
空
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i
大
き
さ
の
恒
常
現
象
に
関
連
し
て
ー
ー

池

田

進

fl）

　
　
　
心
理
学
の
伝
統
的
な
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
知
覚
の
恒
常
現
象
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
特
に
大
き
さ
の
恒
常
性
に

　
　
問
題
を
限
っ
て
一
つ
の
考
え
方
の
提
起
を
試
み
た
い
。

　
　
　
大
き
さ
の
恒
常
性
と
は
、
行
動
空
手
の
い
ろ
い
ろ
な
位
置
に
存
在
す
る
視
的
対
象
の
見
か
け
の
大
き
さ
は
末
梢
的
な
網
膜
像
的
関
係
に

　
　
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
の
機
能
的
価
値
に
も
と
つ
く
補
正
を
蒙
る
と
い
う
事
実
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
補
正
の

　
　
蒙
り
方
は
個
体
的
条
件
、
環
境
的
条
件
に
よ
っ
て
多
様
に
変
化
し
、
様
々
な
興
味
あ
る
現
象
面
を
呈
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
経
験
的
事
実
は
、
視
覚
が
網
膜
像
的
関
係
と
一
対
一
の
対
応
を
も
つ
と
す
る
恒
常
仮
定
を
斥
け
る
た
め
の
一
つ
の
証
拠
と

　
　
し
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
補
正
の
機
構
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
た
め
に
時
と
し
て
「
適
応
」
と
い
う
機
制
に
す
り
か
え
ら
れ

　
　
て
し
ま
う
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
摂
常
の
程
度
を
示
す
恒
常
度
ま
た
は
恒
常
度
指
数
に
つ
い
て
も
、
指
標
と
し
て
の
そ
の
妥
当
性
や
内
的
整
合
性

m
の
吟
紫
ど
．
．
．
廷
無
意
味
な
議
論
も
な
い
で
は
な
か
。
た
。
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こ
の
よ
う
な
ま
わ
り
道
の
責
は
刺
激
イ
ン
プ
ッ
ト
S
が
反
応
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
R
と
し
て
嵐
て
く
る
ま
で
の
有
機
体
内
部
の
過
程
0
を
わ

か
ら
な
い
ま
ま
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
し
て
S
－
0
－
R
と
い
う
単
純
化
し
た
図
式
で
考
え
よ
う
と
し
た
点
に
も
負
わ
さ
れ
よ
う
。

　
視
覚
系
に
お
い
て
は
外
界
の
対
象
は
光
刺
激
の
受
容
器
で
あ
る
網
膜
細
胞
の
活
動
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
興
奮
が
情

報
と
し
て
上
行
路
に
送
り
こ
ま
れ
、
皮
質
の
視
覚
野
に
梨
達
す
る
。
そ
の
清
報
は
更
に
多
く
の
媒
介
的
経
路
を
へ
て
最
終
的
な
命
令
と
し

て
下
行
路
に
送
り
轡
さ
れ
る
。
こ
の
情
報
伝
達
の
各
々
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
変
換
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
生
理
的
機
構
を
頭
に
お
い
た
上
で
、
ま
ず
さ
し
当
っ
て
の
足
が
か
り
と
し
て
、
有
機
体
を
大
き
く
二
段
階
の
変
換
過
程
に
分

け
、
感
覚
i
知
覚
過
程
と
、
知
覚
－
判
断
過
程
と
を
設
定
し
た
。

　
そ
の
理
由
は
つ
ぎ
の
経
験
的
事
実
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
は
、
網
膜
面
の
刺
激
事
象
と
し
て
生
ず
る
興
奮
の
パ
タ
～
ン
は
二
次
元
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
感
覚
事
象
と
し
て
の
空

間
は
三
次
元
の
特
性
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
変
換
が
自
動
的
生
得
的
機
構
で
あ
る
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
い
う
生
得
的
と
は
、
生
れ
つ
き
空
間

が
三
次
元
に
み
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
正
常
な
成
長
過
程
が
保
証
さ
れ
る
な
ら
ば
生
後
き
わ
め
て
短
期
間
の

う
ち
に
、
空
間
を
三
次
元
的
に
知
覚
す
る
傾
向
を
獲
得
す
る
能
力
を
生
得
意
に
備
え
て
い
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
二
は
、
か
か
る
感
覚
事
象
を
契
機
と
し
て
開
発
さ
れ
る
反
応
と
い
う
も
の
が
、
有
機
体
の
そ
の
時
の
行
動
的
な
指
向
性
に
よ
っ
て

異
な
っ
た
現
わ
れ
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
む
こ
う
に
あ
る
あ
の
箱
の
中
に
、
手
に
あ
る
こ
の
物
が
う
ま
く
納
ま
る
か

ど
う
か
を
確
め
て
い
る
と
き
、
箱
の
た
て
よ
こ
が
何
糎
あ
る
か
報
告
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
写
真
に
写
す
と
ど
ん
な
大
き
さ
に
な
る

か
を
注
音
無
し
て
い
る
と
き
、
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
適
し
た
判
断
が
既
に
知
覚
過
程
の
中
に
入
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
反
応
と
は
、
本
来
的
、
生
物
的
意
味
で
は
外
界
に
対
す
る
適
応
的
な
は
た
ら
き
か
け
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
現
象
も
す
べ
て
有
機
体
の
動

作
的
体
系
の
中
に
定
位
さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
実
験
操
作
的
に
は
反
応
次
元
を
統
制
し
た
課
題
状
況
を
設
定
し
、
そ
こ
で
い
か



　
　
な
る
反
応
が
選
択
さ
れ
る
か
を
観
察
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
状
況
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
反
応
の
選
択
過
程
を
第
二
の

　
　
変
換
の
過
程
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
応
と
い
う
概
念
の
行
動
的
意
義
も
次
第
に
明
確

　
　
に
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
上
記
の
二
点
を
こ
こ
で
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
、
い
わ
ゆ
る
空
間
知
覚
、
奥
ゆ
き
知
覚
と
よ
ば
れ
る
現
象
を
そ
の
測
定
方
法
に
即
し
て

　
　
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
物
理
的
空
間
座
標
に
よ
っ
て
層
層
さ
れ
る
対
象
を
O
（
○
ど
①
簿
）
と
表
わ
す
な
ら
ば
、
そ
の
空
間
で
の
O
の
配
置
は
一
つ
の
光
学
系
で

　
　
あ
る
限
球
の
機
構
…
を
介
し
て
網
膜
に
投
映
さ
れ
る
。
こ
の
投
映
像
を
S
（
ω
銘
憎
愛
¢
ω
）
と
表
わ
す
な
ら
ば
、
網
膜
と
い
う
二
次
元
面
上
の

　
　
S
は
必
然
的
に
二
次
元
の
パ
タ
…
ン
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
も
し
、
極
端
な
周
辺
視
野
を
除
外
し
て
網
膜
は
近
似
的
に
平
面
で
あ
る
と
仮

　
　
塗
す
る
な
ら
ば
、
O
の
配
置
が
既
知
で
あ
る
と
き
に
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
S
の
パ
タ
ー
ン
を
近
似
的
に
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

　
　
小
笠
原
（
H
⑩
①
①
）
は
網
膜
面
で
の
パ
タ
…
ン
の
か
わ
り
に
、
眼
か
ら
任
意
の
距
離
に
前
額
に
平
行
な
基
準
面
を
設
け
て
こ
の
面
上
で
の
パ

　
　
タ
ー
ン
の
算
鳩
方
法
を
工
夫
し
た
。
こ
の
よ
う
な
S
は
網
膜
に
分
布
す
る
光
刺
激
受
容
器
と
、
そ
れ
に
連
絡
す
る
感
覚
上
行
路
の
活
動
を

　
　
開
発
し
て
被
融
々
内
部
に
あ
る
感
覚
過
程
（
s
）
を
ひ
き
お
こ
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
感
覚
過
程
（
s
）
は
中
枢
に
お
け
る
知
覚
過
程
（
P
）

　
　
の
生
ず
る
た
め
の
条
件
と
な
る
。
す
な
わ
ち
s
の
活
動
に
依
存
し
て
P
と
し
て
の
空
誉
の
「
み
え
」
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
与

　
　
え
ら
れ
た
「
み
え
織
と
し
て
の
空
間
は
す
で
に
二
次
元
で
は
な
く
て
三
次
元
の
特
性
を
そ
な
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
足
も
と
か
ら
地
平

　
　
線
へ
の
び
る
線
路
の
上
に
立
っ
た
人
に
と
っ
て
、
二
本
の
レ
ー
ル
が
向
う
へ
い
く
ほ
ど
収
敏
し
て
み
え
よ
う
が
ど
こ
ま
で
も
平
行
に
み
え

　
　
よ
う
が
、
レ
ー
ル
は
い
ず
れ
に
し
ろ
遠
く
へ
ず
っ
と
の
び
て
い
る
と
い
う
経
験
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
感
覚
的
情
報
を
ニ

ー3

@
次
元
か
ら
三
次
元
へ
変
換
す
る
よ
う
な
機
構
が
s
－
P
過
程
に
内
在
す
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

11　
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視
知
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検
討
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図1　小笠原（1965）より図示
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遜
．

　
も
し
か
り
に
、
A
と
同
じ
長
さ
の
線
分
が
A
と
平
行
に
O
R
線
上
に
資
本
も
配
置
さ
れ
だ
と
す
る
と
、
基
準
面
上
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
長

さ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
餌
－
吻
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
（
・
・
）

　
　
　
　
　
　
　
（
薗
C
頓
算
滞
購
．
鋭
咤
舜
①
姦
跨
轟
冷
艶
竃
％
O
一
瞥
d
勘
ぴ
》
Φ
）

と
一
般
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
形
は
○
ま
ω
o
口
（
ド
リ
α
O
）
の
8
×
欝
冨
σ
q
毒
黛
①
纂
に
関
す
る
第
一
の
規
則

　
こ
の
よ
う
な
機
構
の
推
定
は
全
く
理
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
O
ま
ω
o
旨
（
H
O
α
O
）
は
感
性
面

（
こ
の
場
合
は
網
膜
）
に
与
え
ら
れ
る
↓
Φ
管
霞
③
締
蕊
一
な
の
勾
配
が
三
次
元
知
覚
へ
の
変

換
過
程
の
豊
本
条
件
で
あ
る
と
考
え
た
。
更
に
小
笠
原
（
H
り
①
窃
）
は
○
ま
ω
○
ゆ
の
構
想
を
明

確
化
し
て
8
×
ε
話
縣
魯
。
。
陣
受
の
勾
配
を
定
式
化
し
た
。

　
図
1
の
と
お
り
い
く
つ
か
の
方
向
軸
を
き
め
、
O
か
ら
N
の
距
離
の
と
こ
ろ
に
正
前
方
線

と
垂
直
に
交
わ
る
基
準
面
を
定
義
し
た
。
水
平
な
地
平
面
上
の
O
と
N
を
結
ぶ
一
直
線
O
R

上
に
、
そ
れ
と
直
角
に
交
わ
る
線
分
A
を
配
置
し
た
と
き
、
線
分
A
の
基
準
面
上
で
の
大
き

さ
a
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
計
算
で
き
る
。

　　

@
　
・
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丁
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サ
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欝
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［
1

卜

…
…
…
（
q
Q
〉

　
　
に
一
致
し
て
い
る
。
㈲
ま
た
は
㈹
式
は
小
笠
原
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た
対
象
の
基
準
面
上
で
の
大
き
さ
を
実
際
に
算
出
で
き

　
　
る
ω
式
の
実
用
性
は
持
ち
合
わ
さ
な
い
。
し
か
し
圃
時
に
、
個
々
の
薄
象
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て
は
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
枠
組
と
し
て
の

　
　
滞
管
霞
Φ
　
の
基
準
面
上
で
の
様
相
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
そ
れ
自
体
の
価
値
を
も
つ
。
そ
れ
の
も
つ
意
義
は
お
そ
ら
く
以
下
の
推
論

　
　
に
よ
っ
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
我
々
の
日
常
的
空
士
に
は
あ
ら
ゆ
る
大
き
さ
の
物
体
が
あ
ら
ゆ
る
位
置
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
各
肥
人
は
そ
の
よ
う
な
配
覆
の
中
を
任

　
　
意
に
移
動
し
な
が
ら
そ
れ
ら
多
く
の
対
象
に
接
触
し
て
い
る
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
我
々
の
日
常
生
活
は
上
記
の
空
間
的
移
動
を

　
　
無
限
に
く
り
返
す
状
況
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
状
況
で
の
個
体
の
鮒
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け
を
介
し
て
、
そ
の
個
体
の
内
部

　
　
に
は
成
長
初
期
に
お
い
て
既
に
対
象
に
関
す
る
一
般
的
ス
ケ
ー
ル
が
抽
象
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
大
き
さ
に
つ
い
て
の
尺
度
単
位
も
こ
の

　
　
中
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
い
ま
も
し
、
対
象
の
大
き
さ
が
完
全
に
ラ
ン
ダ
ム
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
配
置
も
特
定
の
空
間
座
標
に
関
し
て
完
全
に
ラ
ン
ダ
ム
で
あ
る

　
　
と
す
る
な
ら
ば
、
原
点
（
個
体
の
位
置
）
を
任
意
に
移
動
し
た
と
き
の
新
し
い
座
標
翰
に
関
す
る
定
位
も
ラ
ン
ダ
ム
と
み
な
す
こ
と
が
で

　
　
き
る
。
こ
の
条
件
の
も
と
で
大
き
さ
に
関
す
る
一
義
的
な
尺
度
単
位
が
抽
象
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
空
間
の
座
標
軸
に
関
し
て
任
意
に

　
　
定
位
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
以
上
の
考
察
は
、
個
体
と
、
紺
象
お
よ
び
そ
の
尺
度
単
位
と
の
難
問
的
な
配
置
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
視
空
間
を
問
題
と
す
る

　
　
限
り
空
間
の
座
標
は
個
体
に
と
っ
て
単
方
向
と
距
離
を
意
味
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
原
点
を
観
察
点
P
と
す
る
と
、
上
記
の

　
　
空
間
配
置
は
網
膜
あ
る
い
は
基
準
面
上
の
事
象
と
蹴
応
を
も
つ
。
い
ま
地
平
線
を
注
視
し
た
条
件
で
基
準
面
上
の
布
置
に
つ
い
て
話
を
進

恥
　
め
る
と
、
原
点
P
か
ら
隔
た
っ
た
位
置
に
あ
る
対
象
ほ
ど
、
基
準
面
に
お
い
て
は
正
中
点
（
M
）
に
近
い
舷
置
に
投
映
さ
れ
る
（
先
に
は

1　
　
　
　
　
　
控
間
視
知
覚
の
方
法
論
的
検
討
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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五
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四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
山
ハ

示
さ
な
か
っ
た
が
、
観
察
距
離
の
異
な
る
対
象
の
投
映
さ
れ
る
基
準
面
上
の
相
対
的
な
位
概
は
小
笠
原
（
H
り
①
O
）
が
定
式
化
し
て
い
る
）
。

そ
し
て
M
か
ら
任
意
の
距
離
（
基
準
面
上
の
各
位
置
）
で
の
投
映
像
の
大
き
さ
に
関
す
る
代
表
値
が
抽
象
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
値
は
M

か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
一
定
の
勾
．
配
を
与
え
る
。
注
視
条
件
が
変
化
す
る
と
、
基
準
面
上
の
布
置
は
移
動
す
る
が
、
そ
の
相
対
的
な
関
係

は
変
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
代
表
値
の
勾
配
が
行
動
空
間
に
配
置
さ
れ
た
尺
度
単
位
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
勾
配
自
体
、
尺
度
単
位
と
し
て
の
行

動
的
な
意
義
を
も
つ
。
　
（
こ
こ
で
い
う
“
関
係
づ
け
”
自
体
、
個
体
が
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
き
の
身
体
運
動
的
事
象
と
視
覚
的
事

象
と
の
協
応
関
係
に
お
い
て
す
で
に
可
能
で
あ
り
、
決
し
て
一
方
が
他
方
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿

論
で
あ
る
。
）
㈲
あ
る
い
は
㈲
式
は
か
く
構
成
さ
れ
た
基
準
面
に
お
け
る
大
き
さ
の
尺
度
単
位
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
勾
配
は
機
能
的
に
は
そ
の
個
体
の
感
覚
過
程
に
お
け
る
大
き
さ
判
断
に
つ
い
て
の
普
遍
的
か
つ
燧
有
の
基
準
の
系
を

構
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

基
準
面

M

N

図2　基準面上での基

　準系のあらわれ方

基
準
面
上
に
お
け
る
か
か
る
布
置
は
そ
の
と
き
の
注
視
条
件
に
よ
っ
て
移
動
す
る
。

的
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
一
つ
の
系
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
い
ま
も
し
、
成
長
初
期
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
か
つ
固
有
の
基
準
系
が
一
た
ん
成
立
し
た
な
ら
ば
、

　
図
2
は
基
準
面
に
お
け
る
基
準
系
の
様
相
を
視
覚
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

即
ち
、
等
単
位
の
ス
ケ
ー
ル
を
等
間
隔
に
配
置
し
、
か
つ
地
平
線
を
注
視
し
た
と
き

の
基
準
面
上
で
の
ス
ケ
ー
ル
の
布
置
を
さ
し
て
い
る
。
観
察
位
置
か
ら
よ
り
遠
い
と

こ
ろ
に
あ
る
ス
ケ
ー
ル
は
、
こ
の
条
件
で
は
相
対
的
に
基
準
面
の
上
部
に
位
置
し
、

正
中
点
M
に
収
題
す
る
。
そ
の
と
き
ス
ケ
ー
ル
の
封
影
像
の
大
き
さ
は
相
対
的
に
小

さ
く
な
る
が
、
い
ず
れ
も
等
単
位
を
含
ん
で
い
る
か
ら
心
理
的
に
は
等
価
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
そ
の
相
対
的
パ
タ
ー
ン
は
㈲
、
㈲
式
に
一
般

そ
れ
は
緬
々
の
対
象
と
は



　
　
す
で
に
独
立
で
あ
り
（
た
と
え
ば
我
々
は
絵
や
写
真
の
中
に
も
奥
ゆ
き
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
目
を
つ
む
っ
て
も
空
間
の
ひ
ろ
が
り

　
　
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
、
そ
の
後
の
日
常
的
事
態
で
、
そ
の
系
と
感
覚
的
デ
ー
タ
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
保
つ
か
は
保
証
の
限
り
で

　
　
は
な
い
。
し
か
し
、
気
体
が
対
象
に
対
し
て
と
も
か
く
適
応
的
に
反
応
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
感
覚
デ
ー
タ
が
何
ら
か
の
意
味
で

　
　
基
準
系
に
依
存
し
て
い
る
と
の
結
論
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
基
準
系
の
○
℃
ロ
ヨ
巴
な
適
用
に
関
す
る
自
由
度
は
、
個
体

　
　
的
環
境
的
な
す
べ
て
の
条
件
に
依
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
系
に
よ
る
規
定
的
な
関
係
が
感
覚
一
知
覚
過
程
に
お
け
る
情
報
の
二

　
　
次
元
か
ら
三
次
元
へ
の
変
換
過
程
の
条
件
を
な
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
こ
の
節
で
の
い
く
つ
か
の
仮
定
を
要
約
す
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
と
な
る
。

　
　
　
仮
定
－
　
成
長
過
程
に
お
い
て
、
行
動
空
間
中
の
対
象
に
つ
い
て
の
大
き
さ
の
ス
ケ
ー
ル
が
成
立
す
る
。

　
　
　
仮
定
H
　
こ
の
過
程
に
協
豪
し
て
、
網
膜
あ
る
い
は
基
準
面
で
規
定
さ
れ
る
投
映
像
に
つ
い
て
の
大
き
さ
の
ス
ケ
ー
ル
が
成
立
し
、
大

　
　
　
　
き
さ
判
断
の
尺
度
単
位
と
し
て
の
行
動
的
価
値
を
も
つ
。
こ
れ
を
大
き
さ
の
「
基
準
」
と
よ
ぶ
。

　
　
　
仮
定
皿
　
大
き
さ
の
基
準
は
網
膜
あ
る
い
は
基
準
面
上
に
お
い
て
一
定
の
勾
配
を
も
ち
、
そ
の
形
は
㈲
式
で
示
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
基

　
　
　
　
準
系
」
と
よ
ぷ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
前
簾
で
は
感
覚
一
知
覚
過
程
に
お
け
る
第
一
の
変
換
の
過
程
が
考
察
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
観
察
者
が
特
定
の
空
間
に
対
し
た
と
き
に

　
　
基
準
系
が
成
立
す
る
こ
と
を
仮
定
し
た
の
み
で
、
そ
の
空
間
が
与
え
る
感
覚
デ
ー
タ
ー
が
そ
の
基
準
系
と
「
ど
の
よ
う
に
」
関
係
づ
け
ら

　
　
れ
る
か
は
保
証
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
二
本
の
レ
ー
ル
が
収
敏
し
て
み
え
る
と
い
う
知
覚
的
判
断
が
生
ず
る
よ
う
な
関
係
づ

　
　
け
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
し
、
ど
こ
ま
で
も
平
行
に
み
え
る
と
い
う
知
覚
的
判
断
が
生
ず
る
よ
う
な
関
係
づ
け
が
な
さ
れ
て
も
さ
し
っ
か
え

m
な
い
。
あ
る
い
は
も
っ
と
他
の
形
で
の
関
係
づ
け
が
馨
れ
る
．
．
と
に
よ
。
て
レ
…
ル
の
特
定
の
見
．
秀
が
き
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

1　
　
　
　
　
　
塞
間
視
知
覚
の
方
法
論
的
検
討
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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四
八

　
そ
し
て
こ
の
任
意
の
関
係
づ
け
の
い
ず
れ
が
選
択
さ
れ
る
か
は
、
そ
の
個
体
が
何
ら
か
の
形
で
そ
の
外
界
に
お
鋤
9
せ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
課
題
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
時
の
視
野
の
構
造
や
個
体
内
部
の
構
造
に
よ
っ
て
き
ま
る
適
応
的
行
動
の
様
式
に
依
存
し
て
決
定
さ

れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
と
え
ば
ゆ
霞
凶
口
σ
Q
（
ド
⑩
q
b
δ
）
は
、
収
卜
す
る
レ
ー
ル
の
見
え
方
を
R
シ
ス
テ
ム
、
平
行
な
レ
ー
ル
の
会
え
方
を
0
シ
ス
テ
ム
と
称
す
る

個
体
の
内
部
構
造
に
よ
る
知
覚
と
呼
ん
だ
が
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
選
択
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
彼
が
考
え
た
「
態
度
」
も
、
特
定
の
課

題
状
況
に
お
け
る
適
応
的
行
動
の
様
式
を
決
定
す
る
一
つ
の
要
因
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
こ
で
、
感
性
的
所
与
と
し
て
の
「
み
え
」
が
反
応
（
R
）
に
変
換
さ
れ
る
と
き
に
ど
の
よ
う
な
過
程
が
お
こ
る
の
か
を
以
下
に
論
じ

よ
う
。

eeolegy

o－s　一一一一一

psycho－physiological　cognitlve

　　　　responses　reaction

s－p一　j　一一一一一　R

一ノーノsensery’　perceptual一　indicator

perceptual　eognitive　response

…癬一」

ee　3　柿崎（1963）による知覚過程の図式

　
感
性
的
所
与
と
し
て
の
「
み
え
」
、
す
な
わ
ち
知
覚
的
過
程
（
P
）
が
与
え
た
と
こ
ろ
の
結

果
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
適
慮
的
行
動
、
す
な
わ
ち
反
応
（
R
）
は
、
必
ず
判
断
過
程
（
一
）

に
媒
介
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
既
に
柿
崎
が
哲
学
研
究
の
四
十
二

巻
四
号
（
H
ゆ
①
G
o
）
に
お
い
て
、
同
心
円
錯
視
の
例
を
用
い
て
詳
論
し
て
い
る
（
図
3
）
。
要
す

る
に
、
実
験
者
が
操
作
し
た
条
件
の
影
響
を
う
け
る
刺
激
（
標
準
刺
激
、
以
下
N
と
略
す
）

に
対
し
て
、
そ
の
影
響
か
ら
独
立
な
刺
激
（
比
較
刺
激
、
以
下
V
と
略
す
）
が
等
し
く
み
え

る
か
、
異
な
っ
て
み
え
る
か
を
観
察
者
に
報
告
さ
せ
、
そ
の
報
告
の
分
布
か
ら
統
計
的
に
N

の
み
か
け
の
大
き
さ
と
主
観
的
に
等
し
く
み
え
る
値
（
P
S
E
）
を
V
の
上
に
推
定
し
て
い

く
も
の
で
あ
る
。
古
典
的
な
い
し
伝
統
的
立
場
で
は
こ
こ
に
考
え
ら
れ
た
「
み
え
」
す
な
わ

ち
知
覚
的
過
程
（
P
）
を
観
察
者
の
報
告
（
R
）
が
、
直
接
指
示
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
が
、

柿
崎
（
旨
ゆ
①
Q
Q
）
は
こ
れ
を
棄
て
、
P
と
R
の
閥
に
判
断
過
程
（
一
）
を
仮
定
し
た
。
す
な
わ



　
　
ち
、
観
察
者
は
報
告
に
あ
た
っ
て
p
が
「
等
し
い
し
か
「
異
な
る
」
か
、
あ
る
い
は
「
大
き
い
」
か
「
小
さ
い
」
か
の
い
ず
れ
の
範
疇
に

　
　
分
類
で
き
る
か
を
判
断
し
決
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
判
断
基
準
（
O
N
旨
Φ
N
μ
○
雛
）
が
変
化
す
れ
ば
当
然
判
断
の
生
起
の
し
か
た
も
変
っ

　
　
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
に
P
を
R
に
変
換
す
る
一
の
機
能
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
同
心
円
錯
視
の
測
定
の
手
続
き
で
は
、
眼
か
ら
等
距
離
に
あ
る
二
つ
の
対
象
の
大
き
さ
を
み
く
ら
べ
る
と
い
う
課
題
が
観
察
者
に
与
え

　
　
ら
れ
た
。
　
一
方
、
当
面
の
問
題
で
あ
る
奥
行
き
知
覚
、
空
聞
知
覚
と
よ
ば
れ
る
現
象
の
測
定
に
は
ま
た
ち
が
っ
た
手
続
き
が
用
い
ら
れ
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
」
の
機
能
も
そ
の
手
続
き
に
応
じ
て
論
じ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。

　
　
　
問
題
の
恒
常
性
の
測
定
手
続
き
で
は
異
な
る
距
離
に
提
示
さ
れ
た
二
つ
の
対
象
の
大
き
さ
を
見
く
ら
べ
る
と
い
う
課
題
が
与
え
ら
れ
る
。

　
　
た
と
え
ば
牧
野
（
H
O
α
窃
）
の
と
っ
た
方
法
で
は
観
察
者
の
前
方
の
あ
る
距
離
に
直
径
ド
○
。
o
ヨ
の
円
板
を
提
示
し
た
（
標
準
刺
激
・
N
）
。

　
　
N
の
提
示
距
離
は
実
験
者
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
る
。
N
の
左
H
Φ
。
の
方
向
ω
露
の
距
離
に
あ
る
大
き
さ
の
円
板
を
提
示
す
る
（
比
較
刺
激
・

　
　
V
）
。
V
の
大
き
さ
は
実
験
者
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
る
。
被
験
者
は
こ
の
両
刺
激
を
見
く
ら
べ
て
V
が
N
よ
り
慮
り
「
大
き
い
」
か
、
㈲
「
小

　
　
さ
い
」
か
、
の
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
か
の
い
ず
れ
に
見
え
る
か
を
報
告
す
る
。
実
験
者
は
V
の
物
理
量
と
そ
れ
に
点
す
る
三
種
の

　
　
報
告
の
生
起
確
率
と
の
関
係
か
ら
、
N
に
対
す
る
P
S
E
を
V
の
尺
度
上
に
統
計
的
に
推
定
す
る
。
そ
の
結
果
た
と
え
ば
標
準
刺
激
の
提

　
　
示
距
離
が
①
ヨ
の
と
き
の
P
3
K
は
、
M
と
い
う
被
験
者
の
飾
↓
飾
条
件
で
は
H
9
。
。
。
ヨ
と
な
っ
て
い
る
（
牧
野
目
繧
9
℃
高
ω
Φ
）
。
こ
の

　
　
値
は
、
非
常
に
ナ
イ
ー
ブ
に
は
、
①
露
の
と
こ
ろ
の
H
Q
。
o
ヨ
の
円
板
は
ω
ヨ
の
と
こ
ろ
に
お
い
た
H
9
ω
o
ヨ
の
円
板
と
陶
じ
大
き
さ
に

　
　
見
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
と
し
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
値
は
「
み
え
」
を
も
と
に
し
て
お
こ
な
っ
た
判
断
を
介
し
て
求
め
え
た
も

　
　
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
の
立
場
で
は
R
と
し
て
の
統
計
量
ド
9
ω
o
筥
を
手
が
か
り
に
し
て
観
察
者
の
内
部
で
起
っ
て
い
る
諸
過
程
を
理
論

　
　
的
に
構
成
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
恒
常
性
の
実
験
の
状
況
で
お
こ
る
で
あ
ろ
う
P
か
ら
R
へ
の
変
換
の
過
程
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
ち
が
っ
た
距
離
に
あ
る
二
つ
の
物

19

@
の
大
き
さ
を
比
較
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

11　
　
　
　
　
空
間
視
知
覚
の
方
法
論
的
検
討
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
温
感
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　1
�
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～
　
　
1
不
；
矩
．
離
」

li＼i　iO、．ノ0，」一一一〇、ゴ…一〇厨‘

（　1 1　　；　　　　1’・、　　｛
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@刀

目　　i＼i・、．。・，，＿二〇．。＿＿0、．。1

きさと距離の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
上
述
の
実
験
手
続
も
極
め
て
一
般
に
恒
常
…
性
の
実
験
は
以
下
に
示
す
よ
う
な
状
況

の
下
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
第
U
表
に
示
す
よ
う
な
い
く
つ
か
の
刺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン

激
対
象
の
中
か
ら
N
と
し
て
測
定
さ
れ
る
べ
き
対
象
α
（
た
だ
し
ρ
は
．
z
の
特
定
の

値
）
と
、
V
と
し
て
測
定
に
用
い
る
対
象
砺
（
た
だ
し
9
は
．
ノ
の
特
定
の
値
）
．
が
定

黎
め
ら
れ
る
。
反
応
カ
テ
ゴ
ー
と
し
て
、
測
定
が
要
請
す
る
感
覚
次
元
に
沿
っ
て
そ

対
自
の
程
度
を
指
示
す
る
と
み
な
せ
る
言
葉
な
り
動
作
な
り
を
何
個
か
用
意
す
る
。
観
察

叛
者
は
N
と
V
覧
く
ら
べ
て
、
V
が
N
に
対
し
て
ど
う
見
え
る
か
を
里
讐
れ
た
反

第　
　
応
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
報
告
す
る
。
観
察
条
件
は
実
験
目
的
に
応
じ
て
実
験
者
に

よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
フ

　
（
ケ
ー
ス
ー
）
　
N
と
V
が
観
察
者
か
ら
等
し
い
距
離
に
提
示
さ
れ
る
揚
重
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
、
願
ゆ
と
い
う
条
件
で
α
と

砺
が
比
較
さ
れ
る
場
合
で
、
同
心
円
錯
視
の
測
定
条
件
は
こ
れ
と
根
似
の
状
況
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
フ
　
　
　
　
　
を

　
（
ケ
ー
ス
∬
）
　
N
が
V
よ
り
遠
く
に
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
V
心
と
い
う
条
件
で
α
と
α
と
が
比
較
さ
れ
る
場
合
で
、
こ
の
状
況
は

恒
常
性
実
験
で
は
N
I
F
布
置
と
よ
ば
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
　
　
　
む

　
（
ケ
ー
ス
皿
）
　
N
が
V
よ
り
近
く
に
あ
る
場
舎
、
す
な
わ
ち
、
〈
嶋
と
い
う
条
件
で
α
と
α
が
比
較
さ
れ
る
場
合
で
、
こ
の
状
況
は
恒

常
性
実
験
で
は
N
I
N
布
置
と
ば
れ
る
。

　
日
常
経
験
的
に
大
き
さ
を
く
ら
べ
る
と
い
う
と
き
、
最
も
原
初
的
に
は
二
つ
の
も
の
を
重
ね
合
わ
す
と
い
う
操
作
を
お
こ
な
う
。
こ
れ

は
一
種
の
省
略
型
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
、
基
準
と
な
る
べ
き
一
定
の
大
き
さ
を
も
っ
た
第
三
の
物
体
を
媒
介
に
比
較
を
お
こ
な
う
と

い
う
操
作
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
が
洗
錬
さ
れ
た
と
き
、
い
わ
ゆ
る
物
指
し
で
測
る
と
い
う
操
作
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
心
円
錯
視

や
恒
常
性
実
験
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
よ
う
な
操
作
が
物
理
的
に
許
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
い
わ
ば
そ
の
操
作
が
頭
の
中
で
お



　
　
こ
な
わ
れ
．
こ
の
結
果
が
判
断
と
し
て
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
前
節
の
い
く
つ
か
の
仮
定
を
満
足
す
る
基
準
、
な
い
し
基
準
系
が
か

　
　
か
る
判
断
の
基
準
と
し
て
の
要
講
を
満
す
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
特
に
ケ
ー
ス
∬
・
皿
に
相
当
す
る
測
定
の
過
程
、
観
察
者
の
立
場
か

　
　
ら
い
え
ば
距
離
の
異
な
る
二
つ
の
対
象
の
大
き
さ
の
比
較
判
断
を
求
め
ら
れ
た
と
き
の
判
断
過
程
（
・
3
）
を
説
明
す
る
根
拠
と
な
る
も
の

　
　
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
い
ま
、
簡
単
の
た
め
に
話
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
状
況
に
限
っ
て
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
ノ

　
　
　
刺
激
庖
丁
と
し
て
第
一
表
に
示
し
た
α
の
中
か
ら
。
z
の
特
定
の
大
き
さ
汐
の
列
の
み
と
り
出
し
た
と
す
る
。
つ
ま
り
N
、
V
と
も
同
じ

　
　
大
き
さ
ρ
の
対
象
を
用
い
て
観
察
を
お
こ
な
う
と
す
る
。

　
　
　
反
応
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
大
」
・
「
小
」
の
二
件
を
用
い
る
。
観
察
は
明
室
で
両
眼
視
に
よ
り
お
こ
な
う
と
す
る
。

　
　
　
ま
ず
ケ
ー
ス
ー
を
考
え
て
み
よ
う
。
N
、
V
の
提
示
距
離
が
等
し
い
か
ら
、
仮
定
に
よ
っ
て
N
の
大
き
さ
判
断
に
適
用
さ
れ
る
基
準
と

　
　
V
の
大
き
さ
判
断
に
適
用
さ
れ
る
基
準
は
同
じ
で
あ
る
。
N
と
V
そ
れ
ぞ
れ
の
与
え
る
感
覚
デ
ー
タ
ー
（
こ
の
場
合
網
膜
像
の
大
き
さ
）

　
　
も
等
し
い
。
こ
こ
で
「
大
」
・
「
小
」
二
件
で
多
数
回
の
判
断
を
強
翻
す
る
と
、
そ
の
選
択
率
は
α
O
”
㎝
O
で
等
し
く
な
る
（
反
応
カ
テ
ゴ

　
　
リ
ー
の
選
択
が
ラ
ン
ダ
ム
に
な
る
）
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
か
り
に
こ
の
結
果
か
ら
恒
常
法
的
に
P
S
E
を
算
慰
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

　
　
は
N
の
物
理
的
な
大
き
さ
α
に
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
ケ
ー
ス
H
に
お
い
て
、
も
し
N
の
提
示
距
離
が
V
の
提
示
距
離
の
二
倍
で
あ
る
と
す
る
と
、
N
と
V
そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
さ
る
べ
き
基
準

　
　
は
㈲
式
に
示
さ
れ
た
関
係
に
よ
り
網
対
的
に
は
一
－
2
の
大
き
さ
に
な
っ
て
お
り
、
か
つ
心
理
的
に
は
等
価
で
あ
る
。
一
方
、
N
と
V
の

　
　
感
覚
デ
ー
タ
ー
も
網
膜
像
的
関
係
に
従
う
か
ら
や
は
り
一
－
2
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
感
覚
デ
ー
タ
ー
が
大
き
く
な
れ
ば
、
心
理
的
に

　
　
等
価
な
尺
度
単
位
一
基
準
も
大
き
く
な
り
、
そ
の
関
係
は
不
変
で
あ
る
の
で
、
　
「
大
」
・
「
小
」
判
断
を
多
数
圃
強
制
す
る
と
、
そ
の
選

　
　
択
率
は
G
R
O
”
α
O
で
等
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
か
ら
恒
常
法
的
に
P
S
E
を
算
幽
す
る
な
ら
ば
、
ケ
ー
ス
ー
と
岡
じ

靱
く
α
商
じ
値
が
得
ら
れ
る
で
あ
う
つ
。
い
い
か
え
ば
完
全
箒
が
現
象
し
た
．
・
と
に
な
る
。

1　
　
　
　
　
窒
聞
視
知
覚
の
方
法
論
的
検
討
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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ケ
ー
ス
皿
も
ケ
ー
ス
H
と
同
様
に
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
多
く
の
資
料
が
示
す
よ
う
に
、
ケ
ー
ス
■
と
ケ
ー
ス
皿
と
で
は
結
果
が
異
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
現
実
に
は

完
全
恒
常
が
得
ら
れ
る
条
件
と
い
う
の
は
む
し
ろ
限
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
述
の
牧
野
（
帰
り
q
O
）
の
結
果
で
は
、
①
日
に

お
い
た
直
径
H
c
。
。
ヨ
の
円
板
の
ω
ヨ
に
お
け
る
P
S
E
は
ド
○
。
o
ヨ
と
は
な
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
も
小
さ
い
H
①
．
ω
。
ヨ
と
な
っ
た
。
こ
れ
は

い
い
か
れ
ば
、
ω
ヨ
の
と
こ
ろ
に
も
し
直
径
H
G
。
。
ヨ
の
円
板
を
出
せ
ば
、
「
大
」
反
応
の
選
択
率
は
明
ら
か
に
「
小
」
反
応
の
選
択
率
よ

り
も
高
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
選
択
率
の
か
た
よ
り
は
、
観
察
距
離
の
変
化
に
と
も
な
う
感
覚
デ
ー
タ
ー
と
基
準
と
の
関
係
が
、
一
定
の
不
変
な
関
係
を

保
た
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
％
に
な
っ
た
網
膜
像
に
対
し
て
、
％
ほ
ど
に
は
小
さ
く
な
ら
な
い
基
準
を
用

い
て
測
定
を
お
こ
な
え
ば
、
そ
の
閉
盛
り
の
よ
み
は
当
然
小
さ
く
な
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
下
さ
れ
る
判
断
は
「
小
」
に
か

た
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
定
の
大
き
さ
の
対
象
の
網
膜
像
の
大
き
さ
が
観
察
距
離
に
逆
比
例
し
て
変
化
す
る
こ
と
は
幾
何
光
学
的
な
事
実
で
あ
る
。

こ
こ
で
網
膜
像
の
変
化
と
、
そ
れ
に
頬
応
ず
る
基
準
系
と
が
不
変
な
関
係
を
保
た
な
い
事
態
は
基
準
系
の
勾
配
自
体
が
観
察
距
離
と
一
次

的
な
逆
比
例
関
係
を
示
さ
な
い
状
況
の
下
で
も
生
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
基
準
系
が
㈲
式
に
示
さ
れ
る
形
、
す
な
わ
ち
勾
配

が
観
察
点
か
ら
の
距
離
と
一
次
的
な
逆
比
例
関
係
を
示
す
と
い
う
仮
定
皿
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
な
ら
ば
、
網
膜
像
の
変
化
と
基
準
系
の
間

の
不
変
な
関
係
が
破
れ
る
こ
と
は
、
あ
る
距
離
に
提
示
さ
れ
た
対
象
の
網
膜
像
が
、
そ
の
提
添
位
置
に
対
応
す
る
基
準
に
で
は
な
く
、
他

の
位
置
に
鮒
応
ず
る
基
準
に
照
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
説
明
す
る
こ
と
が
き
る
。
も
し
、
あ
る
大
き
さ
の
網
膜
像
が
そ
の
位
置
に

対
応
す
る
基
準
で
は
な
く
て
も
っ
と
遠
い
位
置
に
対
応
す
る
基
準
に
照
合
さ
れ
た
な
ら
、
そ
の
基
準
は
相
対
的
に
小
さ
い
か
ら
判
断
は
大

き
い
方
に
か
た
よ
る
だ
ろ
う
。
逆
に
も
っ
と
手
前
の
位
置
の
基
準
に
照
合
さ
れ
た
な
ら
、
そ
の
基
準
は
相
心
的
に
大
き
い
か
ら
、
判
断
は

小
さ
い
方
に
か
た
よ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
位
置
の
対
象
の
網
膜
像
が
そ
の
位
麗
の
基
準
に
照
合
さ
れ
る
と
き
の
み
、
　
「
大
」
判
断
と
「
小
」



　
　
判
断
は
バ
ラ
ン
ス
す
る
か
ら
、
完
全
恒
常
の
事
態
は
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
感
覚
デ
ー
タ
…
と
基
準
系
と
の
照
合
関
係
の
中
の
特
殊
な
状

　
　
態
に
依
存
す
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
　
　
す
な
わ
ち
、
反
応
の
か
た
よ
り
は
、
感
覚
デ
ー
タ
ー
が
一
定
の
勾
配
を
も
つ
基
準
系
の
い
ず
れ
に
照
合
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
き
ま
っ
て

　
　
く
る
。
こ
の
照
合
関
係
を
こ
こ
で
感
覚
デ
…
タ
ー
の
基
準
系
に
冒
す
る
「
定
位
」
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
か
か
る
測
定
事
態
に
お
け
る
課
題
状

　
　
況
が
要
請
す
る
最
適
（
o
唱
鉱
ヨ
p
。
｝
）
な
定
位
は
観
察
者
の
個
体
的
、
環
境
的
な
す
べ
て
の
条
件
に
依
存
し
て
決
定
さ
れ
、
選
択
さ
れ
る
の
だ

　
　
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
こ
の
節
で
の
い
く
つ
か
の
仮
定
を
要
約
す
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
と
な
る
。

　
　
　
仮
定
W
　
判
断
の
生
起
は
網
膜
像
と
基
準
系
の
照
合
関
係
に
よ
っ
て
き
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
照
合
関
係
を
網
膜
像
の
基
準
系
に
対
す
る

　
　
　
　
「
定
位
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
仮
定
V
　
特
定
の
課
題
状
況
に
お
け
る
最
適
の
定
位
は
、
個
体
の
個
体
的
、
環
境
的
条
件
に
依
存
し
て
決
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
前
述
の
よ
う
に
実
測
値
は
、
仮
定
H
、
皿
か
ら
予
想
さ
れ
る
完
全
慨
常
に
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
点
に
関
し
て
、
第
W
の
仮
定

　
　
を
設
け
、
大
き
さ
判
断
を
お
こ
な
う
と
き
の
基
準
の
「
あ
て
は
め
方
」
、
す
な
わ
ち
定
位
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
一
方
、

　
　
基
準
系
が
常
に
、
㈲
式
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
は
な
く
し
て
、
賭
と
し
て
、
場
所
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
た
形
に
従
う
か
も
知
れ

　
　
ぬ
と
い
う
考
え
も
成
り
立
っ
て
く
る
。

　
　
　
け
れ
ど
も
我
々
は
こ
の
い
ず
れ
か
を
積
極
的
に
肯
定
あ
る
い
は
否
定
す
る
実
験
的
方
法
を
も
ち
あ
わ
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
基
準
の
「
あ

　
　
て
は
め
方
」
の
問
題
を
こ
こ
で
は
吟
味
す
る
こ
と
に
し
、
そ
の
た
め
の
測
定
法
を
工
夫
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
実
験
の
結
果
か
ら
可
能

鵬
な
推
論
を
求
め
て
み
よ
う
。

1　
　
　
　
　
　
空
闘
視
知
覚
の
方
法
論
的
検
討
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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第二表　生起事象に対して反応が選択される確率

応反択選

哲
学
研
究
　
第
五
百
四
号

B

Pa　（B）　＝＝　1一　Pa　（A）Pa（A）

Pb　（B）

b　lp，　（A）　＝1一　Pb　（B）　i

起
　
　
象

生
　
　
事

五
四

の
判
断
基
準
（
C
五
）
の
位
置
を
尤
度
比
（
躍
犀
①
翻
げ
O
＆

十
、
。
（
ヒ
d
）
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
ム
の
移
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、

き
る
。
た
だ
し
上
述
の
測
定
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
附
録
の
儒
号
検
出
理
論
（
ひ
8
蔓
。
｛
匹
σ
q
鐸
巴
儀
⑦
8
0
紳
δ
5
、

S
D
の
モ
デ
ル
と
略
記
す
る
こ
と
に
す
る
）

　
〔
実
験
〕

　
N
は
H
◎
O
。
ヨ
×
H
①
．
O
。
ヨ
の
白
色
正
方
形
板
で
、
被
験
者
の
前
方
ド
ヨ
の
と
こ
ろ
に
目
の
高
さ
に
提
示
す
る
。
V
も
同
様
の
白
色
正

方
形
板
で
N
の
右
四
α
。
の
方
向
の
目
の
高
さ
の
位
置
に
提
示
す
る
。
大
き
さ
は
π
が
H
g
G
。
o
饗
×
↑
9
ω
。
ヨ
、
う
が
嵩
気
o
B
×
届
絹
。
ヨ

　
〔
方
法
〕

　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
N
と
し
て
α
を
え
ら
ぶ
。
V
と
し
て
α
よ
り
大
な
る
対
象
α
と
、
小
な
る
対
象
O
o
を
え
ら
ぶ
。
た
だ

し
一
〇
辱
1
0
臼
よ
と
【
○
℃
．
1
0
α
二
は
等
し
く
、
か
つ
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
U
』
■
阜
を
わ
ず
か
に

越
え
る
程
度
の
値
と
す
る
（
す
な
わ
ち
、
犠
V
㌧
〉
い
か
つ
［
O
写
i
O
9
ニ
ー
［
○
憶
．
i
O
。
二
V
極
鐸
鈍
）
。

か
か
る
α
、
α
を
そ
れ
ぞ
れ
α
、
う
と
示
す
。
反
応
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
大
」
、
「
小
」
の
二
件
と
し
て
鳥
、

ヨR
と
し
そ
れ
ぞ
れ
君
、
β
と
示
す
。

　
α
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
A
の
選
択
さ
れ
る
確
率
を
㌧
9
（
》
）
と
す
れ
ば
、
B
の
選
択
さ
れ
る
確
率

は
H
一
㌔
9
（
郎
）
と
な
る
。
同
様
に
∂
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
β
が
選
択
さ
れ
る
確
率
を
㌧
。
（
b
づ
）
と
す

れ
ば
、
A
の
選
択
さ
れ
る
確
率
は
H
一
》
（
鴨
）
と
な
る
（
第
二
表
）
。

　
α
と
う
と
は
ラ
ン
ダ
ム
な
順
序
で
生
起
し
、
そ
の
生
起
確
率
は
α
O
譲
と
し
、
か
っ
反
応
の
い
ず
れ

に
も
何
ら
の
重
み
を
与
え
な
い
と
す
る
と
、
前
項
と
同
様
の
論
旨
に
よ
り
ケ
ー
ス
ー
～
皿
を
と
わ
ず
こ

の
刺
激
条
件
で
は
炉
（
》
）
鷲
、
。
（
恥
）
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
判
断
軸
上
に
お
け
る
こ
の
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
冨
瓢
。
）
　
に
よ
っ
て
示
せ
ば
ト
。
琵
H
と
な
る
。
　
い
ま
、
期
待
に
反
し
て
、
9
（
出
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
移
動
の
量
は
や
は
り
尤
度
比
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
T

　
　
　
　
の
方
法
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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で
、
提
示
距
離
は
観
察
点
か
ら
H
ヨ
Ψ
ω
旨
”
①
ヨ
”
H
O
ヨ
と
す
る
。

　
N
は
常
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
V
は
十
秒
間
隔
で
二
秒
間
だ
け
、
α
、
6
そ
れ
ぞ
れ
等
数
点
ず
つ
ラ
ン
ダ
ム
な
順
序
で
提
示
さ
れ
る
。

被
験
者
は
同
時
比
較
に
よ
り
、
V
が
N
に
対
し
て
「
大
」
で
あ
る
か
「
小
」
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
。
　
「
等
」
あ
る
い
は
「
疑
」
反
応
は

許
さ
な
い
。
観
察
は
明
室
（
文
学
部
東
館
三
階
東
側
廊
下
）
、
両
眼
視
で
、
被
験
者
は
顎
台
に
よ
っ
て
観
察
位
置
に
固
定
さ
れ
る
以
外
の
捌

約
は
加
え
ら
れ
な
い
。
被
験
者
は
四
駅
で
、
転
入
が
四
日
間
に
わ
た
り
一
刺
激
当
り
延
百
回
の
判
断
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
間
に
観
察
距

離
の
順
序
効
果
が
相
殺
さ
れ
る
よ
う
計
画
を
組
ん
だ
。
実
験
は
昭
和
三
十
九
年
十
月
か
ら
十
一
月
の
間
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

第三表　各提示距離における反応生起率，

　　　d’，Lc，　PSEおよび恒常度指数

d，
反応選択率

AfuX　B％

　
き

象
大
さ

轟
騰

．995159．　2O．　81

（310）　（90）

　77．　5　22．　5

（136）　（264）

　34．0　66．0

1．　17

α
　
　
　
　
7
0

100

．99916e．　21．　e91．　24

．997162．　21．　481．　21

．995166．　61．　47O．　62

（285）　（l15）

　7L　3　2＆7

（99）　（301）

24．7　75．3
（204）　（196）

　51．0　49．0

（70）　（33e）

　17．　5　82．　5

（151）　（249）

　37．8　62．3，

（70）　（330）

　17．　5　82．　5

α
　
　
　
　
7
0

300

窒
聞
視
知
覚
の
方
法
論
的
検
討

α
　
　
　
　
7
0

600

α
　
　
　
　
う

1000

　
〔
結
果
〕
　
第
三
表
と
図
4
参
照
。

　
㌔
9
（
鵠
）
と
㌧
。
（
鋤
）
の
関
係
を
被
験
者
毎
に
各
距
離
に
つ
い
て

求
め
る
と
図
4
の
如
く
に
な
る
。
図
中
の
曲
線
は
、
鎚
匪
歴
碧
4
1

は
物
理
的
に
き
め
る
こ
と
の
で
き
る
α
と
う
の
大
き
さ
の
差
と
、

被
験
者
の
弁
別
力
と
の
二
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
決
ま
る
パ
ラ
メ
ー

タ
ー
で
あ
る
）
と
し
た
時
に
期
待
さ
れ
る
反
応
の
選
択
確
率
を
示

す
の
で
一
種
の
予
測
値
で
あ
る
。
各
被
験
者
の
示
し
た
反
応
の
選

択
率
は
ほ
ぼ
こ
の
予
測
値
に
そ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
被
験
老
全
部
の
合
計
は
第
三
表
の
第
3
列
と
第
4
列
に
示
し
た
。

括
弧
内
の
数
値
は
選
択
の
頻
数
で
、
そ
の
下
の
数
値
が
選
択
率
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
T
S
D
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
算
死
し
た
6
1
と
為

の
値
を
そ
れ
ぞ
れ
第
5
列
と
第
6
列
に
示
し
た
。

　
H
ヨ
か
ら
①
ヨ
ま
で
〃
の
値
は
一
定
で
あ
り
、
為
の
値
は
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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●

●

ジ
O

●

●

o．o O．5 1．0

Pb（A）

図4　Pα（A）とPb（A）の関係

0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

　
L
－
　
　
　
　
　
　
　
0
，
　
　
　
　
　
　
　
　
砿

　
細

　
P

較
判
断
の
過
程
に
関
す
る
情
報
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

的
に
ふ
え
て
い
る
。
①
ヨ
か
ら
H
O
ヨ
に
か
け
て
4
1
の
値
は
減
少
し
、
ム
の
増
加

傾
向
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。

　
一
方
、
選
択
率
か
ら
覆
常
法
的
に
P
S
E
を
算
出
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て

恒
常
度
（
切
讐
昌
ω
≦
涛
指
数
）
を
求
め
る
。
そ
の
結
果
が
そ
れ
ぞ
れ
第
7
列
と

第
8
列
に
示
さ
れ
る
が
、
恒
常
度
は
H
ヨ
か
ら
H
O
ヨ
ま
で
変
動
は
き
わ
め
て
僅

か
で
、
か
つ
一
に
近
似
し
て
い
る
。

　
以
上
の
と
お
り
、
恒
常
法
に
も
と
つ
く
伝
統
的
な
資
料
処
理
か
ら
は
、
多
く

の
テ
キ
ス
ト
ど
お
り
、
　
「
明
室
条
件
、
両
眼
視
で
の
岡
時
比
較
に
よ
る
と
完
全

擬
常
に
近
い
結
果
が
え
ら
れ
る
』
と
い
う
き
わ
め
て
常
識
的
事
実
が
裏
書
き
さ

れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
、
T
S
D
の
モ
デ
ル
に
よ
る
処
理
結
果
か
ら
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
比

　
ま
ず
第
一
に
、
観
察
距
離
が
増
す
に
つ
れ
て
ム
の
値
が
し
だ
い
に
大
き
い
方
へ
ず
れ
て
い
く
こ
と
は
、
判
断
の
基
準
の
値
が
大
き
い
方

へ
ず
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
基
準
の
値
が
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
米
の
と
こ
ろ
に
あ
る
対
象
が
、
十
米
の
位
置
で
の
基

準
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
そ
れ
よ
り
も
相
対
的
に
大
き
い
（
し
か
し
心
理
的
に
は
等
価
な
）
も
っ
と
手
前
の
基
準
に
よ
っ
て
大
き
さ
判

断
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
客
観
的
に
は
十
米
の
と
こ
ろ
に
あ
る
対
象
が
九
米
な
に
が
し
の
と
こ
ろ
に
ず
れ
て
定
位
さ

れ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ず
れ
の
量
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
使
用
さ
れ
る
基
準
が
相
対
的
に
大
き
く
な
る
か
ら
、
判
断

は
よ
り
「
小
」
の
方
に
か
た
よ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
に
、
観
察
距
離
が
大
き
く
な
っ
て
（
旨
O
ヨ
）
、
弁
別
が
悪
く
な
る
（
♂
の
値
が
減
少
す
る
）
と
、
判
断
基
準
の
ず
れ
も
一
定
の
増
加



傾
向
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
が
見
爵
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
弁
別
の
精
度
が
ち
が
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
判
断
自
身
も
ま
た
ち
が
っ
た
機

能
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
と
解
釈
で
き
る
。
逆
に
い
え
ば
、
弁
別
の
水
準
が
一
定
に
保
た
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
判
断
過
程
の
定
常

状
態
が
保
証
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
同
一
の
セ
ッ
ト
が
維
持
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
〕

　
　
　
　
　
　
　
〔

　
観
察
距
離
の
増
大
に
つ
れ
「
小
」
判
断
の
割
合
が
増
す
こ
と
（
、
9
（
毎
）
〈
㌧
。
（
b
む
）
と
な
る
こ
と
）
は
、
前
節
皿
・
W
の
諸
仮
定
に
し
た

が
え
ば
、
感
覚
デ
ー
タ
ー
の
基
準
に
対
し
て
な
さ
れ
る
定
位
が
、
対
象
の
量
示
さ
れ
た
位
置
に
対
応
す
る
基
準
に
で
は
な
く
、
も
っ
と
手

前
の
位
置
に
対
応
す
る
暴
露
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
ム
の
値
は
対
象
の
提
示
さ
れ
た
位
置
と
、

定
位
が
な
さ
れ
た
基
準
の
位
置
と
の
間
の
ず
れ
の
量
の
指
標
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
の
ず
れ
が
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、

お
ヨ
の
も
の
が
H
O
ヨ
の
基
準
に
定
位
さ
れ
る
と
き
　
一
〇
掌
一
O
箇
ニ
ー
1
「
○
撃
1
9
二
￥
蕊
駄
の
条
件
下
で
ム
は
一
と
な
り
、
伝
統
的
な
立

場
で
は
恒
常
完
全
が
成
立
す
る
。
恥
が
一
よ
り
大
と
な
れ
ば
H
O
ヨ
の
対
象
が
そ
れ
よ
り
手
前
の
位
置
の
基
準
に
定
位
さ
れ
る
か
ら
、
相
対

自
す

超 ｛：i三1　’吊

常恒低

　　対象の定位された踵離

5　提示距離と定位距離の関係

1！27

対
象
の
提
示
さ
れ
た
距
離

　
甕
間
視
知
覚
の
方
法
論
的
検
討

的
に
は
大
き
い
物
指
し
を
あ
て
が
う
こ
と
に
な
る
の
で
目
盛
り
の
よ
み
は
小
さ
く
な
る
。
そ

の
結
果
、
伝
統
的
な
立
場
で
い
う
低
恒
常
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
為
が
一
よ
り
小
と
な

る
場
合
は
H
O
ヨ
の
対
象
が
そ
れ
よ
り
遠
く
の
基
準
に
定
位
さ
れ
る
か
ら
、
相
対
的
に
は
小
さ

い
物
指
し
を
あ
て
が
う
こ
と
に
な
る
の
で
目
盛
り
の
よ
み
は
大
き
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
伝

統
的
な
立
場
で
い
う
超
恒
常
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
指
標
ム
の
組
織
的
な
変
化
は
、

提
示
位
置
と
定
伎
さ
れ
る
基
準
と
の
間
の
ず
れ
の
起
り
方
に
一
定
の
規
則
性
が
あ
る
こ
と
を

予
想
さ
せ
る
（
園
5
）
。

　
以
上
の
考
察
は
、
非
常
に
直
観
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
で
き
よ
う
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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五
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㎜
窒
鑛
嚢
忠
と
し
て
成
立
し
塞
葉
と
視
蕎
と
の
対
応
関
係
は
・
あ
嚢
・
ト
に
お
い
三
本
実
験
で
は
”
の
定
瑛
態

　
　
に
よ
っ
て
定
義
で
き
た
）
、
距
離
が
遠
く
な
る
ほ
ど
後
者
が
寸
づ
ま
り
に
な
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
変
数
と
し
て
の

　
　
基
準
系
を
あ
る
値
に
保
っ
た
場
合
に
、
感
覚
デ
ー
タ
…
の
基
準
系
に
薄
す
る
定
位
の
機
能
は
、
対
象
の
大
き
さ
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
提

　
　
示
距
離
と
定
位
さ
れ
た
距
離
の
関
係
に
対
応
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
物
理
的
な
距
離
と
見
え
の
距
離
の
関
係
か
ら
求
め
ら
れ
た

　
　
哺
つ
の
法
則
性
一
こ
れ
は
精
神
物
理
学
的
方
法
で
い
う
感
覚
尺
度
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
○
葺
器
ξ
L
ゆ
躍
）
i
は
、

　
　
判
断
に
お
け
る
大
き
さ
と
距
離
と
の
現
象
的
関
係
を
規
定
す
る
基
本
的
関
数
関
係
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
基
本
的
関
係

　
　
に
も
と
づ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
大
き
さ
の
恒
常
性
の
種
々
の
現
象
面
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
コ

　
　
　
　
附
信
号
検
出
理
論
（
些
8
姥
。
粘
蓋
⇔
巴
匹
①
け
豊
一
8
）

　
　
　
　
〔

　
　
　
本
文
五
四
ペ
ー
ジ
の
第
二
表
に
示
し
た
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
も
と
づ
い
て
信
号
検
出
理
論
が
展
開
さ
れ
た
。
本
文
中
の
討
論
に
用
い
ら
れ

　
　
る
尤
度
比
島
と
か
、
弁
別
可
能
性
♂
と
い
う
指
標
は
、
実
は
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
測
度
な
の
で
あ
る
。
以
下
に
こ
の
二
つ
の

　
　
測
度
の
も
つ
意
義
を
知
る
た
め
に
信
号
検
出
理
論
の
概
要
を
の
べ
た
い
。
理
解
の
た
め
に
叙
述
に
厳
密
さ
を
欠
い
た
の
で
、
正
確
に
は

　
ζ
o
鉱
鑓
霞
（
H
O
α
⑩
）
い
ω
≦
魚
。
。
》
↓
⇔
昌
づ
①
が
乳
切
マ
留
p
鵠
（
お
①
同
）
W
8
鋤
⇔
旨
旨
（
お
窃
①
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
生
起
事
象
α
、
∂
そ
れ
ぞ
れ
が
A
で
あ
る
か
B
で
あ
る
か
を
判
断
し
て
決
定
を
下
す
事
態
に
、
こ
の
理
論
の
モ
デ
ル
は
適
用
さ
れ
る
。

　
知
覚
的
事
態
で
は
、
受
信
機
に
キ
ャ
ッ
チ
さ
れ
る
信
号
を
き
き
と
る
場
面
と
か
、
レ
ー
ダ
ー
の
受
像
藤
に
船
影
や
機
影
を
指
摘
す
る
場
面

　
　
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

　
　
　
た
と
え
ば
、
信
号
の
き
き
と
り
の
場
面
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
我
々
の
耳
に
は
常
に
あ
る
レ
ベ
ル
の
ノ
イ
ズ
（
騒
音
）
が
与

　
　
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
受
信
機
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
出
る
物
理
的
な
騒
音
が
受
容
器
を
刺
激
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
起
し
た
部
分
も
あ

　
　
る
し
、
感
覚
受
容
器
か
ら
中
継
ま
で
の
神
経
伝
導
路
の
自
発
的
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
部
分
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
通
僑
の
内
容
を
伝

　
達
す
る
シ
グ
ナ
ル
は
、
そ
の
ノ
イ
ズ
の
上
に
浮
き
出
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
レ
…
ダ
ー
観
測
の
場
合
に
は
、
地
形
や
海
面
の
反
射
が
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ノ
イ
ズ
を
生
ず
る
刺
激
に
当
り
、
受
像
面
に
現
わ
れ
る
ス
ポ
ッ
ト
は
船
や
飛
行
機
の
存
在
を
示
す
シ
グ
ナ
ル
で
あ
る
。
観
測
者
に
は
、
ノ

イ
ズ
中
か
ら
で
き
る
だ
け
迅
速
に
、
あ
る
い
は
で
き
る
だ
け
正
確
に
シ
グ
ナ
ル
を
発
見
せ
よ
と
い
う
課
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
事
態
だ
と

考
え
て
よ
い
。

す
な
わ
ち
、
生
起
萎
が
・
イ
ズ
の
命
・
、
ノ
イ
ズ
・
プ
・
ス
・
シ
グ
ナ
あ
の
い
ず
れ
か
で
、
選
択
反
応
は
・
グ
ナ
ル
が
「
あ
・

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

た
A
」
か
、
　
「
な
か
っ
た
B
」
か
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
第
二
表
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
は
第
四
表
の
よ
う
に
書
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
シ
グ
ナ
ル
の
よ
み
と
り
の
誤
り
（
こ
の
誤
り
に
は
ミ
ス
鼠
ω
ω
と
フ
ォ
ー
ル
ス
ア
ラ
ー
ム
心
門
Φ
巴
要
旨
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
含
ま
れ

・
）
は
、
笙
に
・
イ
ズ
⑳
の
・
ベ
ル
・
・
グ
ナ
ル
鋤
の
讐
の
茜
に
・
・
て
叢
る
だ
ミ
そ
の
重
大
・
い
ほ
ど
努
は
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

第四表　生起事象に対して反応が

　　　　選択される確率

反択選

BA
　PsN（B）
＝：1－PsN（A）
　　　（miss）

Psiv（A）
（hit）SN

　　　　　　PN（B）

1　（correct　rejection）N
　PN　（A）

＝1一ん理（B）
（false　alarm）

生
起
事
象

く
な
る
し
、
嚢
小
さ
い
ほ
ど
誤
り
は
多
く
な
る
筈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
N
と
餌
の
強
度
套
増
せ

ば
シ
グ
ナ
ル
の
鎚
簿
①
o
賦
ぴ
筥
信
は
高
ま
り
、
減
少
す
れ
ば
儀
。
審
。
欝
げ
法
曙
は
低
ま
る
。
い
ま
、

自
裁
①
o
欝
ぴ
調
髪
を
♂
と
示
せ
ば
、
刺
激
差
〃
と
の
関
係
は
図
6
の
と
お
り
と
な
る
　
（
6
き
9
が
鋤
巳

ω
≦
魚
ρ
H
O
㎝
軽
）
。

空
間
視
知
覚
の
方
法
論
酌
、
検
討

log　d

　　　　　　　　　log　AI

図6　AIとd’の関係（Tanner．
　　　　＆　Swets，　1954）

　
よ
み
と
り
の
誤
り
は
第
工
に
観
測
者
の
構
え
（
溝
え

と
は
セ
ッ
ト
ω
①
仲
と
い
う
語
が
示
す
と
お
り
、
刺
激
に

よ
っ
て
開
発
さ
る
べ
く
準
備
…
さ
れ
た
有
機
体
内
部
の
状

態
を
さ
し
て
い
る
。
あ
る
刺
激
に
対
し
て
A
と
い
う
反

応
パ
タ
ー
ン
が
燦
や
す
い
よ
う
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る

か
B
と
い
う
反
応
パ
タ
ー
ン
が
出
や
す
い
よ
う
に
セ
ッ

ト
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
も

変
っ
て
く
る
筈
で
あ
る
。
観
測
者
の
セ
ッ
ト
は
シ
グ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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@
ル
が
非
常
に
頻
繁
に
現
わ
れ
る
場
合
と
、
稀
に
し
か
現
わ
れ
な
い
場
合
と
で
は
力
動
的
に
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
正
確
第
一
に
反

　
　
応
し
ょ
う
と
す
る
か
、
少
々
雑
で
も
で
き
る
だ
け
迅
速
に
反
応
し
よ
う
と
す
る
か
と
い
っ
た
意
図
的
過
程
に
よ
っ
て
も
セ
ッ
ト
は
違
っ
て

　
　
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
セ
ッ
ト
の
違
い
は
シ
グ
ナ
ル
よ
み
と
り
の
判
断
基
準
（
。
誉
Φ
嵩
。
づ
）
の
変
化
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
基
準
が

　
　
ひ
き
上
げ
ら
れ
れ
ば
貯
『
Φ
既
㌶
臼
は
少
な
く
な
る
が
同
時
に
窪
け
も
少
な
く
な
る
。
基
準
が
ひ
き
下
げ
ら
れ
れ
ば
｝
旨
が
増
す
か
わ

　
　
り
に
｛
既
。
。
Φ
鮎
讐
ヨ
も
ふ
え
て
く
る
。
こ
の
判
断
基
準
を
ム
と
い
う
指
標
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
信
号
検
娼
理
論
は
、
こ
の
二
つ
の
指
標
…
♂
（
匹
霧
g
巴
羨
受
）
と
し
（
。
葺
興
δ
嶺
）
1
…
を
用
い
て
刺
激
一
反
応
の
機
構
を
記
述
し

　
　
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
N
お
よ
蕨
に
よ
・
て
起
さ
れ
た
餐
は
時
間
軸
上
に
お
い
て
、
そ
の
感
掌
知
覚
過
程
箇
有
の
美
く
微
少
な
範
囲
の
変
動
を
も
つ
。

　
　
判
断
過
程
に
参
与
す
る
感
覚
デ
ー
タ
は
感
覚
一
知
覚
過
程
を
走
査
す
る
フ
ィ
ル
タ
…
に
よ
っ
て
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
サ
ン
プ
リ
ン
グ
さ

　
　
れ
た
変
動
の
見
本
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
こ
こ
で
変
動
の
母
集
団
は
正
規
分
布
す
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
N
に
も
と
つ
く
変
動
と
餌
に
も
と
つ
く
変
動
を
一
つ
の
判
断
軸
（
仙
？

　
　
・
重
臣
琶
に
関
係
づ
け
る
・
と
が
容
易
に
な
る
。
た
だ
し
本
文
で
は
、
N
の
変
動
の
分
散
と
∬
の
変
動
の
分
散
は
等
し
い
と
仮
定
さ

　
　
れ
て
い
る
。

　
　
　
判
断
軸
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
。
い
ま
、
感
覚
系
に
生
じ
た
あ
る
反
応
を
解
一
次
元
空
間
に
定
位
さ
れ
た
点
ツ
に
よ
っ
て
示
す

　
　
こ
と
に
す
る
。
ど
の
よ
う
な
点
ツ
を
と
っ
て
み
て
も
灘
個
の
次
元
お
の
お
の
に
関
わ
る
生
起
確
率
密
度
が
き
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

　
　
N
の
次
元
に
関
わ
る
生
起
確
率
密
度
を
〉
（
隻
）
、
鉱
の
次
元
に
関
わ
る
生
起
確
率
密
度
を
》
匿
（
量
）
と
す
る
と
、
い
ず
れ
の
点
ツ
に
つ
い

　
　
て
も
〉
（
量
）
と
》
窯
（
セ
）
の
比
（
尤
度
比
巳
お
｝
簑
o
O
鳥
墨
鼠
。
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

　　

@　

@　

@　

@
　
い
聴
、
（
縁
）
－
潔
堕



は
点
ツ
が
N
の
変
動
の
母
集
団
に
属
す
る
肇
さ
と
∬
の
変
動
の
母
集
団
に
辱
る
肇
さ
の
比
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
感
覚
妻
が
N

に
属
す
る
盗
に
属
す
る
か
の
判
断
は
、
・
の
尤
度
比
に
よ
．
て
き
ま
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
判
断
軸
は
尤
度
比
と
い
う
連
続
量
に
よ

っ
て
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
今
あ
る
感
覚
事
象
が
判
断
軸
上
に
与
え
た
値
五
が
、
そ
の
と
き
の
条
件
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
基
準
（
。
蜂
①
臨
。
⇒
）
の
値
ム
を
越
え
て
大

と
な
れ
ば
、
そ
の
感
覚
事
象
益
の
変
動
の
母
集
団
に
属
す
る
と
判
定
さ
れ
（
反
応
A
）
、
逆
に
L
奮
よ
り
小
と
な
れ
ば
、
そ
の
感
覚
事

A　hit：Ps，vCA）

　　　　　se　alarm：PN（A）

蕪ミ・N

decisien

ぴxis

B一網
　1’X　tAtCcu

鉱
銅
器
爲

Lc

7　判断軸上でのN

　　とS十Nの分布

象
は
N
の
変
動
の
母
集
団
に
属
す
る
と
判
定
さ
れ
る
（
反
応
B
）
。

判
断
塾
の
各
点
に
お
け
る
N
お
よ
び
∬
の
生
起
確
率
密
度
を
図
示
す
れ
ば
図
7
の
よ
う
に
な
る
。
定

義
に
よ
り
、
図
7
の
斜
線
で
お
お
わ
れ
た
部
分
の
面
積
は
そ
れ
ぞ
れ
条
件
確
率
♪
≧
（
》
）
と
　
㌔
宅
（
》
）

に
当
り
観
測
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
反
応
の
確
率
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
島
の
値
は
正

規
分
布
表
か
ら
籠
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
し
て
♂
は
判
断
軸
走
お
け
る
N
と
餌
の
分
布
睾

均
聞
の
距
離
と
し
て
σ
単
位
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
↓
⇔
づ
づ
臼
（
H
り
q
①
）
が
こ
の
理
論
を
拡
張
し
て
あ
て
は
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
的
に
、
あ
る
事
象
が

α
と
い
う
事
態
の
組
に
属
す
る
か
み
と
い
う
事
態
の
組
に
属
す
る
か
と
い
う
認
知
的
な
場
面
に
も
適
用
可

能
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
シ
グ
ナ
ル
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
と
い
う
感
覚
一
知
覚
的
過
程
ば
か
り
で
な
く
、
与
え
ら
れ
た
シ
グ
ナ
ル
を

α
の
組
に
分
類
す
る
か
み
の
組
に
分
類
す
る
か
と
い
う
選
択
的
な
行
動
の
記
述
に
も
充
分
使
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
尤
度
比
は

　　

@　

@　

@
掬
（
琶
－
歯
縮
鑓
㍗

・
な
り
、
・
れ
が
判
断
軸
・
な
・
．
〃
は
判
断
生
金
血
の
へ
だ
た
り
を
示
・
て
い
る
．
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哲
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究
　
第
五
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畳

文

献

六
二

b
σ
o
艮
づ
σ
q
層
閃
9
0
∴
＜
置
二
p
Ω
一
℃
①
H
6
の
℃
怠
◎
p
鶴
q
陰
一
鋤
く
二
二
¢
づ
。
①
．
3
ら
｝
ミ
・
肉
馬
。
こ
H
⑩
α
ド
O
ρ
ド
軽
困
－
同
蔭
G
Q
●

○
幽
ぴ
ω
o
P
回
匂
●
”
§
馬
、
馬
、
ら
愚
瓢
。
殺
ミ
馬
｝
同
質
弓
袋
匙
N
罎
ミ
，
N
匙
口
切
o
Q
僅
け
O
詳
“
国
〇
二
α
q
ゲ
汁
。
揖
竃
圃
田
一
P
H
¢
q
9

0
一
躍
口
ω
岸
ざ
〉
「
．
ω
」
勺
Φ
巴
6
Φ
陣
く
①
山
。
り
冒
①
餌
コ
餌
象
白
。
三
口
o
O
凶
ロ
鼠
の
信
巴
。
陰
勺
効
。
①
．
き
ら
謡
。
卜
師
偽
q
己
H
⑩
㎝
ゲ
α
◎
Q
植
彊
①
O
一
面
G
Q
笛
．

柿
綺
祐
一
　
「
い
わ
ゆ
る
錯
視
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
哲
研
、
一
九
六
三
、
四
二
巻
、
六
号
、
一
⊥
九
。

び
甘
江
蝕
島
⑦
が
い
O
●
図
∴
8
ぴ
の
O
圏
団
。
｛
ω
一
σ
q
謎
紘
自
Φ
結
O
島
。
昌
。
H
葺
ω
噸
国
o
o
げ
（
Φ
昏
）
き
ら
ひ
ミ
。
讐
、
冨
無
冠
§
ミ
勉
9
ミ
貫
＄
＜
9
目
．
Z
①
≦
磯
o
N
岸
“

　
鼠
。
の
H
⇔
≦
－
寓
博
ピ
H
O
α
P
や
ワ
蔭
H
－
H
心
蒔
．

牧
野
達
部
　
「
大
い
さ
の
恒
常
」
に
お
け
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Im

　　　　SinR　der　Natur　im　BeseR

Umkreis　von　der　Problematik　des

　　　　　Schelling？schen　Begriff　der　Natur　（II）

　　　　　　　von　Tadakatsu　Yoshida

　　Kant　gab　in　seiner　spatesten　Schrift　tiber　，，die　Religion“　der　frliher　von

lhm　selbst　flir　notwendig　und　mechanisch　gehaltenen　Natur　eine　Beschaffen－

heit　der　Freiheit　dergestalt，　daB　er　in　der　menschlichen　Natur　die　Anlage

zum　Guten　eben　sowie　den　Hang　zum　B6sen　fand．　Nach　seinem　Gedanken

liegt　der　Ursprung　des　BOsen　ln　der　，，perversitas“　der　Gesinnung，　d．　h．　in

der　Umkehrung　der　xeehten　Ordnung　zwischen　dem　moralischen　Gesetz　und

der　Selbstliebe，　mit　einem　Wort：　in　der　Gebrechlichkeit　der　menschlichen

Natur．　Allein　den　letzten　Grund　dieser　Gebrechlichl〈eit　zu　ergrUnden，　hat　er

nicht　gewagt．　Dle　Frage　bleibt：　warum　soll　die　Sinnlichkeit　der　Vernunft

gehorchen？；　woher　ist　clas　B6se　gekommen？　Beztiglich　dieser　Fra．cre　hat

Schelling　den　Grund　der　MOglichkeit　und　der　Wirl〈lichkeit　des　B6sen　je　in

，，der　Natur　in　Gott“　und　in　demjenigen　，，Geist　des　Menschen“　entdeckt，　der

das　Verhaltnis　von　dem　aus，，der　Natur　in　Gott“sta皿menden　Eigenwillen

und　dem　im　Einklang　mit　derr｝　g6ttlichen　Verstande　stehenden　Universal－

willen　verl｛ehren　will，　indem　er　das　g6ttliche　Band　zertrennt．　Auf　diese

Weise　versucht　Schelling　dem　Begriff　des　B6sen　eine　Positivitat　zuzusprechen．

Aber　durch　eine　Art　Theodizee，　d．ie　er　als　SchluB　seiner　Freiheitsabhandlung

versucht　hat，　mtissen　seine　Begriffe　wie　，，die　Natur　in　Gott“　und　，，das　B6se“

doch　am　Ende　im　negativen　Sinne　bleiben．　Also　w8rde　der　spel〈ulativ－

geschicht｝iche　Gesichtskreis　Schellings，　in　dem　die　Einmaliglceit　der　g6t£lichen

Weltsch6pfung　starl〈　umgedeutet　war，　einer　grundsatzlichen　Umarbeitung

nicht　entgehen　k6nnen，　wie　mir　scheint．

ASt魑dy　of　the　Co9駐i重ive

　　　　　　　　Process　in　Visual　Slze　Perception

　　　　　　　　　　　　　　をン　Susumu　Ikeda

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



　　Problems　of　slze－constancy　have　been　explored　in　the　context　of　human

；adjustment　to．his　environmenta｝　world．　ln　this　article，　the　signal　detection

theory　is　applied　to　analyse　the　seeing　behavior　that　provides　slze－constancy

　　Human　seeing　behavior　is　distinguished　by　two　hypothetical　precesses　；　a）

・sensgry　and　b）　cognitive．

　　a）　NVhile　sensory　datum　on　the　retina｝　surface　must　be　bi－demensional，

’we　anyway　see　the　world　tri－dimensionally．　This　transformation　would　be

－attained　in　the　sensory　process　on　the　basis　of　early　experience　or　matura£ion，

．and　it　suggests　the　exlstence　of　some　‘scales’　or　the　reference　system　of

’which　characteristics　are　postulated　in　the　statements　1，　II　and　III．

　　1　Subjective　standard　for　size－recognition　is　given　to　mal〈e　his　behavior

・effective　in　his　surroundings．

　　II　Occasional　change　of　retinal　image　size　co－operates　with　his　subjective

／standard　to　construct　the　scales　（the　unlt　of　size－judgment）　on　his　retinal

，surface．

　　III　The　scales　established　on　his　xetinal　surface　have　a　specific　gradient

’represented　in　equation　（3），　which　is　called　the　reference　system．

　　b）　Apparent　size　of　object　is　determinated　by　the　individual　choice　of

experimentally　prepared　response　categories．　And　thl’s　choice　would　be

attained　in　the　cognitive　process，　and　it　is　considered　as　a　result　of　an

optimal　selection　of　the　scale　in　a　given　experimental　condition．　Uence　the

statements　IV　and　V　are　postulated．

　　VI　The　selection　of　the　scale　for　’the　perceived　retinal　image　gives　a

terminal　（overt）　response　abo’ut　size－recognition．

　　V　The　selection　of　most　optimum　is　reliable　on　all　factors；　individual

and　clrcumstantial．

　　　For　an　experimental　verification　of　our　assertions，　the　method　of　the

signal　detection　theory　is　found　to　be　useful．

　　　The　parameter　d’　indicates　the　sta’te　of　discriminability　between　a　standard－

and　a　cornparison－object．　Resuits　show　a　constattt　state　in　d’　values　at　the

viewing　distances，1，　3　and　6，　and　a　decay　at　10　（in　meter）．　Tlie　parameter　Lc
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（critica｝　likelihood　ratio）　indicates　the　state　of　the　optimal　selection　of　the

scale　corresponding　to　the　perceived　standard－object．　Results　show　a

increasing　t6ndency　of．乙。　values；α81，1．09，1．48，　for　corresponding（listances，

！，　3，　6　（in　meter）．　lt　is　assumed　that　the　optiinal　selection　of　the　reference

system　changes　in　skici？．　a　way　representative　in　lncreasing　Lc　valttes　for

incyeasing　distance　under　the　x’estriction　ef　constant　d’　values．

　　By　an　appllcation　of　the　signal　detectioR　theory　we　obtain　an　information

abottt　the　cognitive　pyecess　in　visual　size　perception．
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