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精神疾患の発症を
予防できるか？
幻聴はどこから聞こえてくるの？
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昨
年
、
精
神
疾
患
患
者
の
家
族
会

（
主
に
、
統
合
失
調
症
患
者
や
そ
の

家
族
）
で
講
演
す
る
機
会
を
得
た
。

講
演
終
了
後
、
80
歳
を
過
ぎ
た
お
婆

ち
ゃ
ん
が
質
問
に
来
ら
れ
、
統
合
失

調
症
の
息
子
の
将
来
を
心
配
さ
れ
、

何
か
特
効
薬
は
無
い
で
す
か
？
と
尋

ね
ら
れ
、
残
念
な
が
ら
適
切
な
答
え

が
出
来
な
か
っ
た
。
現
在
の
治
療
薬

（
主
に
、
ド
パ
ミ
ン
神
経
系
に
作
用
す

る
抗
精
神
病
薬
）
は
、
陽
性
症
状
な

ど
に
は
効
果
が
あ
る
が
、
陰
性
症
状

や
認
知
機
能
障
害
に
対
す
る
効
果
は

弱
く
、
既
存
の
抗
精
神
病
薬
に
奏
効

し
な
い
治
療
抵
抗
性
患
者
が
存
在
す

る
こ
と
か
ら
、
新
規
作
用
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
基
づ
い
た
新
し
い
治
療
薬
の
開
発
が

切
望
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
研
究

を
初
め
て
、
か
れ
こ
れ
30
年
以
上
に
な

る
が
、
残
り
の
研
究
生
活
を
、
患
者

さ
ん
や
そ
の
家
族
に
還
元
で
き
る
研

究
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
５
年
ほ

ど
前
か
ら
、
精
神
疾
患
の
予
防
の
可

能
性
に
関
す
る
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ナ

ル
研
究
も
進
め
て
お
り
、
本
稿
で
私
見

（
妄
想
？
）
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

統
合
失
調
症
の
病
因
は
、
未
だ
明

ら
か
で
な
い
が
、
多
く
の
研
究
者
が
発

達
障
害
仮
説
を
支
持
し
て
い
る
。
妊

娠
期
の
環
境
的
要
因
（
低
栄
養
、
ウ

イ
ル
ス
感
染
、
都
市
部
で
の
出
生
、

冬
か
ら
春
の
出
生
、
出
生
時
の
低
酸

素
症
、
低
体
重
な
ど
）
が
原
因
で
、

生
ま
れ
た
子
供
の
思
春
期
、
青
年
期

に
ス
ト
レ
ス
等
が
引
き
金
に
な
り
、
発

症
す
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
（
図
１
）

統
合
失
調
症
は
、
思
春
期
以
降
に
突

然
発
症
す
る
の
で
は
な
く
、
発
症
前

に
前
駆
症
状
（
微
細
な
陽
性
症
状
、

認
知
機
能
障
害
な
ど
）
が
観
察
さ
れ

る
こ
と
が
、
多
く
の
研
究
か
ら
判
っ
て

き
た
。
ま
た
最
近
の
研
究
か
ら
、
前

駆
症
状
を
有
す
る
方（
ハ
イ
リ
ス
ク
児
）

の
約
20
〜
30
％
が
、
そ
の
後
、
精
神

病
に
移
行
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

70
〜
80
％
強
の
方
は
、
精
神
病
を
発

精
神
疾
患
の
発
症
を
予
防
で
き
る
か
？

千
葉
大
学
社
会
精
神
保
健
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
　
橋
本	

謙
二

2

図 1.　ハイリスク児から統合失調症の発症モデル
Fusar-Poli P, et al. JAMA Psychiatry 2013;70(1):107-120 の図３を一部改編）
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症
せ
ず
に
通
常
の
生
活
を
送
る
こ
と

が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
早
期
に
前
駆
症
状
を
見
つ

け
て
、
適
切
で
安
全
な
介
入
を
行
え

ば
、
精
神
病
の
発
症
を
一部
予
防
で
き

る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、

前
駆
症
状
を
有
す
る
方
の
約
70
％
は

精
神
病
に
移
行
し
な
い
こ
と
か
ら
、
ド

パ
ミ
ン
受
容
体
拮
抗
作
用
が
あ
る
既

存
の
薬
剤
の
使
用
は
危
険
性
が
あ
る

の
で
、
栄
養
学
的
観
点
お
よ
び
心
理

学
的
観
点
か
ら
介
入
し
た
方
が
よ
い

と
考
え
て
い
る
。

　

紀
元
前
に
活
躍
し
た
ギ
リ
シ
ャ
の
哲

学
者
で
医
者
で
も
あ
る
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス

（
西
洋
医
学
の
父
）
の
格
言
に
、「
汝

の
食
事
を
薬
と
し
、
汝
の
薬
は
食
事

と
せ
よ
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
病
気

に
お
け
る
食
事
の
重
要
性
を
説
い
て

い
る
。
ま
た
彼
は
野
菜
や
果
物
を
食

べ
る
方
が
健
康
に
良
い
と
指
摘
し
て
い

る
。
2
0
1
0
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
研
究
者
ら
が
、
魚
油
に
含
ま
れ

るω
3
脂
肪
酸
が
、
統
合
失
調
症
な

ど
の
精
神
病
の
発
症
を
予
防
出
来
る

と
い
う
画
期
的
な
研
究
成
果
を
発
表

し
、
世
界
中
の
研
究
者
が
注
目
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
近
の
大
規
模
な

国
際
共
同
研
究
で
は
、ω
3
脂
肪
酸
に

よ
る
予
防
効
果
は
追
試
で
き
な
か
っ

た
。
改
め
て
、
精
神
疾
患
の
臨
床
試

験
の
難
し
さ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
結
果

で
あ
る
。

　

筆
者
も
5
、
6
年
ほ
ど
前
か
ら
、

自
然
界
に
存
在
す
る
も
の
で
、
精
神

疾
患
の
発
症
を
予
防
で
き
る
も
の（
抗

酸
化
作
用
お
よ
び
抗
炎
症
作
用
を
有

す
る
）
と
し
て
、
ブ
ロッコ
リ
ー
ス
プ
ラ

ウ
ト
な
ど
緑
葉
野
菜
に
含
ま
れ
る
ス
ル

フ
ォ
ラ
フ
ァ
ン
に
着
目
し
た
研
究
を
実

施
し
て
い
る
。（
図
２
）
精
神
病
発
症
の
前

駆
期
に
は
酸
化
的
ス
ト
レ
ス
や
炎
症
が

起
き
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る

の
で
、
抗
酸
化
作
用
お
よ
び
抗
炎
症

作
用
が
強
い
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ
ン
が
適
し

て
い
る
と
考
え
た
。
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ
ン

は
転
写
因
子K

eap1-N
rf2

に
作
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
体
内
の
抗
酸

化
作
用
、
抗
炎
症
作
用
、
解
毒
作
用

に
関
わ
っ
て
い
る
事
が
知
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
は
が
ん
の
予
防
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
た
。

　

覚
せ
い
剤
は
統
合
失
調
症
の
陽
性

症
状
と
似
た
症
状
を
引
き
起
こ
す
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
、
マ
ウ

ス
を
用
い
て
覚
せ
い
剤
投
与
後
の
行
動

異
常
や
脳
内
ド
パ
ミ
ン
神
経
系
の
障
害

に
対
す
る
効
果
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ス

ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ
ン
が
こ
れ
ら
の
障
害
を
有

意
に
抑
制
す
る
こ
と
を
報
告
し
た
。

覚
せ
い
剤
精
神
病
の
患
者
を
診
察
し

て
い
る
精
神
科
医
の
話
で
は
、
覚
せ

い
剤
を
乱
用
し
て
も
精
神
病
を
発
症

し
な
い
方
と
、
精
神
病
を
発
症
し
て

精
神
科
を
受
診
す
る
方
が
居
る
そ
う

だ
。
こ
の
差
は
、
遺
伝
的
要
因
も
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
の
結
果
か

ら
も
食
事
の
影
響
も
あ
る
の
で
は
と

考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
的

根
拠
は
無
い
が
、
野
菜
等
の
栄
養
を

十
分
に
取
っ
て
い
る
方
は
、
覚
せ
い
剤

を
使
用
し
て
も
精
神
病
を
発
症
し
に

く
い
の
で
は
と
も
考
え
て
い
る
。
く
れ

ぐ
れ
も
、
ブ
ロッコ
リ
ー
ス
プ
ラ
ウ
ト
を

食
べ
な
が
ら
、
覚
せ
い
剤
（
覚
せ
い
剤

取
締
法
で
規
制
）
を
使
用
す
る
こ
と

を
進
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　　

統
合
失
調
症
の
精
神
薬
理
学
的

な
動
物
モ
デ
ル
と
し
て
、
N
M
D
A

受
容
体
拮
抗
薬
フ
ェン
サ
イ
ク
リ
ジ
ン

（
P
C
P
）
が
幅
広
く
使
用
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
米
国
で
P
C
P
を

乱
用
し
た
方
が
、
統
合
失
調
症
の
症

状
と
酷
似
し
た
症
状
（
陽
性
症
状
、

陰
性
症
状
、
認
知
機
能
障
害
）
を

引
き
起
こ
す
と
い
う
知
見
に
基
づ
い
て

図 2.　ブロッコリースプラウトとスルフォラファンの構造式
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い
る
。
筆
者
ら
は
、
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ

ン
が
P
C
P
投
与
に
よ
る
行
動
異

常
（
運
動
量
亢
進
、
プ
レ
パル
ス
抑
制

障
害
）
を
抑
制
す
る
こ
と
を
報
告
し

た
。
ま
た
、
思
春
期
に
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ

ン
の
前
駆
体
で
あ
る
グ
ル
コ
ラ
フ
ャ
ニ
ン

を
含
む
餌
を
４
週
間
食
べ
さ
せ
る
と
、

P
C
P
を
繰
り
返
し
投
与
し
て
生
じ

る
認
知
機
能
障
害
、
前
頭
皮
質
に
お

け
る
酸
化
的
ス
ト
レ
ス
や
パル
ア
ル
ブ
ミ

ン
陽
性
細
胞
の
低
下
が
起
き
な
い
こ

と
を
見
出
し
た
。
さ
ら
に
、
妊
娠
期

に
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
お
こ
し
た
マ
ウ
ス

か
ら
生
ま
れ
た
仔
マ
ウ
ス
に
４
週
齢
か

ら
４
週
間
グ
ル
コ
ラ
フ
ャ
ニ
ン
を
含
む
餌

を
与
え
る
と
、
成
人
期
に
お
け
る
行

動
異
常
が
起
き
な
い
こ
と
を
見
出
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
児
期
・
思
春

期
に
お
け
る
栄
養
が
、
成
人
期
の
精

神
病
発
症
を
予
防
で
き
る
可
能
性
を

強
く
示
唆
し
て
い
る
。
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ

ン
は
、
多
く
の
緑
葉
野
菜
に
含
ま
れ

て
お
り
、
ま
た
高
濃
度
の
ス
ル
フ
ォ
ラ

フ
ァ
ン
を
含
有
す
る
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
ス
ー

パ
ー
ス
プ
ラ
ウ
ト
や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
が
わ

が
国
で
も
入
手
で
き
る
。
現
在
、
筆

者
ら
の
仮
説
を
証
明
す
る
た
め
に
、
ハ

イ
リ
ス
ク
児
（
精
神
病
の
発
症
リ
ス
ク

の
高
い
方
）
を
対
象
と
し
た
ス
ル
フ
ォ

ラ
フ
ァ
ン
の
プ
ラ
セ
ボ
対
照
二
重
盲
検

試
験
を
計
画
し
て
い
る
。

　

2
0
1
2
年
の
世
界
保
健
機
構

（
W
H
O
）
の
報
告
で
は
、
世
界
中

で
３
億
人
の
方
が
う
つ
病
に
罹
患
し
て

お
り
、
毎
日
３
０
０
０
人
の
方
が
自
殺

で
死
亡
し
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
、
う

つ
病
は
代
表
的
な
精
神
疾
患
で
あ
り
、

大
き
な
社
会
問
題
で
あ
る
。
ス
ト
レ

ス
は
、
う
つ
病
の
発
症
に
大
き
く
関

わ
って
い
る
事
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
栄
養
学
的
観
点
か
ら
ス
ト
レ
ス
に

対
す
る
抵
抗
性
（
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
）
の

あ
る
体
に
す
れ
ば
、
う
つ
病
を
予
防

で
き
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。
う
つ

病
の
発
症
に
は
、
ス
ト
レ
ス
等
で
生
じ

る
炎
症
や
酸
化
的
ス
ト
レ
ス
が
関
わ
っ

て
い
る
事
が
多
く
の
研
究
か
ら
判
っ
て

い
る
。
筆
者
ら
は
、
う
つ
病
の
発
症

予
防
と
し
て
、
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ
ン
が
適

し
て
い
る
と
考
え
、
研
究
を
進
め
て
い

る
。
マ
ウ
ス
に
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ
ン
あ
る
い

は
前
駆
体
で
あ
る
グ
ル
コ
ラ
フ
ャ
ニ
ン
を

与
え
て
お
く
と
、
炎
症
を
引
き
起
こ

す
リ
ポ
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
や
社
会
敗

北
ス
ト
レ
ス
に
よ
って
誘
発
さ
れ
る
う
つ

症
状
の
発
症
を
抑
え
る
こ
と
を
見
出

し
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ
ン

の
服
用
が
、
ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
レ
ジ

リ
エ
ン
ス
を
形
成
し
て
い
る
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
る
。
う
つ
病
は
再
発
す
る

こ
と
が
多
い
疾
患
で
あ
る
の
で
、
抗
う

つ
薬
等
で
寛
解
後
は
、
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ

ン
な
ど
の
栄
養
学
的
観
点
か
ら
、
う

つ
病
の
再
発
を
予
防
で
き
る
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
既

存
の
抗
う
つ
薬
で
奏
功
し
な
い
治
療
抵

抗
性
う
つ
病
患
者
や
自
殺
念
慮
・
自

殺
願
望
の
強
い
患
者
に
は
、
筆
者
ら

が
開
発
し
た
Ｒ

－ケ
タ
ミ
ン
の
即
効
性

治
療
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
。

　

以
上
記
載
し
た
内
容
は
新
し
い
仮

説
で
は
な
く
、
既
に
紀
元
前
に
ヒ
ポ
ク

ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
今
回
、
ブ
ロッコ
リ
ー
ス
プ
ラ

ウ
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ

ン
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
筆
者
の
研
究
室
の
研
究
成
果
か

ら
、
ス
ル
フ
ォ
ラ
フ
ァ
ン
で
統
合
失
調

症
や
う
つ
病
な
ど
の
精
神
疾
患
の
予

防
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
と
考
え

て
お
り
、
今
後
、
精
神
栄
養
学
の
重

要
性
を
広
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。
筆
者
は
、
数
年
前
か
ら
ブ
ロ
ッ
コ

リ
ー
ス
ー
パ
ー
ス
プ
ラ
ウ
ト
を
食
べ
、
サ

プ
リ
メ
ン
ト
を
服
用
し
て
お
り
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
う
つ
病
を
発
症
し
て
い
な

い
。
読
者
の
方
も
、
貴
方
や
家
族
の

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
た
め
に
も
、
バ
ラ
ン
ス

の
取
れ
た
食
事
（
野
菜
、
魚
、
肉
な

ど
）
を
取
ら
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た

し
ま
す
。
稚
拙
な
文
章
で
恐
縮
で
す

が
、
最
後
ま
で
読
ん
で
く
れ
た
読
者

に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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幻
聴
は
ど
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
？

新
潟
大
学
　
脳
研
究
所
　
那
波	

宏
之

　

今
日
は
火
曜
日
、
朝
の
5
時
か
ら
、

カ
ラ
ス
ち
ゃ
ん
が
う
る
さ
く
外
で
鳴

き
、お
友
だ
ち
を
呼
ん
で
集
め
て
い
る
。

な
ぜ
、
カ
ラ
ス
ち
ゃ
ん
は
今
日
が
生
ご

み
の
収
集
日
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
ん
だ
ろ
う
？
カ
レ
ン
ダ
ー
で
も
つ
け
て

い
る
ん
だ
ろ
う
か
？
ゴ
ミ
だ
し
を
時
々

忘
れ
て
し
ま
う
私
よ
り
、
ず
ー
っ
と
お

り
こ
う
さ
ん
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う

に
鳥
類
の
音
声
コ
ミ
ュニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
、
そ
の
学
習
能
力
は
、
九
官
鳥

の
モ
ノ
マ
ネ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
驚

か
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
意
味

を
理
解
し
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な

い
が
、
言
語
に
代
表
さ
れ
る
音
声
コ

ミ
ュニュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ヒ
ト
に
限
定
さ

れ
な
い
こ
と
は
、容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

さ
て
、
な
ら
ば
こ
の
カ
ラ
ス
ち
ゃ
ん
も
、

統
合
失
調
症
に
か
か
れ
ば
「
幻
聴
」

を
聞
く
の
で
あ
ろ
う
か
？
（
１
）

　

鳥
の
カ
ラ
ス
を
含
め
、
音
声
で
高

度
な
コ
ミ
ュニュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い

る
動
物
は
、
哺
乳
類
で
は
ヒ
ト
、
鯨
、

イ
ル
カ
、
コ
ウ
モ
リ
が
あ
る
。
言
語
と

言
え
る
よ
う
な
単
語
や
文
法
を
有
す

る
か
ど
う
か
ま
で
は
判
ら
な
い
も
の

の
、
そ
の
音
声
パ
タ
ー
ン
は
結
構
複
雑

な
構
造
を
し
て
い
て
、
高
度
な
コ
ミ
ュ

ニュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
こ
と
が
最

近
の
研
究
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ

も
そ
も
言
語
音
を
ヒ
ト
で
正
確
に
発

生
さ
せ
る
に
は
声
帯
周
辺
に
あ
る
声

帯
筋
を
は
じ
め
と
す
る
6
個
の
筋
肉

に
は
じ
ま
り
、
口
の
形
を
作
る
筋
肉
、

舌
を
上
下
さ
せ
る
筋
肉
、
呼
気
量
を

調
節
す
る
筋
肉
な
ど
数
十
個
も
の
筋

肉
を
調
和
連
動
さ
せ
て
、
や
っ
と
、
ま

と
も
な
声
が
で
る
。
そ
の
声
も
正
確

に
発
声
す
る
に
は
、
耳
か
ら
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
が
常
に
微
修
正
も
必
要
で

あ
る
。
つ
ま
り
日
本
語
５０
音
の
音
声

発
語
は
、
咽
頭
の
極
め
て
複
雑
な
筋

肉
運
動
５０
パ
タ
ー
ン
の
成
果
に
他
な
ら

ず
、
誕
生
し
て
か
ら
数
年
に
わ
た
る

難
度
の
高
い
運
動
学
習
を
必
要
と
す

る
。（
２
）
そ
れ
ゆ
え
言
語
発
達
に
遅
れ

を
と
も
な
う
自
閉
症
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
で
、

一
般
的
な
運
動
能
力
の
低
下
を
と
も

な
う
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
か

も
し
れ
な
い
。
逆
に
は
、
脳
機
能
発

達
に
遅
延
が
あ
る
と
き
に
、
そ
の
機

能
障
害
が
ま
ず
言
語
発
達
害
と
そ
の

認
知
発
達
障
害
と
し
て
顕
在
化
す
る

の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
一方
、
言
語
習
得
と
発
達
に
は
、
聴

覚
認
知
、
弁
別
能
力
が
必
須
で
あ
る
。

そ
の
運
動
の
繊
細
さ
ゆ
え
に
常
に
自

分
の
発
語
を
耳
で
チ
ェッ
ク
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
生
来

耳
が
聞
こ
え
な
い
聴
覚
障
害
者
の
多

く
は
、
そ
の
聴
覚
フ
ィ
ー
ド
バッ
ク
の
障

害
が
ゆ
え
に
言
葉
が
話
せ
な
い
の
で
あ

る
。
最
近
、
筆
者
は
本
新
学
術
領
域

の
研
究
に
派
生
し
て
、「
幻
聴
」
の
研

究
文
献
を
勉
強
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

統
合
失
調
症
を
代
表
と
す
る
精
神
疾

患
に
多
発
す
る
こ
の
「
幻
聴
」
は
ど

こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
？

主
流
の
統
合
失
調
症
の
仮
説
で
は
、

大
脳
、
と
く
に
前
頭
葉
で
作
ら
れ
る

内
的
言
語
（Inner V

oice)

を
錯
誤

し
て
、「
ま
ぼ
ろ
し
の
言
語
」
と
し
て

認
知
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。（
３
）

内
的
言
語
と
は
、
我
々
が
通
常
、
物

事
を
考
え
る
と
き
に
自
分
の
脳
内
で

発
し
て
、論
理
付
け
を
し
て
い
る
「
音
」

の
よ
う
な
情
報
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の

例
で
い
え
ば
、
寝
て
い
る
私
を
起
こ
す

カ
ラ
ス
に
思
う
私
の
脳
内
の
言
葉
で

あ
る
。「
う
る
さ
い
な
あ
あ
、
あ
の
カ

ラ
ス
！
こ
の
朝
っ
ぱ
ら
か
ら
あ
！
！
！
」

と
寝
な
が
ら
頭
の
中
で
発
し
て
い
る

「
そ
れ
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
統
合

失
調
症
の
患
者
さ
ん
に
言
わ
せ
れ
ば
、

そ
の「
音
声
」は
音
程
と
リ
ズ
ム
を
持
っ

て
い
る
た
め
、
実
に
リ
ア
ル
で
大
き
く
、

音
楽
性
の
な
い
内
的
言
語
と
は
区
別

さ
れ
る
。

　
「
言
語
」
や
「
内
的
言
語
」
は
、

脳
科
学
的
に
ど
う
定
義
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
？
諸
説
、
異
説
あ
る
な
か

で
、
私
が
注
目
す
る
の
は
言
語
運
動

仮
説
で
あ
る
。
今
年
の
米
国
ア
カ
デ
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ミ
ー
紀
要
に
関
連
す
る
面
白
い
論
文

が
出
て
い
る
。（
4
）
通
常
聞
い
て
い
る
単

語
の
聴
覚
認
知
の
と
き
に
、
唇
の
運

動
を
支
配
す
る
脳
領
域
を
磁
気
刺
激

し
て
そ
の
神
経
活
動
を
乱
す
と
、
そ

の
音
声
認
知
が
傷
害
さ
れ
る
と
言
う

も
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
に
従
う
と
、

健
常
者
の
内
的
言
語
は
先
ほ
ど
の
発

声
器
の
複
雑
な
筋
肉
運
動
パ
タ
ー
ン
を

想
起
す
る
神
経
回
路
で
あ
り
、
聴
覚

障
害
者
の
場
合
に
は
手
の
筋
肉
運
動

パ
タ
ー
ン
を
想
起
す
る
神
経
回
路
と

な
る
。
実
際
、
そ
の
と
お
り
聴
覚
障

害
者
は
思
考
の
際
の
内
的
言
語
と
し

て
視
覚
的
な
「
手
話
」
や
「
唇
読
」

「
指
文
字
」
し
て
使
用
し
て
い
る
。（
5
）

健
常
者
で
は
そ
の 

「
発
語
運
動
」
と

自
身
で
聞
こ
え
る
そ
の
音
の
「
聴
覚
」

が
常
に
連
動
す
る
た
め
に
「
内
的
言

語
」
を
「
音
」
と
し
て
感
じ
て
い
る

だ
け
に
過
ぎ
な
い
ら
し
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
仮
説
に
従
う
と
内
的
言
語

の
脳
内
で
の
実
態
は
「
音
声
」
で
は

な
く
運
動
パ
タ
ー
ン
の
シ
ン
ボ
ル
想
起

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
幻
聴
」
と
「
錯
聴
」
と
は　

厳

密
な
意
味
で
異
な
る
が
、
覚
醒
剤
患

者
は
い
ろ
い
ろ
な
「
錯
聴
」
を
経
験

す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
二
つ
の

精
神
病
態
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
似
通
って

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
風
の
音
が
警

察
パ
ト
カ
ー
の
サ
イ
レ
ン
に
聞
こ
え
た

り
、
人
ご
み
の
声
が
自
分
を
指
摘
す

る
叫
び
声
に
聞
こ
え
た
り
す
る
。
覚

醒
剤
を
知
ら
な
い
私
も
過
去
に
2
度

ほ
ど
、「
錯
聴
」
を
体
験
し
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
一つ
は
、
熱
い
お
風
呂
に

入
ろ
う
足
を
い
れ
た
と
き
に
、「
ど
こ

行
っ
て
た
あ
？
」
と
い
う
言
葉
が
リ
ア

ル
に
聞
こ
え
た
と
い
う
体
験
で
あ
る
。

そ
の
前
に
内
的
言
語
で
こ
の
内
容
に

関
連
す
る
よ
う
な
思
考
は
ま
っ
た
く

行
って
い
な
い
。
で
も
、
は
っ
き
り
と
こ

の
言
葉
が
耳
で
聞
こ
え
た
よ
う
な
気

が
す
る
。
聞
こ
え
た
瞬
間
に
あ
た
り

を
見
回
し
た
が
、誰
も
い
な
い
。
た
だ
、

換
気
扇
の
回
る
音
が
す
る
だ
け
で
あ

る
。
ど
う
や
ら
、
換
気
扇
の
う
な
る

音
を
そ
の
よ
う
に
錯
聴
し
た
ら
し
い
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
も
最
近
学
習
し
た
こ
と
で
は

あ
る
が
、
聴
覚
の
音
声
処
理
と
そ
の

認
知
、識
別
は
、多
く
の
他
の
情
報（
視

覚
、
嗅
覚
、
知
覚
、
味
覚
）
や
記
憶

の
補
助
を
得
て
成
り
立
っ
て
い
る
そ
う

で
あ
る
。
強
い
記
憶
情
報
、
強
い
視

覚
情
報
が
あ
る
と
、
聴
覚
の
音
声
情

報
の
認
知
は
ゆ
が
め
ら
れ
て
し
ま
う

そ
う
だ
。
皆
さ
ん
は
「
空
耳
ア
ワ
ー
」

と
い
う
タ
モ
リ
の
テ
レ
ビ
番
組
を
ご
存

知
だ
ろ
う
か
？
（
6
）
海
外
の
ロ
ッ
ク
な

ど
の
洋
楽
の
歌
詞
が
、
メ
ロ
デ
イ
ー
と

ピ
ッ
チ
の
類
似
性
か
ら
日
本
語
の
違
う

意
味
に
聞
こ
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
空
耳
を
文
脈
に
沿
っ
た
コ
ン
ト
ビ
デ

オ
を
見
な
が
ら
、
空
耳
に
な
る
日
本

語
文
字
を
視
覚
的
に
見
せ
ら
れ
る
と
、

ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
の
よ
う
に

し
か
聞
こ
え
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
錯
聴
を
あ
つ
か
う

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
記
憶
に
あ

る
有
名
な
音
楽
メ
ロ
デ
イ
ー
な
ど
は
、

そ
の
半
分
が
1
秒
ご
と
に
ホ
ワ
イ
ト
ノ

イ
ズ
（
全
周
波
数
ノ
イ
ズ
）
で
交
換
マ

ス
ク
（
消
去
）
さ
れ
て
も
、
ほ
ぼ
マ
ス

ク
さ
れ
て
い
な
い
完
全
な
音
楽
を
聴
い

て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。（
7
）

こ
の
場
合
は
、自
身
の
音
楽
メ
ロ
デ
イ
ー

の
記
憶
が
マ
ス
ク
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
ノ

イ
ズ
か
ら
抽
出
し
、
修
復
さ
せ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
音
声
言
語

の
認
識
は
、
こ
れ
ま
で
の
記
憶
、
前
後

の
文
脈
、
視
覚
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
依

存
し
な
が
ら
情
報
処
理
、
補
完
、
修

正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

そ
の
処
理
過
程
は
実
に
繊
細
で
脆
弱

で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
実
に
こ
れ

ら
の
２
つ
の
事
例
は
印
象
的
な
の
で
、

み
な
さ
ん
も
、
是
非
、
実
際
に
体
験

し
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

ヒ
ト
の
脳
は
騒
音
う
ご
め
く
満
員

電
車
の
な
か
で
の
特
定
の
ヒ
ト
の
会
話

を
抽
出
で
き
る
が
、最
先
端
コ
ン
ピュー

タ
ー
で
も
こ
ん
な
離
れ
業
は
で
き
て

い
な
い
。
聴
覚
情
報
は
多
く
の
ノ
イ
ズ

（
風
、
エ
ア
コ
ン
、
雑
踏
）
の
中
か
ら

特
徴
抽
出
を
し
て
、
特
定
の
ヒ
ト
の
声

だ
け
に
ロ
ッ
ク
オ
ン
で
き
る
と
い
う
高

度
な
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヒ
ト
の
聴
覚
機
能

は
実
に
高
性
能
で
あ
る
こ
と
に
驚
か

さ
れ
る
。
こ
の
高
級
な
機
能
は
、
神

経
生
理
学
的
に
5
つ
の
神
経
核
の
情

報
処
理
に
依
存
し
て
い
る
。
耳
の
内

耳
に
は
有
毛
細
胞
と
呼
ば
れ
る
音
を

電
気
信
号
に
変
換
す
る
感
覚
器
が
あ

り
、
周
波
数
ご
と
に
信
号
変
換
さ
れ

た
シ
グ
ナ
ル
は
次
に
近
傍
の
螺
旋
神
経

節
の
細
胞
に
周
波
数
ご
と
に
収
束
し
、

延
髄
に
あ
る
蝸
牛
神
経
核
に
伝
達
さ

れ
る
。
次
に
そ
の一
部
の
繊
維
は
左
右

の
上
オ
リ
ー
ブ
核
、
も
し
く
は
台
形

体
の
神
経
細
胞
を
経
由
し
て
、
中
脳

の
下
丘
、
さ
ら
に
は
視
床
の
内
側
膝

状
体
、
大
脳
皮
質
聴
覚
野
に
伝
達
さ

れ
る
。
オ
リ
ー
ブ
核
以
降
は
左
右
情

報
が
か
な
り
交
差
し
て
い
る
。
大
脳

皮
質
聴
覚
野
に
い
た
る
こ
の
5
段
階

の
神
経
回
路
で
周
波
数
分
析
、
強
度

分
析
、
周
波
数
変
化
分
析
、
O
N

－

O
F
F
信
号
等
の
情
報
デ
コ
ー
デ
イ
ン

グ
と
計
算
が
行
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら

の
全
て
の
情
報
を
大
脳
皮
質
聴
覚
野

で
総
合
的
に
パ
タ
ー
ン
分
析
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
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の
聴
覚
系
に
は
遠
心
性
の
神
経
が
オ

リ
ー
ブ
核
か
ら
逆
方
向
に
螺
旋
神
経

節
（
内
耳
）
に
伸
び
て
い
て
、
耳
で
の

1
次
音
情
報
処
理
を
中
枢
で
調
節

し
て
い
る
回
路
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ

る
。
は
た
し
て
こ
の
遠
心
性
回
路
が

異
常
な
シ
グ
ナ
ル
を
内
耳
に
送
っ
た
ら

ど
ん
な
こ
と
が
お
き
る
の
だ
ろ
う
？

　

耳
で
音
が
聞
こ
え
な
く
て
、
普
段
、

手
話
で
視
覚
的
に
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
し
て
い
る
聴
覚
障
害
者
は
、
統
合

失
調
症
に
か
か
る
と
「
手
話
の
幻
視
」

が
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と

も
通
常
の
統
合
失
調
症
患
者
の
よ
う
に

「
音
の
幻
聴
」
が
聞
こ
え
る
の
で
あ
ろ

う
か
？　

A
tkinson

博
士
ら
は
、
統

合
失
調
症
の
聴
覚
障
害
者
約
30
人
に

手
話
翻
訳
者
を
介
し
て
、
ど
ん
な
幻

覚
を
感
じ
て
い
る
か
調
査
を
行
っ
て
い

る
。（
8
）
そ
れ
に
よ
る
と
、
手
話
を
常

用
し
て
い
る
聴
覚
障
害
者
で
も
、
補

聴
器
で
音
を
聞
い
た
経
験
の
あ
る
ヒ

ト
ま
た
は
、
後
天
的
に
難
聴
に
な
っ
た

ヒ
ト
は
、「
音
」
の
幻
覚
を
体
感
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
追

試
研
究
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。（
9
）
も

ち
ろ
ん
、
聴
覚
障
害
者
が
想
像
す
る

「
音
」
の
定
義
と
解
釈
に
は
慎
重
を

要
す
る
か
も
し
れ
な
い
。（
10
）
し
か
し
、

被
験
者
の
聴
覚
障
害
者
の
中
に
は
片

側
（
耳
？
）
か
ら
の
「
音
」
の
幻
覚

が
感
知
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
オ

リ
ー
ブ
核
周
辺
の
出
血
・
障
害
で
も
こ

の
よ
う
な
幻
聴
が
再
現
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
い

わ
ゆ
る
「
幻
聴
」
は
よ
り
聴
覚
器
官

や
末
梢
側
の
脳
部
位
（
中
脳
、
延
髄
）

で
も
形
成
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
（
11
・
12
）
ま
た
、こ
の
事
実
は
、「
幻

聴
」
が
先
に
議
論
し
た
内
的
言
語
に

由
来
し
な
い
こ
と
も
示
唆
す
る
。
し

か
し
、
統
合
失
調
症
の
「
幻
聴
」
の

多
く
は
被
害
妄
想
的
（
情
動
的
）
で

あ
る
の
で
、
単
純
に
末
梢
側
の
聴
覚

機
能
異
常
だ
け
で
は
説
明
が
難
し
い

の
も
事
実
で
あ
る
。

　

螺
旋
神
経
の
病
的
刺
激
を
「
耳
鳴

り
」
と
し
て
、「
ま
ぼ
ろ
し
の
音
」
を

聞
く
こ
と
は
我
々
で
も
よ
く
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
末
梢
性
の
聴

覚
障
害
に
よ
っ
て
、「
文
脈
が
あ
る
耳

鳴
り
？
」
つ
ま
り
「
幻
聴
」
が
形
成

さ
れ
う
る
か
は
、
そ
の
成
否
を
含
め

て
今
後
の
研
究
を
待
つ
必
要
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
し
か
す
る
と
、

統
合
失
調
症
に
代
表
さ
れ
る
文
脈
の

あ
る
「
幻
聴
」
が
、
耳
鼻
科
の
疾
患

に
な
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
「
幻

聴
」
は
カ
ラ
ス
で
も
聞
い
て
い
る
可
能

性
は
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
「
幻
聴
」

の
脳
科
学
に
は
「
胃
が
ん
の
原
因
は
ピ

ロ
リ
菌
の
感
染
症
で
あ
る
。」
と
い
う

よ
う
な
「
落
ち
」
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
で
も
統
合
失
調
症
の
研
究
に
こ

の
よ
う
な
「
落
ち
」
を
求
め
る
の
は
、

大
阪
人
た
る
筆
者
の
悪
い
癖
か
も
し

れ
な
い
。

いつも会いたい！
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