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しまだ・まさひこ
作家。法政大学国際文化学部教授。1961年東京生ま
れ。東京外国語大学在学中に書いた『優しいサヨクの
ための嬉遊曲』が芥川賞候補となり作家デビュー。
84年『夢遊王国のための音楽』で野間文芸新人賞、
91年『彼岸先生』で泉鏡花文学賞、06年『退廃姉妹』
で伊藤整文学賞受賞。近著として朝日新聞の連載小説
をまとめた『徒然王子1』『徒然王子2』（ともに朝日
新聞出版）などがある。

脳
と
心
の

対
話

言語は「コミュニケーションの道具」であるという考え方が一
般的ですが、もうひとつ忘れてはならない重要な機能がありま
す。それは「分ける＝境界を引く」機能です。この世
とあの世をきちんと分けて認識できるのも言葉があるからこそ
で、言葉がなければ、あの世の存在すら無きに等しくなって
しまいます。
　今回は、そうした言語の存在意義を改めて考えるとともに、
現実でこの世からこっそり抜け出して、時空を超えて妄想の
世界で遊べる究極のマシン、「ニルヴァーナ・ミニ」に
ついてご紹介します。さて、エンジンも計器もないタイムマシン
「ニルヴァーナ・ミニ」は、あなたをどこに連れていってくれる
でしょう？

島
田
雅
彦

脳
科
学
の
時
代
に
〈
心
〉
を
ど
う
知
る
か

回
講
義
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作
家

ニルヴァーナ・ミニから
広がる 言語という妄想

文
部
科
学
省
が
選
ぶ
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
拠
点
「
グ
ロ
ー
バ
ル

Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
二
〇
〇
八
年
度
、
玉
川
大
学
が
採
択
さ
れ

ま
し
た
。
脳
科
学
研
究
所
を
核
に
、
坂
上
雅
道
教
授
を
拠
点
リ
ー
ダ

ー
と
し
て
進
め
ら
れ
る
研
究
テ
ー
マ
は「
社
会
に
生
き
る
心
の
創
成
」。

脳
科
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
な
ら
ず
学
際
的
に
人
の
心
を
理
解

し
よ
う
と
す
る
玉
川
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
が
、
関
連
分
野
の
研

究
者
を
招
い
て
行
う
特
別
講
義
を
誌
面
で
お
届
け
し
ま
す
。

玉
川
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
特
別
講
義
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本
日
は
物
書
き
の
立
場
か
ら
、
ま
ず
「
言
語
と
人

類
の
歴
史
」
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

　

我
々
の
祖
先
が
言
語
能
力
を
獲
得
し
た
の
は
、
今

か
ら
お
よ
そ
五
万
年
前
の
こ
と
。
言
葉
を
手
に
入
れ

た
人
類
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど

複
雑
に
脳
を
駆
使
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
を
発
明
・
創
造
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
出
土
品
を
見
て
も
、
言
語

を
獲
得
す
る
以
前
と
以
後
で
は
人
間
の
生
活
に
明
ら

か
な
変
化
が
あ
っ
た
と
分
か
り
ま
す
。
五
万
年
以
上

前
の
地
層
か
ら
出
土
す
る
も
の
は
、
斧
や
鏃や

じ
りと

い
っ

た
石
器
類
が
中
心
で
、
形
も
き
わ
め
て
単
純
。
そ
れ

に
対
し
て
言
語
獲
得
以
後
の
地
層
か
ら
出
て
く
る
も

の
は
、
道
具
ひ
と
つ
と
っ
て
も
非
常
に
独
自
性
や
多

様
性
に
富
ん
で
い
ま
す
。

　

身
近
な
と
こ
ろ
で
縄
文
式
土
器
を
思
い
出
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。
煮
炊
き
の
た
め
の
道
具
と
い
う
観
点

か
ら
す
れ
ば
シ
ン
プ
ル
な
ほ
う
が
い
い
は
ず
な
の
に
、

形
も
複
雑
だ
し
、
表
面
に
は
一
見
無
駄
と
思
え
る
よ

う
な
装
飾
が
び
っ
し
り
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

言
語
獲
得
以
後
の
地
層
か
ら
は
、
生
活
と
は
直
接
関

係
の
な
い
ネ
ッ
ク
レ
ス
の
よ
う
な
装
飾
品
も
数
多
く

出
土
し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
残
る
ア＊

１

ル
タ
ミ
ラ
や
ラ

ス
コ
ー
の
洞
窟
壁
画
も
、
言
語
獲
得
以
後
の
時
代
に

描
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
事
実
を
見
て
い
く

と
、
言
語
能
力
を
獲
得
し
た
人
間
た
ち
が
最
初
に
創

造
し
た
も
の
は
「
ア
ー
ト
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
く
と
、
ア
ー
ト

の
発
明
と
連
動
す
る
形
で
「
欲
望
の
刺
激
」
と
い
う

も
の
が
生
ま
れ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
、
友
人
が
お
洒
落
な
服
を
着
て
い
る
の

を
見
て
「
そ
れ
、
ど
こ
で
買
っ
た
の
？
」
と
、
つ
い
訊

ね
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
古
代
人
も
た

ぶ
ん
同
じ
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
誰
も
持
っ
て
い
な
い
個

性
的
な
も
の
や
、
見
た
こ
と
が
な
い
美
し
い
も
の
を

見
て
、「
自
分
も
手
に
入
れ
た
い
」
欲
望
を
抱
く
の
は
、

人
間
と
し
て
至
極
当
然
の
こ
と
で
す
か
ら
ね
。

　

お
そ
ら
く
そ
う
し
た
欲
望
が
、
い
わ
ゆ
る
物＊
２

々
交

換
の
シ
ス
テ
ム
を
加
速
さ
せ
、
や
が
て
は
交
易
の
営

み
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
順
序
か
ら
い
う
と
、
ま
ず
ア
ー
ト
の
誕
生
が

あ
り
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
人
間
は
経
済
活

動
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
も
、
あ
な
が
ち

間
違
い
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

言
葉
に
は
、
自
然
界
に
存
在
し
な
い
も
の
を

創
造
す
る
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る

　

洞
窟
壁
画
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
考
古
学
者
に
よ

れ
ば
、
ア
ル
タ
ミ
ラ
や
ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
は
、
な
ん

ら
か
の
儀
式
の
一
環
と
し
て
シ
ャ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て

描
か
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

　

人
類
に
お
け
る
儀
式
の
歴
史
は
古
く
、
ネ
ア
ン
デ

ル
タ
ー
ル
人
の
時
代
か
ら
す
で
に
葬
式
ら
し
き
も
の

は
あ
り
ま
し
た
が
、
言
語
獲
得
の
後
、
私
た
ち
の
祖

先
は
ま
す
ま
す
儀
式
を
重
要
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た

よ
う
で
す
。

　

お
そ
ら
く
、
言
葉
の
な
い
時
代
の
葬
式
は
、
た
だ

人
が
死
ん
だ
こ
と
を
悲
し
む
だ
け
の
儀
式
だ
っ
た
は

ず
で
す
。
そ
れ
が
言
語
獲
得
以
後
の
葬
式
は
、
言
葉

に
よ
っ
て
、
生
き
て
い
た
世
界
＝
此
岸
と
、
死
後
の

世
界
＝
彼
岸
の
間
に
「
境
界
線
」
を
引
き
、
死
者
を

あ
ち
ら
側
の
世
界
に
送
り
出
す
た
め
の
も
の
に
変
化

し
て
い
っ
た
の
で
は
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
言
語
を
身
に
付
け
た
こ
と
で
、
人
間
は

「
こ
の
世
と
あ
の
世
」「
水
の
あ
る
世
界
と
な
い
世
界
」

「
食
べ
物
が
あ
る
世
界
と
な
い
世
界
」
な
ど
と
い
っ

た
も
の
を
、
明
確
に
「
分
け
て
」
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

た
し
か
に
言
語
の
も
っ
と
も
有
効
な
す
ぐ
れ
た
機

能
と
い
え
ば
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
」
と

し
て
の
役
割
だ
と
考
え
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
以
前
に

言
語
は
、「
も＊

３

の
ご
と
を
分
け
る
」
と
い
う
非
常
に

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
「
分

け
る
」行
為
が
そ
の
ま
ま
ス
ラ
イ
ド
し
て
、「
分
か
る
」

と
い
う
概
念
に
変
化
し
、
や
が
て
「
分
か
る
」
は
、

理
解
す
る
、
把
握
す
る
、
認
識
す
る
と
い
う
意
味
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
「
こ
の
世
と
あ
の
世
を
分
け
る
」
な
ど
と
い
う
と
、

「
あ
の
世
な
ん
て
も
の
は
、
人
間
が
勝
手
に
つ
く
り

出
し
た
想
像
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
」
と
反
論
す
る
人

も
い
る
は
ず
で
す
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
「
あ
の
世
」

が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
誰
に

も
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

で
も
言
葉
の
産
物
と
し
て
の
「
あ
の
世
」
は
確
実

に
存
在
し
ま
す
。
そ
う
逆
説
的
に
考
え
て
い
く
と
、

「
言
語
は
自
然
界
に
存
在
し
な
い
も
の
を
つ
く
る
能

力
を
持
っ
て
い
る
」
と
定
義
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ

け
で
す
。
私
た
ち
物
書
き
も
実
際
に
は
存
在
し
な
い

も
の
を
、
あ
た
か
も
見
て
き
た
か
の
よ
う
に
描
い
て

ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
物
書
き
と
は
、
言
葉
の
持
つ
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な

力
を
最
大
限
に
活
用
し
て
い
る
仕
事
だ
と
い
え
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

利
休
が
つ
く
っ
た
二
畳
の
茶
室
空
間
こ
そ

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
・
ミ
ニ
＝
極
小
彼
岸
で
あ
る

　

い
き
な
り
話
題
が
変
わ
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
本
日

は
も
う
ひ
と
つ
「
部
屋
」
に
ま
つ
わ
る
話
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
質
問
で
す
が
、
人
が
暮
ら
す
理

想
の
住
ま
い
と
聞
い
て
、
み
な
さ
ん
は
ど
ん
な
住
宅

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
で
し
ょ
う
？

　

都
心
の
一
等
地
に
立
つ
高
層
ビ
ル
の
コ
ン
ド
ミ
ニ

ア
ム
や
、
風
光
明
媚
な
海
辺
の
コ
テ
ー
ジ
を
理
想
と

し
て
あ
げ
る
人
も
い
れ
ば
、
文
明
か
ら
遠
く
離
れ
た

山
奥
の
掘
立
て
小
屋
や
、
砂
漠
に
し
つ
ら
え
た
テ
ン

ト
が
い
い
、
な
ん
て
い
う
へ
そ
曲
が
り
の
人
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
部
屋
や
住
ま
い
に
つ

い
て
の
嗜
好
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。

　

し
か
し
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
と
も
か
く
、
部
屋
と

し
て
の
機
能
だ
け
を
突
き
詰
め
て
考
え
て
い
く
と
、

広
さ
や
形
、構
造
の
部
分
で
は
、ひ
と
つ
の
「
原
点
」

に
帰
着
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

人
間
の
ボ
デ
ィ
サ
イ
ズ
は
、
民
族
に
よ
っ
て
多
少

差
は
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
身
長
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

な
ん
て
人
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
無
駄
に
広
い

部
屋
に
住
ん
で
も
意
味
が
な
い
。
そ
う
考
え
て
ど
ん

ど
ん
贅
肉
を
そ
ぎ
落
と
し
て
い
く
と
、
最
終
的
に
は

か
な
り
狭
い
空
間
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
。

　

私
は
そ
う
し
た
人
間
の
容
器
と
し
て
の
究
極
の
空

間
を
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
・
ミ
ニ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
は
理
想
郷
、
涅
槃
な
ど
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
最
小
の
形
が
「
ニ
ル
ヴ
ァ

ー
ナ
・
ミ
ニ
＝
極
小
彼
岸
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
ミ
ニ
マ
ム
で
無
駄
が
な
く
、
そ
れ
で

い
て
多
機
能
、
多
目
的
な
空
間
を
追
求
し
た
結
果
、

私
が
行
き
着
い
た
の
は
日
本
古
来
の
「
茶
室
」
の
よ

う
な
空
間
で
し
た
。

　

茶
室
は
サ
イ
ズ
と
し
て
は
完
璧
な
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム

を
実
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
千
利

休
が
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る
京
都
の
国
宝
茶
室「
待＊
４

庵
」

な
ど
は
、
た
っ
た
二
畳
の
ス
ペ
ー
ス
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
キ
ン
グ
サ
イ
ズ
の
ベ
ッ
ド
も
入
ら
な
い
し
、
刑

務
所
の
独
房
よ
り
も
狭
い
ん
で
す
。

　

京
都
の
山
崎
に
「
待
庵
」
の
レ
プ
リ
カ
が
あ
る
と

い
う
の
で
、
実
際
に
中
に
入
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る

ん
で
す
が
、
あ
ま
り
の
狭
さ
に
最
初
は
驚
か
さ
れ
ま

し
た
。
で
も
、
し
ば
ら
く
す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に

狭
さ
が
気
に
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
部
屋
自
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
ト
リ
ッ
ク
が
仕

掛
け
ら
れ
て
い
る
た
め
で
す
。
壁
は
黒
く
塗
ら
れ
て

い
る
ん
で
す
が
、
均
一
の
黒
で
は
な
く
グ
ラ
デ
ー
シ

ョ
ン
が
か
か
っ
た
よ
う
な
非
常
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
豊
か

な
黒
が
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
壁
の
縁
の
部
分
に

は
、
鏝こ
て

で
柔
ら
か
な
ア
ー
ル
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　

分
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
写
真
ス
タ
ジ
オ
や
舞
台

の
バ
ッ
ク
に
使
わ
れ
る
「
ホ＊
５

リ
ゾ
ン
ト
」
と
同
じ
効

果
を
狙
っ
た
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の

た
め
壁
が
す
ぐ
目
の
前
に
迫
っ
て
い
る
の
に
、
向
こ

う
に
無
限
の
奥
行
き
が
あ
る
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
う
。

　

さ
ら
に
上
部
に
目
を
や
る
と
、
床
の
間
の
天
井
部

分
だ
け
高
く
な
っ
て
い
て
、
使
わ
れ
て
い
る
竹
の
素

材
や
編
み
方
も
そ
こ
だ
け
違
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
狭

さ
よ
り
も
、
デ
ィ
テ
ー
ル
の
ほ
う
に
注
意
が
向
く
よ

う
に
も
工
夫
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
や
は
り
圧
倒
的
な
狭
さ
で
す

か
ら
ね
。
大
人
が
二
人
で
座
る
と
、
さ
す
が
に
息
が

詰
ま
り
そ
う
に
な
り
ま
す
。
お
互
い
に
見
つ
め
合
う

と
気
ま
ず
く
な
る
か
ら
、
お
の
ず
と
視
線
を
は
ず
し

て
、
床
の
間
の
掛
け
軸
な
ん
ぞ
に
目
を
や
る
こ
と
に

な
る
。
で
、「
ほ
う
、
素
晴
ら
し
い
書
で
す
ね
」
な

ん
て
こ
と
を
き
っ
か
け
に
会
話
が
始
ま
る
わ
け
で
す
。

　

そ
ん
な
空
間
に
し
ば
ら
く
身
を
置
い
て
い
る
と
、

徐
々
に
お
互
い
の
距
離
感
が
計
れ
る
よ
う
に
な
る
し
、

脳と心

の対話
脳科学の時代に〈心〉をどう知るか

＊
１　

ア
ル
タ
ミ
ラ
や
ラ
ス
コ
ー
の
洞

窟
壁
画

ス
ペ
イ
ン
北
部
の
カ
ン
タ
ブ
リ
ア
州
に

あ
る
の
が
ア
ル
タ
ミ
ラ
の
洞
窟
壁
画
で
、

フ
ラ
ン
ス
西
南
部
の
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
県

に
あ
る
の
が
ラ
ス
コ
ー
の
洞
窟
壁
画

（
写
真
）。
ど
ち
ら
も
旧
石
器
時
代
の
一

万
四
、〇
〇
〇
〜
一
万
八
、〇
〇
〇
年
ほ

ど
前
に
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

＊
２　

物
々
交
換
の
シ
ス
テ
ム

肉
や
魚
な
ど
食
物
を
お
互
い
に
交
換
し

た
の
が
、
物
々
交
換
の
始
ま
り
と
さ
れ

て
い
る
が
、
ア
ー
ト
が
誕
生
し
た
後
に

つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
装
飾
品
な

ど
の
品
々
が
人
間
の
物
欲
を
刺
激
し
、

物
々
交
換
を
加
速
さ
せ
た
と
も
想
像
で

き
る
。

＊
４　

待
庵

京
都
の
乙
訓
郡
大
山
崎
町
の
仏
教
寺
院

「
妙
喜
庵
」
の
敷
地
内
に
あ
る
日
本
最

古
の
茶
室
建
造
物
。
千
利
休
作
と
信
じ

ら
れ
て
い
る
唯
一
の
現
存
茶
室
で
も
あ

る
。
見
学
は
一
カ
月
前
ま
で
に
予
約
が

必
要
だ
が
、
に
じ
り
口
か
ら
見
る
こ
と

し
か
で
き
な
い
（
写
真
は
内
部
）。
近
く

に
は
、
建
設
当
時
の
原
寸
大
レ
プ
リ
カ

が
展
示
さ
れ
て
い
る
「
大
山
崎
町
歴
史

資
料
館
」
が
あ
る
。

＊
５　

ホ
リ
ゾ
ン
ト

舞
台
や
ス
タ
ジ
オ
で
背
景
と
し
て
使
わ

れ
る
幕
や
壁
を
ホ
リ
ゾ
ン
ト
と
い
う
。

人
物
や
商
品
の
写
真
撮
影
な
ど
を
行
う

場
合
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
幕
や
白
幕

な
ど
を
床
か
ら
壁
へ
と
伸
ば
し
て
背
景

に
使
う
と
、
た
だ
の
壁
の
前
で
撮
影
し

た
も
の
と
比
べ
て
、
奥
行
き
が
感
じ
ら

れ
る
仕
上
が
り
に
な
る
。
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言
葉
を
獲
得
し
た
こ
と
で

世
界
に
境
界
線
を
引
き
、

人
は
、
あ
の
世
と
こ
の
世
を

分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

や
が
て
、「
分
け
る
」
は

「
分
か
る
」
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。

＊
３　

も
の
ご
と
を
分
け
る

私
た
ち
日
本
人
は
、
凍
っ
た
水
を
す
べ

て
「
氷
」
と
表
現
す
る
が
、
北
極
圏
の

民
族
は
「
氷
」
を
表
す
言
葉
を
何
種
類

も
持
ち
、
上
を
歩
く
と
割
れ
て
し
ま
う

氷
と
、歩
い
て
も
平
気
な
氷
を
「
名
詞
」

で
区
別
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
分
け
る

と
い
う
行
為
は
ま
ず
言
葉
あ
り
き
で
、

言
語
の
存
在
が
な
け
れ
ば
「
分
け
る
」

概
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も

い
い
。
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な
ん
と
な
く
空
間
が
身
体
に
馴
染
ん
で
く
る
ん
で
す

よ
。
そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
狭
く
て
窮
屈
だ
と
思
っ

て
い
た
空
間
が
、
居
心
地
の
い
い
も
の
に
変
わ
っ
て

い
く
ん
で
す
。

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
・
ミ
ニ
は
、
癒
し
の

空
間
で
あ
り
タ
イ
ム
マ
シ
ン
で
も
あ
る

　

お
客
様
を
接
待
す
る
茶
室
本
来
の
目
的
と
は
異
な

り
ま
す
が
、
茶
室
の
よ
う
な
極
小
空
間
は
、
人
間
が

一
人
に
な
り
た
い
と
き
に
避
難
す
る
一
種
の
シ
ェ
ル

タ
ー
的
な
役
割
も
果
た
し
ま
す
。

　

一
人
に
な
れ
る
孤
独
な
空
間
は
、
人
間
に
は
絶
対

に
必
要
な
も
の
で
す
。
ロ
シ
ア
の
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
「
ミ＊
６

ー
ル
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
あ

の
中
に
も
一
人
に
な
れ
る
空
間
が
ち
ゃ
ん
と
用
意
さ

れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
暗
黒
の

宇
宙
空
間
で
何
カ
月
も
生
活
す
る
な
ん
て
こ
と
は
到

底
無
理
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

　

人
間
は
一
人
の
空
間
に
身
を
置
く
と
、
気
分
が
落

ち
着
く
だ
け
で
な
く
、
開
放
さ
れ
て
自
由
な
妄
想
に

耽
り
た
く
な
る
よ
う
で
す
。
人
に
は
い
え
な
い
よ
う

な
え
げ
つ
な
い
こ
と
を
考
え
た
り
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク

な
妄
想
に
浸
っ
た
り
…
…
（
笑
）。
時
に
は
過
去
に

ワ
ー
プ
し
て
思
い
出
し
笑
い
を
し
た
り
も
す
る
。

　

つ
ま
り
、
居
心
地
の
い
い
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
と

は
、
癒
し
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
妄
想
と
戯
れ
る

場
に
も
タ
イ
ム
マ
シ
ン
に
も
な
り
え
る
ん
で
す
。

　

私
も
ず
い
ぶ
ん
前
に
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
で
路
上
生
活

者
の
よ
う
な
小
さ
な
部
屋
を
つ
く
っ
て
籠
っ
た
こ
と

が
あ
る
ん
で
す
が
、
あ
の
と
き
は
面
白
か
っ
た
で
す

ね
。
人
間
が
一
人
や
っ
と
横
た
わ
れ
る
よ
う
な
極
小

空
間
に
身
を
置
く
と
、
時
空
を
超
え
て
ど
ん
ど
ん
妄

想
が
ふ
く
ら
ん
で
い
く
ん
で
す
。
物
書
き
と
は
、
そ

う
し
た
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
・
ミ
ニ
の
中
で
の
タ
イ
ム
ト

ラ
ベ
ル
や
妄
想
の
旅
を
、
日
常
の
中
で
行
っ
て
い
る

と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

と
く
に
近
ご
ろ
の
私
は
、
歴＊

７

史
小
説
な
ん
ぞ
を
書

い
て
い
る
か
ら
、
毎
日
、
脳
の
中
で
は
タ
イ
ム
ト
ラ

ベ
ル
を
繰
り
返
し
て
い
る
状
態
で
す
よ
。
そ
う
じ
ゃ

な
き
ゃ
何
百
年
も
前
に
活
躍
し
た
人
物
の
こ
と
を
、

ま
る
で
会
っ
て
き
た
か
の
よ
う
に
ス
ラ
ス
ラ
書
く
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

　

も
ち
ろ
ん
事
前
に
書
こ
う
と
す
る
人
物
が
、
ど
ん

な
性
格
だ
っ
た
の
か
、
何
を
や
っ
た
の
か
ぐ
ら
い
は

調
べ
て
お
き
ま
す
。
で
も
、
そ
の
デ
ー
タ
を
元
に
し

て
物
語
を
紡
い
で
い
く
の
は
、
妄
想
の
な
せ
る
技
。

自
分
に
そ
の
人
物
が
憑
依
し
た
か
の
よ
う
な
、「
な

り
き
り
プ
レ
イ
」
つ
ま
り
コ
ス
プ
レ
を
脳
の
中
で
や

ら
か
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
何
も
私
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
昔
か

ら
文
学
者
と
は
そ
う
い
う
こ
と
を
当
た
り
前
に
や
っ

て
き
た
わ
け
で
す
。
ゲ＊

８

ー
テ
に
し
て
も
ト＊

９

ル
ス
ト
イ

に
し
て
も
み
ん
な
そ
う
で
す
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
『
戦

争
と
平
和
』
の
中
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
時
代
の
こ
と

を
描
い
て
い
ま
す
が
、
彼
自
身
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争

を
経
験
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
脳
の
中
で
タ
イ
ム

ト
ラ
ベ
ル
し
な
が
ら
、
見
て
き
た
よ
う
な
嘘
を
書
い

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
（
笑
）。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
は
一
人
に
な
れ
る
狭
い
空

間
の
中
に
身
を
置
く
と
、
想
像
力
が
非
常
に
豊
か
に

な
っ
て
、
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
し
や
す
く
な
る
の
は
事

実
で
す
。
人
間
の
脳
内
に
は
妄＊＊

＊

想
や
幻
覚
を
見
せ
る

物
質
が
存
在
し
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
狭
い
空
間
に

一
人
で
い
る
と
、
そ
う
し
た
脳
内
物
質
が
放
出
さ
れ

や
す
く
な
る
気
が
し
ま
す
。
日
頃
か
ら
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
積
ん
で
い
る
私
な
ん
か
は
、
も
は
や
脳
内
物
質

が
ド
ピ
ュ
ド
ピ
ュ
出
て
い
る
状
態
で
、
非
常
に
リ
ア

ル
な
幻
覚
な
ん
か
を
見
た
り
し
て
…
…
い
や
は
や
困

っ
た
も
ん
で
す
。

原
点
回
帰
す
る
こ
と
で
、

人
間
と
し
て
の
機
能
を
取
り
戻
す

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
・
ミ
ニ
が
、

い
か
に
人
間
の
妄
想
や
空
想
を
高
め
る
空
間
で
あ
る

か
を
語
っ
て
き
ま
し
た
が
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
・
ミ
ニ

に
は
、
ま
っ
た
く
逆
の
機
能
も
内
在
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
最
小
の
教
会
、
寺
院
と
し
て
の
機
能
で
す
。

　

人
間
は
狭
く
て
薄
暗
い
空
間
に
一
人
で
い
る
と
、

ど
ん
ど
ん
自
分
の
内
側
へ
と
思
考
が
向
か
い
、
や
が

て
は
敬
虔
な
気
持
ち
に
な
り
、
神
と
対
峙
し
て
い
る

よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。

　

こ
う
し
た
人
間
に
と
っ
て
の
原
初
的
な
空
間
で
あ

る
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
・
ミ
ニ
は
、
も
と
も
と
は
洞
窟
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
、
日
本
で
い
え
ば
竪
穴
式
住
居
へ
と

向
い
、
そ
の
後
は
木
造
住
宅
へ
と
形
を
変
え
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
や
が
て
建
物
は
、

巨
大
寺
院
や
巨
大
墳
墓
と
い
っ
た
権
力
の
象
徴
の
よ

う
な
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
は
あ
る
意
味
、
進
化
で
は
な
く
退
化
と
い
え

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
・
ミ
ニ
が

も
と
も
と
持
っ
て
い
た
機
能
と
は
、
ど
ん
ど
ん
か
け

離
れ
た
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。

　

し
か
し
、
最
近
の
世
の
中
の
流
れ
を
見
る
と
、
い

ず
れ
人
間
は
最
終
的
に
竪
穴
式
住
居
や
洞
窟
の
よ
う

な
ミ
ニ
マ
ム
で
原
初
的
な
空
間
の
中
に
帰
っ
て
い
く

よ
う
な
気
も
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

　

原
点
回
帰
と
い
う
意
味
で
は
、
経
済
活
動
に
つ
い

て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
で

は
他
人
の
金
を
借
り
て
投
資
す
る
こ
と
で
資
産
を
増

や
す
時
代
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
い
う
な
れ
ば
実
体

の
な
い
錬
金
術
を
駆
使
し
て
富
を
得
て
い
た
わ
け
で

す
。
そ
れ
が
つ
い
に
破
綻
し
て
、
資
本
主
義
に
も
行

き
詰
ま
り
が
見
え
て
き
た
。
そ
の
反
動
か
ら
か
、
最

近
で
は
、
経
済
活
動
も
原
点
に
戻
る
べ
き
だ
と
い
う

声
が
盛
ん
に
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昨
今

の
「
農＊＊
＊

業
ブ
ー
ム
」
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
原

点
回
帰
の
現
れ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

「
仏＊＊
＊

像
ブ
ー
ム
」
も
根
っ
こ
は
同
じ
で
す
。
し
ば
ら

く
前
だ
っ
た
ら
仏
像
を
訪
ね
歩
く
な
ん
て
い
う
と

「
い
よ
い
よ
歳
を
く
っ
て
ヤ
キ
が
回
っ
た
か
」
な
ん

て
思
わ
れ
た
は
ず
な
の
に
、今
で
は
若
い
連
中
が「
国

立
博
物
館
に
阿
修
羅
像
が
や
っ
て
き
た
」
と
、
こ
ぞ

っ
て
大
騒
ぎ
し
て
い
る
。

　

仏
像
の
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
ス
マ
イ
ル
に
癒
さ
れ
た
い

思
い
が
そ
の
根
底
に
は
あ
る
よ
う
で
す
が
、
要
は
一

度
自
分
を
リ
セ
ッ
ト
し
て
、
原
点
に
立
ち
戻
り
た
い

願
望
が
現
代
人
の
中
に
は
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

私
自
身
も
仕
事
の
か
た
わ
ら
、
竹
や
ぶ
に
分
け
入

っ
て
、
自
分
で
切
り
出
し
た
竹
で
茶ち
ゃ

杓し
ゃ
くを
つ
く
っ
た

り
と
、
あ
え
て
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
作
業
を
し
て
い
る

ん
で
す
よ
。
小
説
を
書
く
と
い
う
行
為
も
、
も
と
は

と
い
え
ば
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
す
が
、
パ
ソ
コ

ン
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
漢
字
や
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
も
忘
れ
が
ち
で
、
今
ま
で
や
っ
て
き
た
当
た

り
前
の
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
気
付

い
た
ん
で
す
。
子
ど
も
の
頃
は
手
先
が
器
用
だ
っ
た

は
ず
な
の
に
、
い
つ
し
か
自
分
の
手
で
何
か
を
つ
く

り
だ
す
機
会
を
失
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
ナ
イ
フ
を
使

っ
て
竹
を
削
る
作
業
な
ん
て
い
う
の
に
、
手
を
染
め

始
め
た
わ
け
で
す
。

　

農
業
ブ
ー
ム
や
仏
像
ブ
ー
ム
に
乗
っ
か
る
つ
も
り

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
原
始
的
な
も
の
、
自
分
た
ち
の

遠
い
祖
先
が
や
っ
て
い
た
こ
と
に
回
帰
す
る
こ
と
は

現
代
人
に
と
っ
て
、
や
は
り
大
切
な
こ
と
な
ん
で
す
。

そ
う
し
た
あ
る
種
の
リ
ハ
ビ
リ
を
意
識
的
に
続
け
て

い
る
限
り
、
私
た
ち
人
間
の
脳
は
、
そ
ん
な
に
大
き

く
ぶ
っ
壊
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
か
ら
ね
。

脳と心

の対話
脳科学の時代に〈心〉をどう知るか
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心の動きを物語として提示してくれる小説の中にも、脳科学の課題は隠されている

講
義
を
終
え
て

玉川大学グローバルCOE拠点リーダー・坂上雅道教授

　

今
回
は
作
家
の
島
田
雅
彦
氏
に
特

別
講
義
を
お
願
い
し
ま
し
た
が
、
多

く
の
人
は
「
な
ぜ
、
脳
科
学
の
講
義

に
小
説
家
の
先
生
を
呼
ぶ
の
か
？
」

と
疑
問
に
思
っ
た
は
ず
で
す
。
し
か

し
、
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。

脳
科
学
と
は
比
較
的
新
し
い
学
問
で
、

今
は
ま
だ
社
会
が
脳
科
学
に
何
を
求

め
て
い
る
の
か
、
ニ
ー
ズ
を
探
り
な

が
ら
研
究
を
進
め
て
い
る
段
階
に
あ

る
ん
で
す
。　

ニ
ー
ズ
は
当
然
の
こ

と
な
が
ら
医
学
や
生
物

学
の
分
野
の
中
だ
け
に

転
が
っ
て
い
る
と
は
限

り
ま
せ
ん
。「
脳
が
心

の
す
べ
て
を
つ
く
っ
て

い
る
」
と
考
え
、
人
間

の
「
心
」
に
注
目
し
て

い
る
私
た
ち
は
、
社
会

科
学
や
人
文
科
学
と
い
っ
た
異
分
野

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
生
活
や
文
化
、

す
べ
て
の
中
か
ら
ニ
ー
ズ
を
探
る
必

要
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、

社
会
に
お
け
る
心
の
問
題
を
ス
ト
ー

リ
ー
と
し
て
提
示
し
て
く
れ
る
小
説

家
の
仕
事
が
、
ず
っ
と
気
に
な
っ
て

い
た
ん
で
す
。

　

今
回
の
島
田
先
生
の
講
義
は
、
小

説
家
の
頭
の
中
を
知
る
と
い
う
意
味

で
も
非
常
に
興
味
深
い
も
の
に
な
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

＊
11　

農
業
ブ
ー
ム

食
料
自
給
率
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
日
本

を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
と
い
う
風
潮

や
、
食
の
安
全
性
へ
の
不
安
か
ら
起
こ

っ
た
ブ
ー
ム
。
不
況
で
雇
用
縮
小
に
伴

い
、
農
業
を
目
指
す
若
者
も
徐
々
に
増

え
て
い
る
。

＊
12　

仏
像
ブ
ー
ム

今
年
三
〜
六
月
に
東
京
国
立
博
物
館
で

開
催
さ
れ
た
「
国
宝
・
阿
修
羅
展
」
に

は
、
若
い
女
性
が
大
挙
し
て
押
し
か
け
、

九
四
万
人
も
の
入
場
者
数
を
記
録
。
マ

ス
コ
ミ
が
若
者
を
取
り
込
む
た
め
の
仕

掛
け
を
つ
く
っ
た
こ
と
も
ブ
ー
ム
の
裏

に
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
多
く
の
現
代
人

が
癒
し
を
求
め
て
い
る
側
面
も
否
定
で

き
な
い
。

＊
9　

ト
ル
ス
ト
イ

一
九
世
紀
を
代
表
す
る
帝
政
ロ
シ
ア
の

小
説
家
。
平
和
主
義
者
で
も
あ
り
、
政

治
と
ロ
シ
ア
文
学
の
両
方
に
影
響
を
与

え
た
人
物
。『
戦
争
と
平
和
』
は
ナ
ポ
レ

オ
ン
戦
争
が
終
わ
っ
て
六
〇
年
後
に
書

か
れ
た
も
の
。
近
過
去
を
テ
ー
マ
に
し

て
は
い
る
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
自
身
は
ナ

ポ
レ
オ
ン
戦
争
を
体
験
し
て
は
い
な
い
。

＊
10　

妄
想
や
幻
覚
を
見
せ
る
物
質

幻
覚
が
ど
ん
な
プ
ロ
セ
ス
で
生
ま
れ
る

の
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
ド
ー

パ
ミ
ン
の
過
剰
分
泌
が
幻
覚
の
基
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
説
が
有
力
と
さ
れ
て

い
る
。

＊
6　

ミ
ー
ル

旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
よ
っ
て
一
九
八
六

年
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
宇
宙
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
。
四
〇
〇
日
以
上
も
の
長
期
滞
在

実
験
な
ど
に
成
功
し
、
宇
宙
に
お
け
る

研
究
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
が
、
一

五
年
を
経
て
老
朽
化
し
、
二
〇
〇
一
年

に
廃
棄
さ
れ
た
。

＊
7　

歴
史
小
説

島
田
雅
彦
氏
は
朝
日
新
聞
に
二
〇
〇
八

年
一
月
か
ら
二
〇
〇
九
年
二
月
ま
で

『
徒
然
王
子
』
と
題
し
、
古
代
か
ら
現

代
へ
と
時
空
を
自
由
に
行
き
来
す
る
ユ

ニ
ー
ク
な
歴
史
小
説
を
連
載
し
て
い
た
。

第
５
回
講
義
＝
比
較
認
知
科
学・霊
長
類
学
の
松
沢
哲
郎
先
生（
京
都
大
学
霊
長
類
研
究
所
所
長
）。10
月
号
掲
載
で
す
。

私
た
ち
の
遠
い
祖
先
が

繰
り
返
し
て
き
た

原
始
的
な
も
の
に
回
帰
す
る
の
は
、

現
代
人
に
と
っ
て
は

リ
ハ
ビ
リ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

＊
８　

ゲ
ー
テ

一
八
〜
一
九
世
紀
に
活
躍
し
た
ド
イ
ツ

の
文
豪
。
島
田
氏
に
よ
れ
ば
大
作
『
フ

ァ
ウ
ス
ト
』
の
第
二
部
で
主
人
公
フ
ァ

ウ
ス
ト
が
、
ト
ロ
イ
ア
戦
争
の
原
因
と

な
っ
た
絶
世
の
美
女
・
ヘ
レ
ン
に
会
い

に
い
く
く
だ
り
な
ど
を
読
む
と
、
ゲ
ー

テ
が
完
全
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
タ
イ
ム

ト
ラ
ベ
ル
し
て
い
る
の
が
分
か
る
と
か
。


