
のや・しげき
東京大学大学院総合文化研究科教授。1954年東京生
まれ。東京大学大学院博士課程を修了後、北海道大学
助教授を経て現職。著書に『心と他者』（勁草書房）『哲
学の謎』『無限論の教室』（講談社現代新書）『哲学・
航海日誌』（春秋社）『はじめて考えるときのように』

（PHP文庫）『論理トレーニング』（産業図書）『論理
哲学論考を読む』（ちくま学芸文庫）『ここにないもの』

（大和書房）『入門！ 論理学』（中公新書）『大森荘蔵』
（講談社）ほか。

脳
と
心
の

対
話

赤いリンゴがひとつあるとしましょう。見た人はみな「これは

赤いリンゴだ」とは言いますが、リンゴが好きな人と嫌い
な人では、同じリンゴでも見え方が違っているはずですね。こ
こでさらに、「じゃあ、〈リンゴは赤い〉と言っても、私の感じ
る赤色と、他の人が感じる赤色は同じなのだろうか？」「同じ
か違うか、どの言葉で確かめればいいんだろう」などと、どん
どん考え出すと、自分以外の他者の心の状態について知
ることなんてできっこないという、がんじがらめの懐疑にはまり
こんでしまいます。
でも、その考えは、知覚や感覚だけを中心に論じているので
はないでしょうか。私、あなた、彼……それぞれがもつ感情や
思考によって意味を与えられ、変化していくものが「心」だと
考えてみると、心の領域はもっと広がっていきます。

野
矢
茂
樹

脳
科
学
の
時
代
に
〈
心
〉
を
ど
う
知
る
か

回
講
義
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「心」の意味・「他者」の意味

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

哲
学
者



心
は
各
人
に
秘
め
ら
れ
た

内
な
る
世
界
な
ど
で
は
な
い

　

な
ん
と
な
く
み
な
さ
ん
そ
う
お
考
え
に
な
っ
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？　
「
心
は
一
人
一
人
に
秘

め
ら
れ
た
内
な
る
世
界
だ
」
っ
て
。
そ
ん
な
常
識
的

な
考
え
方
を
「
内＊

１

界
モ
デ
ル
」
と
呼
び
ま
し
ょ
う
。

内
界
に
対
す
る
「
外
界
」
は
、
こ
の
世
界
で
す
。
そ

の
外
界
に
例
え
ば
一
個
の
リ
ン
ゴ
が
あ
る
。
そ
の
リ

ン
ゴ
の
姿
を
十
人
十
色
に
各
人
の
心
の
中
に
捉
え
る
。

つ
ま
り
、
知
覚
す
る
。
で
も
、
内
界
モ
デ
ル
は
根
本

的
な
困
難
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。

　

第
一
に
、
外＊
２

界
問
題
。
私
が
知
覚
し
体
験
し
て
い

る
の
は
す
べ
て
内
界
で
す
か
ら
、
私
は
ど
う
や
っ
て

外
界
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ

が
分
か
ら
な
く
な
る
。

　

第
二
に
、
他＊
３

我
問
題
。
他
人
の
内
界
、
他
人
の
心

の
中
を
私
は
知
覚
す
る
こ
と
も
体
験
す
る
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
か
ら
、
他
人
の
心
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
分
か
ら
な
く
な
る
。

　

こ
の
二
つ
の
問
題
を
巡
っ
て
哲
学
は
さ
ま
ざ
ま
な

議
論
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題

は
解
決
不
可
能
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
で
、
一
足

飛
び
に
、
も
う
内
界
モ
デ
ル
と
は
手
を
切
る
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
。
じ
ゃ
あ
、
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。

そ
れ
が
今
日
の
話
で
す
。

「
主
観
的
／
客
観
的
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
考
え

る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
内
界
モ
デ
ル

で
は
、
ま
さ
に
内
界
が
主
観
的
で
外
界
が
客
観
的
と

さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
も
う
そ
の
考
え
方
は
と
り
ま

せ
ん
。
で
は
、
ど
う
考
え
る
か
。

主
観
的
か
客
観
的
か
は

実
践
の
あ
り
方
に
基
づ
い
て
い
る

　

一
匹
の
犬
に
対
し
て
、
あ
る
人
が
「
こ
の
犬
は
ケ

ガ
を
し
て
い
る
」
と
言
い
、
別
の
人
が
「
し
て
い
な

い
」
と
言
っ
た
と
し
ま
す
。
こ
の
意
見
の
不
一
致
は
、

こ
の
ま
ま
で
は
収
ま
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
一
致
さ
せ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
一
致
へ
の
圧
力
が
か
か
る
不

安
定
な
不
一
致
、
つ
ま
り
「
客
観
的
」
と
言
わ
れ
る

こ
と
が
ら
に
関
わ
る
意
見
の
不
一
致
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
こ
の
犬
は
か
わ
い
い
ね
」と「
か

わ
い
く
な
い
よ
」
と
い
う
不
一
致
は
、
一
致
を
求
め

ら
れ
な
い
、
不
一
致
の
ま
ま
に
安
定
し
う
る
意
見
の

不
一
致
、「
主
観
的
」
な
こ
と
で
す
。

　

ど
う
い
う
意
見
の
不
一
致
が
、
一
致
を
求
め
る
不

安
定
な
不
一
致
な
の
か
、
そ
れ
と
も
不
一
致
の
ま
ま

で
安
定
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
実

践
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
に
応
じ
た
も

の
と
な
り
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
実
践
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
変
わ
れ
ば
、
何
が
主
観
的

で
何
が
客
観
的
と
さ
れ
る
の
か
も
変
わ
り
う
る
と
思

う
の
で
す
。
大
雑
把
に
言
っ
て
、
一
致
さ
せ
て
お
か

な
い
と
一
緒
に
何
か
を
す
る
と
き
に
困
る
、
そ
う
い

う
こ
と
が
ら
が
一
致
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
共
同
実
践
を
形
成
す
る
と
き
に
影
響
力
を
も
た
な

い
よ
う
な
こ
と
が
ら
は
不
一
致
の
ま
ま
に
、「
あ
な

た
は
あ
な
た
私
は
私
」
で
安
定
さ
せ
ら
れ
る
。

　

私
は
、
こ
う
し
て
不
一
致
の
ま
ま
に
安
定
す
る
も

の
が
「
主
観
的
」
と
呼
ば
れ
、「
心
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
の
中
に
収
め
ら
れ
る
の
だ
と
言
い
た
い
の
で
す
。

逆
に
、
一
致
の
圧
力
を
受
け
る
も
の
ご
と
が
「
客
観

的
」
と
呼
ば
れ
、
世
界
を
形
成
し
て
い
く
。
そ
し
て

世
界
に
入
ら
な
か
っ
た
も
の
が
、
す
べ
て
「
心
」
と

し
て
括
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

知
覚
の
眺
望
論

─
視
点
位
置
と
世
界
の
眺
め
─

　

私
の
考
え
方
の
基
本
は
、
不
一
致
の
ま
ま
に
安
定

し
う
る
意
見
の
不
一
致
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
仕
掛
け
で
不
一
致
の
ま
ま
に
安
定
し
う
る
の

か
、
わ
れ
わ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
実
践
の

あ
り
方
を
観
察
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
ま
ず
、

知
覚
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、
二
人
で
歩
い
て
い
て
、
私
が
先
に
曲
が

り
角
を
曲
が
る
。
す
る
と
探
し
て
い
た
家
が
見
え
る
。

私
は
、「
赤
い
屋
根
の
家
が
見
え
る
よ
」
と
言
う
。

後
ろ
の
人
に
は
そ
れ
は
ま
だ
見
え
な
い
。
こ
こ
に
は

不
一
致
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
不
一
致
は
不
一
致
の

ま
ま
に
安
定
し
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

答
え
は
簡
単
で
、
見
て
い
る
位
置
が
違
う
か
ら
で

す
ね
。
そ
し
て
私
は
こ
の
あ
っ
さ
り
し
た
答
え
で
片

づ
け
て
し
ま
い
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
で
片
づ
け

る
と
い
う
こ
と
は
、
内
界
モ
デ
ル
に
未
練
の
あ
る
人

に
は
た
い
へ
ん
難
し
い
こ
と
な
ん
で
す
。

　

内
界
モ
デ
ル
に
立
つ
人
は
、
見
て
い
る
も
の
が
違

う
の
は
、
私
が
私
で
あ
り
あ
な
た
が
あ
な
た
だ
か
ら

だ
、
と
言
い
ま
す
。
こ
の
、
私
と
あ
な
た
の
違
い
を

「
人
称
性
の
違
い
」
と
呼
び
ま
し
ょ
う
。
内
界
モ
デ

ル
は
、
知
覚
の
不
一
致
は
人
称
性
の
違
い
に
よ
っ
て

安
定
す
る
と
考
え
る
。
だ
け
ど
、
知
覚
の
不
一
致
を

安
定
さ
せ
る
仕
掛
け
の
中
に
人
称
性
は
関
係
が
な
い
。

そ
う
言
い
た
い
ん
で
す
。
こ
こ
に
立
っ
て
、
こ
の
方

向
を
見
れ
ば
、
誰
で
も
こ
れ
が
見
え
る
。
こ
の
「
誰

で
も
」
と
い
う
構
造
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
私

も
あ
な
た
も
な
い
、
と
言
い
た
い
の
で
す
。

　

見
る
位
置
、
こ
れ
を
「
視
点
位
置
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
し
ま
す
。
こ
の
用
語
は
、「
視
」
と
い
う
字
を
使

い
ま
し
た
が
、
知
覚
一
般
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し

ま
す
。
ど
こ
か
ら
聞
く
か
。
何
を
舌
の
上
に
乗
せ
る

か
。
ど
こ
を
触
る
か
。
そ
し
て
、
何
に
鼻
を
近
づ
け

る
か
。
対
象
と
認
識
主
体
が
ど
う
い
う
位
置
関
係
に

あ
る
か
。
そ
れ
を
視
点
位
置
と
呼
び
ま
す
。
そ
し
て
、

知
覚
の
異
な
り
が
安
定
し
う
る
の
は
、
そ
の
不
一
致

が
視
点
位
置
の
異
な
り
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
解
消
さ
れ
る
か
ら
だ
。
そ
う
主
張
し
た
い
。

「
見
え
る
」
と
か
「
聞
こ
え
る
」
の
よ
う
な
言
い
方

で
知
覚
の
報
告
を
行
な
う
の
は
、
視＊
４

点
位
置
に
言
及

し
た
い
か
ら
で
す
。
ど
こ
か
ら
見
て
い
る
の
か
に
関

心
が
な
い
の
な
ら
、た
だ
「
赤
い
屋
根
の
家
が
あ
る
」

と
だ
け
言
え
ば
い
い
。
知
覚
の
報
告
と
い
う
の
は
、

世
界
の
あ
り
方
を
、
そ
の
視
点
位
置
に
言
及
し
つ
つ
、

報
告
し
た
も
の
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
位
置
へ
の
言
及
は
、
知
覚
報
告

を
物＊
５

理
的
な
記
述
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
ま
す
。

物
理
的
な
記
述
は
、
物
理
学
が
そ
う
で
す
が
、
無
視

点
的
で
す
。
ど
こ
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
な
の
か
に
は

関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
視
点
位
置
と
い
う

の
は
対
象
と
主
体
の
位
置
関
係
で
す
か
ら
、
知
覚
報

告
の
中
に
は
非
物
理
的
な
も
の
は
何
ひ
と
つ
含
ま
れ

て
い
ま
せ
ん
。
知
覚
報
告
は
、
そ
の
人
の
意
識
内
容

（
内
界
）
の
報
告
で
は
な
い
の
で
す
。

感
覚
の
眺
望
論

─
身
体
状
態
と
感
覚
─

　

私
が
自
分
の
経
験
を
報
告
す
る
と
、
そ
の
中
に
は

知
覚
し
た
も
の
ご
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
と
き
に

私
が
感
じ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
も
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
私
は
、
例
え
ば
「
頭
痛
が
す
る
」
と

報
告
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
他
人
は
「
私
は
し
な
い
」

と
言
う
。
こ
の
不
一
致
は
、
ふ
だ
ん
は
不
一
致
と
さ

え
自
覚
さ
れ
な
い
ぐ
ら
い
、
あ
た
り
ま
え
の
不
一
致

で
す
。
で
は
、
感
覚
経
験
の
報
告
は
ど
う
し
て
こ
ん

な
に
簡
単
に
不
一
致
の
ま
ま
安
定
す
る
の
か
。
こ
れ

も
答
え
は
簡
単
で
、
身
体
の
状
態
が
違
う
か
ら
で
す
。

頭
痛
を
引
き
起
こ
す
身
体
の
状
態
と
い
う
の
は
そ
ん

な
に
は
っ
き
り
し
て
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

ケ
ガ
な
ん
か
の
場
合
は
は
っ
き
り
し
て
ま
す
ね
。
こ

こ
に
傷
が
あ
っ
て
私
は
痛
み
を
感
じ
て
い
る
。
彼
は

痛
く
な
い
。
そ
れ
は
一
目
瞭
然
、
こ
こ
に
ケ
ガ
が
あ

る
か
ど
う
か
の
違
い
で
す
。

　

こ
こ
で
も
従
来
の
他
我
問
題
で
は
、
人
称
性
が
決

定
的
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
い
ま
の

あ
っ
さ
り
し
た
答
え
で
済
ま
せ
た
い
。
人
称
性
な
ん

か
感
覚
報
告
の
不
一
致
が
そ
の
ま
ま
安
定
す
る
仕
掛

け
に
は
関
係
が
な
い
と
言
い
た
い
。
知
覚
の
場
合
に

は
視
点
位
置
を
出
し
ま
し
た
が
、
感
覚
の
場
合
に
は

身
体
状
態
で
す
。
あ
る
人
に
痛
み
が
あ
り
、
別
の
人

に
は
な
い
。
そ
う
い
う
感
覚
の
不
一
致
が
あ
る
と
き

に
は
わ
れ
わ
れ
は
必
ず
そ
の
二
人
の
間
に
身
体
状
態

の
違
い
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、

例
え
ば
こ
ん
な
傷
が
あ
っ
た
ら
誰
で
も
痛
い
と
考
え

る
。
私
と
か
あ
な
た
と
い
っ
た
人
称
性
は
効
い
て
こ

な
く
て
、「
誰
で
も
」
と
い
う
構
造
が
あ
る
。

　

知
覚
の
現
わ
れ
と
感
覚
の
現
わ
れ
を
合
わ
せ
て
世

界
の
「
眺
望
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
教
室
が
見

え
て
、
み
な
さ
ん
の
姿
が
見
え
て
、
腰
も
ち
ょ
っ
と

痛
か
っ
た
り
し
て
、
そ
ん
な
現
わ
れ
が
、
い
ま
の
私

の
眺
望
で
す
。「
私
の
」
と
い
う
の
は
、「
私
が
立
っ

て
い
る
視
点
位
置
と
私
の
身
体
状
態
か
ら
の
」
と
い

う
意
味
で
、
人
称
性
に
訴
え
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
点
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
こ
で
、
眺
望
に
つ
い
て
の
知
覚
と
感
覚
の
議
論

を
ま
と
め
れ
ば
、
眺
望
は
視
点
位
置
と
身
体
状
態
に

よ
っ
て
定
ま
る
の
で
、
そ
の
関＊
６

数
に
な
り
ま
す
。

　
　

眺
望

＝ｆ

（視
点
位
置
,身
体
状
態

）

脳と心

の対話
脳科学の時代に〈心〉をどう知るか

＊
１　

内
界
モ
デ
ル

リ
ン
ゴ
か
ら
光
が
反
射
さ
れ
て
目
に
入

り
、
視
神
経
を
経
て
脳
を
興
奮
さ
せ
、

そ
の
結
果
リ
ン
ゴ
の
知
覚
が
得
ら
れ
る
。

こ
の
常
識
的
な
考
え
方
は
、
ま
さ
し
く

内
界
モ
デ
ル
で
あ
る
。

＊
２　

外
界
問
題

目
の
前
に
リ
ン
ゴ
が
あ
る
。
内
界
モ
デ

ル
に
従
う
と
そ
れ
は
リ
ン
ゴ
の
知
覚
像

で
あ
り
、
外
界
に
あ
る
リ
ン
ゴ
の
実
物

で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る

と
実
物
の
リ
ン
ゴ
は
絶
対
に
知
り
え
な

い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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一
致
へ
の
圧
力
を
受
け
る

も
の
ご
と
が
「
世
界
」
で
あ
り
、

そ
の
世
界
に
収
ま
り
き
ら
ず
に

「
君
は
そ
う
か
、
僕
は
こ
う
だ
」

と
不
一
致
の
ま
ま
安
定
す
る

も
の
が
「
心
」
な
ん
で
す
。

＊
３　

他
我
問
題

心
を
も
っ
た
他
人
を
自
我
に
対
し
て

「
他
我
」
と
呼
ぶ
。
内
界
モ
デ
ル
に
従

う
と
、
他
人
の
心
の
あ
り
方
が
分
か
ら

な
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
他
人

が
心
を
も
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
さ
え
、

分
か
ら
な
い
も
の
と
な
る
。

＊
４　

視
点
位
置
に
言
及
し
た
い

「
早
く
お
い
で
よ
、
こ
こ
か
ら
海
が
見

え
る
よ
」
と
い
っ
た
発
言
が
、
視
点
位

置
に
言
及
す
る
典
型
的
な
発
言
で
あ
る
。

他
に
も
、「
よ
く
聞
こ
え
な
い
か
ら
も
っ

と
近
く
に
行
こ
う
」
と
い
っ
た
発
言
も
、

視
点
位
置
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
。

＊
５　

物
理
的
な
記
述

「
机
の
上
に
リ
ン
ゴ
が
あ
る
」
や
「
そ

の
リ
ン
ゴ
は
真
っ
赤
に
熟
し
て
い
る
」

の
よ
う
に
、
物
の
あ
り
方
を
記
述
す
る

場
合
、
そ
れ
は
物
理
的
な
記
述
で
あ
る
。

ま
た
、
数
学
を
用
い
た
物
理
学
の
記
述

も
、
も
ち
ろ
ん
物
理
的
な
記
述
で
あ
る
。

＊
6　

関
数

こ
の
場
合
は
、
視
点
位
置
と
身
体
状
態

の
あ
り
方
が
決
ま
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ

て
眺
望
の
あ
り
方
も
一
通
り
に
決
ま
る

と
い
う
こ
と
を
関
数
と
表
現
し
た
。

ｆ
は
関
数
を
表
わ
す
記
号
で
あ
る
。

内界

外界



そ
し
て
、
身
体
状
態
を
固
定
し
て
、
視
点
位
置
だ
け

の
関
数
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
眺
望
が
知
覚
で
あ
り
、

視
点
位
置
を
固
定
し
て
、
身
体
状
態
だ
け
の
関
数
と

し
て
捉
え
ら
れ
た
眺
望
が
感
覚
で
あ
る
と
定
義
し
た

い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
物
理
的
な
無
視
点
的
記
述
は

視
点
位
置
と
身
体
状
態
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
さ
せ
て

も
同
一
に
留
ま
る
不＊

７

変
項
だ
と
言
い
た
い
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
話
を
展
開
す
る
余
裕
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
こ
れ
は
聞
き
流
し
て
く
だ
さ
い
。

相
貌
論

─
意
味
の
発
散
に
お
け
る
心
─

　

知
覚
と
感
覚
を
視
点
位
置
と
身
体
状
態
と
の
関
係

で
捉
え
る
と
い
う
話
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
こ

の
過
程
で
は
積
極
的
に
人
称
性
は
無
関
係
と
し
て
切

り
捨
て
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
従
来
の
他
我
問
題
か

ら
脱
け
出
す
と
い
う
試
み
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
心
と
い
う
領
域
が
人
称
性
と
無
関
係
と
い

う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
私
が
私
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
あ
る
い
は
あ
な
た
が
あ
な
た
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
安
定
的
に
認
め
ら

れ
る
し
か
な
い
、
そ
の
よ
う
な
不
一
致
こ
そ
、
む
し

ろ
知
覚
や
感
覚
よ
り
も
「
心
」
の
名
の
も
と
に
捉
え

ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
感
情
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
私
に
と
っ
て
愛
着
の
あ
る
茶
碗
が
割
れ
て

し
ま
っ
た
と
き
に
、
私
は
そ
れ
を
悲
し
み
ま
す
。
で

も
、
他
の
人
は
と
く
に
悲
し
ま
な
い
で
し
ょ
う
。
し

か
も
、
そ
れ
は
視
点
位
置
と
身
体
状
態
の
関
数
で
は

な
い
。
そ
の
感
情
の
あ
り
方
の
違
い
を
、
違
う
場
所

か
ら
見
て
た
か
ら
だ
と
か
、
身
体
の
状
態
が
違
う
か

ら
だ
と
は
言
わ
な
い
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
、
反
転
図
形
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

感
情
と
反
転
図
形
は
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
う
の
で

す
。
例
え
ば
、
あ＊
８

ひ
る
‐
う
さ
ぎ
の
図
形
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
反
転
図
形
と
知
ら
な

い
二
人
が
、
一
方
は
「
あ
ひ
る
だ
」
と
言
い
、
他
方

は
「
う
さ
ぎ
だ
」
と
言
っ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
私
は

そ
れ
が
反
転
図
形
だ
と
知
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
私

は
、
こ
の
二
人
の
見
え
方
の
違
い
を
、
違
う
場
所
か

ら
見
て
い
る
か
ら
だ
と
か
、
身
体
状
態
が
違
う
か
ら

だ
と
説
明
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ

こ
で
言
わ
れ
る
「
あ
ひ
る
に
見
え
る
」
と
か
「
う
さ

ぎ
に
見
え
る
」
と
い
う
の
は
、
私
が
定
義
し
た
意
味

で
の
「
眺
望
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
私
は
そ
れ
を
「
相
貌
」
と
呼
び
ま
す
。

　

相
貌
の
違
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
二
人
が
そ
の
図

形
に
与
え
て
い
る
意
味
づ
け
の
違
い
で
す
。
一
方
は

あ
ひ
る
と
し
て
意
味
づ
け
、
も
う
一
方
は
う
さ
ぎ
と

し
て
意
味
づ
け
る
。
反
転
図
形
と
い
う
の
は
、
そ
の

図
形
の
も
つ
意
味
が
あ
ひ
る
か
ら
う
さ
ぎ
へ
と
反
転

す
る
、
意
味
反
転
の
現
象
な
の
で
す
。

　

感
情
も
や
は
り
意
味
に
関
わ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と

を
見
て
と
る
た
め
、「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。
二
つ
の
「
な
ぜ
」
を
比
較
し
ま
す
。

一
つ
は
、
例
え
ば
「
な
ぜ
胃
が
痛
む
の
か
」
と
い
う

問
い
。
も
う
一
つ
は
、「
な
ぜ
悲
し
い
の
か
」
と
い

う
問
い
。
痛
み
の
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
を
尋
ね
て

い
ま
す
。
答
え
は
、
胃
炎
だ
と
か
胃
潰
瘍
と
い
っ
た

も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
他
方
、
悲
し
み
の
場
合
に

は
、
与
え
ら
れ
る
答
え
の
あ
り
方
が
決
定
的
に
違
う

の
で
す
。
そ
の
違
い
を
捉
え
る
た
め
に
、
悲
し
み
の

場
合
に
は
「
原
因
」
で
は
な
く
、
原
因
と
対
比
し
た

意
味
で
、「
理
由
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
そ
の
悲
し
み
が
そ
の
人
の
親
の
死
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、
そ

の
で
き
ご
と
が
「
そ
の
人
の
親
の
死
」
と
記
述
さ
れ

る
こ
と
、
そ
う
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
が
本
質
的
と

な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
胃
の
痛
み
の
場
合
、

胃
潰
瘍
が
原
因
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
「
胃
潰

瘍
」
と
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
本
質
的
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
よ
う
と
、
胃
が
あ
る
状

態
で
あ
る
こ
と
が
胃
痛
の
原
因
と
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
感
情
は
違
い
ま
す
。
感
情
は
あ
る
で
き
ご
と
そ

の
も
の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
で
き
ご
と
が
も
つ
意
味
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
の
で
す
。
例
え
ば
親
が
死
ん
だ
こ
と
が
悲
し
み

を
引
き
起
こ
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
「
親
孝
行
で

き
な
か
っ
た
な
」
と
い
う
意
味
づ
け
を
す
る
人
と
、

「
た
い
し
た
遺
産
も
残
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
な
」

と
い
う
意
味
づ
け
を
す
る
人
と
で
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
違

う
悲
し
み
に
な
る
。
そ
の
点
を
捉
え
て
、
感
情
の
場

合
に
は
「
理
由
」
と
呼
び
た
い
の
で
す
。

　

ひ
と
口
に
「
悲
し
み
」
と
い
っ
て
も
、
理
由
が
親

の
死
で
あ
る
場
合
、
友
人
に
裏
切
ら
れ
た
場
合
、
失

恋
の
場
合
、
さ
ら
に
は
初
め
て
の
失
恋
の
場
合
と
二

〇
回
目
の
失
恋
の
場
合
、
等
々
に
お
い
て
、
千
差
万

別
の
異
な
る
悲
し
み
が
訪
れ
ま
す
。
一
般
に
、
人
間

の
感
情
の
圧
倒
的
な
多
様
さ
に
比
し
て
、
感
情
を
現

わ
す
語
彙
は
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
む
し

ろ
感
情
は
あ
ま
り
に
多
様
な
の
で
、と
り
あ
え
ず「
悲

し
み
」
と
か
「
喜
び
」
と
か
ど
ん
ぶ
り
勘
定
で
言
っ

て
お
い
て
、
理
由
の
違
い
で
さ
ら
に
細
か
く
区
別
し

て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、「
な
ぜ
胃
が
痛
い
の
か
」
と
「
な
ぜ

悲
し
い
の
か
」
の
「
な
ぜ
」
は
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
わ
け

で
す
。
繰
り
返
せ
ば
、
感
覚
の
場
合
に
は
身
体
状
態

そ
の
も
の
が
原
因
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
意
味
づ

け
ら
れ
る
か
は
関
係
が
な
い
。
他
方
、
感
情
の
場
合

に
は
、
そ
の
も
の
ご
と
に
そ
の
人
が
ど
う
い
う
意
味

を
与
え
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
異
な
る
理
由
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
複
数
の
人
が
同
じ
で
き
ご
と
に
接

し
た
と
き
に
、
そ
こ
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
感
情
が

必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
反
転
図
形

の
場
合
の
よ
う
な
仕
方
で
説
明
す
る
こ
と
を
可
能
に

し
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る
試
合
の
結
果
を
前
に
し
て
、

あ
る
人
た
ち
は
喜
び
、
あ
る
人
た
ち
は
悲
し
む
。
あ

る
い
は
、
同
じ
「
親
の
死
」
と
記
述
さ
れ
る
で
き
ご

と
を
前
に
し
て
も
、
そ
こ
に
与
え
る
意
味
づ
け
に
よ

っ
て
、
異
な
る
悲
し
み
を
覚
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と

は
、
あ
ひ
る
‐
う
さ
ぎ
の
反
転
図
形
に
お
け
る
不
一

致
と
同
じ
だ
と
言
い
た
い
の
で
す
。
世
界
は
反
転
図

形
で
あ
る
、
そ
う
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

机
の
上
の
何
気
な
い
茶
碗
に
対
し
て
で
さ
え
、
そ

の
私
に
と
っ
て
の
意
味
は
、
私
が
そ
の
茶
碗
を
手
に

入
れ
て
か
ら
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
来
歴
が
関
わ
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
私
が
ど
う
い
う
親
か
ら
生

ま
れ
、
ど
う
い
う
育
て
ら
れ
方
を
し
て
き
た
の
か

等
々
の
、
私
の
半
生
が
す
べ
て
関
わ
っ
て
い
る
と
言

う
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
私
は
、
い
ま
こ
の
茶

碗
に
私
だ
け
の
感
情
を
抱
く
。
こ
こ
に
、
知
覚
や
感

覚
の
よ
う
な
「
誰
で
も
」
の
構
造
を
見
出
す
こ
と
は
、

難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
、
心
に
関
わ
る
局
面
を
眺
望
と
相
貌
と
い
う

二
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
知

覚
と
感
覚
と
い
う
眺
望
の
場
合
を
、「
パ＊
９

ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ブ
的
構
造
」
と
呼
び
、
そ
れ
に
対
し
て
、
感
情

の
よ
う
な
相
貌
が
関
わ
る
場
合
を
、「
ア＊＊
＊

ス
ペ
ク
ト

的
構
造
」
と
呼
び
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ア
ス
ペ
ク
ト
的
構
造
に
関
わ
る
「
心
」
の
領
域
は
、

感
情
を
越
え
て
さ
ら
な
る
広
が
り
を
見
せ
ま
す
。
思

考
や
意
図
な
ど
も
ま
た
、
ア
ス
ペ
ク
ト
的
構
造
を
も

っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
ア
ス
ペ
ク
ト
的
構
造
の
も

と
に
現
わ
れ
る
「
意＊＊
＊

味
の
他
者
」
こ
そ
が
、
か
つ
て

知
覚
や
感
覚
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
他
我
問
題

に
代
わ
る
、
新
た
な
他
者
の
問
題
の
場
面
で
あ
る
と
、

私
は
考
え
て
い
る
の
で
す
。

脳と心

の対話
脳科学の時代に〈心〉をどう知るか
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人文科学と脳科学、心を知るためには両方からのアプローチが必要だ

講
義
を
終
え
て
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今
回
の
講
義
は
「
脳
科
学
の
時
代

に
心
を
ど
う
知
る
か
」
と
い
う
テ
ー

マ
に
直
接
関
連
し
て
く
る
、
非
常
に

興
味
深
い
お
話
で
し
た
。

　

私
た
ち
脳
科
学
者
は
、
心
に
関
す

る
諸
概
念
は
、
い
ず
れ
は
す
べ
て
脳

に
関
す
る
諸
概
念
に
置
き
換
え
ら
れ

る
、
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
野
矢
先

生
は
、「
そ
う
な
っ
た
と
し
て
も
、
人

間
の
悲
し
み
や
痛
み
は
消
え
去
る
こ

と
は
な
く
、
心
に
関
す
る
諸
概
念
も

決
し
て
消
え
る
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
」
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

　

今
の
と
こ
ろ
、
私
の

側
か
ら
は
そ
れ
に
つ
い

て
否
定
も
肯
定
も
で
き

な
い
の
で
す
。
と
い
う

の
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
実
践
の
あ
り

方
の
中
で
心
を
考
え
る
哲
学
と
、
脳

の
電
気
信
号
と
し
て
心
を
解
明
し
よ

う
と
す
る
脳
科
学
で
は
、
ス
タ
ン
ス

に
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

し
か
し
、
人
文
科
学
と
脳
科
学
が
融

合
で
き
る
点
を
探
っ
て
い
く
こ
と
は
、

新
た
な
学
問
の
普
遍
性
を
追
究
す
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

「
心
と
は
何
か
」
を
探
っ
て
い
く
た

め
に
は
、
出
会
え
る
糸
口
が
多
け
れ

ば
多
い
ほ
う
が
い
い
と
、
私
は
考
え

て
い
ま
す
。

＊
11　

意
味
の
他
者

私
と
異
な
る
意
味
を
与
え
て
い
る
人
。

例
え
ば
、
一
匹
の
犬
に
対
し
て
私
が
そ

れ
を
た
だ
ぶ
さ
い
く
だ
と
感
じ
る
の
に
、

そ
れ
を
か
わ
い
い
と
言
っ
た
り
、
こ
わ

い
と
言
っ
た
り
す
る
人
た
ち
は
、
私
に

と
っ
て
そ
の
犬
に
対
す
る
意
味
づ
け
が

異
な
る
意
味
の
他
者
で
あ
る
。

＊
9　

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

手
前
に
川
、
川
の
向
こ
う
に
家
並
、
そ

し
て
遠
く
に
は
山
と
い
っ
た
光
景
の
よ

う
に
、
あ
る
視
点
か
ら
特
定
の
仕
方
で

風
景
が
広
が
る
こ
と
を
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ブ
と
言
う
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
知
覚

一
般
に
拡
張
し
、
あ
る
視
点
位
置
か
ら

特
定
の
眺
望
が
開
け
る
こ
と
を
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
呼
ぶ
。

＊
10　

ア
ス
ペ
ク
ト

こ
こ
で
は
相
貌
に
等
し
い
意
味
で
用
い

て
い
る
。
知
覚
さ
れ
る
も
の
が
ど
う
い

う
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
そ

れ
を
ア
ス
ペ
ク
ト
と
呼
ん
だ
の
で
、
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
対
に
な
る
概
念
と

し
て
ア
ス
ペ
ク
ト
を
用
い
た
。

＊
７　

不
変
項

「
机
の
上
に
茶
碗
が
あ
る
」
と
い
う
事

実
は
、
ど
こ
か
ら
見
よ
う
と
も
、
ど
ん

な
視
力
の
人
が
見
よ
う
と
も
、
つ
ま
り

ど
ん
な
視
点
位
置
や
身
体
状
態
で
あ
れ
、

一
定
に
保
た
れ
る
眺
望
の
要
素
だ
と
言

え
る
。
そ
れ
を
不
変
項
と
呼
ん
だ
。

＊
8　

あ
ひ
る
‐
う
さ
ぎ
の
図
形

次
号
一
月
号
の「
脳
と
心
の
対
話
」は
特
別
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
ギ
ャ
ン
ブ
ル・経
済・脳
科
学
」の
抄
録
で
す
。

人
間
の
感
情
の
多
様
さ
に
は

す
べ
て
そ
の
人
の
来
歴
が

関
わ
っ
て
い
る
。

そ
れ
こ
そ
が
知
覚
や
感
覚
の
よ
う
な

「
誰
で
も
」
の
構
造
を

見
出
せ
な
い
「
心
の
領
域
」
で
す
。


