
哲

学

究

第
四
百
八
十
六
号

第
四
十
二
巻

第
　
四
　
冊

い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
を
め
ぐ
っ

i
l
方
　
法
　
論
　
的

で
試
考
i

柿

崎

祐

一

　
B
常
的
に
錯
視
と
か
錯
覚
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
分
類
し
た
り
例
を
あ
げ
た
り
す
る
こ
と
は
、
一
応
は
興
味

の
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
明
快
に
分
類
し
て
定
義
を
与
え
る

と
い
う
こ
と
も
、
実
は
必
ず
し
も
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
知
覚
は
、
あ
る
意
味
で
は
す
べ
て
錯
覚
で
あ
り
、
ま
た
他
の
意
味
で
は
す

べ
て
そ
れ
な
り
に
真
実
の
知
覚
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
稿
の
目
的
は
、
錯
視
と
よ
ば
れ
る
事
実
そ
れ
自
身

に
つ
い
て
論
議
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
錯
視
の
問
題
を
ば
単
に
一
つ
の
手
掛
り
な
い
し
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
実

験
心
理
学
、
特
に
知
覚
の
機
能
に
関
す
る
実
験
心
理
学
的
な
研
究
に
お
け
る
冥
護
の
方
法
論
的
な
賢
能
に
つ
い
て
、
い
く
ば
く
か
の
考
察

を
試
み
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
ち
な
み
に
、
本
稿
は
去
る
三
十
七
年
十
一
月
三
日
京
都
哲
学
会
で
の
講
演
内
容
を
若
干
の
点
で
修
正
・
敷
衛
し
た
も
の
で
あ
る
。
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定
義

　
は
じ
め
に
、
こ
れ
か
ら
使
う
用
語
法
そ
の
他
に
つ
い
て
、
一
応
の
定
義
或
は
約
束
を
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
以
下
の
論
考
で
は
、
「
も

の
ご
と
を
晃
る
」
と
い
う
視
知
覚
の
場
含
を
基
本
的
に
と
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。

　
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
単
純
な
そ
の
代
り
一
般
的
な
図
式
或
は
モ
デ
ル
と
し
て
、
図
1
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
（
o
ぼ
①
9
）
と
は
い
わ
ゆ
る
物
理
的
な
操
作
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
事
物
或
は
そ
の

L騨

q
蕊
：
一
興
籔
欝
麺
ポ
蟷
鞭
齢
議
難
論
饗
鴛

　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
の
人
（
被
験
者
、
観
察
者
、
知
覚
者
）
の
感
性
面
（
こ
こ
で
は
網
膜
面
）
に
成
立
し
て
い
る

　
　
　
　
j
L
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　　　　↓

ecology

O一

　　　　↑
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図1　知覚機能の図式

。
ど
①
2
（
前
の
鳥
穿
話
○
ぴ
寄
9
に
対
す
る
蜜
。
魏
ぎ
巴
0
9
①
9
）
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
網
膜
像

或
は
そ
の
特
定
の
次
元
（
の
関
係
の
型
）
を
い
う
。
0
1
S
の
関
係
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て

は
物
理
的
空
理
に
お
け
る
物
理
的
関
係
で
あ
る
が
、
人
と
そ
の
環
境
と
の
行
動
的
関
係
と
い

う
見
地
よ
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
種
目
Φ
8
ざ
α
q
楓
的
関
係
（
b
ご
税
§
ω
≦
葎
の
用
語
を
借
り
る
）

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
心
理
学
の
体
系
の
中
に
入
っ
て
く
る
。

　
S
は
人
の
内
部
に
な
ん
ら
か
の
過
程
或
は
反
応
を
ひ
き
起
こ
す
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
一
応
常
識
的
に
考
え
て
、
そ
れ
は
ま
ず
な
ん
ら
か
の
感
覚
的
反
応
s
（
ω
㊦
コ
ω
鎖
ゴ
O
賢
）
を
ひ

き
起
こ
し
、
そ
れ
を
い
わ
ば
素
材
と
し
て
、
或
は
、
そ
う
い
っ
て
悪
け
れ
ば
、
そ
れ
を
条
件

と
し
て
、
特
定
の
知
覚
P
（
℃
角
。
①
讐
）
が
成
立
す
る
。
P
と
は
例
え
ば
私
が
今
見
て
い
る
こ



　
　
の
紙
の
こ
の
色
、
こ
の
形
な
ど
の
現
象
的
事
実
を
さ
す
。
s
－
P
の
過
程
を
仮
り
に
感
覚
・
知
覚
的
過
程
、
或
は
単
に
感
覚
的
過
程
（
或

　
　
は
反
応
）
と
呼
ん
で
お
く
。

　
　
　
し
か
し
、
具
体
的
な
知
覚
な
い
し
認
知
は
単
な
る
p
（
単
に
色
や
形
の
見
え
）
で
は
な
い
。
こ
の
色
は
「
白
」
で
あ
り
こ
の
形
は
「
四
角
」

　
　
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
既
に
な
ん
ら
か
の
形
で
の
言
語
的
・
概
念
的
な
分
類
或
は
符
霊
化
の
原
理
が
働
い
て
い
る
。
そ
こ
に
始
め
て
「
こ
れ

　
　
は
な
に
な
に
で
あ
る
」
と
い
う
一
つ
の
箕
○
℃
o
。
・
三
〇
昌
と
し
て
の
、
或
は
い
わ
ゆ
る
知
覚
的
仮
説
の
定
立
と
し
て
の
知
覚
的
・
認
知
的
反

　
　
応
が
所
与
の
O
に
対
し
て
成
立
す
る
。
S
或
は
s
は
こ
の
よ
う
な
反
応
へ
の
手
掛
り
（
O
霞
②
）
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
一
と
は
こ
の
よ
う
な

　
　
分
類
・
符
号
化
或
は
範
疇
化
（
＄
8
σ
q
o
比
塁
臨
8
）
の
過
程
な
い
し
機
能
を
意
味
す
る
。

　
　
　
j
は
更
に
、
そ
の
際
の
状
況
の
含
む
課
題
性
に
応
じ
て
、
0
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
手
段
的
・
道
具
的
反
応
R
と
し
て
表
出
さ
れ
る
。

　
　
実
験
的
状
況
に
お
い
て
は
、
R
は
s
i
P
ー
ー
の
過
程
の
特
牲
を
実
験
者
に
伝
達
す
る
指
示
反
応
（
口
唇
。
黛
。
口
器
磐
○
霧
¢
）
と
し
て
の

　
　
役
割
を
与
え
ら
れ
る
。

　
　
　
な
お
、
無
実
の
認
知
的
行
動
は
必
ず
し
も
図
の
よ
う
な
一
方
向
的
な
過
程
の
連
鎖
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
R
が
」
を
変
容
し
そ
れ

　
　
が
ま
た
P
や
s
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
よ
う
な
逆
方
向
の
過
程
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
現
実
は
そ
の
よ
う
な
交
互
作
用

　
　
（
言
8
鑓
。
訟
9
ρ
）
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
例
え
ば
H
露
Φ
冴
。
⇒
ら
が
窪
p
。
房
聾
〇
二
〇
⇔
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
な
動
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
わ
れ
わ
れ
の
意
図
も
実
は
そ
の
よ
う
な
事
情
に
ふ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
前
記
の
図
式
の
示
す

　
　
円
環
的
な
過
程
が
そ
の
よ
う
な
事
情
を
も
表
現
し
う
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
以
上
い
た
ず
ら
に
叙
述
を
複
雑
に
す
る
こ
と
は
や
め
て
お
き

　
　
た
い
。
さ
ら
に
、
図
式
に
は
全
く
略
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
種
々
の
別
な
系
と
の
関
係
も
当
然
問
題
に
な
る
が
、
操
作
的
に
は
こ
れ
ら
も
全

　
　
て
一
の
機
能
に
代
表
さ
れ
る
と
考
え
て
お
く
。

　
　
　
以
上
は
全
く
こ
こ
だ
け
の
用
語
の
約
束
と
そ
れ
に
よ
る
仮
り
の
図
式
化
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
重
ね
て
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

碑
一
応
．
あ
よ
、
つ
な
図
式
を
考
察
の
足
掛
り
と
し
た
上
で
、
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
み
さ
つ
。

2
、　

　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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錯
視
と
恒
常
視

　
例
え
ば
図
2
の
よ
う
な
図
形
を
眼
前
一
定
の
距
離
に
前
額
平
行
に
お
く
。
こ
の
0
に
対
し
て
一
定
の
S
が
成
立
す
る
が
、
こ
の
場
合
、

例
え
ば
長
さ
の
次
元
に
つ
い
て
、
O
の
型
（
℃
簿
8
筥
）
と
S
の
型
と
は
、
少
な
く
と
も
近
似
的
に
は
、
同
じ
或
は
相
似
的
だ
と
い
っ
て
よ

い
。
そ
の
意
味
で
S
は
0
を
模
写
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
認
知
的
反
応
（
」
な
い
し
R
）
に
お
い
て
は
、
0
従
っ
て

S
と
は
異
な
る
型
が
成
立
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
方
が
物
理
的
型
、
他
方
が
現
象
的
型
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
異
岡

を
直
接
的
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
長
さ
の
関
係
に
つ
い
て
指
示
す
る
と
い
う
操
作
の
型
が
、
S
に
つ
い
て
と
R

に
つ
い
て
と
で
異
な
る
と
い
う
こ
と
、
或
は
、
左
右
の
長
さ
に
つ
い
て
「
み
か
け
上
等
し
い
』
と
い
う
R
を
成
立
さ
せ
る
S
の
型
と
「
物

理
的
に
等
し
い
」
と
い
う
R
を
成
立
さ
せ
る
S
の
型
と
が
同
一
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
特
定
の
条
件
（
係
え
ぱ
鋏
線
）
の
あ
る
場
合
と
な

い
場
合
と
で
、
　
「
等
し
い
」
と
い
う
R
を
成
立
さ
せ
る
べ
き
S
の
型
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
古
く
か
ら
幾
何
光
学
的
錯
視
と
呼
ば
れ
て
現
荘
で
も
多
く
の
テ
キ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
種
々
の
事
実
は
、
右
の
よ
う
な
場
合
、
つ

ま
り
多
少
比
喩
的
に
い
え
ば
、
網
膜
像
S
は
事
物
O
を
正
し
く
模
写
し
て
い
る
の
に
、
知
覚
が
事
物
の
真
実
と
合
致
し
な
い
よ
う
な
場
含
、

従
っ
て
ま
た
、
前
述
の
よ
う
な
意
味
で
の
o
o
o
ざ
σ
q
蜜
を
問
題
の
枠
内
に
含
ま
な
い
よ
う
な
場
合
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
錯
視
に
対
し
て
、
次
に
は
し
ば
し
ば
知
覚
の
慣
常
性
或
は
恒
常
現
象
と
呼
ば
れ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
。
い
ま
、
例
え
ば
図
2
を
こ
の
ま
ま
眼
前
一
米
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
晃
る
。
全
体
と
し
て
認
る
大
き
さ
に
見
え
る
。
こ
れ
を
二
米
の

と
こ
ろ
ま
で
遠
ざ
け
る
。
或
は
私
が
そ
れ
だ
け
遠
ざ
か
る
。
こ
の
と
き
、
0
の
物
理
的
大
き
さ
は
変
ら
な
い
が
、
S
の
大
き
さ
は
お
よ
そ

半
分
に
な
る
。
し
か
し
0
の
み
え
の
大
き
さ
は
そ
ん
な
に
変
化
し
な
い
で
、
比
較
的
恒
常
的
に
保
た
れ
る
。

　
こ
の
場
合
、
O
と
S
と
の
関
係
は
一
義
的
で
は
な
く
、
そ
こ
に
前
述
の
①
8
δ
α
q
図
の
問
題
が
含
ま
れ
て
く
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
S
は
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図2 M甜er・Lyerの錨視

る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、

在
ま
で
の
と
こ
ろ
、

通
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
、

研
究
と
し
て
は
十
分
に
具
体
化
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
え
る
。

ま
ま
に
伝
え
な
い
と
い
う
事
実
）

い
る
と
い
う
箏
実
）

　
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
る
と
、

と
恒
常
視
と
の
両
事
態
に
共
通
な
の
は
S
と
R
と
が
同
型
的
で
な
い
と
い
う
関
係

に
含
ま
れ
る
必
然
的
な
歪
み
で
あ
っ
て
、

S
．
R
関
係
砥
s
・
P
関
係
を
指
示
し
て
い
る
の
で
、

　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

O
の
単
純
な
模
写
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
O
の
性
質
を
忠
実
に
伝
え
て
は
い
な
い
。
し
か
る
に
人
は
そ
の

よ
う
な
S
を
文
字
通
り
0
9
と
し
て
、
S
な
い
し
s
と
は
異
な
っ
た
型
の
P
を
構
成
し
、
そ
れ
に
基
い
て
0
に
対
し

て
認
知
的
に
器
9
9
す
る
。
か
か
る
H
＄
o
鋤
○
鐸
が
O
の
性
質
な
い
し
O
と
そ
の
入
と
の
行
動
的
・
機
能
的
関
係
の

性
質
に
つ
い
て
く
㊤
臣
で
あ
り
く
費
達
搾
巴
で
あ
る
と
い
う
の
が
恒
常
視
の
事
実
で
あ
る
。
別
な
表
現
を
す
れ
ば
、

こ
の
場
合
、
O
と
S
と
の
関
係
は
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
の
場
合
の
よ
う
に
同
型
的
で
は
な
く
、
S
の
い
く
っ
か
の

特
定
の
型
が
0
の
型
と
そ
れ
ぞ
れ
確
率
的
に
対
応
し
（
し
か
も
、
か
か
る
確
率
が
0
と
人
と
の
生
態
学
的
関
係
に
依

存
し
）
、
　
し
か
も
か
か
る
S
の
い
く
つ
か
の
型
が
等
心
的
に
す
べ
て
同
一
の
R
に
結
び
つ
き
（
切
毎
嵩
ω
乏
涛
の
レ
ン

ズ
・
モ
デ
ル
）
、
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
R
が
0
と
周
型
的
な
対
応
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
間
質
と
恒
常
視
の
問
題
と
は
、
同
じ
く
知
覚
に
関
す

　
　
非
常
に
違
っ
た
機
能
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
実
際
、
実
験
心
理
学
的
な
研
究
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
現

こ
れ
ら
が
あ
た
か
も
別
個
の
問
題
領
域
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
共

　
　
　
共
通
の
方
法
論
に
よ
っ
て
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
理
論
と
し
て
は
と
も
か
く
、
実
際
の
実
験
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
事
実
（
つ
ま
り
知
覚
は
O
の
真
実
を
そ
の

　
　
　
　
　
と
恒
常
視
の
事
実
（
つ
ま
り
知
覚
の
し
く
み
は
O
の
真
実
に
よ
く
合
う
よ
う
に
下
々
に
う
ま
く
で
き
て

と
を
、
閾
題
と
し
て
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
、
共
通
の
方
法
論
と
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
れ
ば
よ
い
の
か
。

　
　
　
　
例
え
ば
次
の
よ
う
に
問
題
を
整
理
す
れ
ば
、
事
情
は
簡
単
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
錯
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
十
菊
）
で
あ
る
が
、
錯
視
と
は
こ
の
S
・
R
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
R
が
0
に
適
合
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
携
の
閥
題
で
あ
る
。
し
か
も
「
心
理
学
的
」
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
錯
視
的
効
果
は
s
・
p
関
係
に
常
に
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軍
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沁
2
　
る
関
係
を
含
み
そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
、
更
に
P
が
O
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
が
問
題
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
単
な
る
s
・
P

　
　
関
係
（
感
性
的
体
制
）
よ
り
は
高
次
の
行
動
的
な
機
能
と
の
関
連
の
下
に
と
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
…
…
、
と
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ

　
　
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
錯
視
は
恒
常
性
の
成
立
つ
と
否
と
を
間
わ
ず
感
覚
的
過
程
に
内
焦
す
る
必
然
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
感
覚
の

　
　
法
則
と
し
て
独
自
の
方
法
で
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
恒
常
性
を
含
ん
だ
知
覚
な
い
し
認
知
の
法
則
は
そ
れ
よ
り
高
次
の
法
則
と
し
て

　
　
の
甥
の
立
場
か
ら
追
求
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
近
年
の
心
理
学
者
・
知
覚
実
験
家
の
多
く
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に

　
　
尤
も
ら
し
い
考
え
方
で
あ
る
し
、
始
め
に
示
し
た
図
式
も
、
そ
の
ま
ま
で
な
ん
ら
の
注
釈
を
も
加
え
な
け
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
見
か
た

　
　
に
基
い
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
問
題
を
区
分
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
果
し
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
も
つ

　
　
と
別
な
見
か
た
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
錯
視
を
感
覚
的
過
程
と
限
定
し
な
い
で
、
も
っ
と
広
い
問
題
の
枠
の
中
で
統
一
的
に
扱
う
方
が
、
か

　
　
え
っ
て
感
覚
的
過
程
そ
の
も
の
の
特
性
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
そ
う
い
う
事
情
に
つ
い
て
、
以
下
多
少
の
考
察
を
試
み
た
い
。

感
覚
説
と
判
断
説

　
こ
こ
に
一
つ
の
例
と
し
て
、
同
心
円
の
錯
視
と
呼
ば
れ
る
現
象
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
図
3
の
両
図
形
を
見
く
ら
べ
る
と
、
同
心
円
の

内
円
の
方
が
同
じ
直
径
の
単
独
円
よ
り
は
大
き
く
見
え
る
。
そ
の
意
味
で
内
円
が
過
大
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
錯
視
に
つ
い
て
、

実
験
心
理
学
的
に
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
や
り
口
で
「
錯
視
量
」
が
測
定
さ
れ
る
。

　
一
つ
の
同
心
門
図
形
（
標
準
刺
激
N
）
に
対
し
て
直
径
の
い
ろ
い
ろ
変
化
す
る
単
独
円
を
比
較
刺
激
或
は
変
化
刺
激
V
と
し
て
用
い
、



271

図3　二心円錯視

％

被
験
者
を
し
て
N
の
内
義
と
み
か
け
上
同
じ
大
き
さ
に
見
え
る
V
の
大
き
さ
を
発
見
さ
せ
る
。
或
は
、
N
の
内

隠
と
V
と
が
等
し
い
と
被
験
者
が
判
断
す
る
よ
う
な
V
の
大
き
さ
（
主
観
的
等
上
値
勺
ω
や
弓
）
を
求
め
る
。
こ

の
℃
ω
国
を
決
定
す
る
手
続
き
お
よ
び
そ
の
根
底
に
あ
る
理
論
的
モ
デ
ル
（
い
わ
ゆ
る
精
神
物
理
的
測
定
法
）

に
適
ま
た
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
も
結
局
は
そ

れ
に
根
ざ
す
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
直
接
に
は
触
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
右
の

よ
う
に
し
て
求
め
ら
れ
た
V
の
値
を
℃
ω
国
（
①
×
や
）
と
し
て
お
く
。

　
他
方
、
N
の
外
耳
を
除
い
た
単
独
円
の
み
を
N
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
同
様
に
V
と
比
較
し
て
℃
ω
国
を
求

め
る
。
こ
れ
を
℃
ω
岡
（
O
O
魏
貯
）
と
し
て
お
く
。
も
し
℃
ω
司
（
㊦
×
や
）
と
℃
ω
国
（
8
b
こ
と
の
差
が
零
で
な
い
こ
と

が
統
計
的
に
証
明
さ
れ
た
な
ら
ば
、
外
円
の
存
荘
に
よ
っ
て
内
業
の
み
え
の
大
き
さ
に
錯
視
が
生
じ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
団
円
①
O
導
感
心
円
り
G
。
ヨ
ヨ
の
同
心
円
に
つ
い
て
℃
ω
閃
（
o
×
や
）
銭

　
　
　
　
　
一

薦
le　55　100
　　［勺　・ケト円『贅…F酷／ドヨ拶！至‘〔重三

　
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

　
1

相
対
変
位
最

　
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

　　　図4　同心円錯視の特性

一小笠原（1952）の結梁を簡略化して示した

①
②
ω
㊤
語
ヨ
悌
℃
の
め
（
o
O
箕
．
）
蟻
O
c
Q
．
○
。
㊤
ヨ
ヨ
の
よ
う
な
値
が
平
均
値
と
し
て
得
ら
れ
る
（
小

笠
原
、
一
九
五
二
）
。
こ
の
差
刈
・
8
B
ヨ
は
錯
視
量
を
示
す
指
標
と
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
同
じ
内
円
に
つ
い
て
、
外
耳
の
臨
径
を
種
々
に
変
化
し
て
岡
様
の
測
定
を
行
な
い
、

そ
れ
ぞ
れ
前
述
と
岡
じ
意
味
で
の
錯
視
量
を
求
め
る
。
そ
う
し
て
か
か
る
錯
視
量
と
内
・
外

円
の
直
径
比
と
の
関
係
を
求
め
る
と
函
4
の
よ
う
な
グ
ラ
フ
が
得
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で

は
錯
視
量
の
内
儀
直
径
に
対
す
る
比
率
を
縦
軸
に
と
っ
て
あ
る
。
こ
れ
か
ら
す
ぐ
に
わ
か
る

こ
と
は
、
錯
視
量
（
或
は
内
円
の
輪
廓
線
の
外
側
へ
の
変
位
量
）
が
内
・
外
円
の
直
径
比
に

よ
っ
て
変
り
、
比
が
大
体
2
㎜
3
の
と
き
に
変
位
量
が
最
大
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
比
が
極
め
て
大
き
い
と
き
は
逆
に
内
円
の
過
小
視
が
起
こ
る
こ
と
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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ま
た
さ
ら
に
同
じ
や
り
口
で
外
円
に
つ
い
て
の
錯
視
量
を
測
定
す
る
と
、
外
題
の
過
小
視
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、

　
　
や
は
り
内
・
外
円
の
直
径
此
が
2
す
の
と
き
に
過
小
視
量
が
最
大
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
、
長
円
の
輪
廓
線
の
外
側
へ
の
変
位
と
外
円
の

　
　
そ
れ
の
内
側
へ
の
変
位
と
が
、
そ
の
よ
う
な
条
件
の
と
き
に
最
大
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
（
以
上
の
資
料
は
す
べ
て
小
笠
原
に
よ
る
）
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
否
定
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
ら

　
　
問
題
が
出
て
く
る
。

　
　
　
前
に
述
べ
た
よ
う
な
、
錯
視
と
は
結
局
感
覚
的
過
程
（
前
の
図
式
に
よ
れ
ば
s
－
p
過
程
）
に
内
在
す
る
必
然
的
な
傾
向
に
基
く
も
の

　
　
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
こ
れ
を
こ
こ
で
は
便
宣
上
「
感
覚
説
」
と
呼
ん
で
お
く
）
に
従
え
ば
、
問
題
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。

　
　
　
図
4
の
事
実
は
、
二
．
っ
の
円
の
輪
廓
線
が
現
象
的
空
間
に
お
い
て
梢
互
に
引
き
合
う
よ
う
な
変
位
を
生
じ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
か
か
る

　
　
相
互
牽
引
が
直
径
比
旦
3
の
と
き
に
最
大
に
な
る
よ
う
な
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
述
の
s
－
P
過

　
　
程
に
お
い
て
、
内
隠
の
輪
廓
に
心
当
す
る
過
程
と
外
書
の
そ
れ
と
の
閣
に
な
ん
ら
か
の
力
が
働
き
合
う
こ
と
、
或
は
そ
の
よ
う
な
カ
の
作

　
　
慶
す
る
媒
体
と
し
て
の
「
場
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
或
は
、
か
か
る
過
程
縮
互
の
間
に
秘
湯
の
「
誘
導
」
な
い
し
「
感
応
し

　
　
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
網
膜
層
か
ら
皮
質
の
視
覚
領
ま
で
を
含
む
視
覚
系
と
い
う
感
覚
系
の
全
体
ま

　
　
た
は
そ
の
ど
こ
か
の
水
準
に
お
い
て
生
じ
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
心
理
・
生
理
的
過
程
に
固
有
の
必
然
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
「
土

　
　
地
固
有
的
（
錯
段
o
o
げ
聾
。
昌
○
鶴
ω
）
」
に
、
こ
の
よ
う
な
錯
視
効
果
が
現
象
的
事
実
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
感
応
効
果
な
い
し
場
の
特
性
は
も
っ
と
基
本
的
に
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
や
り
口
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
微
細
に
追
求
さ
れ

　
　
る
。

　
　
　
図
5
の
よ
う
に
、
視
野
内
の
一
点
T
の
上
下
に
か
な
り
離
れ
た
所
に
、
二
点
t
ゼ
を
お
き
、
t
ゼ
は
同
時
に
左
右
に
微
動
し
、
そ
の
位

　
　
置
は
別
に
設
け
た
霞
盛
で
読
み
と
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
被
験
者
に
こ
れ
ら
の
三
点
が
み
か
け
上
同
一
鉛
直
線
上
に
あ
る
か
ど
う
か
を

　
　
判
断
さ
せ
、
そ
の
よ
う
に
見
え
た
と
き
の
t
ゼ
の
位
置
を
求
め
る
。
次
に
、
1
の
よ
う
な
図
形
を
呈
示
し
て
、
同
様
に
三
点
が
み
か
け
上
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図5　変位の測定

は
一
か
ら
十
分
離
れ
て
い
る
の
で
至
か
ら
そ
れ
ら
へ
の
効
果
は
無
視
で
き
る
し
、

効
果
も
無
視
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
右
の
結
果
は
T
を
ひ
き
つ
け
る
よ
う
な
方
向
を
も
っ
た
一
の
誘
導
効
果
を
証
明
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
同
様
の
測
定
を
一
の
周
囲
の
種
々
の
位
置
に
つ
い
て
試
み
る
と
、
ど
の
位
置
で
も
王
に
向
う
変
位
効
果
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
そ

の
変
位
量
が
一
を
と
り
か
こ
む
場
所
な
い
し
位
置
の
函
数
と
し
て
一
定
の
法
則
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
一

本
の
棒
磁
石
1
の
周
囲
の
磁
力
の
場
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
玉
傷
を
養
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
が
わ
れ
わ
れ
の
視

覚
と
い
う
感
性
の
場
の
固
有
の
特
性
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
幾
何
光
学
的
錯
視
は
、
特
定
の
刺
激
型
S
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

特
定
の
図
形
過
程
が
視
覚
系
に
生
じ
た
と
き
に
、
そ
こ
に
形
威
さ
れ
る
右
の
よ
う
な
場
の
特
性
に
基
い
て
生
じ
る
結
果
な
の
で
あ
る
（
参

考
！
横
瀬
、
小
保
内
）
。

　
こ
の
種
の
「
感
覚
説
」
は
、
も
ち
ろ
ん
学
者
に
よ
っ
て
立
論
の
し
か
た
に
か
な
り
の
栢
違
は
あ
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
今
日
ま
で
に

非
常
な
成
功
を
お
さ
め
大
き
な
寄
与
を
し
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
い
ま
あ
げ
た
よ
う
な
実
験
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
全
く
違

っ
た
見
地
か
ら
捉
え
て
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
口
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
錯
視
の
事
実
を
「
感
覚
系
に
固
有
の
特

性
」
と
し
て
捉
え
な
い
で
、
よ
り
高
次
の
系
な
い
し
過
程
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
前
の
感
覚
説
に
対
し
て
か
り
に
「
判
断
説
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
な
ぜ
特
に
覇
断
説
と
呼
ぶ
か
は
後
に
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
で

　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
九

一
線
に
な
ら
ん
で
晃
え
る
よ
う
な
亡
ゼ
の
位
置
を
求
め
る
。
第
一
の
位

置
の
値
は
前
述
の
勺
ω
国
（
o
o
暮
●
）
に
相
当
し
第
二
の
値
は
℃
ω
国
（
o
×
℃
．
）

に
相
当
す
る
。
も
し
こ
の
二
つ
の
値
の
差
が
零
以
外
の
例
え
ば
負
の
値

を
示
す
な
ら
ば
、
T
の
み
え
の
位
置
は
そ
れ
に
相
当
す
る
だ
け
一
に
近

い
方
に
変
位
を
生
じ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
t
が

　
　
　
　
　
　
一
に
比
べ
て
T
は
非
常
に
小
さ
い
か
ら
T
か
ら
一
へ
の
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あ
ろ
う
。

　
例
え
ば
、
前
の
同
心
円
錯
視
の
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
は
二
つ
の
輪
廓
線
の
そ
れ
ぞ
れ
の

み
え
の
位
置
の
変
位
で
は
な
く
、
一
つ
の
円
環
な
い
し
ド
ー
ナ
ツ
形
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
一
腰
と
し
て
ま
と
ま
ろ
う
と
す
る
慧
敏
的
効

果
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
図
形
を
二
つ
の
円
と
し
て
で
は
な
く
一
つ
の
ド
ー
ナ
ツ
と
し
て
知
覚
す
る
。
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

4
の
よ
う
な
結
果
は
、
ド
ー
ナ
ツ
と
し
て
見
る
と
い
う
知
覚
体
制
が
、
刺
激
型
に
お
け
る
直
径
比
2
…
3
の
と
こ
ろ
で
最
も
安
定
的
に
成
立

し
や
す
い
こ
と
、
そ
う
い
う
条
件
か
ら
へ
だ
た
る
に
つ
れ
て
こ
の
よ
う
な
知
覚
体
言
が
不
安
定
に
な
り
図
形
が
一
者
と
し
て
収
歓
し
に
く

く
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
こ
の
解
釈
は
盛
永
や
小
笠
原
の
所
説
を
参
考
に
し
て
い
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
ド
ー
ナ
ツ
と
し
て
見
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
感
覚
系
固
膚
の
機
能
と
は
考
え
難
く
、
よ
り
高

次
の
分
類
や
符
弩
化
の
過
程
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
感
覚
系
に
も
す
で
に
分
類
の
機
能
は
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

こ
こ
で
問
題
に
な
る
よ
う
な
「
…
…
と
し
て
見
る
」
と
か
「
…
…
は
…
…
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
の
こ
と
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
図
5
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
な
、
点
の
位
置
の
み
え
の
変
位
の
例
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

一
般
に
t
T
ゼ
が
一
直
線
上
に
な
ら
ん
で
見
え
る
よ
う
な
t
ゼ
の
位
置
と
し
て
求
め
ら
れ
る
測
定
値
は
、
実
は
、
　
コ
直
線
上
」
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
被
験
者
の
判
断
の
規
準
に
関
係
す
る
。
問
題
は
視
空
間
に
お
け
る
一
直
線
と
い
う
概
念
的
な
も
の
と
み
え
の
性
質
と
に

関
す
る
覇
断
の
規
準
な
い
し
棒
組
に
関
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
T
の
変
位
と
し
て
測
ら
れ
る
の
は
、
王
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

こ
の
よ
う
な
枠
組
が
変
化
し
た
結
果
な
の
で
あ
っ
て
、
感
覚
系
の
内
部
に
お
け
る
図
形
過
程
の
引
き
合
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
よ
る
の

で
は
な
い
。

　
い
わ
ゆ
る
錯
視
に
つ
い
て
、
今
日
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
た
多
く
の
学
説
は
、
実
際
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
に
感
覚
説
と
判
断
説
と
い
う

よ
う
に
は
っ
き
り
分
け
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
種
々
の
説
の
或
側
薦
を
こ
と
さ
ら
強
調

し
て
、
　
一
応
こ
の
よ
う
に
分
類
し
た
の
で
あ
る
。



　
　
　
こ
れ
ら
の
二
つ
の
見
地
の
何
れ
を
と
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
何
と
も
い
え
な
い
。
む
し
ろ
聞
題
は
、
ど
ち
ら
が
正
し
い

　
　
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
二
つ
の
可
能
性
を
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
立
場
に
お
い
て
統
合
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
そ
の
た
め
に
は
、
始
め
の
よ
う
な
デ
ー
タ
の
得
ら
れ
た
実
験
の
状
況
そ
の
も
の
、
ま
た
そ
の
意
味
に
お
い
て
所
与
の
デ
ー
タ
そ
れ
自
身

　
　
の
構
造
に
再
び
立
ち
も
ど
っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
あ
の
場
合
、
実
験
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
手
許
に
直
接
得
ら
れ
る
資
料
は
、
同
心
円
の
内
円
（
N
）
と
比
較
円
（
V
）
と
を
被
験
者

　
　
が
見
く
ら
べ
て
、
後
者
が
前
者
よ
り
大
か
小
か
或
は
等
（
疑
）
か
の
三
つ
の
尊
詠
に
従
っ
て
判
断
し
た
結
果
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
い

　
　
え
ば
、
実
験
者
が
図
3
の
よ
う
な
も
の
を
被
験
者
に
示
し
て
、
「
大
・
小
又
は
等
（
疑
）
を
答
え
よ
」
と
い
う
雷
語
的
教
示
（
課
題
）
を
与

　
　
え
た
と
き
に
、
そ
の
被
験
者
が
行
な
っ
た
と
こ
ろ
の
三
種
の
書
語
反
応
の
度
数
分
布
と
V
の
直
径
の
物
理
的
値
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
か
ら
、
例
え
ば
「
等
し
い
」
と
い
う
反
応
が
最
も
し
ば
し
ば
起
こ
ち
ょ
う
な
▽
の
値
の
平
均
値
と
し
て
い
わ
ゆ
る
主
観
的
等
価
値
℃
ω
国

　
　
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
そ
う
い
う
値
を
勺
ω
国
と
定
義
し
、
そ
う
し
て
更
に
前
述
の
感
覚
説
の
よ
う
な
推
論
を
す
る
こ
と
の
背
後
に
は
次
の
よ
う
な

　
　
い
く
つ
か
の
仮
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
ω
　
被
験
者
の
例
え
ば
「
大
き
い
」
と
い
う
言
語
報
告
（
R
）
は
被
験
者
の
内
部
に
お
い
て
所
与
の
知
覚
内
容
（
P
）
が
「
大
き
い
」

　
　
と
し
て
分
類
さ
れ
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
こ
と
（
・
」
）
を
正
確
に
指
示
し
て
い
る
。

　
　
　
②
　
被
験
者
の
内
都
に
お
け
る
「
大
き
い
」
と
い
う
判
断
（
一
）
は
被
験
者
の
知
覚
内
容
に
お
け
る
大
小
関
係
（
P
）
に
正
確
に
対
応

　
　
し
て
い
る
。

　
　
　
そ
の
他
、
　
「
被
験
者
の
知
覚
内
容
に
お
け
る
量
的
関
係
、
或
は
少
な
く
と
も
そ
の
順
序
関
係
は
、
対
象
の
物
理
的
詠
草
に
お
け
る
量
的

　
　
関
係
と
同
型
的
に
対
応
し
て
い
る
、
換
書
す
れ
ば
、
実
験
者
の
操
作
す
る
大
．
小
関
係
に
対
応
し
て
、
被
験
者
の
知
覚
内
容
に
一
つ
の
順
序

　
　
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
意
味
で
大
き
さ
と
い
う
心
理
的
次
元
が
存
准
ず
る
」
、
　
「
知
覚
内
容
に
お
け
る
大
き
さ
の
次
元
に
自
然
数
の
系

752　
　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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列
を
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
「
知
覚
内
容
と
し
て
の
み
え
の
変
位
量
は
測
定
さ
れ
た
変
位
量
に
直
線
的
に
比
例
す
る
」
な

　
　
ど
の
仮
定
な
い
し
要
請
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
前
記
の
二
つ
の
仮
定
だ
け
を
問
題
に
す
る
。

　
　
　
要
す
る
に
、
被
験
者
の
言
語
反
応
の
現
わ
れ
方
は
被
験
者
の
内
部
に
お
け
る
知
覚
内
容
の
特
性
を
そ
の
ま
ま
額
颪
通
り
に
実
験
者
に
指

　
　
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
感
覚
説
の
立
場
で
あ
る
。

　
　
　
一
般
に
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
O
－
R
関
係
な
い
し
S
－
R
関
係
か
ら
被
験
者
の
内
部
に
起
こ
っ
て
い
る
心
理
学
的
潜
門
（
前
の
図
式

　
　
で
は
一
）
を
推
論
的
に
構
成
す
る
よ
り
外
に
方
法
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
感
覚
説
も
判
断
説
も
変
り
は
な
い
。
問
題
は
、
あ
の

　
　
よ
う
な
実
験
状
況
に
関
し
て
前
記
の
よ
う
な
仮
定
を
お
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
単
純
で
、
か
つ
よ
り
基
本
的
な
実
験
状
況
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る

　
　
絶
対
閾
値
の
測
定
、
例
え
ば
一
つ
の
光
点
が
見
え
る
か
見
え
な
い
か
の
閾
値
（
光
度
に
つ
い
て
の
）
を
測
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
考
え
て

　
　
み
る
。

　
　
　
指
恭
反
軍
（
R
）
と
し
て
「
み
え
る
」
と
「
み
え
な
い
」
と
の
二
種
の
言
語
反
応
（
狭
義
の
書
語
反
亦
で
な
く
て
も
、
要
す
る
に
実
験

　
　
者
に
一
ビ
ッ
ト
の
回
報
を
伝
達
す
る
よ
う
な
反
応
で
あ
れ
ば
何
で
も
よ
い
）
を
用
い
る
と
す
る
。
原
理
的
に
は
、
「
み
え
る
」
と
「
み
え

　
　
な
い
」
と
の
生
起
率
が
丁
度
等
し
い
よ
う
な
刺
激
の
擁
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
「
み
え
る
」
の
生
起
率
が
五
十
％
に
な
る
よ
う
な
刺
激
の

　
　
．
値
と
し
て
そ
の
光
の
絶
対
閾
値
が
定
義
さ
れ
る
。
　
こ
の
場
合
に
も
前
と
同
様
に
、
「
み
え
る
」
と
い
う
R
と
「
み
え
な
い
」
と
い
う
R
と

　
　
は
そ
れ
ぞ
れ
、
被
験
者
の
内
部
に
お
け
る
「
み
え
る
」
「
み
え
な
い
」
と
い
う
一
に
対
応
し
、
さ
ら
に
そ
れ
は
感
覚
・
知
覚
的
事
実
（
P
）

　
　
を
直
接
に
指
示
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
の
が
感
覚
説
の
立
場
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
こ
の
場
合
、
被
験
者
の
内
部
に
お
け
る
判
断
的
な
過
程
（
一
）
の
介
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
非
常
に
危
険
で
あ
る
。
笑
語
的
反

　
　
応
（
R
）
と
し
て
「
み
え
る
」
が
起
こ
る
か
「
み
え
な
い
」
が
起
こ
る
か
は
一
部
に
お
い
て
「
み
え
し
の
程
度
（
P
）
に
依
存
す
る
に
は

　
　
違
い
な
い
が
、
他
面
に
お
い
て
は
、
ど
の
程
度
の
「
み
え
」
に
対
し
て
そ
の
被
験
者
が
そ
れ
を
「
み
え
る
」
と
。
舞
①
鱗
霞
冒
①
す
る
か
と
い



う
或
種
の
決
断
の
過
程
に
も
依
存
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
刺
激
の
強
弱
の
変
化
に
対
応
す
る
「
み
え
」
の
変
化
は
決
し
て
悉
無
律
的
・

非
連
続
的
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
以
上
、
R
の
生
起
は
そ
の
よ
う
な
連
続
態
に
つ
い
て
の
被
験
者
の
決
断
に
依

存
す
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
範
疇
閾
」
の
高
低
（
判
断
の
基
準
の
高
低
と
い
っ
て
も
よ
い
）
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
閾
値
は
ど
の
よ
う
に

も
変
化
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
感
覚
説
に
従
え
ば
、
あ
る
刺
激
丁
に
つ
い
て
の
測
定
値
が
他
の
刺
激
1
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
は
、
判
断
基
準
が
不
変
で

T
の
「
み
え
」
が
変
化
す
る
か
ら
で
あ
り
、
判
断
説
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
T
の
「
み
え
」
は
不
変
で
判
断
基
準
が
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。

感
覚
系
と
言
語
系

　
　
　
実
験
状
況
の
中
に
お
か
れ
た
被
験
者
は
、
や
は
り
一
個
の
人
と
し
て
、
実
験
者
か
ら
与
え
ら
れ
強
制
さ
れ
た
実
験
的
課
題
に
対
し
て
反

　
　
凝
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
感
覚
系
と
し
て
反
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
れ
は
網
膜
像
を
見
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
感
応

　
　
や
誘
導
の
場
を
見
て
い
る
の
で
も
な
い
。
与
え
ら
れ
た
課
題
に
従
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
対
象
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
れ
が
実
験
者
に

　
　
示
す
R
と
し
て
の
「
み
え
る
」
と
か
「
み
え
な
い
」
と
か
「
大
き
い
」
と
か
「
小
さ
い
」
と
か
い
う
反
応
は
、
そ
う
い
う
課
題
に
応
え
よ

　
　
う
と
す
る
か
れ
の
知
覚
的
・
認
知
的
反
応
に
外
な
ら
な
い
。
か
れ
は
実
験
者
の
要
求
に
従
っ
て
、
自
己
の
知
覚
内
容
を
実
験
者
に
伝
達
可

　
　
能
な
公
共
的
な
言
葉
な
い
し
符
号
に
謙
訳
し
て
外
に
現
わ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
表
現
に
か
か
わ
る
機
能
（
前
の
図
式
の

　
　
」
）
が
「
感
覚
系
」
の
機
能
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
考
え
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
非
感
覚
的
な
機
能
の
シ
ス
テ

　
　
ム
を
、
広
い
意
味
で
仮
り
に
「
書
語
系
」
と
よ
ん
で
お
く
。

　
　
　
前
者
は
主
と
し
て
刺
激
（
0
な
い
し
S
）
の
操
作
が
R
に
及
ぼ
す
効
果
（
例
え
ば
、
線
の
長
さ
の
関
係
を
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被

　
　
験
者
の
言
語
報
告
の
型
が
変
る
）
を
通
じ
て
、
後
者
は
実
験
者
の
与
え
る
教
示
（
こ
れ
も
一
つ
の
刺
激
で
あ
る
）
や
前
行
刺
激
条
件
の
操

7
7
・
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2
　
作
が
R
に
及
ぼ
す
効
果
（
例
え
ば
、
「
長
さ
を
比
べ
よ
」
と
教
示
し
た
と
き
と
「
ま
っ
す
ぐ
か
曲
が
っ
て
い
る
か
を
判
断
せ
よ
」
と
教
示

　
　
し
た
と
き
と
で
、
同
じ
図
形
に
対
す
る
被
験
者
の
書
語
報
告
の
型
が
変
る
）
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
系
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
前

　
　
の
図
式
の
P
（
又
は
s
－
P
）
は
前
者
の
、
一
は
後
者
の
機
能
を
習
わ
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
言
語
系
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
身

　
　
と
し
て
は
あ
く
ま
で
被
験
者
の
体
系
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
験
者
の
体
系
に
属
す
る
科
学
的
言
語
或
は
い
わ
ゆ
る
メ
タ
言
語
で
は

　
　
あ
り
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
B
常
的
な
意
識
的
体
験
の
事
実
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
現
象
は
む
し
ろ
蔭
証
的
・
感
覚
的
な
事
実
で
あ
っ

　
　
て
、
な
ま
じ
「
判
断
し
的
な
機
能
が
介
入
し
な
い
方
が
か
え
っ
て
錯
視
が
起
こ
り
易
い
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ

　
　
の
意
味
で
感
覚
説
は
箏
実
に
ふ
さ
わ
し
い
説
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
実
験
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
感
覚
的
な
「
み
え
砿
そ
の
も
の
を
と
り
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、

　
　
と
り
扱
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
実
験
者
が
と
り
扱
う
の
は
常
に
」
を
介
し
た
P
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
問
題
と
な
る
一
の
機
能
は
い

　
　
わ
ゆ
る
判
断
説
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
判
断
や
推
論
と
は
必
ず
し
も
岡
じ
で
は
な
く
、
実
験
課
題
に
応
え
よ
う
と
す
る
被
験
者
が
P
を
指

　
　
示
反
応
と
し
て
の
R
に
ま
で
変
換
し
符
号
化
す
る
た
め
に
行
な
う
と
こ
ろ
の
儀
①
。
芭
。
謬
で
あ
り
＄
＄
σ
q
o
尉
冒
践
。
口
で
あ
り
、
そ
う
い
う

　
　
意
味
で
の
判
断
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
j
の
過
程
は
、
精
神
物
理
学
的
測
定
法
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
現
実
の
あ
り
方
に
お
い

　
　
て
は
、
所
与
の
P
が
既
存
の
枠
な
い
し
尺
度
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
か
、
或
は
既
存
の
判
断
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
体
系
が
P
に
あ
て
は
め

　
　
ら
れ
る
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
も
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、
二
つ
の
系
の
糊
互
規
定
的
な
関
係
に
即
し
て
成
立
し
て
い
る
も

　
　
の
と
考
え
た
い
。
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
覚
も
変
化
し
、
逆
に
怠
る
感
覚
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
カ
テ
ゴ
リ
…
の
性
質

　
　
も
変
化
す
る
。
そ
う
い
う
関
係
は
あ
る
程
度
実
験
的
に
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
ト
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
精
神
物
理
学
的
モ
デ
ル
の

　
　
書
葉
で
い
え
ば
、
P
連
続
体
の
分
散
と
3
連
続
体
の
分
散
と
が
独
立
で
は
な
く
て
有
意
な
相
関
を
持
つ
こ
と
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ



　
　
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
P
と
一
と
の
交
互
作
用
の
結
果
が
R
と
し
て
実
験
者
の
手
許
に
送
り
こ
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
デ
ー
タ
は
常
に
・
」
を
含
む
の
で
あ
り
、
R
か
ら
直
ち
に
そ
れ

　
　
を
P
の
効
果
と
す
る
感
覚
説
は
根
拠
不
十
分
な
独
断
の
そ
し
り
を
免
れ
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
感
覚
説
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
R
に

　
　
含
ま
れ
る
j
の
効
果
が
無
視
可
能
で
あ
る
こ
と
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
証
明
す
る
か
、
或
は
R
か
ら
j
の
効
果
を
分
離
す
る
操
作
を
行
な

　
　
う
か
、
或
は
ま
た
、
R
が
P
の
効
果
の
み
に
よ
る
こ
と
を
保
証
す
る
輻
鞍
的
な
操
作
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
R
を
規
定
す
る
と
共
に
P
（
な
い
し
は
s
－
P
過
程
）
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
は
、
上
述
の
よ
う
な
意
味
で
の
」
だ
け

　
　
で
は
な
い
。
一
は
む
し
ろ
当
面
の
実
験
課
題
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
系
の
機
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
更
に
よ
り
高
次
の
全
人
格
的
な
言
語

　
　
的
・
概
念
的
枠
組
の
体
系
か
ら
の
統
制
を
も
受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
前
述
の
判
断
説
の
い
う
判
断
と
は
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
高
次

　
　
の
系
の
機
能
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
直
ち
に
実
験
状
況
に
お
け
る
」
と
圃
一
視
す
る
と
こ
ろ
に
、
判
断
説
そ
れ
自
体
の
一
つ

　
　
の
困
難
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
高
次
の
枠
組
の
機
能
を
か
り
に
｝
一
と
現
わ
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
指
示
反
応
と
し
て
の
R
は
、
感
覚

　
　
の
直
接
表
現
で
は
な
い
と
同
様
そ
れ
は
ま
た
∵
」
の
直
接
表
現
で
も
あ
り
得
な
い
。
マ
」
も
ま
た
・
」
を
介
し
て
の
み
R
に
含
ま
れ
参
与
し
得

　
　
る
の
で
あ
る
。
「
一
は
一
を
介
し
て
R
に
参
与
す
る
と
共
に
、
隅
様
に
一
を
介
し
て
s
i
P
過
程
に
も
栢
互
連
関
的
・
交
互
作
用
的
に
参
与

　
　
す
る
。

　
　
　
「
一
の
機
能
と
は
、
例
え
ば
前
の
図
3
に
つ
い
て
、
「
ド
…
ナ
ツ
と
し
て
見
れ
ば
変
位
量
が
大
き
く
、
二
重
円
と
し
て
見
れ
ば
変
位
量
は

　
　
少
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
事
実
を
指
す
。
図
形
を
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
或
は
何
と
し
て
見
る
か
に
よ
っ
て
錯
視
の
程
度
や
方
向
が
変

　
　
る
こ
と
は
珍
ら
し
く
な
い
事
実
で
あ
り
、
も
っ
と
一
般
的
に
、
い
わ
ゆ
る
知
覚
実
験
の
状
況
で
求
め
ら
れ
る
R
の
出
か
た
が
O
に
対
す
る

　
　
被
験
者
の
「
見
か
た
」
な
い
し
意
味
づ
け
の
仕
方
に
よ
っ
て
変
る
事
実
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　
　
　
そ
う
い
う
事
情
は
、
さ
ら
に
例
え
ば
次
の
よ
う
な
洞
察
に
ま
で
わ
れ
わ
れ
を
導
く
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
…
…
長
さ
な
ど
と
い
う
も
の
は
知
覚
の
全
体
的
邸
象
か
ら
抽
象
さ
れ
る
も
の
で
、
日
常
生
活
で
は
そ
れ
だ
け
を
問
題
に
す
る
よ
う
な
場

珊　
　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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合
は
殆
ど
起
ら
な
い
。
む
し
ろ
枝
が
外
に
突
き
出
し
た
木
を
抱
え
て
門
を
く
ぐ
ろ
う
と
す
る
時
は
枝
が
内
に
曲
っ
た
木
を
運
ぶ
場
合
に
比

　
　
し
て
、
そ
の
大
き
さ
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
我
々
の
知
覚
が
そ
う
い
う
行
動
的
枠
組
の
上
に

　
　
成
立
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
多
く
の
場
合
錯
覚
の
本
質
に
接
近
し
易
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
…
…
」
（
矢
田
部
達
郎
、
「
序
説
」
、
二
〇
三
頁
）
。

　
　
　
従
来
の
感
覚
説
的
ア
プ
ロ
…
チ
も
、
こ
う
い
う
事
清
を
必
ず
し
も
無
視
し
た
り
忘
れ
た
り
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は

　
　
括
弧
の
中
に
一
括
し
て
常
数
と
し
て
処
理
で
き
る
と
み
な
し
得
る
よ
う
な
条
件
の
下
に
、
或
は
そ
の
よ
う
に
処
理
で
き
る
と
の
仮
定
の
下

　
　
に
、
実
験
的
に
行
き
つ
け
る
と
こ
ろ
ま
で
と
に
か
く
進
も
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
不
当
な
方
法
論
で
は

　
　
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
不
安
な
の
は
、
逸
り
に
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
き
つ
く
所
に
行
き
つ
い
た

　
　
と
き
、
そ
う
し
て
、
揺
弧
を
は
ず
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
今
ま
で
括
弧
の
中
に
入
れ
て
き
た
こ
と
と
ど
の
よ
う
に
対
決
す

　
　
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ご
フ
ー
・
1
2
ヤ
！
図
形
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
「
網
膜
誘
導
の
場
」
の
特
性
と
「
枝
が
出
っ
張
っ
て

　
　
戸
口
に
つ
か
え
る
」
と
い
う
【
一
の
特
性
と
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
感
覚
説
の
立
場
か
ら
方
法
の
斉
一
性
を
求
め
る
な
ら
ば
、
誘
導
と
か
感
応
と
か
の
研
究
が
二
つ
の
図
形
過
程
の
交
互
作
用
の
場
と
し
て

　
　
問
題
を
扱
っ
て
き
た
と
同
様
に
、
次
に
は
当
然
s
－
P
系
と
∵
」
系
と
の
交
互
作
用
の
場
が
と
り
扱
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
感
覚
説
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
と
っ
て
き
た
客
観
的
・
操
作
主
義
的
方
向
を
な
お
徹
底
さ
せ
つ
つ
、
「
感
覚
」
説
の
独
断
を
避
け
て
よ
り
高
次

　
　
の
判
断
的
機
能
を
も
含
め
た
「
総
体
的
な
場
」
の
包
括
的
理
解
に
進
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、
誘
導
の
場
の
特
性
と
し
て
示
さ
れ
た
感
性
的

　
　
交
互
作
用
の
法
則
を
、
更
に
高
次
の
感
覚
系
・
難
語
系
交
互
作
用
の
法
贈
と
し
て
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
今
述
べ
て
き
た
行
動
的
枠
組
と
し
て
の
【
一
と
、
そ
の
前
に
述
べ
た
実
験
状
況
に
お
け
る
決
断
に
関
す
る
一
と
は
ど
の
よ

　
　
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
或
は
、
感
覚
系
と
言
語
系
と
の
交
互
作
用
の
特
性
を
実
験
的
に
追
求
す
る
と
い
う
場
合
の
「
言
語
系
」
と
は
、
．

　
　
【
」
と
」
と
の
ど
ち
ら
を
意
味
す
る
の
か
。

　
　
　
「
枝
が
出
っ
張
っ
て
い
る
」
と
い
う
行
動
的
枠
組
が
【
一
の
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
枠
組
の
中
で
標
準
・
比
較
両
図
形
を
見



　
　
く
ら
べ
て
「
等
し
い
」
と
磁
壁
報
告
（
R
）
し
た
被
験
者
の
決
断
の
枠
組
（
そ
の
意
味
で
そ
の
際
の
実
験
状
況
に
即
し
て
具
現
し
て
い
る

　
　
行
動
的
枠
組
）
が
・
」
の
問
題
で
あ
る
。
一
一
は
本
来
実
験
操
作
以
前
の
無
常
体
験
的
事
実
に
関
す
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
が
操
作
さ
れ
る
の

　
　
は
常
に
」
と
し
て
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
混
同
す
る
と
こ
ろ
に
往
年
の
「
ニ
ュ
ー
ル
ッ
ク
研
究
」
が
単
に
日
常
経
験

　
　
的
事
実
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
j
に
対
し
て
一
」
を
い
う
な
ら
ば
、
理
論
的
概
念
と
し
て
の
s
や
P
に
つ
い
て
も
、
体
験
的
・
内
観
的
事
実
と
し
て
の
［
s
や
万
を
い
う

　
　
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
s
や
p
と
し
て
操
作
的
に
再
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
［
一
も
ま
た
」
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
べ
き
も

　
　
の
で
あ
る
。
実
験
者
の
手
許
に
得
ら
れ
る
R
（
S
－
R
デ
ー
タ
）
は
常
に
感
覚
系
・
書
語
系
の
交
互
作
用
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

　
　
こ
の
意
味
で
は
結
局
（
s
－
P
）
一
」
の
関
係
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
感
覚
領
と
か
慢
語
系
と
か
い
っ
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
そ
れ
だ
け
で
は
操
作
的
に
独
立
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
に

　
　
一
種
の
実
験
仮
説
と
し
て
想
定
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
R
は
そ
れ
ら
の
交
互
作
用
の
表
現
で
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ

　
　
わ
れ
の
な
し
得
る
こ
と
、
ま
た
な
す
べ
き
こ
と
は
、
種
々
の
条
件
の
変
化
に
伴
な
う
か
か
る
交
互
作
用
の
出
か
た
の
変
化
を
追
跡
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
の
特
性
を
か
か
る
交
互
作
用
と
の
関
連
の
禧
に
お
い
て
定
義
し
構
成
す
る
こ
と
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
以
上
は
た
だ
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
方
法
の
原
則
に
つ
い
て
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
実
験
操
作
や

　
　
そ
の
結
果
の
解
析
が
ど
の
よ
う
な
形
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
を
要
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の

　
　
試
み
つ
つ
あ
る
実
験
的
研
究
の
成
果
と
共
に
励
の
機
会
に
述
べ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
と
に
か
く
、
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
上
来
述
べ
た
意
味
で
一
一
を
含
め
た
全
体
系
の
事
象
と
し
て
分
析
し
、
言
語
系
と

　
　
の
交
互
作
用
の
あ
り
方
を
通
じ
て
捉
え
よ
う
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
感
覚
系
そ
れ
自
身
の
特
質
も
具
体
的
に
明

　
　
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
（
こ
れ
ら
の
現
象
は
）
遠
く
は
わ
れ
わ
れ
の
態
度
と
い
う
枠
組
み
と
相
対
的
で
あ
り
、
近
く
は
空

　
　
間
構
造
と
い
う
枠
組
み
の
影
響
を
受
け
る
。
知
覚
は
…
…
常
に
事
物
が
行
動
空
間
に
お
い
て
有
す
る
そ
の
機
能
的
価
値
に
従
っ
て
判
定
さ

謝　
　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
…
、
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2
　
れ
る
。
こ
う
い
う
視
点
に
立
っ
て
知
覚
の
問
題
を
考
え
直
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
よ
り
も
も
っ
と
正
し
い
理
解
に
劉
達
す
る
B
の
く

　
　
る
の
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
矢
田
部
、
「
初
歩
し
、
蕊
訂
版
＝
ハ
一
頁
）
し
と
の
期
待
も
満
た
さ
れ
る
の
で
は
な
か

　
　
ろ
う
か
。

再
び
「
錯
視
と
恒
常
視
」
に
つ
い
て

　
錯
視
の
問
題
を
以
上
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
前
に
述
べ
た
恒
常
視
と
の
閣
係
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
た
め

に
は
、
恒
常
視
（
恒
常
現
象
、
恒
常
性
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
実
は
か
な
り
多
義
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
問
題
そ
の
も
の
を
も
っ
と
検
討
し

て
心
理
学
的
に
再
編
成
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
詳
し
い
考
寮
は
後
の
機
会
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
仮
り
の

見
通
し
を
立
て
て
お
く
に
止
め
る
。

　
錯
視
の
悶
題
が
本
質
的
に
は
書
語
的
・
行
動
的
枠
組
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
点
に
つ
い
て
そ

れ
は
憔
無
視
の
問
題
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
覆
客
意
の
実
験
に
お
け
る
R
も
や
は
り
（
s
l
P
）
一
・
3
の
交
互
作
用
を
表
現
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
錯
視
に
お
け
る
R
と
異
な
る
原
理
や
別
の
方
法
に
よ
っ
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
理
由
は
な
い
。

　
た
だ
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
前
に
述
べ
た
意
味
で
の
①
8
ざ
σ
q
罵
の
閾
題
が
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
の
恒
常
と
い

う
こ
と
は
、
対
象
と
知
覚
者
と
の
生
態
学
的
関
係
（
例
え
ば
対
象
と
知
覚
者
と
の
距
離
）
と
知
覚
（
例
え
ば
対
象
の
み
え
の
大
き
さ
）
と

の
関
係
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。
知
覚
そ
れ
自
体
の
過
程
（
S
…
s
－
P
ー
ー
…
R
）
は
錨
視
の
場
合
と
同
じ
法
則
に
従
っ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
8
0
δ
σ
競
団
と
の
関
係
に
お
い
て
【
一
が
大
き
な
比
重
を
持
つ
と
い
う
違
い
は
あ
る
と
し
て
も
。

　
し
か
し
、
そ
れ
も
錯
視
と
慣
常
視
と
の
本
質
的
な
違
い
で
は
な
い
。
錯
視
の
事
態
に
も
①
8
ざ
σ
q
団
は
当
然
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

た
だ
実
験
操
作
に
お
い
て
そ
れ
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
特
殊
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
知
覚
は
究
極
的
に
は
人
の
生
態
と
の
関
連
に



お
い
て
具
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
錯
視
の
事
態
は
恒
常
視
の
事
態
の
、
否
む
し
ろ
知
覚
の
一
般
的
事
態
の
特
殊
事
態
に
す
ぎ
な
い
。

　
実
験
室
に
入
れ
ら
れ
た
被
験
者
の
知
覚
の
事
態
も
そ
の
点
で
は
変
り
な
く
、
や
は
り
か
れ
の
生
態
と
の
関
連
に
お
い
て
成
立
す
る
書
語

的
・
行
動
的
枠
組
の
規
制
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
を
無
視
し
て
「
知
覚
」
を
検
出
し
よ
う
と
す
る
知
覚
心
理
学
の
よ
う
な
も
の
は
、
水
に

潜
っ
て
酸
素
を
吸
お
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
水
か
ら
酸
素
を
と
り
出
す
た
め
に
は
、
そ
れ
と
水
素
と
の
結
合
の
法
則
を
ま
ず
追

求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
と
岡
様
に
、
R
か
ら
P
を
と
り
出
す
た
め
に
も
先
ず
P
と
」
と
の
関
係
の
法
則
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
R
そ

れ
自
身
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
ろ
う
。
心
理
学
的
概
念
と
し
て
の
知
覚
と
は
s
で
も
P
で
も
・
3
で
も
な
く
、
S

か
ら
R
へ
の
構
造
変
換
の
機
能
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
s
と
か
P
と
か
一
と
か
い
う
の
も
か
か
る
変
換
の
機
能
に
含
ま
れ
る
べ
き
位
相

或
は
層
位
と
し
て
仮
り
に
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
真
に
理
論
的
構
成
と
し
て
妥
当
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
検
証
を

要
す
る
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
検
証
の
過
程
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　T［E｛IS　ISSUE

The　outline　of　such　an　article　as　apPears　in　more　than　oiie　number　of　this

maga2ine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　article．

On　the　Problem　of　Visual　Musion

An　Essay　in　Methodo｝ogy

B1　Suke－ichi　Kakizaki

　　The　act　of　visual　perception，　the　function　to　see　things　as　they　are　seen，

can　be　schematically　represented　as　a　chain　of　events　such　as　O－S・・　s－wr－P一

．」’…R　（fig．　1），　where　O　denotes　an　object　or　an．　aspect　or　pattern　of　it，　S　is

the　stimulus　pattern　or　the　proximal　object　（e．　g．，　the　retinal　image）　which

originated　itsel’f　in　the　object　and　gives　rise　to　a　sensation　s　which　conditions

a　percept　P，　i　is　the　categorizing　function　which　brings　the　percept　into　a

proposional　forrn　such　as　“This　is　white”，　and　R　is　an　externally．expressed

cognitive　reaction　to　the　O　or　to　the　O－S　relationship．

　　In　the　case　of　the　so－cal｝ed　geometrical　optical　illusion，　the　pattern　of　the

stimulus　（S）　is　similar　to　that　of　the　object　（O），　but　」’　or　R　does　not　cor－

respond　isomorphically　to　S　and　O．　ln　contrast　to　this，　there　is　the　fact　of

perceptual　constancy　in　which　S　is　not　similar　to　but　is　merel・y　a　probable

cue　to　the　O　whereas　the　cognitive　reaction　（2’　or　R）　corresponds　validly　or

veridically　to　the　O．

　　The　progress　of　current　researches　on　visual　illusions　has　been．　done　on

the　basis　of　the　assumption　that　the　incongruent　and　illusional　S－R

relationship　obtained　in　the　experimental　situation　is　directly　representing

the　sensory－perceptual　（s－P）　response　inside　the　organism　and，　accordingly，

1



the　illusion　is　an　expression　of　some　natural　and　necessary　distortion　of　the

sensory　system　responding　to　the　stimulus．　This　view　may　be　called　the

sensation　theorl．

　　On　the　other　hand，　the　constancy　has　been　treated　as　a　problem　which

can　be　explained，　without　having　recourse　to　the　unique　function　of　the

sensory　system，　by　taking　some　kind　of　judgmental　process　into　account

which　reconciles　the　incongruence　between　the　O　and　the　S．　This　view　can

be　labeled　as　the　judgment　theor2．

　　The　question　here　is　how　the　two　facts，　the　illusion　and　the　constancy，

can　be　treated　on　a　common　inethodological　basis，　and　how　the　two　theories，

the　sensation　theory　and　the　judgment　theory，　can　be　unified　as　a　general

theory　of　dynamics　of　the　whole．

　　The　subject　who　is　put　in　an　experimental　situation　must　respond　to　the

task　given　by　the　experimenter．　His　cognitive　reactions　to　the　object　are　the

task－indtieed　categorizing　respenses，　such　as　“1　can　（or　cannot）　see　it”，　“This

is　larger　（or　srnaller）　than　that”，　etc．．．　The　experimenter　utilizes　these　responses

as　indicators　of　the　events　1nside　the　subject．　Among　these　events，　there

must　always　be　included　some　｝〈ind　of　the　」’一process　which　classifies，

schematizes，　or　categorizes　the　percepts　into　communicable，　conceptual，　or

representative　form．　ln　this　sense，　the　experimental　data　of　the　so－called

visual　illusion　cannot　be　the　direct　indication　of　the　response　of　the　sensory－

perceptual　sytem．　They　are　in　reality　products　of　the　interaction　of　the　two

systems，　the　sensory－perceptual　and　the　conceptual－verbal．

　　In　brief，　our　data，　being　fundamentally　the　S－R　relations，　are　nothing

other　than　the　expression　of　the　characteristics　of　dynamical　interactions　of

the　two　systems．　ln　this　respect，　the　data　of　the　iilusion　and　that　of　the

constandy　do　not　differ　essentially．　lt　should　be　necessary　and　possible　to

define　operatiQfially　the　properties　of　various　systems　through　the　investigation

of　the　characteristics　of　interaction　of　these　systems　under　various　exPerimental

conditions．　Reformulating　the　problems　from　such　point　of　view，　we　should

expect　more　correct　understanding　of　the　function　of　perception．
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