張
す
る
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
確
実
に
機
能
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
不
気
味
さ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
と
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
対
し
て
き
ち
ん
と
対
応
す
る
こ
と
は
別

の
機
能
で
あ
る
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
対
応
の
仕
方
と
、
不
気
味
さ
と
の
関
係
を
追
う
こ
と
は
、
人
格

の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
事
例
に
お
け
る
心
理
学
的
機
構
の
解
明
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
も
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
超
え
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
変
化
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
的
な
思
考
の
末
に
決
断
さ
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
反
対

に
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
自
動
的
に
処
理
さ
れ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
不
気
味
の
谷
が
、
心
の
理
論
に
関
わ
る
シ
ス
テ
ム
や
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
の
み
で
解
決
さ
れ
る

可
能
性
は
、
依
然
と
し
て
棄
却
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
不
気
味
の
谷
か
ら
の
回
復
過
程
を
探
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
格
性
の
判
断
と
は
ど
の
よ
う
な
意
思
決
定
な
の
か
が
、
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
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に
い
る
客
体
に
つ
い
て
、
や
は
り
自
動
的
な
脳
機
能
の
み
に
よ
っ
て
人
格
性
を
認
め
、
そ
れ
を
共
同
体
の
中
に
迎
え
入
れ
る
の

か
。
そ
れ
と
も
や
は
り
わ
れ
わ
れ
は
︿
理
性
的
存
在
﹀
で
あ
り
、
そ
の
理
性
こ
そ
が
、
共
同
体
へ
の
受
け
入
れ
に
は
重
要
で
あ

り
、
そ
れ
が
人
格
概
念
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
し
て
も
し
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
つ
い
て
社
会
的
人
格
（
エ
ン
ゲ

ル
ハ
ー
ト 
一
九
八
八
）
と
い
う
概
念
が
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
功
利
主
義
と
い
う
蓑
を
ま
と
っ
た
錯
覚
な
の
か
、
そ

れ
と
も
自
動
的
処
理
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
理
性
的
に
判
断
さ
れ
た
結
果
な
の
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
す
べ
て
が
明

ら
か
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
人
格
性
の
判
断
も
、
理
性
か
感
情
か
と
い
う
よ
う
な
二
者
択
一
的
な
も
の
で
あ
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
不
気
味
の
谷
を
乗
り
越
え
て
い
く
過
程
を
追
う
こ
と
で
、
人
格
の
判
断
と
、
そ
の
判
断
に
必
要
な
要

件
に
つ
い
て
の
重
要
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
も
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
（
女
）
ら
を
拒
否
し
続
け
る
な
ら
ば
、
や
は
り
わ
れ
わ
れ
は
、
自
動
的
な
処
理
に
強
く
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

（
（（
（

。

　

フ
ァ
ラ
ー
ら
の
議
論
と
、
不
気
味
の
谷
仮
説
を
追
う
こ
と
で
、
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
扱
い
き
れ
な
い
よ
う
な
事
例

が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
実
際
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
議
論
は
、
倫
理
的
問
題
に
お
け
る
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
問
う
事
例
に
つ
い

て
、
人
格
概
念
が
無
力
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
永
守 

二
〇
〇
七
、一
六
二
）。
本
稿
で
は
あ
え
て
、
新

規
性
の
あ
る
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
事
例
を
問
う
こ
と
で
、
人
格
概
念
と
自
然
界
と
の
﹁
細
い
つ
な
が
り
﹂
を
自
然
化
す
る
可
能

性
を
検
証
し
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
人
格
性
を
め
ぐ
る
判
断
は
、
不
気
味
の
谷
に
お
い
て
も
、
胎
児
の
人
格
性
の
問
題
と
同
様

に
、
多
様
性
の
あ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
基
礎
的
な
脳
機
能
で
あ
る
共
感
性
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
多
様
性
は
広

く
認
め
ら
れ
て
い
る
し
、
一
個
人
内
で
も
状
況
に
よ
っ
て
判
断
は
異
な
る
（K

eysers and G
azzola 2007

）。
わ
れ
わ
れ
は
新
し

い
倫
理
的
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
そ
の
脳
機
能
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
新
し
い
人
格
の
基
準
が
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
か
。
こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
ま
だ
用
意
で
き
な
い
。
さ
し
あ
た
り
は
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
学
習
に
よ
る
人
格
概
念
の
変
容
の
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
認
知
過
程

を
追
う
た
め
の
方
法
論
に
つ
い
て
も
、
大
き
な
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
被
験
者
に
ど
の
よ
う
な
質
問
を
行
え
ば
よ
い
の
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か
も
、
今
の
と
こ
ろ
明
確
で
な
い
。
評
定
法
（rating

）
の
よ
う
な
、
被
験
者
へ
の
単
純
な
質
問
で
は
解
明
で
き
な
い
部
分
も

出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
方
法
論
を
含
め
た
検
討
は
十
分
な
新
規
性
が
あ
る
し
、
何
よ
り
も
こ
の
問
題
系
は
、

人
格
概
念
を
基
礎
づ
け
る
合
理
性
ま
で
射
程
に
入
れ
て
い
る
。
準
・
存
在
で
あ
る
他
者
と
の
か
か
わ
り
の
あ
り
方
を
記
述
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
認
知
機
能
は
、
人
格
の
要
件
の
カ
タ
ロ
グ
化
に
向
け
て
、
重
要

な
ヒ
ン
ト
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

自
然
界
と
パ
ー
ソ
ン
と
人
格

―
こ
の
三
つ
を
つ
な
げ
る
科
学
的
事
実
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
は
、
広
く
道
徳
の
本
性
、

そ
し
て
将
来
に
は
倫
理
の
脳
神
経
科
学
に
関
わ
る
、
重
要
な
問
題
系
で
あ
る
。

註（
１
） 　

な
お
、
本
稿
で
は
、﹁
人
格
﹂
と
﹁
パ
ー
ソ
ン
﹂
と
い
う
交
換
可
能
に
見
え
る
語
に
つ
い
て
、
特
段
の
断
り
が
な
い
限
り｢

人
格｣

を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
い
う｢

パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク｣

で
は
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
規
範
的
な
人
格
概
念
と
は
異
な
る
文
脈
で
﹁
人
格
﹂
を
表
現

し
て
い
る
の
で
、
差
異
を
強
調
す
る
た
め
に
﹁
パ
ー
ソ
ン
﹂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
た
。
本
稿
の
後
半
部
分
、
と
く
に
第
３
節
以
降
で
は
、﹁
人
格
﹂
と
フ
ァ

ラ
ー
ら
の
﹁
パ
ー
ソ
ン
﹂
は
か
な
り
異
な
る
意
味
合
い
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

（
２
） 　

こ
の
フ
ァ
ラ
ー
と
ハ
バ
ー
ラ
イ
ン
に
よ
る
論
文
、
お
よ
び
そ
の
論
文
に
対
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
群
に
つ
い
て
、
永
守
（
二
〇
〇
七
）
が
レ
ビ
ュ
ー
と
し
て

的
確
に
ま
と
め
て
お
り
、
こ
の
議
論
の
意
義
も
確
認
し
て
い
る
。
彼
は
﹁（
人
間
の
耳
を
持
つ
マ
ウ
ス
の
よ
う
な
）
キ
メ
ラ
﹂
に
対
す
る
考
察
が
人
格
の
実
践

的
使
用
に
か
ん
し
て
有
効
と
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
の
示
唆
に
つ
い
て
は
、
本
稿
を
通
し
て
、
別
の
視
点
か
ら
具
体
的
な
考
察
を
行
う
。

（
３
） 　

フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
指
摘
し
た｢

あ
り
ふ
れ
た｣

条
件
の
な
か
で
、
本
稿
に
と
く
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、﹁
他
者
と
関
わ
り
が
持
て
る
能
力
﹂

と
、｢

合
理
性
と
感
情
の
バ
ラ
ン
ス｣

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
素
通
り
し
や
す
い
条
件
で
あ
る
が
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
の｢

パ
ー
ソ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク｣

と
、
そ
の
後

に
論
じ
る
議
論
に
お
い
て
、
重
要
な
観
点
と
な
る
。
な
お
、
も
と
も
と
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
人
格
性
（personhood

）
で
は
な
く
、
人
間
性
（hum

anhood

）
の

条
件
と
し
て
こ
れ
ら
の
条
件
を
挙
げ
て
い
た
（Fletcher 1979

）。

（
４
） 　

遷
延
性
植
物
状
態
患
者
の
意
識
に
つ
い
て
は
近
年
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
（
総
説
と
し
てO

w
en and C

olem
an 2008

） 

。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
議
論
の
基

礎
を
な
す
、
患
者
の
意
識
に
必
要
な
の
は
高
次
大
脳
皮
質
領
域
の
有
意
味
な
活
動
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
よ
り
高
次
の
認
知
機
能
に
関
連
し
た
皮
質
活

動
が
人
格
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
意
識
障
害
に
お
け
る
こ
の
前
提
の
是
非
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

（
５
） 　

た
と
え
ば
、
大
脳
の
発
生
に
問
題
が
あ
り
、
生
ま
れ
つ
き
大
脳
を
持
た
な
い
無
脳
症
児
の
意
識
の
研
究
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
大
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脳
皮
質
の
活
動
は
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
脳
症
児
は
兄
弟
に
対
し
て
愛
着
を
見
せ
、
笑
顔
を
見
せ
る
（M

erker 2007

）。
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
の

笑
顔
を
見
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
子
に
は
人
格
が
あ
る
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
の
判
断
を
脳
神
経
科
学
的
に
解
明
で
き
る
か
。
こ
の

問
題
は
引
き
続
く
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
提
案
を
考
え
る
さ
い
の
有
効
な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る
。

（
６
）　

以
降
本
節
で
は
、
フ
ァ
ラ
ー
ら
の
取
り
上
げ
て
い
る
多
く
の
脳
神
経
科
学
の
知
見
に
つ
い
て
は
、
補
足
を
加
え
つ
つ
も
、
文
末
の
参
考
文
献
に
は
挙
げ
な

い
こ
と
と
す
る
。
彼
女
た
ち
と
重
複
し
な
い
参
考
文
献
の
み
、
リ
ス
ト
に
加
え
た
。

（
７
） 　

紡
錘
状
回
の
顔
領
域
（
Ｆ
Ｆ
Ａ
）
に
お
け
る
機
能
特
異
性
・
領
域
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ウ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
ヨ
ー
ヴ
ィ
ル
の
レ
ビ
ュ
ー
（K

anw
isher 

and Yovel 2006

）
を
参
照
せ
よ
。

（
８
） 　

扁
桃
体
は
、
刺
激
の
内
容
が
意
識
に
上
ら
ず
と
も
、
表
情
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
（
た
と
え
ばM

orris et al. 2001

）、
こ
の
こ
と
は
扁
桃
体
の
機

能
の
自
動
性
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
９
） 　

ま
た
、
こ
の
と
き
の
活
動
は
、
ヒ
ト
の
体
部
位
よ
り
も
む
し
ろ
、
ヒ
ト
の
動
き
そ
の
も
の
に
対
し
て
特
異
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
（Peuskens et 

al. 2005

）。

（
10
） 　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
機
能
は
、
の
ち
に
フ
ァ
ラ
ー
ら
が
主
張
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
生
得
性
・
自
動
性
を
必
ず
し
も
支
持
し
て
い

な
い
。
内
側
前
頭
前
野
を
脳
卒
中
に
よ
っ
て
後
天
的
に
損
傷
し
た
患
者
は
、
記
憶
や
計
画
の
機
能
に
障
害
を
見
せ
、
作
話
を
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
他
者

の
心
的
状
態
の
推
測
に
障
害
を
き
た
し
て
は
い
な
か
っ
た
（Bird et al. 2004

）。

（
11
）	　

ま
た
近
年
、
生
後
一
定
期
間｢

顔｣
を
見
な
い
ま
ま
人
工
的
に
飼
育
さ
れ
た
サ
ル
が
、
初
め
て
顔
を
見
る
期
間
を
与
え
ら
れ
る
と
、（
生
ま
れ
て
か
ら
一
度

も
目
に
し
て
い
な
い
）
顔
に
対
し
て
選
好
注
視
を
見
せ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（Sugita 2008

）。
こ
の
結
果
は
、
顔
に
反
応
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生

得
的
で
あ
る
こ
と
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
12
）	　

こ
の
引
用
で
の｢

パ
ー
ソ
ン
論｣

は
、
本
稿
に
お
け
る
人
格
と
パ
ー
ソ
ン
の
区
別
に
お
け
る｢

人
格｣

を
指
す
。

（
13
） 　

サ
ル
に
お
け
る
不
気
味
の
谷
の
再
現
は
、
以
下
の
よ
う
な
行
動
学
的
デ
ー
タ
の
報
告
で
あ
っ
た
。
被
験
者
の
サ
ル
が
、
同
種
の
、
真
に
迫
る
リ
ア
ル
な
Ｃ

Ｇ
を
見
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
実
際
の
同
種
の
サ
ル
の
動
画
と
、
リ
ア
ル
で
な
い
ロ
ボ
ッ
ト
的
な
同
種
の
サ
ル
の
Ｃ
Ｇ
を
見
せ
ら
れ
た
場
合
と
比
較
し
て
、

動
画
を
注
視
す
る
回
数
と
時
間
が
減
少
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
デ
ー
タ
だ
け
で
は
、
サ
ル
の
心
的
状
態
を
正
確
に
推
測
で
き
て
い
る
と
は
言
い
が

た
い
。
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
生
理
心
理
学
的
指
標
の
解
析
と
、
電
気
生
理
学
的
デ
ー
タ
が
、
こ
の
現
象
の
実
証
に
む
け
た
重
要
な
研
究
と
な
る

は
ず
で
あ
る
。

（
14
） 　

各
条
件
で
の
ゲ
ー
ム
に
対
す
る
動
機
付
け
、
お
よ
び
戦
略
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
行
動
学
的
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 　

ま
た
こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
に
﹁
人
間
﹂
の
定
義
を
し
て
き
た
か
、
ま
た
人
種
差
別
が
ど
の
よ
う
に
し
て
擁
護
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
た
の

か
に
つ
い
て
の
、
文
化
的
・
歴
史
的
考
察
（Fernández-Arm

esto 2004

）
も
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
人
間
の
条
件
は
﹁
必
要
な
神
話
﹂
で
あ

る
。
本
稿
で
の
人
格
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
な
言
説
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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