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「
も
の
は
な
ぜ
そ
れ
が
み
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
か
」
と
い
う
の
が
、
い
わ
ゆ
る
知
覚
心
理
学
の
原
初
的
な
設
問
の
一
つ
で
あ
っ

（
1
）

た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
そ
れ
は
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
よ
う
な
啓
は
、
素
朴
な
実
在
論
で
あ
る

と
し
て
斥
け
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
例
え
ば
色
は
物
そ
れ
自
身
の
も
つ
属
性
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
色
も
決
し
て
人
の
心
の
恣
意
的
な
所
産
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
と
物
と
の
根
互
関
係
の
反
映
で
あ
る
。
ふ
つ
う
の
人
が
ふ
つ

う
の
状
況
で
見
る
眼
り
は
「
赤
い
リ
ン
ゴ
」
と
み
え
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
属
性
は
、
果
物
麗
の
店
頭
で
リ
ン
ゴ
と
よ
ば
れ
る
一
つ
の
物

体
と
そ
れ
を
見
る
人
と
の
関
係
そ
れ
自
身
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
さ
き
の
表
朴
な
答
の
方
が
む
し
ろ
真
に
近
い
と
も

考
え
ら
れ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
に
つ
い
て
も
う
少
し
具
体
的
に
調
べ
て
み
る
こ
と
を
通
じ
て
、
心
理
学
に
お
け
る
知
覚
論
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
趣
意
で
あ
る
。

視
覚
の
生
態

一



1002

　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
一
弩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

（．

P
）
　
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
コ
フ
カ
（
澱
。
躇
犀
僧
搭
G
。
㎝
）
の
『
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
学
の
原
理
』
の
中
か
ら
し
ば
し
ば
引
網
さ
れ
る
文
で
あ
る
。

（
2
）
　
本
稿
は
一
九
七
八
年
十
一
月
四
日
の
京
都
哲
学
会
で
の
公
醐
講
演
の
内
容
を
毒
毒
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
　
基
本
的
な
図
式

　
わ
れ
わ
れ
は
眼
だ
け
で
も
の
ご
と
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
体
全
体
で
、
全
人
格
的
な
働
き
と
し
て
、
見
て
い
る
。
そ
の
中

で
、
特
に
限
の
働
き
に
規
定
さ
れ
て
い
る
十
分
が
ふ
つ
う
視
覚
と
よ
ば
れ
る
。
こ
こ
で
も
一
応
こ
の
よ
う
な
常
識
に
従
っ
て
お
こ
う
。

　
次
に
、
生
態
と
い
う
語
も
か
な
り
多
義
的
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
要
す
る
に
生
活
体
と
そ
れ
が
生
き
て
い
る
環
境
と
の
関
係
の
全
体
を

意
味
す
る
。
た
だ
し
、
環
境
と
の
関
係
と
い
っ
て
も
、
無
記
的
で
静
的
な
関
係
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
体
の
行
動
な
い
し
生
き
る

こ
と
に
即
し
て
問
題
に
な
る
よ
う
な
関
係
と
い
う
意
味
で
の
機
能
的
な
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
活
体
の
下
位
系
と
し
て
の
脳

や
眼
な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
お
か
れ
て
い
る
環
境
と
の
関
係
を
、
そ
れ
ら
の
器
富
の
生
態
と
よ
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

こ
こ
で
視
覚
の
生
態
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
と
そ
れ
が
お
か
れ
働
い
て
い
る
環
境
と
の
機
能
的
な
関
係
の
全
体
を
意
味
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
見
る
」
と
い
う
全
人
格
的
な
働
き
は
、
視
覚
の
生
態
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
見

る
こ
と
と
眼
と
の
闘
わ
り
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
数
多
く
の
知
見
が
集
積
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
見
る
ζ
と
と
眼
の
生
態
と
の
関
係
が

聞
題
に
さ
れ
始
め
た
の
は
、
そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
の
へ
ん
の
事
情
に
つ
い
て
、
簡
単
に
展
望
し
て
み
よ

う
。　

問
題
を
整
序
す
る
た
め
の
困
り
の
枠
組
と
し
て
、
図
1
の
よ
う
な
関
係
を
考
え
て
お
く
。
こ
の
種
の
図
式
化
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
後

に
改
め
て
批
判
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
近
年
い
ろ
い
ろ
な
所
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
最
大
公
約
数
的
に
単
純
化
し

た
も
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
常
識
的
な
シ
ェ
マ
で
あ
る
。

　
図
は
次
の
よ
う
な
関
係
を
表
わ
し
て
い
る
。
あ
る
対
象
（
0
）
は
受
容
器
と
し
て
の
限
の
網
膜
面
に
い
わ
ゆ
る
光
の
時
。
空
的
分
布
の



パ
タ
ー
ン
（
S
）
と
し
て
投
影
さ
れ
る
。
0
は
遠
刺
激
、
S
は
近
刺
激
と
よ
ば
れ
る
。
実
線
は
生
活
体
と
し
て
の
人
の
内
・
外
の
界
面
を

蓑
わ
し
て
い
る
。
s
は
S
に
よ
っ
て
生
活
体
内
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
直
接
的
な
効
果
（
例
え
ば
綱
膜
で
の
光
化
学
的
反
応
）
を
さ
す
。
s

は
複
雑
な
過
程
（
そ
れ
は
心
理
学
的
な
意
味
で
の
過
程
で
あ
る
と
共
に
、
神
経
学
的
・
生
理
学
的
な
過
程
で
も
あ
る
）
に
媒
介
さ
れ
て
、

あ
る
い
は
、
生
活
体
を
一
つ
の
情
報
処
理
系
と
み
る
な
ら
ば
、
種
々
な
処
理
の
段
階
を
経
て
、
例
え
ば
筋
の
収
縮
の
よ
う
な
末
端
の
効
果

器
の
反
応
工
を
ひ
き
お
こ
す
。
r
は
外
的
な
表
出
と
し
て
の
反
応
R
に
具
現
さ
れ
る
が
、
R
は
単
に
筋
の
収
縮
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
掴

む
と
か
食
べ
る
と
か
逃
げ
る
な
ど
の
意
味
を
担
っ
た
認
知
的
反
応
で
あ
り
、
直
接
的
・
間
接
的
に
対
象
0
に
働
き
か
け
る
作
用
で
あ
る
。

前
記
の
s
－
τ
の
過
程
な
い
し
処
理
系
と
は
、
そ
の
働
き
方
を
直
接
に
観
測
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
S
と
R
と
の
関
係
か

ら
推
測
さ
れ
構
成
さ
れ
た
媒
介
概
念
で
あ
り
、
図
で
は
こ
れ
を
一
で
裏
わ
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
0
と
S
と
の
騨
係
及
び
0
と
s
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
R
と
0
と
の
関
係
は
認
知
的
反
応
R
が
戸
戸
0

1003
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に
対
し
て
も
つ
機
能
的
な
妥
当
性
を
意
味
し
て
あ
る
。
例
え
ば
、
本
当
の
食
物
0
に
対
し
て
そ
れ
を
食

べ
よ
う
と
す
る
R
は
機
能
的
に
妥
当
で
あ
る
が
、
蝋
細
工
の
見
本
を
食
べ
よ
う
と
す
る
反
応
は
妥
轟
で

は
な
い
。
R
が
O
に
対
し
て
機
能
的
に
妥
当
で
あ
る
か
否
か
に
応
じ
て
、
1
の
処
理
過
程
は
妥
当
性
が

よ
り
高
ま
る
方
向
に
自
ら
を
変
容
さ
せ
て
ゆ
く
（
つ
ま
り
学
習
が
行
わ
れ
る
）
。
図
1
は
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
）

無
限
の
円
環
的
関
係
を
蓑
わ
し
て
い
る
。

　
仮
り
に
こ
の
図
式
に
従
っ
て
み
る
と
き
、
伝
統
的
な
心
理
学
の
諸
理
論
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
円

環
的
関
係
の
全
体
を
カ
バ
ー
し
て
き
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ

れ
ぽ
、
図
2
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
は
省
略
す
る
が
、
図
1
の
よ
う
な
円
環

的
関
係
の
全
体
に
わ
た
っ
て
の
具
体
的
な
理
論
体
系
は
未
だ
確
立
し
て
い
な
い
と
い
お
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

図
2
で
は
、
モ
ル
的
行
動
主
義
（
ヨ
◎
一
¢
ρ
増
　
げ
O
ゲ
鋤
く
一
〇
村
一
〇
ゆ
ヨ
）
が
あ
た
か
も
全
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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0

0
－
S
あ
る
い
は
O
l
s
の
関
係
が
明
確
な
形
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
前
述
の
生
態
と
は
、
広
義
に
は
図
1
の
円
環
的
関
係
の
全
体
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
こ
の
0
と
S
な
い
し
s
と
の
関
係
が

「
視
覚
の
生
態
」
と
し
て
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
ヒ
ト
は
ヒ
ト
、
サ
ル
は
サ
ル
、
ト
リ
は
ト
リ
、
イ
ヌ
は
イ
ヌ
と
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
独
穣
の
生
態
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
視
覚
の
生
態
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
生
態
の
種
差

に
ま
で
言
及
す
る
こ
と
は
現
段
階
で
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
可
能
で
か
つ
必
要
な
こ
と
は
、
ヒ
ト
の
視
覚
の
生
態
の
一
般

的
な
原
理
を
探
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
当
然
の
よ
う
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
心
理
学
老
の
名
は
ブ
ル
ン
ス
ィ
ク
で
あ
り
、

　
　
　
　
四

よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
現
段

階
で
は
単
に
ス
ト
ー
リ
ー
と
し

て
の
可
能
性
を
も
つ
に
す
ぎ
な

い
。　

特
に
欠
落
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
は
、
0
と
S
な
い
し
s

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
立
論
で
あ
る
。
行
動
に
関
す

る
今
臼
の
諸
理
論
、
特
に
学
習

や
発
達
に
関
す
る
諸
理
論
は
、

大
な
り
小
な
り
図
1
の
よ
う
な

円
環
的
な
関
係
を
考
え
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
が
、



ま
た
ギ
ブ
ソ
ン
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
こ
の
よ
う
な
機
能
的
妥
当
性
が
、
な
に
を
基
準
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
学
習
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立

　
　
す
る
の
か
。
そ
れ
ら
の
こ
と
は
、
ま
た
別
な
間
題
で
あ
る
。

（
2
）
　
古
典
的
行
動
主
義
で
主
な
対
象
と
さ
れ
た
筋
の
反
射
や
腺
の
分
泌
の
よ
う
な
分
子
的
行
動
（
ヨ
。
δ
。
銑
舞
び
⑦
匿
設
o
H
）
に
対
し
て
、
習
釣
性
・

　
　
認
知
性
・
陶
冶
性
な
ど
を
も
つ
全
体
と
し
て
の
行
動
を
モ
ル
的
行
動
（
ヨ
◎
再
び
。
軽
く
δ
村
）
と
い
う
。

工
　
生
態
の
確
率
的
構
造
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図
2
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

○

○
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．
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視
覚
の
生
態

伝
統
的
心
理
学
の
多
く
は
、
問
題
を
す
べ
て
生
活
体
と
い
う
カ
プ
セ
ル
の
内
部
（
図
1
の
黒
枠
の
中
）
に

　
　
　
　
封
じ
こ
め
て
き
た
。
そ
う
い
う
批
判
の
上
に
立
っ
て
、
図
1
の
よ
う
な
全
体
の
機
能
的
な
関
係

　　　　　　　手掛り

図3　Brunswikのレンズ・モデルの要部
　　　　　　　　　　　　（説畷本文）

を
問
題
と
し
て
強
調
し
た
の
が
ブ
ル
ン
ス
イ
ク
で
あ
っ
た
（
守
自
。
。
鼠
ぎ
お
諮
）
。

　
一
つ
の
物
を
見
る
と
き
、
そ
の
物
か
ら
は
形
、
色
、
大
き
さ
な
ど
、
い
く
つ
か
の
手
掛
り

（
O
β
O
ω
）
が
与
え
ら
れ
る
。
人
は
こ
れ
ら
の
諸
手
掛
り
を
総
合
的
に
利
用
し
て
、
そ
の
物
を
一
つ

の
「
も
の
し
と
し
て
知
覚
あ
る
い
は
認
知
す
る
。
こ
の
よ
う
な
因
果
的
関
係
、
つ
ま
り
対
象
0

と
そ
れ
が
与
え
る
手
掛
り
（
S
な
い
し
s
、
図
1
参
照
）
、
ま
た
、
手
掛
り
か
ら
帰
結
す
る
認

知
的
達
成
（
O
O
麟
コ
届
け
陣
く
O
　
節
肯
け
鋤
一
州
圏
P
Φ
躊
け
）
と
い
う
三
者
の
関
係
は
図
3
の
よ
う
な
「
レ
ン
ズ
。
モ

デ
ル
」
で
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
対
象
が
生
活
体
（
人
）
の
感
性
面
に
与
え
ら
れ
る
諸
手
掛
り

を
介
し
て
人
の
中
枢
に
お
け
る
認
知
的
達
成
（
P
）
に
輻
沸
し
そ
こ
に
焦
点
を
結
ぶ
と
い
う
形

で
、
人
の
行
動
の
機
能
的
な
一
単
位
を
表
わ
し
て
い
る
。
実
際
は
、
P
は
さ
ら
に
0
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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六

行
為
と
し
て
具
現
し
、
そ
こ
に
図
1
に
関
し
て
述
べ
た
よ
う
な
機
能
的
妥
当
性
が
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
認
知
的
達
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
行
為
と
等
価
の
よ
う
に
み
な
し
て
、
P
か
ら
0
へ
の
還
帰
と
し
て
、
認
知
の
妥
当
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
簡
単
の
た
め
、
S
（
網
膜
像
）
と
s
（
刺
激
と
し
て
の
網
膜
像
か
ら
生
じ
る
直
接
的
効
果
）
と
の
八
幡
に
は
さ
し
当
り
こ
だ
わ
ら
ず
、

一
括
し
て
手
掛
り
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
手
掛
り
と
い
う
以
上
は
網
膜
像
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
る
な
ん
ら
か
の
機
能
的
効

果
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ま
た
、
「
手
掛
り
」
概
念
そ
れ
自
身
の
聞
題
点
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
後
章
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
の
レ
ン
ズ
・
モ
デ
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
関
係
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
主
題
に
直
接
に
関
わ
る
の
は
0
と
手
掛
り
と
の
関
係
で
あ
る
。

例
え
ば
初
め
て
見
る
他
人
の
顔
（
あ
る
い
は
そ
の
写
真
）
を
見
て
そ
の
人
の
賢
さ
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
鼻
の
長
さ
だ
と
か
、
額

の
高
さ
だ
と
か
、
眼
の
大
き
さ
だ
と
か
、
そ
の
意
い
ろ
い
ろ
の
手
掛
り
が
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
額
が
高
い
（
お
で
こ
が
秀
で

て
い
る
）
と
い
う
こ
と
は
写
真
の
人
の
「
真
の
」
賢
さ
を
ど
の
程
度
に
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
0
の
真
の
特
性

と
手
掛
り
の
特
性
と
は
ど
の
程
度
の
確
率
を
も
っ
て
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
生
態
の
中
で

の
対
象
と
手
掛
り
と
の
確
率
的
な
関
係
を
調
べ
る
こ
と
が
、
ブ
ル
ン
ス
イ
ク
の
研
究
の
主
題
の
扁
つ
で
あ
っ
た
。

　
右
の
例
で
は
、
紺
象
と
し
て
の
入
の
賢
さ
と
い
う
特
性
の
「
真
の
」
値
は
、
そ
の
人
と
苦
楽
を
共
に
し
て
い
る
他
の
人
び
と
か
ら
の
平

均
的
評
価
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
妥
当
性
・
信
頼
性
の
保
証
さ
れ
た
テ
ス
ト
の
結
果
に
よ
っ
て
、
推
定
さ
れ
る
値
と
す
る
。
こ
れ
と
手
掛

り
の
値
（
例
え
ば
額
の
高
さ
）
と
の
相
関
係
数
が
、
そ
の
手
掛
り
か
ら
対
象
の
特
性
を
予
測
し
う
る
生
態
的
確
率
、
そ
う
い
う
意
味
で
の

手
掛
り
の
生
態
的
妥
当
性
の
指
標
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
の
生
態
に
お
い
て
手
掛
り
の
妥
妾
性
と
し
て
示
さ
れ
る
確
率
的
構
造
は
、

人
の
日
常
的
生
態
の
代
表
的
な
サ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
実
際
に
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

い
ま
述
べ
た
額
の
高
さ
と
い
う
手
掛
り
が
知
能
に
対
す
る
生
態
的
妥
当
性
と
し
て
は
、
あ
る
資
料
か
ら
は
○
・
二
五
と
い
う
根
関
係
数
が

え
ら
れ
る
。
額
の
高
さ
か
ら
相
手
の
賢
さ
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
多
少
の
関
係
は
あ
る
と
し
て
も
そ
ん
な
に
妥
当
な
こ
と
で
は
な
い
と
い



　
　
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
も
っ
と
単
純
な
場
合
を
あ
げ
れ
ば
、
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
．
が
物
の
大
き
さ
を
知
覚
す
る
場
合
、
網
膜
像
的
な
大
き
さ
（
視
角
、
あ
る
い
は

　
　
透
視
画
的
な
い
し
遠
近
法
的
大
き
さ
と
い
っ
て
も
よ
い
）
が
一
つ
の
手
掛
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
網
膜
像

　
　
と
し
て
眼
に
映
る
大
き
さ
は
、
対
象
の
大
き
さ
が
一
定
で
あ
っ
て
も
自
己
と
対
象
と
の
距
離
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

　
　
よ
う
な
手
掛
り
の
生
態
的
妥
豪
性
は
そ
ん
な
に
高
く
は
な
い
。

　
　
　
し
か
し
、
通
常
わ
れ
わ
れ
に
は
…
つ
だ
け
で
は
な
く
い
く
つ
か
の
手
掛
り
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
、
わ
れ
わ
れ
は
過
虫
に
お
け
る

　
　
人
や
事
物
と
の
交
渉
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
手
掛
り
の
妥
当
性
を
学
習
し
、
妥
当
性
の
程
度
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
乎
掛
り
に
重
み
づ
け

　
　
を
し
て
総
合
的
に
利
用
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
き
の
レ
ン
ズ
・
モ
デ
ル
の
右
半
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
知
覚
P
を
達
成
す
る
。
し
か
も
、

　
　
こ
の
知
覚
は
対
象
0
の
真
実
に
つ
い
て
か
な
り
の
程
度
に
よ
く
適
合
す
る
（
高
い
機
能
的
妥
当
性
を
も
つ
）
。
手
掛
り
の
利
用
の
重
み

　
　
づ
け
や
知
覚
の
機
能
的
妥
当
性
に
つ
い
て
も
、
相
関
係
数
に
よ
っ
て
実
際
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は

　
　
じ
ご
建
器
三
ぎ
6
0
9
を
参
照
さ
れ
た
い
）
◎

　
　
　
要
す
る
に
、
人
が
そ
の
中
に
生
き
て
い
る
生
態
的
環
境
の
因
果
的
連
関
は
確
率
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
知
覚
な
い
し
認
知
は

　
　
一
種
の
賭
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
だ
け
で
は
決
し
て
珍
し
い
考
え
で
は
な
い
。
「
環
境
へ
の
適
応
」
を
志
向
す
る
機
能
主
義
的

　
　
心
理
学
説
の
多
く
は
こ
の
種
の
確
率
モ
デ
ル
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
ブ
ル
ソ
ス
イ
ク
の
重
要
な
寄
与
は
、
生
活
体
と

　
　
い
う
カ
プ
セ
ル
の
外
の
事
象
を
生
活
体
の
活
動
と
の
関
係
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
生
態
と
し
て
、
心
理
学
の
理
論
体
系
の
中
に
組
み
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
　
　
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
手
掛
り
は
対
象
の
真
実
に
対
し
て
確
率
的
な
対
応
し
か
も
た
な
い
。
手
掛
り
は
あ
く
ま
で
手
掛
り
で
あ
っ
て
、

　
　
対
象
そ
の
も
の
の
特
性
と
同
一
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
手
掛
り
の
い
く
つ
か
を
総
会
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な

07

@
り
の
程
度
の
機
能
的
妥
当
性
が
確
率
的
に
達
成
さ
れ
る
。
諸
手
掛
り
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
、
諸
乎
掛
り
の
全
体
の
パ
タ
ー
ン
な
い
し
体
制
を

10　
　
　
　
　
視
覚
の
生
態
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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八

そ
れ
自
体
嚇
つ
の
季
掛
り
と
み
な
せ
ば
、
そ
の
よ
う
な
手
掛
り
の
パ
タ
ー
ン
の
も
つ
機
能
的
な
い
し
生
態
的
妥
当
性
は
か
な
り
高
い
と
考

え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
β
常
的
な
状
況
で
は
知
覚
の
恒
常
度
が
非
常
に
高
い
こ
と
な
ど
も
、
そ
の
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
手
掛
り
の
全
体
の
パ
タ
…
ソ
が
高
い
妥
当
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
個
々
の
手
掛
り
よ
り
は
む
し
ろ
全
体
の
パ
タ
ー
ン

そ
の
も
の
が
直
接
的
な
効
果
を
持
ち
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
手
掛
り
を
与
え
る
近
剃
激
S
の
時
・
空
的
な
分
布
の
中
に
含
ま
れ
る

な
ん
ら
か
の
ゲ
シ
タ
ル
ト
的
な
特
性
な
い
し
不
変
項
が
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
高
次
の
手
掛
り
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
ブ
ル
ン
ス
イ
ク
に
お
い
て
は
、
手
掛
り
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
：
と
は
い
っ
て
も
、
結
局
は
個
鋼
的
な
手
掛
り
の
加
重
さ
れ
た
総
合
で
あ

っ
て
、
そ
の
点
で
は
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
郵
象
形
成
に
お
け
る
摺
捌
的
情
報
の
効
果
に
嘉
す
る
茄
算
モ
デ
ル
や
丁
重
平
均
モ
デ
ル
と
変
り

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
前
詑
の
よ
う
に
、
手
掛
り
は
あ
く
ま
で
季
掛
り
に
す
ぎ
ず
、
機
能
的
に
妥
当
な
「
正
し
い
」
知
覚
が
達
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、

経
験
や
学
習
に
媒
介
さ
れ
た
な
ん
ら
か
の
「
意
味
づ
け
」
が
季
掛
り
に
よ
っ
て
成
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
手
掛
り
は
記
号
で
あ
り
、

人
は
記
号
を
通
じ
て
対
象
を
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
対
象
の
「
真
の
」
特
性
を
認
知
的
に
達
成
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
背
後
に
は
一
種
の
一
元
論
的
な
実
在
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
認
知

と
は
対
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
達
成
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
鋼
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
手
掛
り
を
介
し
て
間
接
的

に
行
わ
れ
る
。
し
か
も
、
手
掛
り
の
妥
当
性
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
実
の
知
覚
な
い
し
認
知
は
多
く
の
場
合
、
対
象
の

真
実
と
手
掛
り
（
近
刺
激
の
特
性
）
と
い
う
二
つ
の
極
の
間
を
さ
ま
よ
い
、
両
極
の
折
衷
と
な
る
。

（
工
）
　
こ
こ
で
は
P
は
対
象
に
つ
い
て
の
（
卑
語
的
）
報
告
と
同
等
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
P
が
対
象
に
つ
い
て
の
「
み
え
（
甥
禽
＄
讐
）
」

　
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
後
に
改
め
て
論
じ
る
よ
う
に
（
五
）
、
そ
れ
は
さ
き
の
図
式
（
図
1
）
の
中
の
ど
こ
に
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
も
の
で
あ
る
。



（
2
）
　
船
津
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
じ
コ
同
§
ω
註
ぎ
H
霧
N
の
邦
訳
の
あ
と
が
き
）
、
最
近
の
環
境
心
理
学
の
よ
う
な
乱
し
い
分
野
の
発
展
は
、
ブ

　
　
ル
ン
ス
イ
ク
が
強
調
し
た
客
観
的
な
環
境
の
研
究
が
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
3
）
　
例
え
ば
、
人
物
の
人
格
特
性
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
情
報
（
特
性
語
）
の
効
果
の
舶
重
平
均
と
し
て
、
そ
の
人
物
に
つ
い
て
の
「
好
ま
し
さ
」

　
　
の
評
価
が
き
ま
る
と
い
う
。
一
般
に
、
複
数
の
情
報
が
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
の
一
つ
。

三
　
生
態
の
光
学
的
構
造

　
　
　
人
の
生
態
の
構
造
は
本
来
的
に
確
率
的
な
も
の
で
あ
り
、
知
覚
な
い
し
認
知
と
は
手
掛
り
を
介
し
て
対
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
達
成
す
る

　
　
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
ブ
ル
ン
ス
イ
ク
の
考
え
の
骨
子
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
視
覚
は
そ
の
よ
う
な
生
態
の
中
で
人
の
達
成
の
た
め
の

　
　
重
要
な
手
掛
り
を
与
え
る
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
、
人
の
環
境
な
い
し
生
態
を
単
に
確
率
的
な
事
象
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
決
定
的
に
構
造
化
さ
れ
て
お
り
、
そ

　
　
う
い
う
も
の
と
し
て
人
の
行
動
な
い
し
認
知
を
直
接
的
に
規
定
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
決
定

　
　
（
論
）
的
モ
デ
ル
の
上
に
立
つ
の
が
ギ
ブ
ソ
ン
で
あ
る
。

　
　
　
ギ
ブ
ソ
ン
の
説
に
つ
い
て
は
、
至
る
と
こ
ろ
に
引
用
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
縷
説
す
る
必
要
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
れ
わ
れ
の
主
題
に
関
係
す
る
限
り
で
の
主
要
な
点
を
、
か
れ
の
代
表
的
な
著
書
（
（
Ψ
｝
げ
。
自
O
三
唱
　
日
Φ
窃
O
”
　
同
㊤
①
①
）
に
拠
っ
て
述
べ
て
お
こ
う
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
の
視
空
聞
（
〈
ぎ
飢
。
・
冨
8
）
は
、
空
虚
な
空
気
の
中
に
人
や
事
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
世
界
で
は
な
く
（
そ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ウ

　
　
な
、
い
わ
ば
カ
ン
ト
的
空
間
説
は
．
．
緯
子
8
蔓
、
、
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
）
、
種
々
の
面
（
◎
n
瓢
吋
剛
恥
O
O
の
）
と
縁
（
＆
σ
Q
塁
）
と
か
ら
な
る
世
界
で

　
　
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
例
え
ば
特
定
の
波
長
の
光
が
視
覚
的
に
特
定
の
「
色
」
を
生
じ
る
「
潮
激
」
と
し
て
働
く
の
と
岡
様
の
意
味
に
お
い

　
　
て
、
視
覚
的
な
面
や
縁
を
成
立
さ
せ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
「
刺
激
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
も
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
現
象
的
な
体
制
に

09

@
対
応
す
る
刺
激
変
数
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
ギ
ブ
ソ
ン
説
の
重
要
な
出
発
点
で
あ
っ
た
。

10
　
　
　
　
　
　
視
覚
の
生
態
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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eq　4　“surface”の知覚

　　　　（Gibson，1950より）

故
、
今
こ
の
乎
掛
り
を
与
え
て
い
る
外
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
も
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
一
種
の
推
論
的
な
過
程
が
脳
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
で
一
瞬
の
う
ち
に
し
か
も
無
意
識
的
に
行
わ
れ
る
。

「
廊
下
の
よ
う
な
面
」
は
こ
の
よ
う
な
過
程
の
反
映
で
あ
る
。

今
臼
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
手
掛
り
理
論
」
の
源
流
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
典
型
的
な
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。
図
4
が
こ
の
紙
面
上
の
「
輻
榛
す
る
斜
線
の
集
ま
り
」
と
し
て
よ
り
は
「
廊
下
の
よ
う

な
面
」
と
し
て
み
え
易
い
と
い
う
事
実
は
、
後
者
の
方
が
前
岩
よ
り
も
力
学
的
に
安
定
し
た
「
良
い
形
し
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

斜
め
の
線
の
集
ま
り
よ
り
は
平
行
な
線
の
集
ま
り
と
見
る
方
が
簡
潔
で
あ
り
、
調
和
的
で
あ
り
、
美
的
で
さ
え
あ
る
。
知
覚
の
過
程
は
、

断
与
の
条
件
の
下
で
可
能
な
限
り
、
こ
の
よ
う
な
プ
レ
グ
ナ
ソ
ト
な
結
果
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
。
こ
れ
が
周
知
の
ゲ
シ
タ
ル
ト
理
論

の
「
自
発
的
偉
制
（
。
。
露
。
夢
簿
§
。
償
。
・
。
茜
寂
。
駄
N
伽
9
コ
）
し
の
原
理
で
あ
り
「
プ
レ
グ
ナ
ン
ツ
の
法
則
（
男
＆
σ
Q
き
言
σ
Q
＄
Φ
S
」
で
あ
る
。
図
4

が
斜
線
の
集
ま
り
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
こ
の
紙
面
に
拘
束
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
図
4
が
平
行
な
線
（
床
板
）
で
あ
る

と
き
、
そ
れ
は
紙
薗
か
ら
解
放
さ
れ
て
三
次
元
的
な
蝕
界
の
中
に
定
位
さ
れ
る
。
視
漸
落
は
本
来
三
次
元
的
な
世
界
で
あ
り
、
図
4
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
よ
う
な
み
え
方
を
必
然
的
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
手
掛
り
理
論
で
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
経
験
や
学
習
は
必
要
と
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
例
え
ば
図
4
の
よ
う
な
線
の
パ
タ
ー
ン
は
、
紙
面
上
の
平
面
図
形
の
よ
う
に
は
み

え
ず
、
同
じ
幅
の
床
板
を
張
り
つ
め
た
廊
下
を
斜
上
か
ら
見
る
よ
う
な
、
三
次
元
的

な
傾
き
を
も
つ
面
の
よ
う
に
み
え
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
み
え
る
の
か
。

　
こ
れ
に
対
す
る
扁
つ
の
伝
統
的
な
答
は
こ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
岩
虫
に
お
い

て
こ
の
種
の
「
廊
下
の
よ
う
な
面
」
を
し
ば
し
ば
見
た
こ
と
が
あ
る
。
今
こ
の
図
を

見
る
と
き
に
眼
に
与
え
ら
れ
る
手
掛
り
（
網
膜
像
）
は
、
か
つ
て
「
廊
下
の
よ
う
な

面
」
を
見
た
と
き
に
与
え
ら
れ
た
手
掛
り
と
同
じ
あ
る
い
は
よ
く
似
て
い
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
恐
ら
く
高
い
確
率
で
「
廊
下
の
よ
う
な
面
」
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
認
み
え
て
い
る

　
　
　
こ
れ
が
有
名
な
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
「
無
意
識
的
推
論
」
の
教
義
で
あ
り
、
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
手
掛
り
理
論
に
せ
よ
体
鋼
理
論
に
せ
よ
、
知
覚
が
人
の
側
で
の
、
あ
る
い
は
人
の
内
部
で
の
、
な
ん
ら

か
の
構
成
あ
る
い
は
体
鰯
化
の
所
産
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
手
鐵
り
理
論
に
お
け
る
手
掛
り
は
、
前
述
の
よ
う
に
あ
く

ま
で
手
掛
り
に
す
ぎ
ず
、
対
象
（
遠
遡
激
）
は
主
体
が
達
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
体
制
理
論
に
お
け
る
近
刺
激
は
体
制
化
過
程
を

掬
化
す
る
力
（
コ
フ
カ
の
い
う
外
的
体
制
力
、
囲
。
津
ρ
お
ω
㎝
）
で
こ
そ
あ
れ
、
遠
刺
激
に
つ
い
て
は
直
接
的
に
は
多
く
を
語
ら
な
い
も
の

　
（
3
）

で
あ
る
。
手
掛
り
と
い
う
意
味
を
も
含
め
て
近
刺
激
の
こ
と
を
単
に
刺
激
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
対
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
情

報
を
多
く
は
含
ま
な
い
と
い
う
意
．
殊
に
お
い
て
、
刺
激
は
貧
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
鯛
激
は
そ
ん
な
に
貧
し
い
も
の
な

の
か
。
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の
が
ギ
ブ
ソ
ン
の
兇
地
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
刺
激
と
は
何
か
が
問
題
に
な
る
。
図
4
に
つ
い
て
い
え
ば
、
局
所
的
な
明
暗
の
差
な
い
し
個
々
の
線
分
を
刺
激
と
み
な
す
限

り
、
「
廊
下
の
よ
う
な
面
し
と
い
う
知
覚
の
事
実
を
説
明
す
る
た
め
に
「
無
意
識
的
推
論
」
や
「
体
黒
化
」
の
原
理
に
基
づ
く
内
的
な
梅

成
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
か
り
に
、
局
所
的
な
刺
激
の
全
体
の
パ
タ
…
ン
を
問
題
に
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
パ
タ
…
ン
そ
れ
自

身
は
知
覚
の
ゲ
シ
タ
ル
ト
で
は
あ
り
え
ず
、
ゲ
シ
タ
ル
ト
は
あ
く
ま
で
内
的
な
心
理
物
理
的
過
程
の
体
制
の
姿
で
あ
る
。
刺
激
は
推
論
的

過
程
や
体
善
化
過
程
を
ひ
き
起
こ
し
は
す
る
が
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
無
意
味
な
陽
暗
分
布
の
パ
タ
！
ソ
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
刺
激
の
パ
タ
ー
ン
の
中
に
、
実
は
知
覚
に
直
接
的
に
関
与
す
る
重
要
な
変
数
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
き
の
図

4
に
つ
い
て
い
え
ば
、
線
と
線
と
の
間
の
横
方
向
で
の
へ
だ
た
り
が
下
方
か
ら
上
方
へ
と
一
定
の
変
化
率
（
勾
配
）
で
小
さ
く
な
っ
て
い

る
。
線
分
の
色
や
太
さ
や
本
数
が
変
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
勾
配
が
同
じ
な
ら
ば
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
と
同
じ
「
廊
下
の
よ
う
な
面
」

が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
を
取
り
ま
い
て
い
る
面
は
一
般
に
種
々
の
微
細
構
造
な
い
し
「
き
め
（
9
官
民
①
）
」
を
も
っ
て
い
る
。

見
る
人
（
の
視
点
）
か
ら
の
距
離
、
視
線
に
対
す
る
傾
き
や
麟
が
り
方
な
ど
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
痴
が
与
え
る
近
刺
激
の
パ
タ
ー
ン
に

は
一
定
の
法
則
性
を
持
っ
た
「
き
め
の
勾
配
（
け
。
醇
舞
？
嬢
践
陣
①
艮
）
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
近
刺
激
の
パ
タ
ー
ン
の
中
に
含
ま
れ
る
関
係
と
し
て
の
変
化
率
な
い
し
勾
配
そ
れ
自
身
が
「
高
次
の
刺
激
変
数
（
露
α
q
冨
㌘

　
　
　
　
視
覚
の
生
態
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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図5　t‘edge”の知覚
　　　　（Gibson，1950より）

　
図
4
や
図
5
は
、
近
刺
激
と
し
て
の
網
膜
像
の
パ
タ
！
ソ
と
同
等
と
み
な
し
て
よ
い
。

を
生
じ
や
す
い
。
正
し
く
は
、
き
め
の
勾
配
と
は
眼
の
位
置
に
収
束
す
る
可
視
光
線
の
布
置

を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
ギ
ブ
ソ
ン
の
い
う
「
生
態
光
学

　
例
え
ば
図
6
の
よ
う
な
場
所
を
考
え
て
み
る
。
天
井
の
電
灯
か
ら
の
光
線
が
種
々
の
面
に
あ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
反
射
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
は
光
学
的
に
十
分
に
記
述
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
の
生
態
と
は
無
関
係
な
光
学
に
す

ぎ
な
い
。
図
7
は
、
同
じ
部
屋
に
ご
ん
ど
は
人
が
い
る
場
合
を
示
す
。
図
6
の
よ
う
な
光
線
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
人
の
限
に
対
し

て
有
効
な
の
は
そ
の
一
部
だ
け
で
あ
る
。
図
7
に
は
そ
の
う
ち
特
に
前
述
の
「
き
め
の
勾
配
の
不
連
続
」
す
な
わ
ち
「
縁
」
の
成
立
に
有

効
な
光
線
だ
け
が
実
線
で
示
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
要
か
つ
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
人
（
の
眼
）
と
の
関
係
に
お

い
て
意
味
を
も
つ
光
の
布
魔
の
特
性
に
つ
い
て
の
知
識
、
そ
う
い
う
意
味
で
生
態
的
な
光
学
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
図
7
で
は
「
嚇
し
が
そ
こ
に
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
の
眼
に
効
果
を
も
つ
べ
き
光
線
の
破
篭
は
、
こ
の
人
が
い
る
と

否
と
に
か
か
わ
ら
ず
（
停
電
し
な
い
限
り
）
こ
の
人
の
眼
に
桐
嶺
す
る
位
置
に
対
し
て
常
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
人
は
だ
だ
眼
を
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

。
凱
興
ω
隠
鰺
巳
蕊
く
鼠
ゆ
窪
①
。
・
）
」
と
し
て
、
内
的
な
構
成
を
ま
た
ず
直
接
的
に

「
あ
る
傾
き
を
も
っ
た
面
」
の
知
覚
を
成
立
さ
せ
る
。
き
め
の
勾
配
が
一
定

な
ら
ば
面
は
平
面
で
あ
る
が
、
勾
配
が
変
化
す
る
と
曲
面
が
み
ら
れ
る
。
し

か
も
、
そ
れ
ら
の
薗
は
空
虚
な
空
間
の
中
で
は
な
く
自
己
と
地
つ
づ
き
の
視

覚
世
界
の
中
に
、
種
々
の
傾
き
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
勾
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
り

に
不
連
続
が
あ
る
と
き
は
、
そ
こ
に
縁
が
現
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
世

界
は
こ
の
よ
う
に
し
て
現
象
す
る
地
面
や
壁
面
や
種
々
の
立
体
（
人
や
動
物

や
さ
ら
に
自
己
の
身
体
を
も
含
む
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
網
膜
像
と
い
う
概
念
は
む
し
ろ
誤
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
o
隣
陣
。
山
鮭
翅
）
に
含
ま
れ
る
高
次
の
変
数

　
　
　
　
　
　
　
（
①
8
ざ
σ
q
一
。
鉱
。
冨
。
。
・
）
し
の
問
題
に
導
か
れ
る
。
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も
た
ら
し
て
既
存
の
情
報
を
と
り
出
し
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
人
の
頭
の
後
方
か
ら
も
、
図
に
点
線
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

十
分
な
情
報
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
情
報
は
人
が
頭
を
ま
わ
し
て
眼
を
そ
ち
ら
に
向
け
れ
ば
い
つ
で
も
と
り
出
せ
る
の
で
あ

る
。
人
の
側
か
ら
の
構
成
に
先
立
っ
て
、
人
の
眼
を
と
り
ま
く
環
境
は
そ
れ
自
身
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
十
分
に
溝
造
化
さ
れ
た
生

態
光
学
的
環
境
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
例
は
む
し
ろ
静
的
な
特
殊
な
場
合
で
あ
っ
て
、
生
態
光
学
的
な
環
境
に
含
ま
れ
る
高
次
の
刺
激
変
数
が

抽
出
さ
れ
る
状
況
は
一
般
的
に
は
も
っ
と
動
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
の
状
況
で
は
、
自
己
と
対
象
と
の
一
方
あ
る
い
は
双
方
が
絶

え
ず
運
動
し
移
動
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
眼
を
と
り
ま
く
光
線
の
布
置
の
パ
タ
ー
ン
は
常
に
時
間
的
に
変
形
す
る
。
例
え
ば
図
7
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
が
立
ち
上
が
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
人
の
眼
に
収
束
す
る
光
線
の
束
の
パ
タ
！
ソ
は
変

　　　”一！f’i”

　　　xi

場

＼ヲ

、
4
／
　
、
、
￥

一
／
／
　
　
＼
、

　
／
／
ク
1

　
…
臨

　
　
＼
＼

！
　
　
！
〆

　
，
－
／
／

　
　
！t

紬

ψ
レ

、
、
継
訣

罫

　7i／／一．　XX

些Xx
図6　物理光学的状況（Gibson，1966より）

視
覚
の
生
態

形
す
る
。
し
か
し
、
光
線
が
与
え
る
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
の
ト
ポ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
そ
れ
自

身
は
変
化
し
な
い
。
運
動
に
伴
う
変
形
（
け
円
伽
富
ω
州
O
H
ヨ
p
o
梓
一
〇
旨
）
を
通
じ
て
保
存
さ
れ
る
不

変
項
が
「
高
次
の
刺
激
変
数
」
と
し
て
「
変
形
し
な
い
部
屋
の
中
で
の
自
己
の
移
動
し

の
知
覚
を
生
じ
さ
せ
る
。

　
人
の
眼
は
単
な
る
近
刺
激
パ
タ
：
ン
の
受
容
器
で
は
な
く
、
常
に
身
体
と
共
に
動
き

ま
わ
り
、
身
体
・
運
動
的
諸
機
能
と
総
舎
的
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
眼
に
ふ
り
そ
そ

ぎ
限
を
と
り
ま
く
光
線
の
配
列
の
時
・
空
頭
変
形
の
中
か
ら
、
変
形
の
中
に
保
存
さ
れ

た
不
変
項
と
し
て
の
高
次
の
変
数
を
「
情
報
」
と
し
て
抽
出
す
る
「
知
覚
系
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
不
変
項
は
、
少
な
く
と
も
原
理
的
に
は
、
人
の
限
の
生
態
光
学
と
し
て
数

学
的
に
特
定
し
記
述
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
生
態
光
学
と
し
て
詑
述
さ
れ
る
べ
き
「
人
の
眼
」
の
環
境
は
、
自
己
が
い
ま
ど
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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7　　滋三態う三二白勺状況　（G三bson，　エ966より）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
四

あ
り
、
そ
こ
に
何
が
あ
り
、
誰
が
お
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
動
い
て
い
る
か
な
ど
、

人
の
生
存
な
い
し
適
応
に
必
要
か
つ
十
分
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
。
知
覚
系
は
こ
の
よ

う
な
情
報
を
抽
出
し
そ
れ
に
同
調
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
情
報
を
手
掛
り
と
し
て
「
外

の
世
界
を
内
に
構
成
す
る
」
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

　
必
要
な
情
報
は
す
べ
て
、
人
が
そ
れ
を
抽
出
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
眼
を
と

り
ま
く
光
学
的
環
境
の
中
に
完
全
に
含
ま
れ
て
い
る
。
情
報
源
と
し
て
の
刺
激
は
淡
し

て
貧
し
い
も
の
で
は
な
く
、
遠
刺
激
（
「
外
界
」
）
に
つ
い
て
の
豊
富
な
情
報
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
点
字
の
持
つ
豊
富
な
情
報
も
指
先
を
自
発
的
に
動
か

す
こ
と
に
よ
る
能
動
的
触
知
（
9
び
8
詳
δ
①
b
。
）
に
よ
っ
て
の
み
抽
出
で
き
る
よ
う
に
、

視
的
環
境
の
も
つ
豊
富
な
情
報
も
能
動
的
な
検
索
に
よ
っ
て
の
み
抽
出
で
き
る
の
で
あ

る
。
知
覚
の
発
達
と
は
、
内
的
な
構
成
力
の
そ
れ
で
は
な
く
、
親
存
の
情
報
を
ど
れ
だ

け
抽
出
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
視
覚
の
生
態
は
ブ
ル
ソ
ス
イ
ク
が
考
え
た
よ
う
な
確
率
的
な
ロ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
世
界
で
は

な
く
、
決
定
的
に
構
造
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
ギ
ブ
ソ
ン
説
の
中
核
を
な
す
論
点
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
）
　
本
稿
を
脱
稿
し
て
間
も
な
く
、
簗
者
は
ギ
ブ
ソ
ン
の
最
近
著
（
○
瞥
ω
o
詳
回
　
ト
§
Q
鴨
ら
o
N
薦
腎
ミ
貸
特
㌧
き
ミ
訣
き
嬢
鋳
ミ
ミ
憾
ミ
ら
鴨
特
職
。
§

　
　
お
楠
P
譲
。
耀
σ
q
簿
§
竃
簾
鵠
ぎ
）
を
一
読
す
る
機
会
を
得
た
。
こ
れ
は
、
塞
文
中
に
虚
夢
し
た
よ
う
な
か
れ
の
理
論
の
発
展
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

　
視
覚
心
理
学
や
幾
何
光
学
な
い
し
生
理
光
覚
の
既
存
の
諸
概
念
を
破
棄
し
て
徹
底
的
に
生
態
光
学
的
な
タ
：
ム
に
よ
っ
て
、
視
覚
的
世
界
を
精
神

　
物
理
学
的
に
記
述
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
中
で
後
に
（
五
）
触
れ
る
よ
う
な
「
網
膜
像
神
話
」
は
こ
こ
で
も
強
く
否
定
さ
れ
、
ギ
ブ



　
　
ソ
ン
自
身
が
か
つ
て
述
べ
た
「
き
め
の
勾
配
説
」
な
ど
も
、
静
的
な
網
膜
像
の
概
念
に
賜
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
反
省
し
、
よ
り

　
　
動
的
な
も
の
と
し
て
の
生
態
光
学
的
清
幽
な
い
し
不
変
項
を
窟
義
し
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。

（
2
）
　
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
ゲ
シ
タ
ル
ト
理
諭
が
い
わ
ゆ
る
生
得
説
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

（
3
）
従
っ
て
ま
た
、
ゲ
シ
タ
ル
ト
理
論
で
は
知
覚
が
い
か
に
し
て
「
対
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」
に
適
合
的
（
＜
。
瓢
巳
鼠
）
で
あ
り
得
る
の
か
に
つ
い
て

　
　
多
く
を
語
り
得
な
い
こ
と
に
も
な
る
。

四
　
直
接
知
覚
と
間
接
知
覚

　
　
　
も
う
一
度
く
り
返
せ
ば
、
人
の
眼
な
い
し
視
覚
を
と
り
ま
く
光
線
の
下
垂
の
中
に
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
分
布
の
型
の
時
間
的
変
形

　
　
の
中
に
、
多
く
の
情
報
が
不
変
項
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
う
し
て
、
，
白
己
及
び
対
象
の
空
閥
的
関
係
の
視
認
に
必
要
か
つ
十
分

　
　
な
情
報
は
、
少
な
く
と
も
原
理
的
に
は
数
学
的
に
記
述
可
能
な
形
で
人
の
生
態
の
光
学
的
構
造
の
中
に
念
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
ギ

　
　
ブ
ソ
ン
の
生
態
光
学
論
の
骨
子
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
生
態
の
中
に
あ
る
人
（
眼
、
視
覚
）
は
、
そ
の
よ
う
な
情
報
を
ピ
ヅ

　
　
ク
・
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
的
に
自
己
と
対
象
及
び
両
者
の
時
・
御
忍
関
係
を
「
正
し
く
（
〈
禽
熱
。
巴
に
）
」
知
覚
し
う
る
こ

　
　
と
に
な
る
。
知
覚
と
は
、
清
報
を
人
が
処
理
し
て
「
外
界
（
対
象
）
」
を
構
成
し
創
造
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
実
在
す
る
外
界
か
ら
与
え

　
　
ら
れ
る
情
報
を
検
娼
し
、
情
報
に
共
鳴
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
生
理
学
者
が
そ
の
気
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
生
理
的
機
構
も
見

　
　
付
か
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
さ
ら
に
い
う
な
ら
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
は
人
や
事
物
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
種
々
さ
ま
ざ
ま
の
事
象
が
生
起
し
て
い
る
。
物
は

　
　
単
に
動
い
た
り
変
形
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
逃
げ
」
た
り
「
落
ち
」
た
り
、
「
追
い
か
け
し
た
り
、
「
つ
き
と
ば
し
し
た
り
な
ど
、
絶

　
　
え
ず
ア
ク
シ
ョ
ン
や
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
行
為
者
と
し
て
の
そ
の
対
象
の
同
一
性
（
誌
の
纂
ξ
）
が
保

15

@
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
事
象
知
覚
（
O
＜
O
轟
け
　
℃
①
触
O
Φ
刀
瓢
◎
ご
）
し
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
ミ
シ
ョ
ッ
ト
（
重
器
ゲ
。
菖
。
）
や
ヨ
ハ
ン
ス
ソ

ー0　
　
　
　
　
　
視
覚
の
生
態
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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折
詞
堂
舟
鱗
磁
九
　
第
｝
五
蕎
四
ム
ー
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

ソ
（
瞬
。
面
面
も
・
g
）
が
見
出
し
た
の
と
同
様
の
意
味
に
お
い
て
、
知
覚
さ
れ
た
事
象
の
精
神
物
理
学
的
対
置
と
し
て
の
高
次
の
刺
激
変
数
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
工
）

必
ず
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
事
物
は
、
人
が
そ
れ
を
見
出
す
に
先
立
っ
て
本
来
こ
の
よ
う
な
刺
激
変
数
な
い
し
清
報
を
持
っ
て
い
る
。
物
は
単
な
る
物
で
は
な
く
、

誘
意
性
（
諺
臨
。
春
霞
§
碧
。
冨
溝
上
§
）
な
い
し
行
動
価
（
鼠
窪
8
）
を
も
っ
こ
と
は
古
く
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
も
、
例
え
ば
レ
ヴ
ィ
ン
（
び
。
≦
貯
）
や
コ
フ
ヵ
（
圏
。
頃
惹
）
が
考
え
た
よ
う
に
人
の
要
求
と
桐
対
的
に
の
み
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
物

そ
れ
白
身
が
も
つ
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
（
p
◎
畿
O
H
α
ゆ
鵠
O
ゆ
）
で
あ
る
。
一
つ
の
適
当
な
大
き
さ
と
重
さ
の
物
は
、
「
ふ
り
ま
わ
せ
」
と
人
に
呼
び

か
け
る
性
質
を
本
来
持
っ
て
い
る
。
ゴ
ル
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
ク
ラ
ブ
に
な
り
、
チ
ソ
バ
ソ
ジ
1
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
バ
ナ
ナ
を

か
き
寄
せ
る
熊
手
の
代
り
に
な
る
。
そ
う
い
う
性
質
を
物
自
身
が
刺
激
変
数
と
し
て
た
っ
ぷ
り
持
っ
て
（
熱
o
a
　
し
て
）
い
る
の
で
あ
る

（
9
げ
ω
自
弘
ゆ
ミ
）
。

　
こ
の
よ
う
な
刺
激
変
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
も
含
め
て
、
人
の
視
覚
が
お
か
れ
て
い
る
現
実
の
生
態
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
確
か

に
重
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
パ
ー
カ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
他
の
科
学
で
は
多
く
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
博
物
学
的
・
生
態
学
的

な
研
究
が
、
心
理
学
で
は
案
外
に
欠
如
し
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
（
じ
d
帥
降
g
お
①
c
。
）
。
常
識
的
に
考
え
て
も
、
心
理
学
が
と

か
く
人
間
の
現
実
の
生
態
か
ら
遊
離
し
て
実
験
室
的
な
構
成
に
終
始
し
が
ち
で
あ
る
と
の
批
判
（
そ
の
よ
う
な
批
判
の
中
に
は
実
験
的
方

法
に
対
す
る
誤
解
や
偏
見
が
含
ま
れ
て
い
る
に
し
て
も
）
に
答
え
る
た
め
に
も
、
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
は
否
定
で
き
な
い
。

い
わ
ゆ
る
知
覚
に
つ
い
て
す
ら
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
人
工
的
に
舗
御
さ
れ
た
無
塵
で
空
調
つ
き
の
環
境
の
中
で
、
静
的
な
装
置
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
情
報
が
ど
の
よ
う
に
符
号
化
さ
れ
貯

蔵
さ
れ
検
索
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
世
界
の
中
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
情
報
が
、
能
動
的
・
探
索
的
な
生
濡
身
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
抽
出
さ
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
人
は
世
界
の
鏡
で
あ
る
。
単
に
物
理
的
・
生
物
的
存
在
と
し
て
で
は
な
く
「
知
る
者
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ビ
タ
　
ト

の
人
に
と
っ
て
、
世
界
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
生
息
地
と
な
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
課
題



　
　
で
あ
る
（
ω
ゴ
p
ρ
≦
　
偽
W
　
ゆ
噌
餌
郎
。
α
｛
O
円
創
馳
　
榊
ゆ
刈
刈
）
。
傭
報
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
か
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
人
に
は
ど
の
よ
う
な
情
報
が
与
え

　
　
ら
れ
て
い
る
の
か
が
先
ず
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
脳
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
か
で
は
な
く
、
脳
は
何
の
中
に
あ
る
の
か
が
問

　
　
題
で
あ
る
（
鍵
餌
8
勺
δ
謡
）
。
異
趣
と
い
う
も
の
を
、
あ
る
種
の
重
要
な
側
面
す
な
わ
ち
生
態
学
的
な
側
面
か
ら
切
り
離
し
て
、
独
立
的
な

　
　
量
と
し
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
客
観
的
・
物
理
的
に
の
み
扱
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
伝
統
的
な
心
理
学
の
誤
り
が
あ
る
（
閃
博
Φ
円
心
α
r
　
H
㊤
圃
恥
）
。

　
　
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
ギ
ブ
ソ
ン
の
主
張
を
支
持
す
る
需
説
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
一
口
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
心
理
学
の
問

　
　
題
を
、
．
嘗
琶
。
δ
σ
q
幕
、
”
す
る
の
で
は
な
く
む
し
ろ
．
．
。
8
げ
σ
q
馨
．
、
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の

　
　
最
初
の
図
式
（
図
1
）
で
い
え
ば
0
－
S
の
関
係
と
し
て
の
生
態
的
な
問
題
の
重
要
性
を
わ
れ
わ
れ
に
認
識
さ
せ
た
こ
と
に
お
い
て
、
ギ

　
　
ブ
ソ
ン
の
、
そ
し
て
ま
た
ブ
ル
ソ
ス
イ
ク
の
功
績
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ギ
ブ
ソ
ン
の
い
う
「
直
接
知
覚
（
伽
剛
お
9
宝
器
9
甑
呂
と
理
論
の
意
義
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
察
し
て
お
か

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。
ギ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
生
活
体
の
知
覚
シ
ス
テ
ム
は
環
境
が
（
限
を
と
り
ま
く
光
線
の
分
布
が
）
十
分
に
熱
。
凱
す
る

　
　
情
報
を
抽
製
し
ピ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ω
窪
。
・
⑦
騨
3
を
通
し
て
外
の
環
境
の
モ
デ
ル
を
内
に
構
成
す
る
も
の
で

　
　
は
な
い
。
そ
う
い
う
音
ゆ
味
で
知
覚
は
直
接
的
で
あ
っ
て
、
闘
接
的
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
そ
こ
に
そ
う
い
う
「
物
」
が
あ
る
か
ら
、
こ
う

　
　
い
う
「
も
の
」
が
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
一
種
の
素
朴
実
在
論
を
ギ
ブ
ソ
ン
は
敢
え
て
主
張
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
（
鎖
④
鐸
一
Φ
　
H
Φ
¶
薩
　
　
　
　
　
噂
）
。

　
　
し
か
し
、
そ
れ
は
例
え
ば
一
つ
の
「
面
」
が
知
覚
さ
れ
る
の
は
そ
こ
に
そ
う
い
う
面
が
実
在
す
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
前
に

　
　
図
4
に
つ
い
て
考
え
た
よ
う
な
不
変
項
が
生
態
光
学
的
な
所
与
と
し
て
実
在
し
、
そ
れ
が
「
颪
し
の
知
覚
の
事
件
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意

　
　
味
で
知
覚
は
直
接
的
で
あ
り
、
人
は
世
界
の
鏡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
ミ
シ
ョ
ッ
ト
が
呈
示
し
た
二
つ
の
図
形
の
移

　
　
動
は
、
そ
の
み
え
方
を
書
語
的
に
表
現
せ
よ
と
い
わ
れ
た
ら
「
つ
き
動
か
す
篇
と
沿
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
印
象
を
直
接
的
に
生
じ
る

　
　
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
特
定
の
荊
激
変
数
と
精
神
物
理
学
的
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
因
果
性
の
知
覚
は
癒
接
的

17

@
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

10
　
　
　
　
　
視
覚
の
生
態
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



1018

哲
学
研
究
第
五
百
四
十
噸
号

機
会
に
ゆ
ず
る
ほ
か
な
い
が
、

　
ギ
ブ
ソ
ン
に
従
え
ば
、
知
覚
は
刺
激
の
連
接

次
の
よ
う
な
意
昧
で
の
「
反
応
間
の
連
接
（
蒙
。
轟
Φ
。
・
℃
§
器
8
暮
ξ
砂
Q
）
」

フ
ォ
ー
ド
（
ω
き
｛
o
誌
）
の
図
形
と
よ
ば
れ
る
一
種
の
遠
近
反
転
錯
視
図
形
で
あ
る
が
、

大
き
さ
」
に
着
頃
す
る
と
き
、

く
み
え
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う

大
き
さ
と
み
え
の
距
離
と
の
関
係
」
と
い
う
古
く
か
ら
の
ト
ピ
ヅ
ク
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
と
は
図
形
の
一
部
を
ど
の
よ
う
に
冤
る
か
が
他
の
部
分
の
み
え
方
を
規
定
す
る
と
い
う
意
味
で
「
反
応
間
の
連
接
」
な
い
し
は
知
覚
的

因
果
（
o
§
9
密
巴
。
器
ω
鋤
二
。
郎
）
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
刺
激
の
型
と
し
て
は
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
二
つ
以
上
の
知
覚
を
生
じ
る
よ
う
な
拮
抗
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る

と
考
え
れ
ば
、
対
応
す
る
刺
激
変
数
を
特
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
し
て
も
、
原
理
的
に
は
ギ
ブ
ソ
ン
に
従
っ
て
解
釈
す
る
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
2
げ
ω
§
㍉
霧
ρ
℃
p
恕
O
ρ
麟
。
。
夢
①
H
σ
q
弘
＄
貴
℃
ワ
塾
。
。
。
鉾
）
。
し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
は
な
ん
ら
か
の
「
図
式
」

的
な
機
能
を
併
せ
考
え
た
方
が
理
解
し
易
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
図
の
左
下
の
隅
の
部
分
が
例
え
ば
「
自
己
の
左
手
前
の
方
向
へ
と
が
っ
た
角
」
の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
は
、
こ
の
部
分
の
刺
激
パ
タ
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
　
　
　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
直
接
知
覚
論
に
対
し
て
、
手
掛
り
理
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
間
接
知

覧
覚
論
妻
禽
竜
茎
聴
し
う
る
は
ず
で
あ
・
・
す
な
辱
知
窪
刺
激
作
用
へ
の
共
鳴
や

鉱
図

　
の
　
　
同
調
で
は
な
く
、
知
覚
者
の
側
の
な
ん
ら
か
の
「
図
式
」
な
い
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
認
知

お
図
　
　
的
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
手
掛
り
に
よ
る
内
的
な
構
成
で
あ
る
。
伝
統
的
な
知
覚
論
は

　
　
　
　
概
ね
間
接
知
覚
論
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考
察
は
他
の

さ
し
あ
た
り
ギ
ブ
ソ
ン
説
に
関
連
し
て
一
、
二
の
点
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
（
㎝
酔
ぎ
焦
器
8
毛
謬
α
Q
）
の
み
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ホ
ク
バ
ー
グ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
存
在
を
指
摘
す
る
（
笛
。
。
喜
興
α
q
し
り
鳶
ρ
ぴ
）
。
図
8
は
サ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
の
左
下
と
右
上
の
二
つ
の
正
方
形
の
「
み
え
の

二
つ
の
う
ち
で
近
く
に
（
手
前
に
）
み
え
る
も
の
よ
り
も
遠
く
に
（
向
う
に
）
み
え
る
も
の
の
方
が
辛
き

　
　
（
い
う
玄
で
も
な
く
、
二
つ
の
正
方
形
は
幾
何
学
的
に
は
等
大
で
あ
る
）
。
こ
の
こ
と
は
「
み
え
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
重
要
な
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ン
に
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
知
覚
は
、
さ
ら
に
視
点
を
動
か
し
て
全
体
の
図
形
を
見
る
た
め
の
「
知
覚
的
國
式
」

を
決
定
す
る
。
こ
の
図
式
に
従
っ
て
宿
上
方
に
視
点
を
移
し
た
と
き
に
、
右
上
の
向
う
の
端
に
も
う
一
つ
の
面
を
見
る
こ
と
は
、
図
式
に

斉
合
的
で
あ
る
。

　
ま
た
、
図
9
は
不
可
能
図
形
（
ぎ
窓
ω
ω
陣
ぴ
δ
艶
α
Q
霞
禽
）
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
一
つ
の

図
式
が
他
の
図
式
と
競
合
す
る
。
前
に
対
象
の
も
つ
ア
フ
愛
i
ダ
ン
ス
と
し
て
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
例
と
同
様
に
、
こ
の
種
の
図
形
を
見

る
と
き
の
「
奇
妙
な
印
象
し
も
ま
た
直
接
知
覚
的
な
事
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
跳
鶏
α
す
る
よ
う
な
「
高
次
の
刺
激
変
数
し
は

こ
の
図
形
の
パ
タ
…
ン
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
二
種
の
知
覚
を
鞍
。
＆
し
、
そ
れ

ら
が
互
い
に
葛
藤
す
る
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
何
ゆ
え
葛
藤
が
生
じ
る
の
か
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
な
ん
ら
か
の
内
的
な
体
制
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

図
式
の
閻
の
力
動
的
な
関
係
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
直
接
知
覚
論
の
い
う
通
り
、
特
に
雷
語
的
な
報
告
を
要
求
さ
れ
ず
に
一
見
す
る
だ
け
で
も
、
例
え
ば
前
の
図
4
は
「
廊
下
の
よ
う
な
面
」

に
み
え
、
ミ
シ
蕊
ッ
ト
の
移
動
図
形
は
二
方
が
他
方
を
押
し
出
す
」
よ
う
に
み
え
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
も
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
受
容
し
消
化
し
う
る
体
鰯
を
も
た
ぬ
主
体
に
紺
し
て
は
、
そ
れ
は
何
も
の
を
も
ア
フ
ォ
ー
ド
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
図
7
の
限
の
位
概
に
収
束
す
る
光
線
の
中
に
は
「
色
」
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
が
、
い
わ
ゆ
る
色
覚
を
持
た
ぬ
生
活
体
に
と
っ
て
は
有
効
な
情
報
で
は
な
い
。
光
線
の
も
つ
色
情
報
を
ま
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
例図9　不可能図形の

視
覚
の
生
態

に
色
と
し
て
消
化
す
る
体
欄
が
あ
る
と
き
に
の
み
、
情
報
は
十
分
に
色
を
ア
フ
ォ
…
ド
す
る
。
そ
う
い
う
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
も
や
は
り
主
体
の
測
の
体
制
と
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
。

　
必
要
な
情
報
を
検
出
し
弁
別
し
う
る
能
力
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
ピ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
で
き
る
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ

る
情
報
が
環
境
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
昧
で
「
ア
フ
ォ
…
ダ
ン
ス
一
般
し
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
単
に
環
境
な
い
し
世
界
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
と
変
り
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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二
〇

何
ご
と
か
に
つ
い
て
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
問
題
と
す
る
限
り
、
そ
れ
は
や
は
り
主
体
の
側
の
体
制
と
相
即
的
で
あ
る
◎
さ
き
の
「
図
式
」
、

　
　
　
　
　
（
4
）

「
仮
説
臨
、
「
枠
組
」
な
ど
の
諸
概
念
が
こ
の
よ
う
な
内
的
体
謝
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
例
え
ば
シ
フ
の
実
験
（
ω
。
｝
回
蟄
お
題
）
に
よ
れ
ば
、
人
の
眼
の
よ
う
な
網
膜
を
も
た
ぬ
下
等
動
物
に
お
い
て
す
ら
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
に

示
さ
れ
る
刺
激
図
形
の
二
次
元
的
変
形
（
拡
大
・
縮
小
）
に
対
し
て
、
二
つ
の
も
の
の
自
己
に
向
か
っ
て
の
衝
突
」
を
避
け
よ
う
と
す

る
か
の
如
き
行
動
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
蝸
匹
の
カ
ニ
が
既
に
そ
の
よ
う
な
事
象
を
消
化
し
う
る
体
制
を
備
え
て
い
る
こ

と
の
証
拠
と
理
解
さ
れ
る
。
前
記
の
よ
う
に
、
ギ
ヅ
ソ
ン
自
身
も
そ
の
よ
う
な
六
五
な
い
し
機
構
が
生
理
学
的
に
も
見
臨
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
刺
激
の
み
の
鉱
毒
で
は
な
く
、
内
的
な
構
造
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
世
界
を
写
す

鏡
で
は
な
く
、
世
界
を
内
に
消
化
す
る
器
官
の
間
題
で
あ
る
。

　
知
覚
が
単
な
る
「
み
え
し
な
い
し
「
静
観
し
で
は
な
く
、
環
境
へ
の
認
知
的
反
応
と
し
て
騒
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
人
の
行
為

の
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
轟
然
な
ん
ら
か
の
図
式
的
媒
介
あ
る
い
は
範
疇
化
の
機
構
が
介
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
つ
の
不

変
項
な
い
し
清
報
と
し
て
の
「
き
め
の
勾
配
し
が
特
定
の
「
傾
き
を
も
つ
形
（
。
。
訂
篤
象
－
p
血
肥
纂
）
し
を
直
接
的
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
は

事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り
特
定
の
情
報
を
そ
の
よ
う
な
形
に
変
換
す
る
図
式
が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
知
覚
が
内
的
講
成
で
あ
る
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
直
接
知
覚
か
間
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

知
覚
か
と
い
う
よ
う
な
論
議
は
も
は
や
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
右
の
よ
う
な
音
心
味
で
の
変
換
な
い
し
範
疇
化
の
図
式

を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
直
接
的
に
ぜ
よ
間
接
的
に
せ
よ
、
知
覚
は
常
に
な
ん
ら
か
の
図
式
的
媒
介
を
要
請
す
る
。
変
形
を
通
じ
て
不
変
項
を
抽
出
し
、
そ
こ
に

対
象
の
同
一
性
を
知
覚
す
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
か
の
図
式
に
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
単
に
今
は
や
り
の
タ
キ
ス
ト

ス
コ
ー
プ
実
験
で
常
用
さ
れ
る
断
片
的
・
瞬
時
的
な
ス
ナ
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
を
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
統
合
す
る
た
め
の
図
式
で
あ
る
な

ら
懐
、
そ
れ
は
「
世
界
に
つ
い
て
知
る
前
に
世
界
を
知
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
よ
う
な
図
式
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
（
6
自
く
。
ざ



δ
ミ
）
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
む
し
ろ
、
受
動
的
で
あ
る
こ
と
が
か
え
っ
て
能
動
的
で
あ
る
よ
う
な
（
窯
の
ひ
凶
σ
q
①
が
δ
課
）
継
時
的
・
探
索
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

な
情
報
抽
出
の
過
程
に
お
い
て
の
、
変
化
項
と
不
変
項
と
の
問
時
処
理
（
そ
れ
は
特
に
言
葉
の
理
解
の
過
程
に
み
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
）

を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
動
的
・
有
機
的
な
内
的
図
式
の
機
能
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
1
）
　
こ
の
よ
う
な
「
刺
激
」
の
発
見
に
つ
い
て
は
昏
晦
（
ド
鶏
O
）
、
ま
た
ヨ
ハ
ソ
ス
ソ
ン
に
つ
い
て
は
鷲
見
（
目
Φ
刈
O
）
な
ど
。

（
2
）
　
こ
の
よ
う
な
萬
藤
が
図
式
朗
筆
算
の
営
舎
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
体
制
化
過
程
に
お
け
る
歪
み
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
こ
こ
で
は
問

　
　
わ
な
い
。

（
3
）
　
ホ
ク
パ
ー
ク
の
概
念
を
借
り
れ
ば
、
可
能
性
と
し
て
の
情
報
（
℃
0
3
簿
或
言
ま
周
ヨ
霧
卿
8
）
は
必
ず
し
も
実
効
的
な
情
報
（
⑦
魔
③
9
舞
開
ぎ
h
o
㍗

　
　
讐
Q
ぼ
。
目
）
で
は
な
い
Q

（
4
）
　
こ
こ
で
枠
組
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
園
原
の
い
う
「
概
念
的
枠
組
」
に
相
妾
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
園
原
、
一
九
八
○
）
。

（
5
）
例
え
ば
○
胃
（
6
鳶
）
と
O
ぴ
ω
O
鐸
（
お
お
）
。

（
6
）
　
ゲ
シ
タ
ル
ト
理
論
の
中
で
は
こ
の
よ
う
な
媒
介
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
こ
れ
は
別
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

（
7
）
　
例
え
ば
瓢
曙
窃
菊
。
鋒
（
お
ミ
）
。

五
　
「
知
覚
的
世
界
し
の
地
位

　
　
　
人
が
知
覚
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
人
の
世
界
で
あ
り
、
人
の
生
態
の
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
も
っ
て
人
の

　
　
世
界
が
ど
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
の
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
世
界
と
い
う
の
は
知
覚
さ
れ
た
世
界
の
こ
と
で
は

　
　
な
く
、
知
覚
さ
れ
る
べ
き
世
界
、
抽
出
さ
れ
る
べ
き
情
報
の
世
界
で
あ
る
。
ブ
ル
ン
ス
イ
ク
で
も
ギ
ブ
ソ
ン
で
も
、
あ
る
い
は
ま
た
「
生

伽
論
理
学
」
を
攣
る
バ
ー
ヵ
－
（
じ
σ
鶏
冨
が
お
①
c
。
）
で
も
知
宴
ぐ
れ
る
べ
き
世
界
と
は
、
常
識
的
盗
、
探
で
い
わ
ゆ
る
物
理
的
．
地

1　
　
　
　
　
　
視
覚
の
生
態
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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@
理
的
環
境
で
あ
り
、
生
態
と
は
物
理
的
環
境
と
生
物
学
的
有
機
体
と
し
て
の
人
と
の
機
能
的
関
係
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

　
　
知
覚
さ
れ
る
べ
き
世
界
と
し
て
の
生
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
知
覚
過
程
や
情
報
処
理
機
溝
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
を
考
え
る
に
先
立

　
　
っ
て
必
要
な
仕
事
で
あ
る
。
こ
れ
が
ブ
ル
ン
ス
イ
ク
か
ら
ギ
ブ
ソ
ン
に
通
じ
る
観
点
で
あ
っ
た
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
知
覚
と
い
う
語
を
こ
れ
ま
で
の
論
考
で
は
極
め
て
恣
意
的
か
つ
多
義
蘭
に
用
い
て
き
た
こ
と
を
反
省
せ
ね
ば

　
　
な
ら
な
い
。
あ
る
時
は
意
識
的
な
事
実
と
し
て
の
「
み
え
」
を
さ
し
、
あ
る
時
は
対
象
へ
の
認
知
的
反
応
を
さ
し
、
ま
た
あ
る
時
は
「
見

　
　
る
し
と
い
う
作
用
な
い
し
機
能
を
さ
す
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
脈
の
中
で
「
知
覚
」
が
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
知
覚

　
　
が
直
接
的
か
闘
接
的
か
の
論
議
も
、
一
つ
に
は
何
を
知
覚
と
よ
ぶ
か
の
網
違
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
発
生
的
・
発
達
的
な
そ
れ
ぞ
れ

　
　
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
実
効
的
な
情
報
（
前
節
注
3
）
に
対
す
る
い
わ
ば
即
自
的
な
反
応
と
し
て
は
知
覚
は
直
接
的
で
あ
り
、
そ
の
情
報
か

　
　
ら
反
応
へ
の
媒
介
と
し
て
は
間
接
的
で
あ
り
構
成
的
で
あ
る
。
ギ
ブ
ソ
ン
に
と
っ
て
の
知
覚
と
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
前
者
の
こ
と
を
意
味

　
　
す
る
の
で
は
な
い
か
。
ギ
ブ
ソ
ン
が
「
視
的
世
界
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
み
え
の
世
界
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

　
　
む
し
ろ
「
知
覚
さ
れ
る
べ
き
世
王
己
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
知
覚
シ
ス
テ
ム
」
の
概
念
の
中
に
も
メ
ン
タ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も

　
　
の
は
内
包
さ
れ
て
は
い
な
い
。
パ
ー
セ
プ
ト
（
切
禽
8
讐
）
の
語
が
用
い
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
叙
述
の
便
宜
上
の
こ
と
で
あ
る

　
　
と
考
え
ら
れ
る
Q

　
　
　
ギ
ブ
ソ
ン
は
あ
る
所
で
、
間
接
知
覚
論
に
対
し
て
そ
こ
に
は
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
が
混
在
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る

　
　
（
論
り
陣
げ
ω
o
昌
　
　
閉
り
闘
Q
◎
　
　
　
　
　
鳩
）
。
こ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
伝
統
的
な
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
教
義
あ
る
い
は
「
小
人
寒
し
へ
の
、
そ
し
て
ま
た
今
日
の
あ
る

　
　
種
の
情
報
処
理
モ
デ
ル
へ
の
批
判
で
も
あ
る
。
生
態
論
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
さ
ら
に
ま
た
心
理
学
に
お
け
る
知
覚
概
念

　
　
の
地
位
を
確
か
め
る
た
め
に
も
、
こ
の
点
に
ふ
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
例
え
ば
図
1
0
は
い
わ
ゆ
る
「
知
覚
心
理
学
」
の
テ
キ
ス
ト
（
柿
崎
・
牧
野
、
一
九
七
六
）
の
中
に
感
覚
的
情
報
の
処
理
機
構
に
つ
い
て

　
　
の
解
説
図
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
詳
説
は
省
く
が
、
こ
こ
に
イ
ロ
ン
と
か
V
I
R
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は



何
で
あ
ろ
う
か
。
イ
凱
ン
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
と
し
て
、
特
に
V
I
R
と
い
う
の
が
曲
物
で
あ
る
。
こ
の
図
の
源
と
な
っ
た

ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
テ
キ
ス
ト
を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
意
識
的
経
験
と
し
て
の
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を
意
味
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ

る
（
鵠
呂
2
俸
鵠
。
話
ゲ
窪
8
p
発
毛
ω
”
ぽ
．
峯
G
。
∴
罐
）
。
こ
れ
も
や
は
り
叙
述
の
便
宜
上
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
流
れ
図
の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
箱
」
は
必
ず
し
も
生
理
学
的
な
組
織
を
指
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
心
理
学
的
な
操
作
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
か
ら
、
V
I
R
を
「
視
覚
表
象
」
と
命
名
し
た
か
ら
と
て
、
そ
れ
が
薩
ち
に
「
金
物
の
機
械
の
間
に
心
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ウ
が
ね

め
込
ん
で
そ
れ
ら
を
互
い
に
導
線
で
つ
な
ぐ
」
よ
う
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
の
中
の
説
明

LTM
長期記憶）

〈一一　一一　一

一一一一一 r　V王R
（視覚表象）

VI’S
lic。轟）

　STM
（短期記憶）
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視
覚
の
生
態

反応発生器

VIS：visua｝三轟£or蹴atユon

　　　　　storage

VIR：　visual　image

　　　　　representatioR

LTM：　long－term　memory

STM：　short－term　memory

図10　感覚情報処理の流れ閣

　　　　Haber＆Rershenson（1973）による

図
と
し
て
は
聞
違
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
V
I
R
が
い
わ
ゆ
る

「
み
え
し
と
し
て
の
意
識
的
経
験
と
同
一
視
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
誤

り
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
同
様
の
こ
と
は
図
1
1
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
こ
こ
で
は
実
線
の
枠
内
は
生
活
体
内

部
の
過
程
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
中
の
点
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
は
「
知

覚
的
経
験
し
を
表
わ
し
て
い
る
。
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
埋
め
こ
ま

れ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
こ
の
種
の
モ
デ
ル
に
共
通
な
点
は
、
往
々
に
し
て
そ
こ
に
「
網
膜
像
神

話
」
が
含
ま
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る

網
膜
像
は
古
典
的
な
「
小
人
説
」
や
「
投
射
説
」
が
考
え
た
よ
う
な
「
外
界
の
写
像
」

で
は
な
く
、
近
刺
激
の
時
・
空
的
分
布
の
特
性
と
し
て
の
情
報
の
集
合
で
あ
り
、
従

っ
て
網
膜
と
い
う
の
も
カ
メ
ラ
の
フ
ィ
ル
ム
の
よ
う
な
膜
面
で
は
な
く
、
特
徴
な
い

し
情
報
の
検
出
器
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
知
覚
の
過
程
は
先
ず
網
膜
像
の
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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て
枠
内
だ
け
に
封
じ
こ
め
る

　
そ
う
い
う
わ
け
で
、

り
、
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

る
。　

そ
れ
で
は
、
個
人
の
体
験
と
し
て
の
知
覚
の
概
念
は
全
く
不
要
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
機
構
論
と
し
て
は
不
要
で

あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
機
構
は
そ
れ
霞
身
と
し
て
自
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
何
か
の
た
め
に
何
か
を
処
理
す
る
機
構
で
あ
る
こ
と

は
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
図
1
の
よ
う
な
流
れ
図
も
、
元
来
は
人
が
人
の
世
界
（
か
つ
て
ケ
ー
ラ
ー
が
直
接
経
験
と
よ

ん
だ
世
界
）
か
ら
構
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
人
が
こ
の
よ
う
に
し
て
「
あ
る
」
世
界
と
無
縁
の
も
の
と
し
て
処
理
機
構
を
扱
う
こ
と
は
、

哲
学
研
究
第
五
蟹
西
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
㎎

　
　
　
　
　
　
転
身
な
い
し
情
報
が
検
出
さ
れ
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
図
式
や
鋳
型
と
照
合
さ
れ
た
り
、
な
ん
ら
か
の
仮
説
や

　
　
　
純

　
　
　
贈
る
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
っ
て
統
合
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
経
て
、
最
終
的
な
認
知
直
入
憩
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る

　
　
　
て
よ

野
饗
鼻
輪
禽
獣
鑑
ヂ
灘
紬
砥
繰
薦
魅
競
煽
編
薪
灘
勧
撫

　
　
瓢
乱
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
・

　
　
の
の
ば

　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
わ
れ
の
最
初
の
図
式
（
図
1
）
で
は
、
実
線
で
囲
ま
れ
た
枠
の
外
に
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
の
ど
こ
に

　
　
中
爬
と

　　

翠
O
敵
「
重
と
し
て
の
パ
ー
セ
ブ
・
霜
学
∀
Q
項
着
手
て
い
な
い
・
そ
こ
に
あ
る
の
上
程
な
い
・

　
　
語
銃
ル

　
　
卿
㈱
拶
　
機
構
の
関
係
の
み
で
あ
る
。
近
年
の
生
理
学
的
方
法
に
よ
る
神
経
・
生
理
学
的
過
程
の
分
新
や
心
理
学
的
方
法

　
　
・
飾
な

　
　
　
　
　
　
に
よ
る
情
報
処
理
機
購
の
分
析
の
進
展
は
ま
こ
と
に
目
ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
意
義
・
価

　
　
1
1

　
　
図
　
　
　
値
を
高
く
評
価
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ブ
ル
ン
ス
イ
ク
や
ギ
ブ
ソ
ン
の
主
張
を
介
し
て
わ
れ
わ
れ
が
考
え
た

　
　
　
　
　
　
こ
と
は
、
た
だ
こ
れ
ら
の
研
究
が
図
1
に
示
し
た
よ
う
な
円
環
的
関
係
と
し
て
の
生
態
か
ら
聞
題
を
切
り
離
し

　
　
　
　
　
　
　
（
窪
。
琶
。
・
巳
碧
①
す
る
）
の
で
あ
っ
て
は
意
義
が
乏
し
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
知
覚
心
理
学
の
ス
ト
ー
り
一
を
図
1
の
よ
う
な
シ
ェ
マ
に
従
っ
て
述
べ
る
こ
と
は
た
し
か
に
必
要
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
は
パ
ー
セ
プ
ト
と
し
て
の
知
覚
の
概
念
は
不
必
要
で
あ
り
、
む
し
ろ
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ



　
　
生
態
か
ら
遊
離
し
て
情
報
を
定
義
す
る
こ
と
よ
り
以
上
に
危
険
で
あ
る
。

　
　
　
す
べ
て
の
科
学
の
幽
発
基
盤
で
あ
る
「
あ
る
世
界
」
か
ら
「
み
え
る
世
界
」
を
抽
象
す
る
と
こ
ろ
に
知
覚
論
が
始
ま
る
と
一
応
い
え
よ

　
　
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
み
え
る
世
界
」
と
し
て
の
知
覚
的
世
界
は
、
図
1
の
よ
う
な
シ
ェ
マ
の
特
定
の
部
分
と
し
て
そ
こ
に
入
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
関
係
（
ナ
イ
サ
ー
の
い
わ
ゆ
る
知
覚
瓦
燈
）
の
全
体
の
表
現
で
あ
る
。

　
　
　
科
学
着
は
例
え
ば
「
色
」
の
世
界
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
色
覚
の
機
講
を
理
論
的
に
構
成
し
、
実
験
的
に
検
証
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

　
　
刺
激
に
含
ま
れ
る
色
情
報
の
特
性
と
そ
の
処
理
機
欝
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
機
梅
の
中
に
色
そ
の
も
の

　
　
を
豊
麗
づ
け
よ
う
と
は
誰
も
し
な
い
。
色
は
そ
の
よ
う
な
機
麟
を
対
件
（
8
器
聾
①
）
と
す
る
表
現
的
・
知
覚
的
世
界
の
事
実
で
あ
る
（
こ

　
　
の
当
然
の
よ
う
な
こ
と
が
時
に
忘
れ
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
）
。
こ
れ
と
全
く
同
じ
意
味
で
、
知
覚
的
世
界
は
全
体
の
関
係
の
表
現
で

　
　
あ
り
反
映
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
知
覚
的
全
面
が
そ
の
反
映
で
あ
り
う
る
よ
う
な
、
ま
た
そ
う
い
う
意
味
で
知
覚
的
世
界
の
対
件

　
　
で
あ
り
う
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
過
程
な
い
し
機
構
の
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
構
成
が
知
覚
的
世
界
の
毒
実
か
ら
遊
離
し
て

　
　
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
み
え
る
世
界
」
に
つ
い
て
の
正
し
い
記
述
を
前
提
と
せ
ず
に
、
直
ち
に
過
程
や
機
構
を
「
客
観
的
「

　
　
に
「
実
験
操
作
的
」
に
講
成
す
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
よ
う
。

　
　
　
さ
ら
に
、
「
み
え
る
」
が
「
あ
る
」
か
ら
の
抽
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
よ
り
根
源
的
に
は
先
ず
も
っ
て
「
あ
る
」
世
界
の
正
し
い
記
述
が

　
　
必
要
と
さ
れ
る
。
「
み
え
る
し
と
い
う
の
は
大
人
の
論
理
で
あ
っ
て
、
こ
ど
も
に
と
っ
て
は
世
界
は
た
だ
「
あ
る
」
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ

　
　
こ
に
は
さ
ら
に
、
「
す
る
し
こ
と
が
関
わ
っ
て
く
る
。
わ
れ
わ
れ
の
最
初
の
図
式
（
図
1
）
も
基
本
的
に
は
「
す
る
」
こ
と
に
関
わ
っ
て

　
　
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
一
口
に
い
え
ば
、
機
構
論
は
そ
の
背
景
に
現
象
論
と
機
能
論
と
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
す
る
こ
と
に
お
い
て
あ
る
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

25

@
世
界
（
い
わ
ゆ
る
窪
§
器
9
ご
目
と
し
て
の
世
界
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）
の
少
な
く
と
も
あ
る
側
面
が
「
み
・
濁
る
世
界
“
と

10　
　
　
　
　
　
視
覚
の
生
態
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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一
浦
風

し
て
褒
現
さ
れ
、
し
か
も
後
者
を
ぬ
き
に
し
て
は
前
者
を
完
全
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
パ
ー
セ
プ
ト
と
し
て
の
知
覚

の
記
述
も
心
理
学
に
お
い
て
や
は
り
必
須
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
「
み
え
る
世
界
し
を
正
し
く
記
述
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

よ
い
か
、
正
し
い
記
述
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ブ
ル
ン
ス
イ
ク
や
ギ
ブ
ソ
ン
が
扱
っ
た
よ
う
な
い
わ
ば
「
客
観
的
」
な
生
態
（
つ
ま
り
、

い
わ
ゆ
る
物
理
的
・
地
理
的
な
実
体
と
し
て
の
O
と
S
と
の
関
係
）
に
対
し
て
、
い
わ
ば
「
主
観
的
」
な
生
態
を
も
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら

な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
劉
な
方
向
か
ら
い
え
ば
「
意
昧
」
的
な
枇
界
の
こ
と
で
あ
り
、
視
覚
の
生
態
を
し
て
正
に
生
態
た
ら
し
め
る
基
盤

で
あ
る
。
既
に
わ
れ
わ
れ
は
、
生
態
光
学
的
に
定
義
さ
れ
た
「
情
報
」
が
単
に
静
的
な
形
だ
け
で
は
な
く
種
々
の
事
象
を
も
黙
。
a
す
る

こ
と
を
み
て
き
た
。
事
象
は
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
あ
え
て
い
え
ぽ
知
覚
は
本
来
「
事
象
の
知
覚
」
で
あ
る
。
生
態
の
光
学
的
構
造
は
そ

の
背
後
に
生
態
の
事
象
的
な
い
し
意
味
石
山
造
を
要
請
す
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
「
わ
れ
わ
れ
は
何
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の

か
し
を
ま
ず
調
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
初
め
て
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
み
え
る
の
か
し
が
問
題
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
（
1
）
　
ナ
イ
サ
ー
の
最
近
の
所
論
（
宕
魚
器
⑦
さ
お
磁
Φ
）
は
わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
親
近
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
な
検
討
は
他
門
に
ゆ
ず
り

　
　
　
た
い
。

　
（
2
）
　
単
な
る
用
語
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
特
に
「
み
え
る
両
界
」
と
い
う
の
は
、
「
見
る
と
い
う
機
能
な
い
し
作
用
に
卸

　
　
　
し
て
在
る
盤
界
」
の
こ
と
を
単
な
る
「
み
え
の
世
界
」
か
ら
区
別
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
そ
れ
が
傍
統
的
な
い
わ
ゆ
る
知
覚
心
理
学
の
主
題
で
あ
っ
た
し
、
今
後
も
ま
た
そ
う
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
文
献

bd

浮
ｬ
び
劉
9
お
①
。
。
寧
ミ
。
鷺
ら
魯
N
馨
ぎ
ご
讐
、
Q
§
ミ
宮
島
§
匙
℃
ミ
暮
。
多
書
、
砺
ミ
魯
豪
雪
q
暮
馬
§
ミ
さ
ミ
逗
§
肝
心
、
ミ
“
ミ
§
い
簿
ミ
、
ミ
■
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　TIE［IS　ISSUE

The　outline　of　such　an　article　as　appears　in　more　than　one　nunzber　of　this

”zagaxine　is　to　be　giwen　together　with　the　last　insta17nent　of　the　article

　　　　　　　　　　　　　　　　　劉co丑ogy　ofi　V量s畳。盤

An　es町OSC　the　psyckol。gi㈱豆癒¢鰐of　pexception

　　　　　　　　　　　　　　　Bpt　Su｝sceichi　Kal〈izaki

　　　　The　generai　schema　of　psychologicai　theory　of　perception　shou1d，　as

　　Brunswik　stip“lated，　compr1se　the　eco！ogicai　relationships　between　distal

　　stimu1us　object　and　prox呈mal　stimulus　patte凱。ピ‘cue”．　According　to

　　Brunswik’s　probabilistic　point　o｛　view，　perception　is　an　act　of　attaining

　　objective　reality　via　given　cue，　the　attainment　being　a　functlon　of　the

．　eco1ogica！　validity　of　the　cue．　ln　contrast，　Gibson’s　theory　of　the　ecological

　　optics　asserts　deterministlc　or　direct　correspondence　of　the　perceptual

　　response　to　the　objective　information　as　the　invariance　that　is　genetically

　　contained　in　the　ecology　of　the　organism．　Perception　is，　for　Gibson，　an

　　act　of　direct　picking－up　of　information　contained　in　the　ecological　optic

　　array，　not　one　of　indirect　or　mediated　reconstruction　of　the　external

　　wor至δ．

　　　　Apart　from　the　debates　concerning　whether　direct　pereeption　such　as

　　Gibson　aevocated　is　possib1e　or　not，　however，　it　should　be　pointed　out

　　that　the　perception　of　the　meaningfu！　world　cannot　dispense　with　some

　　futtctlon　of　the　sehemata　of　digesting，　categorizing　or　knowing　the　world，

　　even　when　perception　seems　to　be　a　direct　response　to　the　“higher－order”

　　s之圭mモ三1us．

　　　　At　any　rate，　the　perceptual　world　as　we　experience　it　is　a　representation

　　of　the　whole　array　of　the　processes　or　mechanisms　inciuding　inter－or　trans－
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aetions　of　our　organism　and　the　environment，　i．e．　our　ecology．　ln　this

sense　we　owe　Brunswik　and　Gibson　much．　Then，　we　must　add　to　say

that　some　kind　of　phenomenology　shoud　always　precede　the　theory　of

mechanisms　of　perception　where　the　“percept”　has　no　room．

かas翫de“er臨RS重厭撮die｝泌9簸£臆eit　der　K：URse

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　
　　Vo鍛｛ler　亙臆｛；erpretat三〇葺der　Hege至sch愈纂Asthetik

　　　　　　　　　　　　　　　　Von　KENICHI王WAKI

　　In　der　Asthet三k　spr呈ch之Hegel　e呈nersei亀s　vo鵬　Ende　der　K樋st　in　der

Moderne，　aber　anderseits　von　ihrer　M6glichkeit．　Heute　versuchen　manche

Philosophen　von　ihren　verschiedenen　Standpunkten　aus　deR　Zusammenhang

dieser　zwel　schelnbar　widersprechenden　Einsichten　zu　interpretieren．　Die

Att£gabe　dieses　Aufsatzes　ist　es，　solche　lnterpretationen　zu　krltisieren　und

dadurch　eine　Ebene，　auf　der　man　sich　im　eigentlichen　S1nne　m1t　der

Asthetik　Hege1s　auseinandersetzen　k6nnte，　zu　finden．

　　E　Fischer，　S．　Marawsky　und　K．　Mitchells　versuchen　vom　marxistisch一

1eniBistischen　Standpunkt　aus　dieses　Problem　zu　16sen．　Sie　betrackten　das

Ende　der　Kunst　nieht　als　das　absolute　Ergebnis　des　absoluten　Geistes，

sondem　nur　als　6ine　historisch－relative　Erschelnung．　Hier　ist　die　Zukunft

der　Kunst　ebenso　rn6glich，　wie　die　kUnftige　Gesellsehaft，　in　der　“eer

Staat　und　jeder　Mechanismus　der　Macht　absterben　wird．”　Aber　dieser

L6sungsversuch　ist　im　eigentlichen　Sinne　keiR　Hegelscher．

　　J．　Pato6ka　versucht，　die　in　der　Hegelschen　Asthetik　verborgene　Bedeu－

tung，　die　“in　seiner　metaphysischen　Vergangenkeits！ehre　enthalten　ist

und　unter　ihrer　Oberflache　pulsiert”，　mit　dem　phanomenologischen　Zeit－

begriff　zu　verbinden　und　damit　den　Gedanken　des　Endes　der　Kunst

abzuwelsen，　iBdem　er　der　Kunst　eine　neue　M6glichkeit　erschlleBt．　Aber

mir　scheint　damit　Hegels　Weg　zur　ldeenmetaphysik　nur　als“ein　sachlicher

Verlust”　（W．　Henckmann）　gerlng　gewertet　zu　werden．

　　Vom　religi6sen　Standpunkt　aus　denken　A．　Hofstadter　und　Ch．　D．　一v．
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