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ま
え
が
き

　

本
書
『
社
会
脳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
入
門

─
社デ

フ
ォ
ル
ト
モ
ー
ド

会
脳
と
認ワ

ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ

知
脳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協
調
と
競
合
』
は

二
つ
の
新
し
い
視
点
を
提
供
し
ま
す
。
第
一
の
視
点
は
、
豊
か
な
社
会
性
を
生
み
出
す
社
会
脳
の
は
た
ら
き

を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
視
点
で
捉
え
る
試
み
で
す
。
今
日
ま
で
、
脳
の
生
物
学
的
仕
組
み
の
解
明
は
動
物
の
脳

を
中
心
に
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
が
、
脳
の
社
会
的
は
た
ら
き
や
そ
の
仕
組
み
の
解
明
は
遅
れ

て
い
ま
し
た
。
脳
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
は
、「
社
会
脳
（social brain

）」
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
研
究
分

野
が
急
速
に
拓
か
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
在
り
方
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
自
己
を
知
る
脳
や
他
者
を
理
解
す
る
脳
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
前
頭
葉
や
頭
頂
葉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
協
調
し
て
社
会
脳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
最
近
の
脳
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
先
端
研
究

で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
自
己
自
身
を
知
れ
」
と
述

べ
、
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
人
間
は
社
会
的
動
物
で
あ
る
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
、
こ
の
自
己

と
社
会
を
結
ぶ
の
が
社
会
脳
で
す
。

　

わ
れ
わ
れ
は
外
界
か
ら
情
報
を
取
り
込
み
、
情
報
を
選
択
し
な
が
ら
最
適
な
適
応
行
動
を
と
っ
て
い
ま

す
。
外
界
の
認
識
と
適
応
行
動
は
、
脳
の
知
覚
や
運
動
の
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
主

と
し
て
認
知
脳
（cognitive brain

）
の
役
割
で
、
具
体
的
に
は
知
覚
や
記
憶
の
は
た
ら
き
で
す
。
一
方
、
自
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己
内
部
の
身
体
感
覚
を
は
じ
め
と
し
て
、
自
己
と
い
う
内
界
か
ら
出
発
し
、
他
者
の
心
を
想
像
し
（
メ
ン
タ

ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）、
自
分
な
り
の
信
念
を
も
ち
、
さ
ら
に
仲
間
と
共
感
し
合
う
な
ど
の
社
会
性
を
生
み
だ
す

の
は
社
会
脳
の
役
割
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
、
親
や
友
人
な
ど
の
他
者
と
の
交
わ
り
を
持

続
的
に
持
ち
続
け
る
こ
と
で
、
豊
か
な
社
会
性
や
利
他
性
、
さ
ら
に
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
精
神
的
復
元
力
）
を

獲
得
し
ま
す
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
自
己
の
心
の
内
部
世
界
を
成
熟
さ
せ
、
社
会
の
な
か
で
の
自
己
の
位
置

を
自
覚
さ
せ
ま
す
。

　

本
書
の
第
二
の
視
点
は
、
社
会
脳
を
認
知
脳
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
作
用
を
通
し

て
捉
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
点
で
す
。
社
会
脳
と
認
知
脳
を
形
成
す
る
種
々
の
サ
ブ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
理

し
、
両
者
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
作
用
が
ヒ
ト
の
意
識
を
創
発
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
認
知

脳
の
代
表
と
し
て
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
社
会
脳
の
代
表
と
し
て
デ
フ
ォ
ー
ル
ト
モ
ー
ド

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
想
定
し
、
脳
の
前
頭
前
野
の
内
側
面
が
社
会
脳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
、
そ
し
て
外
側
面
が
認

知
脳
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
的
中
心
領
域
と
想
定
し
ま
す
。
両
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
容
量
制
約
の
あ
る
注
意

（
気
づ
き
）
と
い
う
資
源
を
め
ぐ
っ
て
、
シ
ー
ソ
ー
の
よ
う
に
揺
れ
る
こ
と
で
動
的
な
平
衡
が
維
持
さ
れ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

認
知
脳
と
社
会
脳
の
相
互
作
用
を
通
し
て
、「
人
間
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
へ
の
一
つ
の
答
え
を
示

し
、
ま
た
「
我
々
は
な
ぜ
生
き
る
の
か
」
を
「
脳
か
ら
見
た
社
会
」
と
い
う
視
点
で
考
え
ま
す
。「
社
会
的

存
在
と
し
て
の
脳
」
の
意
義
は
、
生
命
の
持
続
的
維
持
と
い
う
基
本
的
役
割
に
加
え
て
「
他
者
の
心
を
理
解

し
、
利
他
性
の
豊
か
な
社
会
性
を
育
て
、
他
者
と
協
力
し
て
新
た
な
社
会
を
創
造
し
て
ゆ
く
」
と
こ
ろ
に
あ



iii まえがき

り
ま
す
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
物
理
世
界
と
仮
想
世
界
が
入
り
混
じ
り
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
が
大
き
な
役

割
を
果
た
す
近
未
来
の
情
報
社
会
（society 5.0

）
の
入
り
口
に
い
ま
す
。
こ
の
近
未
来
社
会
に
再
適
応
す

る
に
も
、
や
は
り
脳
の
前
頭
前
野
に
あ
っ
て
Ａ
Ｉ
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
生
み
出
し
て
き
た
認
知
脳
や
Ｈ
Ｉ
（
人
間
の

知
能
：hum

an intelligence

）
の
研
究
が
必
要
で
す
が
、
こ
れ
は
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
創

発
特
性
と
深
く
か
か
わ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
今
日
の
社
会
で
は
い
じ
め
、
引
き
こ
も
り
、
ネ
ッ

ト
依
存
症
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
不
適
応
が
生
じ
、
健
全
な
社
会
性
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
回

復
に
も
社
会
脳
の
仕
組
み
の
研
究
と
そ
の
研
究
成
果
の
社
会
還
元
が
必
須
で
す
。

　

本
種
の
第
Ⅰ
部
は
主
に
苧
阪
が
、
第
Ⅱ
部
は
主
に
越
野
が
執
筆
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
書
は
社
会
脳
シ

リ
ー
ズ
全
９
巻
（2012-2015 

刊
行
済
み
、
新
曜
社
）
の
解
説
を
兼
ね
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
シ
リ
ー
ズ

の
各
巻
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
新
曜
社
の
塩
浦
暲
社
長
に
は
シ
リ
ー
ズ
刊
行
に
続
く
本
書
の
刊
行
で
も
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。
東
美
由
紀
氏
（
大
阪
大
学
情
報
通
信
研
究
機
構
（
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
脳
情
報
通
信
融
合
研
究

セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
ｉ
Ｎ
ｅ
ｔ
）
脳
情
報
工
学
研
究
室
研
究
員
）
に
は
原
稿
の
整
理
で
、
矢
追
健
氏
（
京
都
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
助
教
）
に
は
原
稿
を
読
み
い
ろ
い
ろ
な
御
意
見
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
感
謝
し
ま
す
。
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１
章　

脳
と
心

１

−

１　

脳
と
心
の
研
究
史

　

意
識
の
サ
イ
エ
ン
ス
で
あ
る
心
理
学
は
19
世
紀
に
哲
学
の
揺
り
か
ご
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
後
、
歴
史
の
波

に
も
ま
れ
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、
心
の
主
要
な
働
き
で
あ
る
認
識
や
行
動
を
生
み
だ
す
脳
の
仕

組
み
と
志
向
的
な
意
識
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
未
解
明
な
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
動
物
実
験
に

よ
っ
て
脳
の
仕
組
み
の
解
明
は
進
ん
だ
が
、
人
間
の
記
憶
と
つ
な
が
る
情
報
処
理
の
仕
組
み
、
た
と
え
ば
社

会
意
識
や
自
己
意
識
な
ど
の
仕
組
み
は
未
解
明
だ
。
ヒ
ト
の
社
会
意
識
は
文
化
、
宗
教
や
教
育
な
ど
、
い
ず

れ
も
記
憶
や
学
習
に
基
づ
く
認
知
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
が
、
社
会
脳
の
新
た
な
進
展
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く

最
近
そ
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
秋
の
虫
の
鳴
き
声
に
風
情
を
感
じ
る
の
か
、
う
る

さ
い
と
感
じ
る
の
か
は
、
育
っ
て
き
た
文
化
や
社
会
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
文
化
神
経
科
学
）。
ま
た
、

宗
教
に
お
い
て
特
定
の
神
を
信
じ
る
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
信
念
の
問
題
も
、
社
会
脳
解
明
の
最
終
目
標
の

ひ
と
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
信
念
は
何
か
を
信
じ
る
と
い
う
個
人
の
心
の
状
態
で
あ
り
、
外
部
か
ら
観
察
で

き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
主
観
的
な
意
識
の
問
題
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
え
な
い
信
念
の
観
察

は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
脳
の
解
明
の
目
標
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。



3 １章　脳と心

　

心
理
学
は
19
世
紀
に
哲
学
の
認
識
論
の
一
分
科
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
主
観
性
と

い
う
意
識
の
特
徴
を
、
当
時
ド
イ
ツ
を
中
心
に
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
自
然
科
学
の
方
法
を
用
い
て
解
明
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
１
８
７
９
年
に
意
識
を
実
験
に
よ
っ
て
調
べ
る
た
め
、
実
験
心
理
学
の
研
究
室
が
ド
イ

ツ
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
の
ヴ
ン
ト
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
実
験
心
理
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
時
代

の
波
に
も
ま
れ
、
幾
多
の
歴
史
的
変
遷
を
経
て
脳
と
意
識
を
科
学
的
に
研
究
し
て
き
た
。
行
動
主
義
の
時
代

に
は
、
刺
激
と
反
応
の
間
の
か
か
わ
り
に
の
み
注
目
し
、
両
者
を
媒
介
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
意
識
の
研

究
は
、
残
念
な
こ
と
に
研
究
の
対
象
外
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
極
端
な
行
動
主
義
は
次
第
に
姿
を
消
し
、
志

向
的
な
心
の
状
態
を
示
す
意
識
を
重
要
な
研
究
目
標
と
す
る
認
知
主
義
が
盛
ん
に
な
っ
た
（
第
Ⅱ
部
参
照
）。

も
っ
と
も
、
意
識
の
科
学
を
標
榜
し
て
き
た
心
理
学
に
と
っ
て
も
、
脳
と
意
識
の
問
題
は
17
世
紀
の
意
識

の
科
学
の
祖
と
い
え
る
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
以
来
、
４
世
紀
に
わ
た
っ
て
解
く
こ
と
の
か
な
わ
ぬ
難
問
で

あ
っ
た
。
難
問
で
あ
る
理
由
と
し
て
哲
学
者
チ
ャ
ル
マ
ー
ス
は
意
識
の
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
と
し
て
の
ク
オ
リ

ア
（
感
覚
の
質
）
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
は
主
観
的
な
意
識
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
科
学
で
は
そ
の
解

明
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
た
。
ク
オ
リ
ア
は
自
己
（
私
）
が
感
じ
る
鮮
や
か
な
緑
色
、
酸
っ
ぱ
い
レ
モ
ン
の

味
と
か
明
る
い
バ
イ
オ
リ
ン
の
音
色
な
ど
で
、
こ
れ
は
主
観
的
な
感
覚
の
質
（
ク
オ
リ
テ
ィ
）
を
表
す
と
さ

れ
る
。
ク
オ
リ
ア
と
い
う
主
観
性
は
自
分
だ
け
で
な
く
、
他
者
に
も
共
通
に
認
め
ら
れ
る
相
互
に
主
観
的
な

経
験
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
相
互
的
な
主
観
性
の
研
究
も
科
学
の
研
究
の
対
象
と
な
ら
な

い
な
ら
、
ク
オ
リ
ア
の
科
学
的
研
究
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
哲
学
者
の
好
む
ク
オ
リ
ア
の
概
念

は
誤
り
で
あ
り
、
こ
れ
が
意
識
の
科
学
的
研
究
を
妨
げ
て
き
た
と
主
張
す
る
米
国
の
認
知
哲
学
者
デ
ネ
ッ
ト
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の
反
論
も
あ
り
、
こ
の
立
場
で
は
ク
オ
リ
ア
は
概
念
の
設
定
自
体
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る［

1
［

。
デ
ネ
ッ
ト

と
同
様
に
意
識
を
経
験
科
学
か
ら
取
り
上
げ
る
実
験
心
理
学
の
立
場
か
ら
ク
オ
リ
ア
的
な
経
験
を
見
て
み
る

と
、
心
理
学
で
は
長
年
に
わ
た
り
ク
オ
リ
ア
の
相
互
主
観
性
を
目
指
し
た
探
究
が
行
わ
れ
て
き
た
し
、
そ
れ

を
評
価
す
る
試
み
も
行
わ
れ
て
き
た
。
哲
学
者
に
と
っ
て
、
ク
オ
リ
ア
は
設
定
不
良
問
題
で
あ
っ
て
も
、
実

験
心
理
学
者
に
は
、
必
ず
し
も
設
定
の
悪
い
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

１

−

２　

意
識
の
主
観
性

　

で
は
、
実
験
心
理
学
は
主
観
性
を
ど
う
扱
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

実
験
心
理
学
で
は
19
世
紀
末
、
ド
イ

ツ
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
の
哲
学
者
で
も
あ
り
物
理
学
者
で
も
あ
っ
た
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
主
観
的
な
感
覚
量
を
計

量
化
す
る
心
理
物
理
学
的
方
法
を
考
え
出
し
、
刺
激
強
度
が
倍
に
な
っ
て
も
感
覚
量
は
倍
に
な
る
わ
け
で
は

な
く
、
刺
激
の
対
数
量
に
応
じ
て
変
わ
る
と
い
う
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
対
数
法
則
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
感
覚
と
い
う
主
観
的
意
識
を
数
式
で
表
現
し
、
そ
の
量
的
非
線
形
性
を
示
し
、
感
覚
（
意
識
）
と

身
体
（
脳
）
の
世
界
に
架
橋
す
る
た
め
の
心
理
物
理
学
（psycho-physics

）
が
生
ま
れ
、
科
学
的
心
理
学
の

基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
。
主
観
的
と
い
う
表
現
は
、
感
じ
方
や
判
断
が
客
観
的
な
認
識
と
ず
れ
を
も
つ
こ
と
を

い
う
。
主
観
的
意
識
が
物
理
世
界
と
判
断
の
ず
れ
を
も
つ
わ
か
り
や
す
い
例
は
錯
視
だ
。
人
間
は
錯
視
と
い

う
、
客
観
の
世
界
と
ず
れ
た
視
覚
的
意
識
を
も
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
空
間
と
運
動
に
つ
い
て
２
つ
の

例
を
示
そ
う
。
図
１

−

１
の
机
の
錯
視
（
左
）
で
は
、
２
つ
の
机
（
天
板
）
は
同
じ
物
理
的
大
き
さ
に
も
か

［
１
［ D

ennett (2005)
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か
わ
ら
ず
、
異
な
る
大
き
さ
に
見
え
る
。

　

ま
た
、
仮
現
運
動
と
い
う
運
動
錯
視
で
は
、
２
つ
の
光
点
が
あ
っ
て
、
両
者
を
10
分
の
１
秒
以
下
の
時
間

間
隔
で
交
互
に
「
点
滅
」
さ
せ
る
と
、
１
つ
の
光
点
が
相
互
に
行
き
来
す
る
運
動
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
広
告
塔
な
ど
で
よ
く
目
に
す
る
運
動
錯
視
で
あ
る
。
光
点
は
物
理
的
に
点
滅
し
て
い
る
だ
け
で
、
動
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
主
観
的
な
心
に
特
有
の
現
象
で
あ
る
。

　

な
ぜ
意
識
は
机
の
大
き
さ
や
運
動
の
錯
視
を
生
み
だ
す
の
か
？　

い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
は
あ
る
が
、
ひ
と

つ
の
答
え
は
、
机
の
錯
視
の
場
合
は
、
机
の
見
え
る
斜
め
方
向
の
角
度
や
奥
行
き
を
手
が
か
り
に
、
脳
が
大

き
さ
を
無
意
識
に
計
算
し
、
構
成
的
に
知
覚
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
遠
近
感
の
あ
る
風
景

画
を
見
た
と
き
、
２
次
元
の
風
景
画
に
見
か
け
の
３
次
元
の
奥
行
き
を
感
じ
る
が
、
同
じ
大
き
さ
な
ら
ば
、

遠
く
の
人
物
が
近
く
の
人
物
よ
り
大
き
く
見
え
る
の
と
同
じ
原
理
だ
。
図
の
よ
う
な
机
錯
視
で
は
、
直
観
的

に
は
同
じ
大
き
さ
の
机
に
は
見
え
な
い
が
、
定
規
で
実
際
に
測
定
す
れ
ば
、
実
は
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　

運
動
錯
視
の
場
合
は
、
１
つ
の
光
点
が
移
動
し
て
い
る
と
い
う
、
や
は
り
構
成
論
的
解
釈
を
と
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
解
釈
は
脳
の
側
頭
葉
に
あ
る
運
動
に
か
か
わ
る
視
覚
野
の
ひ
と
つ
で
あ
る
中
側
頭
野
（M

iddle 

tem
poral gyrus

：
Ｍ
Ｔ
）
が
活
動
を
高
め
る
と
い
う
実
験
に
も
裏
づ
け
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
Ｍ
Ｔ
野

は
、
実
際
に
動
い
て
い
る
刺
激
を
見
た
と
き
に
活
動
す
る
。
こ
れ
は
、
仮
現
運
動
と
い
う
錯
視
現
象
が
脳
の

働
き
と
か
か
わ
る
ひ
と
つ
の
例
だ
。
錯
視
と
い
う
主
観
的
な
現
象
も
、
そ
れ
を
生
む
脳
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。
以
上
か
ら
、
錯
視
を
生
み
だ
す
視
覚
的
意
識
は
手
が
か
り
が
示
唆
さ
れ
る
と
視
覚
世
界
を

図1−1　机（左）と運動（右）の錯視
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自
ら
創
発
す
る
シ
ス
テ
ム
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
創
発
と
は
、
部
分
の
総
和
で
は
予
測

で
き
な
い
特
徴
が
現
れ
る
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
の
脳
内
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ま
だ
未
解
明
だ
。

　

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
心
理
学
者
で
あ
る
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ネ
マ
ン
は
、
そ
の
著
書
『
フ
ァ
ス

ト
＆
ス
ロ
ー［

2
［

』
で
、
意
思
決
定
に
お
い
て
、
自
働
的
に
無
意
識
に
働
く
シ
ス
テ
ム
１
（
Ｓ
１
）
と
論
理
的
で

意
識
的
に
働
く
シ
ス
テ
ム
２
（
Ｓ
２
）
と
呼
ば
れ
る
２
つ
の
判
断
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
人
間

の
判
断
に
は
固
有
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
Ｓ
１
は
素
早
く
（
フ
ァ
ス
ト
）
無
意
識
的

な
直
観
を
生
み
だ
す
。
一
方
Ｓ
２
は
時
間
が
か
か
る
が
（
ス
ロ
ー
）、
慎
重
で
論
理
的
か
つ
意
識
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
Ｓ
２
は
Ｓ
１
を
監
視
す
る
役
割
を
も
ち
、
こ
の
こ
と
が
錯
視
の
原
因
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

古
く
は
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
も
、
意
識
的
レ
ベ
ル
が
気
づ
く
こ
と
が
困
難
な
無
意
識
的
推
論
が
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
認
知
に
も
無
意
識
な
あ
わ
て
者
の
シ
ス
テ
ム
と
、
意
識
的
で
慎
重
な
シ
ス
テ
ム
と
い
う
二
重
シ
ス
テ
ム

が
あ
る
よ
う
だ
。
脳
の
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
環
境
へ
の
素
早
い
適
応
と
Ｓ
１
が
か
か
わ
る
と
い
う
考
え
も
あ

る
。
こ
の
解
明
が
脳
と
意
識
の
か
か
わ
り
を
解
く
に
あ
た
っ
て
大
切
だ
。
Ｓ
１
は
不
安
な
ど
の
感
情
的
刺
激

に
対
す
る
大
脳
辺
縁
系
（
扁
桃
体
な
ど
）
の
素
早
い
反
応
に
、
Ｓ
２
は
論
理
的
判
断
に
対
す
る
前
頭
前
野
の

働
き
に
関
与
す
る
場
合
が
多
い
と
推
定
さ
れ
る
。
カ
ー
ネ
マ
ン
の
モ
デ
ル
は
、
行
動
経
済
学
や
本
書
で
社
会

脳
研
究
の
推
進
軸
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
神
経
経
済
学
に
も
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

［
２
［ K

ahnem
an (2011)
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１

−

３　

意
識
と
は

　

上
記
の
よ
う
な
錯
視
は
、
視
覚
的
な
意
識
の
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
る
が
、
も
っ
と
奥
深
い
意
識
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。
道
路
に
倒
れ
て
い
る
人
を
見
て
、
あ
の
人
は
意
識
が
な
い
、
と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
話

し
か
け
た
り
、
体
を
揺
さ
ぶ
っ
た
り
し
て
何
ら
か
の
応
答
が
な
い
場
合
に
推
定
さ
れ
る
他
者
の
心
の
状
態

だ
。
意
思
疎
通
の
で
き
な
い
、
い
わ
ゆ
る
植
物
状
態
の
心
も
こ
れ
に
入
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
、
意
識
を

あ
る
な
し
の
二
分
法
で
分
け
る
の
は
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
最
近
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
植
物
状
態
に
は
至
ら

な
い
で
も
、
他
者
の
声
を
聞
き
取
る
こ
と
は
で
き
る
（
応
答
で
き
な
い
が
）
と
い
っ
た
、
気
づ
き
の
意
識
が

残
っ
て
い
る
ミ
ニ
マ
ム
意
識
状
態
（m

inim
al conscious state

：
Ｍ
Ｃ
Ｓ
）
が
あ
る
と
い
う［

3
［

。
応
答
が
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、
意
識
が
な
い
と
は
限
ら
な
い
の
だ
。
意
識
が
あ
る
こ
と
の
定
義
は
生
き
て
い
る
こ
と
の
認

知
的
・
行
動
的
エ
ビ
デ
ン
ス
が
あ
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
声
を
あ
げ
る
と
い
う

応
答
は
で
き
な
い
も
の
の
、
脳
は
応
答
し
て
い
る
の
だ
。

　

さ
て
、
自
分
の
意
識
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
私
が
今
や
っ
て
い
る
こ
と
が
自
分
で
わ
か
っ
て
い
る
と
い

う
意
味
で
、
私
は
意
識
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
苧
阪
に
よ
れ
ば
、
自
身
の
心
の
状
態
を
リ
カ
ー
シ
ブ
（
再

帰
的
：recursive

）
に
モ
ニ
タ
ー
で
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る［

4
［

。
自
分
の
行
動
や
思
考
そ
の
も
の
を
対
象
化
し

て
モ
ニ
タ
ー
す
る
心
の
働
き
を
メ
タ
認
知
（m

eta cognition

）
と
い
い
、
意
識
そ
の
も
の
を
意
識
す
る
場
合

は
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識
と
か
メ
タ
意
識
な
ど
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
意
識
が
一
定
の
制
約
条
件
の
も
と
で
メ
タ
表

［
３
［ Cruse &

 O
w

en (2010)

［
４
［ 

苧
阪 (2006)
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象
能
力
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
前
頭
葉
が
そ
の
機
能
の
一
部
を
担
っ
て
い
る
。
リ
カ
ー
シ
ブ
な
意
識

と
い
う
の
は
、
現
在
の
心
の
状
態
に
向
け
ら
れ
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
心
の
状
態
と
も
い
え
る
。
認
知
科
学
者

の
ミ
ン
ス
キ
ー
は
現
在
の
意
識
の
状
態
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
は
、
自
分
の
意
識
の
状
態
を

モ
ニ
タ
ー
す
る
こ
と
自
体
が
そ
の
状
態
そ
の
も
の
を
変
え
て
し
ま
う
た
め
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
目
的

の
た
め
、
一
時
的
な
情
報
の
保
持
と
操
作
を
担
う
「
心
の
作
業
台
」
の
機
能
を
も
つ
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ［

5
［

（w
orking m

em
ory

） 
の
容
量
が
有
限
、
つ
ま
り
制
約
を
も
つ
こ
と
と
か
か
わ
る
よ
う
だ
。
機
能
主
義
的
に

い
え
ば
、
こ
こ
に
は
一
種
の
入
れ
子
（
ロ
シ
ア
人
形
の
よ
う
な
入
れ
子
状
の
ネ
ス
テ
ィ
ン
グ
）
機
能
を
考
え
る

こ
と
に
な
り
、
情
報
処
理
や
視
点
の
多
重
的
構
造
化
が
こ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
が
、
一
方
で
は
、
入
れ

子
に
は
厳
し
い
容
量
制
約
が
あ
る
の
で
、
構
造
化
の
次
数
は
制
約
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
再
帰
性
に

よ
っ
て
小
部
分
を
入
れ
子
に
し
て
上
位
の
大
き
な
概
念
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
一
部
に
し
て
さ
ら
に
別
の
構

造
部
分
に
取
り
込
む
と
い
う
よ
う
な
認
識
の
仕
組
み
が
可
能
と
な
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

　

さ
て
、
実
際
の
意
識
の
働
き
の
特
徴
は
、
多
様
な
心
の
状
態
か
ら
１
つ
の
状
態
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
に

あ
る
。
１
つ
の
心
の
状
態
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
は
、
他
の
認
識
の
仕
方
を
一
時
的
に
抑
制
す
る
こ
と
で
あ

り
、
脳
の
働
き
の
重
要
性
は
こ
の
抑
制
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
注
意
を
集
中
す
る
と
い
う
日
常
的
な
心
の
働

き
も
、
現
在
の
目
標
の
実
現
の
た
め
、
当
面
不
必
要
な
情
報
を
抑
え
て
お
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ

ば
、
次
々
と
眼
前
に
現
れ
る
事
柄
に
注
意
を
奪
わ
れ
、
今
自
分
が
何
を
目
標
に
動
い
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
目
標
志
向
的
な
意
識
の
役
割
も
ま
た
認
知
的
な
抑
制
に
あ
り
、
抑
制
に
よ
り
目
標
が

よ
り
明
確
に
見
通
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
抑
制
に
は
前
頭
前
野
（prefrontal cortex

：
Ｐ
Ｆ
Ｃ
）

［
５
［ 

ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
：
短
い

時
間
の
間
に
心
の
中
で
情
報
を
保
持

し
、同
時
に
処
理（
操
作
）す
る
心
的

能
力
。会
話
や
暗
算
な
ど
多
く
の
日

常
生
活
や
学
習
を
担
う
重
要
な
能
力

で
作
業
記
憶
や
作
動
記
憶
と
呼
ぶ
こ

と
も
あ
る
。
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の
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
と
も
か
か
わ
る
実
行
系
（executive system

）
が
そ
の
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
実
行
系
は
認
知
的
制
御
系
と
も
呼
ば
れ
、
抑
制
の
ほ
か
に
情
報
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
、
焦
点
化
さ
れ
た
注

意
の
転
換
、
予
測
や
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
な
ど
の
機
能
を
も
つ［

6
［

（
詳
し
く
は
第
Ⅱ
部
参
照
）。

　

こ
こ
で
、
意
識
の
入
り
口
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
例
を
見
て
み
た
い
。
外
界
か
ら
の
刺
激
に
応
じ
て
、
五
感

が
ま
と
ま
っ
て
１
つ
の
感
覚
的
意
識
に
束
ね
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
意
識
に
当
て
は
め
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
と
え
ば
コ
ー
ヒ
ー
を
味
わ
う
と
き
、
視
覚
で
は
濃
い
茶
色
、
嗅
覚
で
は
そ
の
香
り
が
、
味
覚
で
は
苦

い
味
わ
い
が
融
合
し
て
コ
ー
ヒ
ー
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
白
色
光
が
、
７
色
が
合
成
さ
れ
て
で
き

る
こ
と
、
あ
る
い
は
白
色
が
虹
の
ス
ペ
ク
ト
ル
に
分
解
で
き
る
こ
と
に
似
て
い
る
。
感
覚
的
意
識
か
ら
さ
ら

に
高
次
な
意
識
ま
で
拡
張
す
る
と
、
こ
の
比
喩
で
意
識
の
多
様
な
働
き
が
う
ま
く
説
明
で
き
る
（
図
１

−

２

参
照
）。

　

白
色
光
と
い
う
意
識
を
多
彩
な
色
に
分
解
し
て
ゆ
く
と
、
５
感
か
ら
は
じ
ま
り
、
や
が
て
そ
こ
に
は
自
己

や
他
者
が
姿
を
現
し
、
次
い
で
社
会
が
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
融
合
的
意
識
と
し
て
社
会
意
識
や

文
化
を
映
し
出
し
、
さ
ら
に
個
人
差
を
反
映
し
た
意
識
が
見
え
て
く
る
。
混
色
原
理
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
色
合
い
を
も
つ
社
会
的
、
文
化
的
、
あ
る
い
は
認
知
的
意
識
が
創
ら
れ
る
。
意
識
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
形

づ
く
る
潜
在
的
意
識
と
し
て
、
最
近
見
出
さ
れ
て
注
目
を
浴
び
て
い
る
、
安
静
時
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（resting 

state netw
ork

：
Ｒ
Ｓ
Ｎ
）（
第
Ⅱ
部
で
述
べ
る
）
に
つ
い
て
も
、
こ
の
分
光
の
比
喩
が
適
用
で
き
よ
う
。

［
６
［ O

saka et al. (2007)

図1−2　虹の合成と分解 
（カラー図版は口絵参照）


