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人
間
を
含
め
高
等
動
物
の
持
つ
高
度
な
視
覚
機
能
が
い
か
に
し
て
神
経
回
路
網
で
実
現
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
視
覚

研
究
の
究
極
の
臼
標
で
あ
る
。
「
な
ぜ
見
え
る
よ
う
に
見
え
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
は
誰
も
が
持
つ
疑
問
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
問
題
が

う
ま
く
定
式
化
さ
れ
て
い
な
い
。
視
覚
研
究
は
長
年
に
わ
た
り
実
験
科
学
と
し
て
多
く
の
知
識
を
集
積
し
て
き
た
。
し
か
し
視
覚
の
霞
的

を
明
確
に
定
式
化
し
、
視
覚
計
算
論
と
い
う
新
し
い
分
野
を
切
り
開
い
た
U
。
。
〈
ご
護
9
・
畦
（
H
O
Q
o
b
∂
）
の
出
現
は
こ
の
一
〇
年
間
に
視
覚
研
究

を
大
き
く
変
貌
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
八
○
年
代
は
高
次
脳
機
能
に
関
す
る
解
副
学
や
生
理
学
的
研
究
も
急
速
に
進
ん
だ
。
本
稿
で
は

嵐
舞
憎
の
思
想
を
背
景
に
知
覚
と
認
知
の
共
通
の
理
論
的
基
盤
を
求
め
て
進
め
て
き
た
我
々
の
研
究
を
概
説
す
る
。

　
1
　
視
知
覚
と
視
覚
認
知

　
視
覚
の
機
能
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
視
知
覚
機
能
で
あ
る
。
視
知
覚
は
眼
前
に
あ
る
西
の
構
造
お
よ
び
面
の
特
性
を
二

次
元
網
膜
像
か
ら
推
定
す
る
機
能
で
あ
る
。
面
の
動
き
や
面
の
魯
な
ど
の
属
性
の
推
定
も
倉
む
。
し
た
が
っ
て
視
知
覚
機
能
の
本
質
は
対

象
個
別
の
知
識
を
そ
れ
ほ
ど
考
慮
せ
ず
に
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
の
機
能
は
視
覚
認
知
機
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
視
覚
情
報

か
ら
対
象
物
体
が
何
で
あ
る
の
か
を
判
断
す
る
機
能
で
あ
る
。
何
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
だ
け
で
な
く
対
象
が
ど
の
よ
う
に
使
う
も
の
か



と
い
っ
た
機
能
を
も
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ハ
サ
ミ
や
コ
ッ
プ
を
見
た
と
き
に
は
そ
れ
が
手
の
運
動
と
結
び
つ
い
た

形
で
、
道
具
と
し
て
の
機
能
ま
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
乾
、
一
〇
8
）
。
こ
れ
が
視
覚
認
知
機
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
視
覚
認

知
機
能
に
は
薄
象
個
別
の
知
識
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

　
2
　
標
準
正
則
化
理
論
と
ベ
イ
ズ
推
定

　
一
九
八
○
年
代
、
視
覚
研
究
を
中
心
と
し
た
脳
研
究
で
、
竃
国
営
（
一
⑩
Q
。
鱒
）
の
思
想
は
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
彼
は
、
視
覚
の
主
要
な
役

割
が
、
「
網
膜
に
投
影
さ
れ
た
二
次
元
画
像
か
ら
外
界
の
三
次
元
構
造
を
推
測
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、
数
学
的
に
は

不
良
設
定
問
題
（
農
ら
。
ω
a
箕
。
甑
Φ
ヨ
）
な
の
で
一
般
的
に
は
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
自
然
界
の
物
理
法
長
を
問
題
の
制
約
条
件
と

し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
脳
は
唯
一
の
解
に
到
達
で
き
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
二
次
元
の
デ
ー
タ
し
か
な
い
の
に
三
次
元
の
問
題
で
あ

る
か
ら
明
ら
か
に
未
知
数
の
数
が
デ
ー
タ
の
数
よ
り
多
い
。
し
か
し
三
次
元
解
が
満
た
す
性
質
さ
え
分
か
れ
ば
解
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う

の
が
彼
の
考
え
な
の
で
あ
る
。
そ
の
性
質
つ
ま
り
問
題
の
制
約
条
件
は
個
々
の
対
象
に
依
存
し
な
い
物
理
法
則
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、

数
学
の
逆
問
題
を
解
く
一
般
的
な
解
法
で
あ
る
チ
ー
ホ
ノ
フ
の
標
準
正
躍
化
法
と
全
く
同
じ
思
想
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
後
指
摘
さ
れ
、
視

覚
の
様
々
な
計
算
が
明
確
に
定
式
化
さ
れ
た
（
℃
o
ウ
q
ひ
Q
凶
O
ら
、
お
。
。
切
）
。

　
一
般
に
、
視
覚
の
問
題
は
》
N
腱
楼
に
お
い
て
「
デ
ー
タ
y
（
網
膜
像
）
」
か
ら
「
関
数
z
（
推
定
さ
れ
た
三
次
元
構
造
）
」
を
求
め
る

い
わ
ゆ
る
逆
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
般
に
不
良
設
定
問
題
で
あ
る
。
標
準
正
則
化
理
論
で
は
、

誕
劉
＝
》
N
受
＝
鱒
十
沁
＝
守
＝
鱒

な
る
評
価
関
数
を
最
小
に
す
る
関
数
z
を
見
つ
け
る
。
＝
℃
塁
・
。
は
安
定
化
汎
関
数
で
、
関
数
z
に
対
す
る
制
約
条
件
に
相
当
す
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

あ
る
。
λ
は
拘
束
条
件
の
強
さ
を
決
め
る
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
z
が
面
の
奥
行
き
で
あ
れ
ば
制
約
条
件
は
「
面
は
ほ
と
ん
ど
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い
た
る
所
な
め
ら
か
に
変
化
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
所
々
あ
る
奥
行
き
の
不
連
続
を
除
い
て
で
あ
る
。

を
一
般
化
す
れ
ば
不
連
続
を
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
が
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
）
。
こ
れ
は

こ
の
理
論

（
型
禽
麗
轡
）
H
（
洩
一
黛
回
諦
）
十
（
塗
誉
冷
穽
）

と
い
う
形
を
し
て
い
る
。
デ
ー
タ
回
帰
項
は
、
網
膜
像
か
ら
直
接
計
算
さ
れ
る
デ
ー
タ
と
で
き
る
だ
け
矛
盾
し
な
い
面
（
関
数
）
を
選
ぼ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
く
り
か
え
す
が
、
三
次
元
の
構
造
を
二
次
元
像
か
ら
求
め
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
一
般
に
は
解
け
な
い
不
良
設
定

問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
外
界
の
面
に
関
す
る
何
ら
か
の
一
般
的
に
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
物
理
法
則
を
問
題
の
制
約
条
件
と
し
こ
れ
を
満
た

す
よ
う
な
面
を
求
め
る
の
が
制
約
条
件
項
で
あ
る
。

　
ま
た
標
準
正
則
化
理
論
は
あ
る
仮
定
の
下
で
は
ベ
イ
ズ
推
定
を
行
う
こ
と
と
等
価
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
網
膜
像
か
ら
三
次
元
構
造
の
推

定
を
ベ
イ
ズ
推
定
で
行
う
の
と
等
価
で
あ
る
（
た
と
え
ぽ
、
乾
、
一
〇
⑩
b
。
ρ
困
り
ω
）
。
ベ
イ
ズ
の
定
理
を
用
い
る
と
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
書

く
こ
と
が
で
き
る
。

℃
（
灘
漆
｝
国
齋
）
g
℃
（
國
鯨
一
藩
燦
）
・
勺
（
轄
隣
）

こ
こ
で
、
事
前
確
率
憎
（
轄
醸
）
は
外
界
を
支
配
す
る
物
理
法
則
に
対
応
し
、
条
件
付
き
確
率
勺
（
圏
鯨
一
念
礒
）
は
あ
る
事
象
が
生
起

し
た
と
き
に
脳
内
で
あ
る
活
性
化
の
状
態
が
生
ず
る
確
率
を
意
味
す
る
。
右
辺
第
1
項
は
光
学
系
（
広
い
意
味
で
撮
像
系
だ
け
で
な
く
神

経
の
前
処
理
も
含
め
て
も
か
ま
わ
な
い
）
の
特
性
を
、
第
2
項
は
純
粋
に
自
然
界
の
物
理
法
華
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
第
1
項
を

セ
ン
サ
モ
デ
ル
と
か
画
像
生
成
モ
デ
ル
と
か
一
般
化
さ
れ
た
光
学
と
言
う
こ
と
が
あ
る
。
多
く
の
可
能
性
の
申
か
ら
ベ
イ
ズ
の
定
理
を
用

い
て
事
後
確
率
を
最
大
に
す
る
講
造
を
眼
前
の
構
造
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
を
最
大
事
後
確
率
推
定
（
簾
舞
ぎ
属
鼠
害
b
。
ω
け
Φ
同
一
。
門
一
。
ω
紳
瞥

ヨ
障
①
…
竃
〉
勺
推
定
）
と
言
う
。
事
前
確
率
が
与
え
ら
れ
た
置
合
、
ベ
イ
ズ
の
定
理
か
ら
事
後
確
率
が
計
算
で
き
、
こ
れ
を
最
大
に
す
る



事
象
を
脳
内
活
動
の
原
因
で
あ
る
眼
前
の
構
造
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

　
個
々
の
属
性
値
が
ご
く
近
傍
の
属
性
値
に
の
み
依
存
す
る
と
き
、
画
像
が
マ
ル
コ
フ
性
を
満
足
す
る
と
い
う
。
属
性
は
、
濃
淡
値
、
色
、

奥
行
き
な
ど
な
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
。
通
常
網
膜
像
は
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
物
体
の
凝
集
性
に
よ
っ
て
こ
の
マ

ル
コ
フ
性
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
竃
〉
℃
推
定
は
、
結
局
以
下
の
よ
う
な
形
の
エ
ネ
ル
ギ
：
の
最
小
化
に
相
当
す
る
こ
と
が

証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

】
≦
》
℃
融
㍊
H
φ
（
圓
癒
「
灘
臨
）
十
ご
（
藩
燦
）
θ
麹
戯
ノ
誉

と
な
る
。
q
（
圓
強
一
灘
臨
）
は
あ
る
構
造
が
生
起
し
た
と
き
に
あ
る
画
像
が
生
ず
る
確
率
を
決
め
る
エ
ネ
ル
ギ
：
、
q
（
灘
礒
）
は
あ

る
構
造
が
生
起
す
る
確
率
を
決
め
る
エ
ネ
ル
ギ
1
を
表
わ
す
。
条
件
付
き
確
率
は
デ
ー
タ
回
帰
に
、
事
前
確
率
は
制
約
条
件
に
対
応
す
る

の
で
あ
る
。
（
マ
ル
コ
フ
確
率
場
理
論
に
つ
い
て
は
〔
乾
一
8
卜
。
♪
斜
①
〕
参
照
。
）
こ
れ
を
確
率
的
に
解
か
ず
決
定
論
的
に
解
け
ば
前
述

の
標
準
正
劉
化
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。

　
3
　
一
般
化
画
像
放
射
照
度
方
程
式

　
網
膜
上
に
与
え
ら
れ
る
二
次
元
画
像
デ
ー
タ
の
生
成
過
程
（
す
な
わ
ち
外
界
）
を
モ
デ
ル
化
す
る
と
き
様
々
の
レ
ベ
ル
で
の
記
述
が
可

能
で
あ
る
。
低
い
レ
ベ
ル
で
は
、
可
視
表
面
の
奥
行
き
や
面
の
方
向
、
各
位
置
で
の
反
射
率
、
照
明
光
の
強
さ
と
位
置
を
決
め
れ
ば

画
像
デ
ー
タ
が
決
ま
る
軌
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
も
視
覚
世
界
を
記
述
で
き
る
。
三
次
元
空
相
の
申
に
、
別
々
の
物
体
が
ど
の
よ
う
に
空
間

的
に
配
置
さ
れ
、
個
々
の
三
次
元
像
は
何
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
並
進
・
回
転
速
度
を
持
つ
か
を
記
述
し
て
も
、
画
像
デ
ー
タ
を

決
定
で
き
る
。
脳
内
で
は
、
こ
れ
ら
の
様
々
の
階
層
で
の
記
述
が
す
べ
て
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
次
の
一
般
化
画
像
放

射
照
度
方
程
式
で
表
現
で
き
る
（
珊
人
、
乾
、
お
⑩
o
）
。
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一
（
隠
層
拷
り
嘱
り
N
矯
叶
）

　
　
　
1
一
幻
（
〈
b
⊃
（
｝
斎
い
鳥
い
山
燈
い
く
博
ω
畠
”
H
（
沁
）
曽
ピ
》
日
α
”
℃
”
O
”
》
℃
＜
”
宕
”
○
）

　
　
　
H
図
（
o
麿
一
り
　
の
吟
3
讐
　
ω
G
こ
》
　
の
晒
鳩
　
ω
“
u
　
ω
0
》
　
の
唖
り
　
o
自
g
o
℃
　
o
貸
り
》
　
口
。
困
O
u
　
o
o
　
一
》
　
ω
　
挿
”
　
の
一
困
り
　
ω
　
劇
）

　
　
　
”
口
（
ω
）

　
左
辺
は
、
左
（
築
H
O
）
か
右
（
赴
H
H
）
の
網
膜
上
の
位
置
（
き
嘱
）
で
の
、
時
間
t
、
波
長
λ
の
光
強
度
を
示
す
。
右
辺
は
視
覚
世

界
の
様
子
S
か
ら
画
像
デ
ー
タ
ー
が
決
ま
る
画
像
生
成
過
程
を
非
線
形
関
数
R
で
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
R
は
、
一
般
化
さ

れ
た
光
学
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
R
の
中
の
引
数
9
～
ω
置
は
す
べ
て
視
覚
大
脳
皮
質
で
別
々
に
爽
現
さ
れ
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。

＜
δ
軸
H
は
光
強
度
と
く
δ
関
数
の
重
畳
積
で
あ
る
。
亀
と
鬼
H
は
そ
れ
ぞ
れ
画
像
強
度
1
の
あ
る
方
向
へ
の
1
階
微
分
と
2
階
微
分

で
あ
る
。
v
は
画
像
の
濃
淡
値
の
最
大
変
化
方
向
の
局
所
的
な
速
度
成
分
で
あ
る
。
。
・
鎚
は
ス
テ
レ
オ
視
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
奥
行
き
を

表
わ
し
て
い
る
。
同
（
沁
）
は
可
視
表
面
の
波
長
λ
の
光
に
対
す
る
反
射
率
を
衷
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
可
視
褒
面
の
場
所
に
依

存
し
て
い
る
。
L
は
観
察
者
か
ら
兇
た
可
視
表
面
の
遮
蔽
輪
郭
や
異
な
る
物
体
の
接
合
部
な
ど
の
不
連
続
を
蓑
わ
す
。
琴
鳥
は
単
眼
視
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
可
視
表
面
の
奥
行
き
を
表
わ
し
て
い
る
。
り
は
照
明
光
の
波
長
分
布
と
光
源
位
置
を
表
わ
す
。
C
は
、
し
で
区
別
さ
れ

た
個
々
の
三
次
一
7
5
物
体
の
三
次
元
的
空
間
位
置
を
示
す
。
A
は
飼
々
の
物
体
の
色
や
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
な
ど
の
属
性
を
表
わ
す
。
V
は
個
々

の
物
体
の
並
進
・
回
転
の
速
度
ベ
ク
ト
ル
を
表
わ
す
。
N
は
観
察
者
の
身
体
や
頭
部
・
眼
球
が
持
つ
並
進
・
回
転
の
速
度
ベ
ク
ト
ル
で
あ

る
。
0
は
三
次
元
物
体
の
記
憶
像
を
表
わ
す
。
。
。
9
H
（
N
y
ピ
が
b
。
・
μ
鳶
次
元
ス
ケ
ッ
チ
（
第
5
章
参
照
）
で
あ
る
。
＜
》
Z
”
○
を

推
定
す
る
の
が
高
次
視
覚
で
あ
る
。
初
期
視
覚
、
中
期
視
覚
、
高
次
視
覚
か
を
問
わ
ず
、
1
か
ら
S
を
推
定
す
る
過
程
が
視
覚
と
い
え
る
。

ま
と
め
る
と
、

　
　
⑳
R
は
構
造
か
ら
画
像
へ
の
変
換
関
数
な
の
で
｝
般
化
光
学
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
⑲
視
覚
は
こ
の
逆
つ
ま
り
一
か
ら
S
を
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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図1

　
4
　
視
覚
大
脳
皮
質
の
計
算
理
論

　
一
般
に
視
覚
の
働
き
は
、
逆
問
題
を
解
く
こ
と
で
あ
る
と

述
べ
た
。
も
し
線
形
の
話
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
逆
行
列
あ
る

い
は
疑
似
逆
行
列
を
求
め
れ
ば
よ
い
と
書
う
こ
と
に
な
る
。

問
題
に
よ
っ
て
は
そ
れ
で
よ
い
揚
合
も
あ
る
。
し
か
し
一
般

に
は
そ
う
単
純
に
は
行
か
な
い
。
各
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
計
算
で

あ
る
逆
関
数
は
一
般
に
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
従
来
の
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ビ
ジ
ョ
ン
の
研
究
で
は
、
あ
る
特
殊
な
条
件
で

成
り
立
つ
よ
う
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
多
数
考
え
ら
れ
て
き
た

（
た
と
え
ば
〔
乾
お
⑩
b
」
巴
参
照
）
。
一
方
我
々
の
知
覚
は
非

常
に
正
確
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
か
つ
そ
れ
が
短
時
間
で
計

算
さ
れ
る
。
脳
の
モ
デ
ル
で
あ
る
た
め
に
は
、
計
算
時
間
が

ほ
ん
の
数
百
ミ
リ
秒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
、
こ

れ
が
次
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
（
図

1
鱒
川
人
と
乾
、
お
8
）
。

　
大
脳
に
は
多
く
の
視
覚
領
野
（
モ
ジ
ュ
ー
ル
）
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
領
野
で
は
視
覚
の
異
な
る
属
性
が
処
理
さ
れ
て

い
る
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の
領
野
が
い
わ
ば
並
列
階
層
構
造
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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な
し
て
い
る
。
ま
た
視
覚
領
野
間
に
は
双
方
向
性
の
結
合
が
存
在
す
る
。
川
人
と
乾
（
一
8
0
）
で
は
、
領
野
間
の
双
方
向
性
結
合
に
よ
り
、

逆
光
学
と
光
学
の
計
算
が
両
方
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
図
1
は
こ
の
こ
と
を
単
純
化
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
重
要
な
点
は
逆
光
学
は
厳
密
に
逆
関
数
で
な
く
て
も
よ
く
、
あ
る
限
ら
れ
た
条
件
で
成
り
立
つ
よ
う
な
も
の
で
よ
い
の
で
あ
る
。
前

向
き
（
h
の
O
鳥
h
O
『
♂
〈
翁
。
門
O
）
結
合
に
よ
っ
て
、
ま
ず
近
似
的
に
な
ん
ら
か
の
講
造
が
推
定
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
後
向
き
（
瀞
＆
含
量
）
結
合
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
確
か
め
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
構
造
か
ら
網
膜
像
を
推
定
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
光
学
を
計
算
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
次
の
計
算
で
は
こ
の
誤
差
が
前
向
き
の
計
算
に
入
力
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
と
た
と
え
逆
光
学
が
近
似
的
で
あ
っ
て
も
、
正
し

い
解
に
収
束
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
近
似
が
よ
い
ほ
ど
速
く
正
し
い
答
え
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
の
視
覚

系
で
は
、
信
号
が
網
膜
像
に
ま
で
戻
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
網
膜
像
か
ら
物
体
の
構
造
や
位
置
関
係
を
直
ち
に
計
算
す
る
の
は
難
し

い
た
め
階
層
的
に
易
し
い
も
の
か
ら
む
ず
か
し
い
も
の
へ
と
順
に
解
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
な
か
で
こ
の
よ
う
な
計
算
が
な
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
。
こ
の
計
算
に
よ
っ
て
前
述
の
竃
〉
℃
推
定
が
で
き
る
。

　
S
の
内
部
モ
デ
ル
の
確
率
を
℃
（
。
。
y
S
が
与
え
ら
れ
た
と
き
の
一
の
条
件
つ
き
確
率
を
℃
（
H
［
ω
）
で
表
わ
す
。
2
章
で
述
べ
た
罎
〉
℃

推
定
と
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ご
（
ω
y
q
（
ご
ω
）
と
す
る
。
ヨ
〉
勺
推
定
に
従
っ
て
、
次
の
事
後
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
最

小
化
す
る
S
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。

d
（
ω
ロ
）
膝
d
（
二
ω
）
十
d
（
ω
）

　
　
　
　
賢
H
＼
鱒
［
殉
無
H
…
口
（
ω
）
｝
］
悼
＋
q
（
ω
）

こ
こ
で
饗
は
画
像
生
成
過
程
R
の
近
似
的
逆
モ
デ
ル
で
あ
る
。
初
期
視
覚
で
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
画
像
生
成
過
程
の
逆
は
不

良
設
定
で
あ
る
か
ら
即
，
一
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
近
似
零
は
考
え
ら
れ
る
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ビ
ジ
ョ
ン
で
提
案
さ
れ
て
き

た
多
く
の
一
撃
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
裂
の
具
体
例
と
み
な
せ
る
。
図
1
で
、
二
次
元
画
像
デ
ー
タ
ー
は
視
覚
下
位
中
枢
に
、
視
覚
十
界
の



様
子
S
は
視
覚
上
位
中
枢
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
視
覚
下
位
中
枢
を
折
り
返
し
に
し
て
鏡
像
対
称
に
な
っ
て
い
る
。
上
位

か
ら
下
位
へ
の
逆
方
向
神
経
結
合
は
画
像
生
成
過
程
R
の
順
方
向
モ
デ
ル
を
与
え
て
い
る
。
一
方
、
下
位
か
ら
上
位
へ
の
順
方
向
神
経
結

合
は
、
画
像
生
成
過
程
R
の
逆
捻
∴
の
近
似
逆
モ
デ
ル
切
騨
を
与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
上
位
申
枢
内
の
固
有
神
経
結
合
は
S
の
内
部
モ
デ

ル
と
し
て
一
Φ
q
＼
O
ω
を
与
え
て
い
る
。

　
急
速
眼
球
運
動
な
ど
に
よ
っ
て
新
し
い
画
像
デ
ー
タ
ー
が
入
力
す
る
と
、
下
位
か
ら
上
位
へ
の
順
方
向
神
経
結
合
に
よ
っ
て
S
の
粗
い

推
定
値
図
蕎
）
が
計
算
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
蜜
〉
℃
推
定
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
続
い
て
、
上
位
中
枢
の
推
定
S
か
ら
逆
方
向
結
合
に

よ
っ
て
、
画
像
デ
ー
タ
の
推
定
値
図
（
ω
）
が
計
算
さ
れ
、
そ
れ
が
下
位
中
枢
で
実
際
の
デ
ー
タ
と
比
較
さ
れ
て
誤
差
一
－
男
（
ω
）
が
求
め

ら
れ
る
。
こ
の
誤
差
が
順
方
向
結
合
を
通
し
て
上
位
中
枢
に
戻
さ
れ
て
、
広
州
倒
一
図
（
ω
）
｝
が
入
力
さ
れ
る
。
　
一
方
、
上
位
中
枢
内
の
固

有
神
経
結
合
は
前
節
の
第
2
項
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
繰
り
返
し
演
算
に
よ
っ
て
、
入
力
受
像
デ
ー
タ
を
良
く
説
明
し
、
ま
た
内
部
モ
デ

ル
に
照
ら
し
て
確
率
の
高
い
、
視
覚
世
界
の
推
定
値
が
安
定
平
衡
状
態
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
と
め
る
と
、

　
　
⑧
脳
は
双
方
向
の
結
合
を
利
用
し
て
、
順
変
換
と
逆
変
換
を
繰
り
返
し
、
外
界
の
溝
造
を
推
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
視
知
覚
機
能
の
本
質
は
、
網
膜
像
か
ら
眼
前
に
あ
る
面
の
三
次
元
特
性
を
推
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
網
膜
像
に

は
推
定
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て
い
る
。
脳
内
で
は
、
多
く
の
処
理
過
程
が
並
列
独
立
に
網
膜
像
に
作
用
し
、
可
視

表
面
の
幾
何
学
的
構
造
の
（
網
膜
座
標
で
の
）
表
現
を
引
き
出
す
。
こ
れ
に
は
、
両
眼
視
差
（
ぴ
一
呂
。
偉
一
斗
α
一
。
。
冨
眉
腺
）
、
運
動
視
差
（
§
齢
一
撃

宕
邑
訂
×
）
、
陰
影
（
玲
巴
ぎ
α
q
）
、
遮
蔽
輪
郭
（
。
8
冴
島
農
8
簿
。
葺
）
、
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
（
8
×
宕
冨
）
な
ど
の
処
理
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の

手
が
か
り
の
一
部
に
つ
い
て
図
を
使
っ
て
説
明
す
る
。

　
図
2
の
は
両
眼
視
差
の
説
明
図
で
あ
る
。
い
ま
、
両
眼
で
あ
る
点
X
を
固
視
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
X
の
像
は
網
膜
の
最
も

感
度
の
よ
い
中
心
窩
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
投
影
さ
れ
る
。
両
眼
の
レ
ン
ズ
の
結
節
点
と
X
を
通
る
円
周
上
に
あ
る
点
は
両
眼
の
対
応
す
る

（
同
一
の
）
場
所
に
投
影
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
円
の
外
側
や
内
側
の
点
は
両
眼
で
ず
れ
た
場
灰
に
投
影
さ
れ
る
。
こ
の
ず
れ
を
両
眼
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図2

視
差
と
呼
び
、
こ
れ
を
測
定
す
れ
ば
相
対
的
奥
行
き
が
求
ま
る
。
ひ
ら
た
く
言
え
ば
、
固
視
面

を
境
に
、
そ
れ
よ
り
遠
く
て
も
近
く
て
も
両
眼
の
網
膜
像
は
図
2
の
の
よ
う
に
ず
れ
て
お
り
、

こ
の
ず
れ
を
測
定
す
れ
ば
奥
行
き
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
図
2
の
は
運
動
視
差
の
説
明
図
で
あ
る
。
こ
の
図
で
は
対
象
が
静
止
し
、
観
察
者
が
前
進
し

た
場
合
の
オ
プ
テ
ィ
カ
ル
フ
ロ
ー
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ク
ト
ル
の
長
さ
か
ら
相
対
的
奥
行
き

が
求
ま
る
。
も
し
、
あ
る
点
に
対
し
て
ま
っ
す
ぐ
に
観
察
者
が
前
進
す
れ
ば
、
そ
の
点
を
中
心

に
放
射
状
の
オ
プ
テ
ィ
カ
ル
フ
ロ
ー
が
得
ら
れ
る
。

　
図
2
の
は
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
の
勾
配
を
表
わ
す
。
こ
の
場
合
、
無
限
に
ひ
ろ
が
る
水
平
面
が
知

覚
さ
れ
る
。
図
2
の
は
陰
影
の
手
が
か
り
を
表
わ
す
。
こ
の
場
合
、
球
面
が
知
覚
さ
れ
る
。
画

像
の
濃
淡
に
対
し
て
局
所
的
な
微
分
操
作
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
面
の
主
曲
率
が
計
算
で

き
る
。
こ
の
原
理
を
応
用
し
た
も
の
が
化
粧
で
あ
る
。
図
2
の
は
図
2
の
で
示
し
た
図
の
遮
蔽

輪
郭
で
あ
る
。

　
大
脳
に
は
2
0
か
ら
3
0
の
視
覚
情
報
処
理
に
関
与
し
て
い
る
領
野
が
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
名
前
が
付

け
ら
れ
て
い
る
。
図
3
に
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
生
理
学
や
解
剖
学
の
知
見
を
も
と
に
し

て
領
野
間
の
相
互
作
用
と
各
領
野
に
お
け
る
情
報
表
現
の
仮
説
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
デ

ル
で
は
、
＜
鱒
内
の
相
互
作
用
や
く
ω
、
＜
咲
さ
ら
に
］
≦
↓
と
く
蒔
の
よ
う
な
色
・
形
・
動

き
の
三
つ
の
左
右
の
流
れ
を
統
合
す
る
並
列
の
相
互
作
用
も
あ
る
が
、
主
な
相
互
作
用
は
左
右

の
流
れ
の
中
の
上
下
の
領
野
間
の
相
互
作
用
で
あ
る
。
図
3
に
は
、
こ
の
よ
う
な
並
列
階
層
構

造
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
が
こ
れ
ら
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
上
記
の
逆
計
算
が
な
さ
れ
て
各
属
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モ
ジ
ュ
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統
合

　
　
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
網
膜
像
か
ら
面
の
形
状
を
推
定
す
る
際
、
外
界
に
は
多
く
の
手

　
　
が
か
り
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
両
眼
視
差
、
動
き
、
陰
影
、
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
な
ど
が
あ

　
　
り
、
こ
れ
ら
が
別
個
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
処
理
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の

　
　
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
葡
述
の
よ
う
に
網
膜
像
か
ら
面
の
構
造
を
推
定
す
る

　
　
計
算
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
計
算
理
論
（
す
な
わ
ち
こ

　
　
れ
ら
の
手
が
か
り
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
用
い
て
い
か
に
三
次
元
構
造
が
推
定
で
き
る
か
と

邸
　
・
い
う
問
題
に
関
す
る
計
算
理
論
）
は
、
ω
ぎ
冨
・
ぐ
。
ヨ
■
×
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
と
、
兄
ば
両

　
　
眼
視
差
で
あ
れ
ば
ω
冨
℃
9
馨
。
ヨ
鰯
げ
ぎ
。
謹
話
門
ロ
剛
弓
碧
津
鴫
、
陰
影
で
あ
れ
ば
ω
冨
℃
？
蹄
。
ヨ
ー

　
　
。
。
冨
疑
雲
で
あ
る
Q
そ
の
他
X
に
は
、
竃
韓
母
♪
ヨ
。
梓
δ
♪
。
8
言
鳥
ヨ
σ
q
8
艮
。
葺
ω
霞
h
碧
①

　
　
8
簿
。
葺
な
ど
が
入
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
基
本
的
に
は
標
準
正
則
化
理
論
に
よ
っ
て
説

　
　
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
低
次
の
視
覚
系
（
＄
哩
ぐ
く
凶
ω
卿
0
7
初
期
視
覚
と
い
う
）
で
は
、
上
で
述
べ

　
　
た
多
く
の
視
覚
廻
報
に
基
づ
い
て
表
颪
の
幾
何
学
的
構
造
の
推
測
を
並
列
独
立
に
行
う
。

　
　
中
間
視
覚
（
ヨ
冠
巳
Φ
〈
芭
8
）
で
は
、
こ
れ
ら
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
出
力
を
統
合
し
、
視
線

　
　
の
方
向
に
よ
ら
な
い
安
定
し
た
髪
上
の
方
向
と
奥
行
き
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
表
面
の

　
　
方
向
と
奥
行
き
の
安
定
し
た
記
述
を
鱒
く
b
。
次
元
ス
ケ
ッ
チ
と
呼
ぶ
。
も
う
少
し
正
確



に
言
え
ば
、
b
。
く
N
次
元
ス
ケ
ッ
チ
と
は
観
察
者
中
心
の
面
（
す
な
わ
ち
今
見
え
て
い
る
面
だ
け
）
の
構
造
記
述
（
奥
行
き
、
方
向
お
よ

び
そ
れ
ら
が
不
連
続
に
変
化
す
る
位
置
の
記
述
）
で
あ
る
。
も
し
N
一
＼
b
。
次
元
ス
ケ
ッ
チ
が
脳
内
で
表
現
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
中
間
視

覚
（
目
圃
ユ
ロ
一
〇
　
＜
凶
ω
一
〇
口
）
で
は
、

　
　
1
　
複
数
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
出
力
情
報
が
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
、
一
つ
の
表
現
－
b
。
一
＼
N
次
元
ス
ケ
ッ
チ
ー
に
な
る
の
か
。

　
　
2
　
よ
り
低
次
の
段
階
で
は
網
膜
中
心
座
標
で
情
報
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
観
察
血
中
心
す
な
わ
ち
頭
部
座

　
　
　
標
ま
た
は
身
体
座
標
に
変
換
さ
れ
る
の
か
。

が
問
題
と
な
る
。

　
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
出
力
の
統
合
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
目
遷
凶
弘
8
Φ
）
。
心
理
物
理
学
的
に
は
単
眼
手
が
か

り
や
両
眼
手
が
か
り
を
組
み
合
わ
せ
た
時
、
形
状
が
ど
の
よ
う
に
知
覚
さ
れ
る
か
が
調
べ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
多
く
は
、
手
が
か
り
が
矛

盾
し
た
と
き
に
知
覚
さ
れ
る
形
状
に
関
心
が
あ
り
、
手
が
か
り
矛
盾
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
。
器
8
”
津
9
鵠
雷
雲
ひ
q
ヨ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
実
験
結
果
か
ら
相
互
作
用
と
し
て
次
の
二
種
類
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ω
あ
る
系
の
腐
力
が
完
全
に
無
視
さ
れ
て
も
う
一
つ
の
系
の
出
力
の
み
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
。

　
ω
複
数
個
の
出
力
が
あ
れ
ば
そ
れ
ら
の
重
み
づ
け
平
均
に
よ
っ
て
最
終
的
な
知
覚
が
決
定
さ
れ
る
。

　
乾
と
山
下
（
一
Φ
Φ
ω
）
は
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
物
理
実
験
の
結
果
か
ら
、
脳
は
こ
の
情
報
統
合
も
ベ
イ
ズ
推
定
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
ベ
イ
ズ
推
定
は
複
数
の
清
報
源
か
ら
外
界
の
構
造
を
推
定
す
る
と
い
う
こ
と

に
対
応
し
て
い
る
。
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
出
力
が
加
算
平
均
さ
れ
る
と
い
う
結
果
は
、
ベ
イ
ズ
の
定
理
か
ら
す
れ
ば
、
複
数
の
セ
ン
サ
ー
を
用

い
て
泥
捧
が
入
っ
た
と
い
う
仮
説
を
検
定
す
る
問
題
と
ち
ょ
う
ど
等
価
に
な
っ
て
い
る
。
S
を
仮
説
、
。
冒
は
異
な
る
種
類
の
セ
ン
サ
ー

の
信
号
と
し
、
n
個
の
独
立
に
働
く
セ
ン
サ
ー
が
あ
る
と
す
る
。
い
く
つ
か
の
異
な
る
情
報
で
泥
棒
を
検
出
す
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

音
の
変
化
や
温
度
の
変
化
や
あ
る
い
は
気
流
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
条
件
付
き
確
率
は
、

　
　
　
　
知
覚
と
認
知
の
計
算
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
五
一
白
六
十
二
暑
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四

　
　
只
㊦
ご
⑦
臨
・
”
…
”
o
≧
o
o
）
1
1
罰
只
Φ
L
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牌
鷲
H

と
な
り
、
事
後
確
率
は

　
　
℃
（
ω
す
”
3
…
”
9
）
g
憎
（
ω
）
頴
℃
（
皇
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尻
圓
P

と
書
け
る
。
こ
の
と
き
確
率
分
布
に
○
凶
σ
σ
ω
分
布
を
仮
定
す
れ
ば
、
条
件
付
き
確
率
の
積
は
評
価
関
数
の
デ
ー
タ
回
帰
頂
の
加
算
に
対

応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
セ
ン
サ
ー
が
二
種
類
の
と
き
評
価
関
数
の
デ
ー
タ
回
帰
項
は
、

　
　
却
図
（
｛
「
σ
q
一
）
博
＋
諭
図
（
｛
「
ゲ
一
）
・
。

と
な
る
。
こ
こ
で
勤
は
未
知
関
数
σ
q
一
と
罫
は
位
置
i
に
お
け
る
異
な
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
出
門
デ
二
二
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
面

の
知
覚
が
両
眼
立
体
視
系
の
潮
力
と
単
眼
立
体
視
系
の
出
力
の
加
算
平
均
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
ベ
イ
ズ
推
定
の
枠
組
み
か
ら
は

二
種
類
の
検
出
器
が
並
列
独
立
に
働
い
て
外
界
の
平
造
を
推
定
し
て
い
る
こ
と
と
等
価
に
な
る
。

も
う
少
し
一
般
的
に
書
く
と
、

　
　
閻
魏
却
（
麟
座
誰
＝
μ
野
び
洩
一
曳
回
滋
）

　
　
　
　
十
諭
（
麟
盛
誰
b
◎
籏
蝕
が
職
一
黛
回
議
）

　
　
　
　
十
N
G
・
（
蓋
謬
冷
辱
）

こ
こ
に

　
　
N
　
》
溜
”
曳
一
黛
回
議
㊦
謹
竃
》
唱
、
一
梼
（
醜
鑑
薄
”
麟
冷
蔵
π
欝
勲
）



　
　
勘
ω
”
毬
誉
冷
奔
θ
越
奮

で
あ
る
。
な
お
、
朝
倉
と
乾
（
一
り
詮
）
は
、
推
定
さ
れ
る
面
の
曲
率
す
な
わ
ち
①
鳶
鳶
臨
に
従
っ
て
制
約
条
件
に
対
す
る
重
み
を
変
化
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
両
眼
立
体
視
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
現
象
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
テ
ク
ス
チ

ャ
ー
を
構
成
す
る
個
々
の
要
素
で
あ
る
テ
ク
セ
ル
の
密
度
情
報
と
テ
ク
セ
ル
の
扁
平
率
の
手
が
か
り
が
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
て
面
の
知

覚
が
形
成
さ
れ
る
か
を
心
理
物
理
学
的
に
検
討
し
て
い
る
。
梅
村
と
乾
（
一
〇
8
）
は
こ
の
よ
う
な
実
験
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
二
つ
の
手

が
か
り
間
の
統
合
が
や
は
り
標
準
正
則
化
理
論
に
基
づ
い
て
正
確
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
は
別
の
言
い
方

を
す
れ
ば
ベ
イ
ズ
推
定
に
よ
っ
て
面
を
知
覚
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
6
　
情
報
統
合
の
実
現
（
ぎ
℃
『
ヨ
＄
欝
窪
曾
）
に
関
す
る
示
竣

　
八
○
年
代
、
高
次
視
覚
野
の
解
剖
学
的
、
生
理
学
的
研
究
が
急
速
に
進
み
そ
れ
ら
の
構
造
と
機
能
が
部
分
的
に
解
明
さ
れ
て
き
た
（
乾
、

お
㊤
ω
参
照
）
。
視
覚
野
は
2
0
～
3
0
の
領
野
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
間
の
結
合
も
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
重
要
な
特
徴
は
、

　
1
　
情
報
処
理
が
完
全
な
並
列
構
造
で
も
な
く
単
純
な
階
層
構
造
で
も
な
い
。
い
わ
ば
並
列
階
層
構
造
を
し
て
い
る
（
図
3
）
。

　
2
　
あ
る
種
の
属
性
を
処
理
す
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
存
在
し
、
そ
れ
が
階
層
的
に
処
理
が
進
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
色
情
報
は
≦
の

　
　
竃
9
↓
＜
鱒
の
静
鉱
嵩
弩
嘗
。
↓
＜
心
と
い
っ
た
具
合
い
で
あ
る
。

　
3
　
領
野
間
は
、
双
方
向
に
結
合
し
て
い
る
。
翁
。
冨
p
》
か
ら
碧
畠
ゆ
へ
信
号
を
伝
え
る
経
路
が
あ
れ
ば
必
ず
逆
に
碧
＄
b
コ
か
ら

　
　
舞
＄
〉
へ
の
直
接
的
経
路
が
存
在
す
る
。

　
4
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
川
人
と
乾
（
一
8
0
）
は
、
双
方
向
性
結
合
に
注
目
し
、
こ
の
よ
う
な
結
合
を
通
じ
て
視
覚
計
算
が
速
く
か
つ

正
確
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
論
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
理
論
で
は
近
似
逆
光
学
を
前
向
き
結
合
で
光
学
を
後
ろ
向
き
結
合
で
行
う
。

大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
仮
説
生
成
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
仮
説
検
証
を
こ
の
サ
イ
ク
ル
を
通
し
て
速
く
正
確
な
答
え
を
求

　
　
　
　
知
覚
と
認
知
の
計
算
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
五
百
六
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ぎ
巳
（
一
り
㊤
b
o
）
は
、
双
方
向
性
結
合
の
可
能
性
の
あ
る
機
能
と
し
て

　
ω
　
近
似
逆
光
学
と
光
学

　
㈲
　
モ
ジ
ュ
ー
ル
間
の
首
尾
一
貫
性
保
持

　
㈹
　
後
ろ
向
き
結
合
に
よ
る
選
択
的
注
意

を
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、
N
①
臨
ら
は
げ
碧
尊
碧
ユ
結
合
が
直
接
の
h
。
暑
’
。
乙
結
合
が
な
い
領
野
へ
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
情
報
の
統
合

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
搬
？
①
韓
曙
仮
説
を
提
案
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
＜
b
。
み
三
コ
。
。
け
忌
。
（
O
O
一
〇
機
　
曾
　
隔
O
『
旨
ρ
）
↓
＜
潜
お
よ

び
く
N
み
三
型
ω
三
℃
①
（
ω
酔
①
憎
⑦
｛
）
　
卿
　
5
P
O
紳
一
〇
”
）
↓
＜
㎝
（
，
・
ぎ
。
農
巴
器
竃
↓
）
と
い
う
前
向
き
結
合
で
は
明
確
に
信
号
が
分
離
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
後
向
き
結
合
で
は
例
え
ば
く
α
↓
＜
b
。
と
い
う
よ
う
に
く
b
。
の
け
三
鼻
ω
仲
昔
・
に
信
号
を
も
ど
す
だ
け
で
は
な
く
け
三
”

ω
酔
昔
。
に
も
信
号
を
も
ど
す
。
彼
は
こ
れ
に
よ
り
形
と
動
き
の
情
報
が
統
合
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（
N
Φ
憲
国
巳
。
α
議
署
”

一
⑩
。
。
8
”
げ
）
。

　
7
　
パ
タ
ー
ン
認
識
の
計
算
論
的
枠
組
み
と
知
識
の
統
合

　
網
膜
情
報
は
外
側
膝
状
体
を
経
て
後
頭
部
に
あ
る
一
次
視
覚
野
に
到
達
す
る
。
一
次
視
覚
野
か
ら
視
覚
情
報
は
二
つ
に
分
か
れ
る
。
一

つ
は
頭
頂
連
合
野
に
伝
達
さ
れ
、
も
う
一
つ
は
側
頭
葉
下
部
に
伝
達
さ
れ
る
。
下
側
頭
葉
（
困
↓
）
は
、
視
覚
パ
タ
ー
ン
認
識
お
よ
び
詑
憶

の
中
枢
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
視
覚
情
報
は
、
パ
タ
…
ン
認
識
の
た
め
に
最
適
な
表
現
形
式
に
変
換
さ
れ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
9
9
q
（
搭
Q
Q
邸
）
の
三
つ
の
水
準
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
、
脳
内
の
表
現
空
問
は
対
象
間
の
類
似
の
度
合
い
に
応
じ
た
位
置
関
係
を
保
存
す
る
位
相
難
問
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

一
方
、
画
像
か
ら
様
々
な
特
微
量
を
計
測
す
る
と
そ
れ
ら
の
問
に
柑
関
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
パ
タ
ー
ン
認
識
に
お
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図5

い
て
は
、
特
徴
空
間
の
次
元
削
減
が
重
要
に
な
る
。
以
上
の
事
実
か
ら
、
人
間

の
類
似
性
の
デ
ー
タ
と
主
成
分
空
間
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
形
の
内
部
表
現
の
解
明
を
目
的
と
し
て
、
我
々
は
、
人
間
が
感
ず
る
パ
タ
ー

ン
間
の
類
似
度
に
着
目
し
た
。
心
理
学
で
は
、
類
似
度
を
直
接
評
定
す
る
方
法

と
瞬
間
提
示
条
件
な
ど
で
の
混
同
率
を
測
定
す
る
方
法
が
あ
る
。
混
同
率
を
分

析
す
る
場
合
は
、
混
同
率
が
高
い
ほ
ど
類
似
度
が
高
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
類

似
度
が
高
い
ほ
ど
脳
内
の
表
象
空
間
に
お
い
て
近
い
距
離
で
表
現
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
被
験
老
の
バ
イ
ア
ス
等
を
考
慮
し
た
上
で
多
次
元
尺
度

溝
成
法
を
用
い
る
と
空
間
上
で
の
配
置
を
視
覚
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
も
心
理
学
的
に
パ
タ
ー
ン
問
の
類
似
度
を
調
べ
た
研
究
は
あ
っ
た
。

し
か
し
い
ず
れ
も
結
果
の
解
釈
は
使
わ
れ
た
パ
タ
ー
ン
に
強
く
依
存
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
一
般
原
理
を
探
る
た
め
に
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
深
く
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
人
工
二
払
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
て
以
下

の
よ
う
な
研
究
を
行
っ
た
。

　
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
個
々
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
単
純
な

演
算
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
シ
ナ
プ
ス
で
結
合
し
て
い
る
（
図
4
）
。
図

で
は
、
黒
丸
で
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
細
胞
体
を
、
矢
印
で
軸
索
を
表
わ
し
て
い
る
。

球
と
矢
印
の
接
合
部
を
シ
ナ
プ
ス
と
い
う
。
学
習
等
に
よ
り
こ
の
シ
ナ
プ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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伝
達
効
率
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
ロ
ン
問
の
結
合
の
強
さ
が
変
化
す
る
。
ニ
ュ
…
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
多
く
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
間
の
結
合

係
数
（
重
み
）
に
よ
っ
て
情
報
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
お
の
お
の
の
情
報
は
一
つ
の
処
理
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る

よ
う
な
局
所
表
現
で
は
な
く
、
処
理
ユ
ニ
ッ
ト
全
体
の
活
動
パ
タ
ー
ン
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
を
分
散
表
現
と
呼
ぶ
。
分
散
衷
現
を

用
い
る
と
多
く
の
朗
報
が
同
じ
シ
ス
テ
ム
に
多
重
に
認
憶
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
あ
る
現
象
が
説
明
で
き
る
。
並

列
分
散
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
学
童
で
は
、
新
し
い
情
報
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
獲
得
す
る
の
で
は
な
く
、
受
け
取
る
デ
ー
タ
を
最
小
の
相
違

で
適
合
す
る
よ
う
に
自
分
自
身
を
調
整
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
シ
ス
テ
ム
自
身
が
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
学
習
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
戸
出
が
望
ま
し
い
出
力
に
近
く
な
る
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
内
部
の
重
み
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
た
ニ
ュ
ー

ラ
ル
ネ
ッ
ト
の
構
造
を
図
5
に
示
す
。
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
は
三
層
講
造
を
し
て
お
り
、
入
力
層
、
中
間
層
、
出
力
層
か
ら
な
る
。
図
4

と
異
な
る
点
は
、
中
間
層
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
数
が
入
出
力
層
に
比
べ
て
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
入
力
と
し
て
心
理
実
験
で
用
い
ら
れ
た
パ

タ
ー
ン
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
セ
ッ
ト
を
こ
の
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
に
提
示
し
、
入
力
と
同
じ
大
き
さ
の
出
力
が
出
力
層
か
ら
出
る
よ
う
に

学
習
さ
せ
る
。
こ
の
と
き
中
問
層
の
細
胞
の
数
を
入
出
力
層
よ
り
か
な
り
少
な
く
し
て
お
く
の
で
あ
る
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
こ
の
よ

う
な
構
造
か
ら
砂
時
計
型
ニ
ェ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
。
つ
ま
り
砂
時
計
型
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
中
間
層
に
圧
縮
さ
れ

た
表
現
を
作
る
よ
う
に
結
合
荷
重
を
調
整
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
う
ま
く
学
習
が
進
む
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
情
報
の
圧
縮
法
を
獲
得
で

き
る
だ
け
で
な
く
、
圧
縮
さ
れ
た
表
現
か
ら
も
と
の
入
力
を
復
元
す
る
方
法
も
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
入
力
と
出
力
が
等
し
い
変
換
を
学

習
す
る
の
で
恒
等
写
像
の
学
習
と
言
わ
れ
る
。
重
要
な
点
は
、

　
　
⑧
恒
等
写
像
を
学
習
す
る
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
の
中
間
層
に
は
刺
激
パ
タ
ー
ン
の
圧
縮
さ
れ
た
表
現
が
で
き
る
。

　
　
⑧
そ
れ
は
、
一
個
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
一
丁
の
パ
タ
ー
ン
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
中
間
層
に
あ
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
（
シ
ナ
プ

　
　
　
ス
）
全
体
で
裏
現
さ
れ
て
い
る
（
分
散
表
現
）
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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心
理
実
験
で
用
い
ら
れ
た
刺
激
セ
ッ
ト
を
三
層
の
砂
時
計
型
の
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
学
習
さ
せ
、
そ
の
内
部
表
現
を
分
析
し

た
。
学
習
後
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
部
表
現
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
被
験
者
が
感
ず
る
類
似
性
空
語
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
空
間
を
構
成
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
あ
る
（
図
6
）
。
図
6
の
は
顔
図
形
に
対
し
て
人
聞
が
感
じ
た
類
似
度
を
表
現
し
て
お
り
、
顔
図
形
の
距
離
が
類

似
度
に
対
応
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
（
吉
川
、
6
。
。
O
）
。
図
6
の
は
、
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
…
ク
を
用
い
て
得
ら
れ
た
圧
縮
表
現

の
距
離
を
同
様
に
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
類
似
性
の
関
係
は
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
恒
等
写
像
を
学
習
す
る
三
層
の
ニ

ュ
1
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
主
成
分
分
析
に
近
い
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
理
論
的
、
実
験
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
結

果
は
、
人
間
の
持
つ
パ
タ
ー
ン
の
内
部
表
現
が
、
主
成
分
分
析
に
近
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、

各
バ
タ
ー
ソ
に
対
す
る
ハ
イ
パ
1
コ
ラ
ム
の
出
力
の
主
成
分
分
析
の
結
果
が
人
間
の
類
似
度
空
間
に
き
わ
め
て
近
い
の
で
あ
る
。
同
様
の

結
果
は
、
顔
パ
タ
ー
ン
の
み
な
ら
ず
、
文
字
、
ド
ッ
ト
パ
タ
ー
ン
、
幾
何
学
図
形
な
ど
を
用
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
牧

岡
ら
、
冨
㊤
ω
り
這
逡
…
鼠
鉾
δ
冨
ら
、
お
⑩
①
…
森
崎
、
乾
、
お
⑩
μ
這
8
）
。

　
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
パ
タ
ー
ン
の
類
似
度
は
与
え
ら
れ
た
パ
タ
ー
ン
集
合
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
類
似
度
は
過
去
に
ど
ん
な
パ
タ
ー
ン
を
見
た
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。
お
そ
ら
く
、
パ
タ
ー
ン
を
見

る
ご
と
に
そ
の
表
現
が
パ
タ
ー
ン
空
間
で
な
る
べ
く
距
離
が
長
く
な
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
学
習
に
よ
っ
て
継
時
的

に
獲
得
さ
れ
る
知
識
の
統
合
過
程
を
示
竣
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
嘱
。
§
σ
q
と
磯
§
雪
。
（
一
⑩
総
）
は
、
サ
ル
の
肩
に
お
い
て
顔

パ
タ
ー
ン
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
た
。
そ
の
結
果
、
顔
パ
タ
ー
ン
が
多
数
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
集
団
の
活
動
パ
タ
ー
ン
に

よ
っ
て
符
号
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ら
び
に
活
動
パ
タ
…
ソ
に
よ
っ
て
、
顔
の
類
似
度
な
ど
も
表
現
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
な
ど
を

発
見
し
て
い
る
。
我
々
の
研
究
は
、
活
動
パ
タ
ー
ン
を
構
成
す
る
個
々
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
ど
の
よ
う
な
原
理
で
パ
タ
ー
ン
の
符
号
化
を
し

て
い
る
か
に
つ
い
て
の
仮
説
を
も
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
森
崎
と
乾
（
一
り
O
①
）
は
、
砂
時
計
型
の
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
の
中
閥

層
の
ニ
ュ
…
ロ
ン
の
反
応
選
択
性
を
調
べ
た
と
こ
ろ
ぎ
償
轟
と
曜
§
碧
。
（
冨
8
）
が
胃
で
記
録
し
た
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
反
応
選
択
性
と



き
わ
め
て
よ
く
M
致
し
て
い
た
。
ま
た
ぎ
鼻
竃
。
静
鋤
臨
と
ω
僧
喩
。
（
一
り
り
Φ
）
は
、
い
く
つ
か
の
研
究
で
公
刊
さ
れ
た
篇
ニ
ェ
ー
ロ
ソ
の

反
応
選
択
性
を
砂
時
計
型
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
で
シ
、
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ソ
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
も
う
一
度
図
5
を
見
て
み
よ
う
。
砂
時
計
型
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
で
は
、
恒
等
写
像
を
学
習
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
図
7
の

よ
う
に
折
り
返
し
て
中
間
層
の
出
力
を
入
力
層
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
、
入
力
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
信
号
の
誤
差
を
小
さ
く
す
る
よ
う

に
学
習
を
進
め
れ
ば
よ
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
は
い
ず
れ
で
も
同
じ
な
の
だ
が
、
図
の
よ
う
に
す
る
と
知
覚
の
章
で
論
じ
た
双
方
向

性
結
合
に
よ
る
情
報
処
理
（
図
1
）
と
の
関
連
性
が
毘
て
く
る
。
こ
の
場
合
は
、
前
向
き
で
情
報
圧
縮
を
後
ろ
向
き
で
信
号
の
復
元
を
行

う
の
で
あ
る
。
ま
た
6
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ぢ
9
（
一
8
b
の
）
は
、
双
方
向
性
結
合
の
可
能
性
の
あ
る
機
能
と
し
て

G
　
近
似
逆
光
学
と
光
学

㈲
　
モ
ジ
ュ
ー
ル
間
の
首
…
尾
嚇
貫
性
保
持

情報圧縮層

入力層

⑳
＼
㊧
一

Input
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㈹
後
ろ
向
き
結
合
に
よ
る
選
択
的
注
意

を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て

　
㈹
　
デ
ー
タ
圧
縮
と
復
元

の
機
能
を
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
i
と
五
は
、
主
と
し
て
知
覚
レ
ベ
ル
の
機
能
で
あ

る
。

　
ゆ
。
・
二
〇
毛
と
男
9
田
翁
（
一
Φ
o
。
O
）
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
ア
ソ
チ
ヘ
ッ
ブ
。
馨
肥
国
Φ
σ
げ
と
い

う
学
習
則
も
デ
ー
タ
圧
縮
と
関
連
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
デ
ー
タ
圧
縮
と
は
デ
ー

タ
に
含
ま
れ
る
相
関
を
出
来
る
だ
け
な
く
し
無
相
関
な
ベ
ク
ト
ル
に
変
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、

冗
長
度
を
少
な
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
我
々
は
心
理
学
的
に
得
ら
れ
た
文
字

や
幾
何
学
図
形
、
顔
の
心
理
的
類
似
度
が
主
成
分
分
析
（
錦
い
変
換
）
と
密
接
な
関
係
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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二

る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
。
デ
ー
タ
圧
縮
と
復
元
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
人
間
の
パ
タ
ー
ン
認
識
機
能
も
体
系
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
8
　
情
報
統
合
の
理
論
講
築
を
臼
ざ
し
て

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
脳
の
中
で
作
り
上
げ
た
環
境
の
モ
デ
ル
の
中
で
行
動
し
て
い
る
。
モ
デ
ル
は
経
験
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、

修
正
さ
れ
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
作
り
上
げ
た
環
境
の
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
紺
象
を
理
解
し
て
い
る
。
で
は
情
報
の

統
合
は
な
ぜ
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
様
々
な
状
況
下
で
適
釘
な
行
動
を
行
う
た
め
で
あ
る
。
具
体
的
に
そ
の
目
的
を
二
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
過
去
の
経
験
に
基
づ
き
、
デ
ー
タ
の
信
頼
性
を
正
し
く
判
断
し
、
正
し
く
外
界
の
構
造
を
推
定
す
る
こ
と

で
あ
る
。
様
々
な
情
報
源
か
ら
推
定
さ
れ
る
構
造
の
一
貫
性
を
維
持
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
は
、
ベ
イ
ズ
推

定
の
立
場
に
立
ち
そ
れ
を
評
価
関
数
最
小
化
と
い
う
方
法
で
実
現
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
外
界
の
モ
デ
ル
を
ベ
ー
ス
に
し
た

方
法
で
あ
る
。

　
一
方
適
切
な
行
動
を
す
る
た
め
に
は
、
外
界
の
モ
デ
ル
を
正
し
く
構
成
し
、
正
し
く
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
観
察
者

自
ら
の
状
態
に
よ
ら
ず
外
界
の
物
理
的
特
性
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
は
、
不
変
な
物
理
的
属
性
を
う
ま
く
推
定
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
知
覚
の
恒
常
性
（
視
空
間
の
安
定
性
、
対
象
の
物
理
的
大
き
さ
の
評
価
な
ど
）
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
恒
常
性
を
得
る
た
め
に

は
、
異
種
情
報
を
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
外
界
の
構
造
推
定
に
お
い
て
も
外
界
の
モ
デ
ル
で
あ
る
拘
束
条
件
（
モ
デ
ル
）

の
信
頼
性
を
う
ま
く
取
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
外
界
の
知
識
を
う
ま
く
獲
得
す
る
た
め
に
人
問
は
、
主
成
分
分
析
に
近
い
統
計
的
手
法

を
用
い
て
位
相
空
間
を
脳
内
に
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
も
述
べ
た
。
こ
の
手
法
は
、
分
散
最
大
化
と
い
う
方
法
で
情
報
縮
約
を
行
う
。
う

ま
く
神
経
回
路
網
で
学
習
す
る
と
正
し
く
原
パ
タ
ー
ン
を
再
生
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
我
々
は
現
在
、
知
覚
と
認
知
の
問
題
に
共
通
し
た

理
論
的
基
盤
の
構
築
に
向
け
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
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Computational Theory　of　Visual　Perception

and　Cognition

by　Toshio　INUI

Professor　of　Psychology

Graduate　School　of　Letters

Kyoto　U鎗三versity

　　Marr’s　ph羅osophy　has　played　a　signi丘ca無t　role　in　studies　of　the　brai無，

notably　in　the　vision　stud三es　during　the　1980s（Marr，1982）．　He　proposed

that　the　malor　function　of　vision　is　to　estimate　the　3－d三mens三〇nal　structure

of　the　world　from　a　2－dimensional量1nage　prolected　onto　the　retina．　Mathe・

mat量cally，　this　至s　an　il玉・posed　problem　and　a　general　solution　cannot…）e

given　i且most　cases．　He　suggested　that　a　unique　solution　to　this　il墨・posed

problem　could　be　g三ven　if　phys玉cal　Iaws　were　takeR　into　considerat1on　as

constraints．　It　was　later　pointed　out　that　this　idea　of　Marr’s　was　conceptu・

ally　equivalent　to　Tikhonov’s　method　of　standard　regularization，　wh三ch　is

acommon　methOd　for　solving圭nverse　problems量n　mathematlcs（Poggio，　et

al．，1985）．　With　this　realization，　various　v三sual　computations　have　been　formu・

Iated　in　preclse　mathematlcal　terms．

　　In　addlt三〇n，　Marr　suggested　that　there　are　many　modules　i豆early　vision，

and　that　the　compu重ation　for　estimatlng　of　surfaces　from　the　retinal　image

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
is　carr三ed　out呈ndependently量n　each　module．　The　computatlonal　theory　of

modules　is　now　generally　called“Shape・from・X”，　and　it　has　generated　a

Iargeもody　of　research．　Here，　X　represents　binocular　dispar五ty，　shading，

texture，　motlon，　or　some　other　source　of　information　relevant　to　shape

determination．

　　In　this　paper，　we　initially　dlscuss　how　outputs　of　early　vlsion　modules

are　integrated　into　one　un量que　representation：a21／2D　sketch。　For　th三s

prob至em，　a　Bayesian　est圭matlon　framework　is　useful　for　explain三ng　much．　of

4



the　psychophysical　data　obtained　by　a　cue－conflict　paradigm．　We　proposed

a　new　theory　for　the　integration　between　vision　modules　that　is　based　on

a　Bayesian　estimation　and　a　simple　neural　network．

　　en　the　other　hand，　a　representational　space　should　be　a　topological　space

that　preserves　a　relative　degree　of　similarity　between　patterns．　ln　order　to

investigate　the　representation　of　a　visual　pattern，　it　is　very　important　to

develop　a　general　framework　that　explains　their　pychological　similarity．　ln

the　latter　part　of　this　paper，　the　mechanism　of　visual　cognition　is　discussed

based　on　our　recent　research　concerning　psychological　similarity．　We　then

intreduce　a　neural　network　model　of　the　inferotemporal　cortex，　which　is

the　center　of　visual　cognition．

　　Finally，　we　discuss　the　computation　of　information　integration　in　middle

vision　and　pattern　representation　in　the　general　framework　of　visual　com－

putation　proposed　by　Kawato　and　Inui　（1990）．

　　Magna　ProPensio　chez　Descartes
Sur　la　preuve　de　1’existence　des　choses　corporelles

Par　Takashi　KuRATA

professeur　adjoint

a　1’Universit6　de　Shimane，

Facult6　de　droit　et　des　lettres，

Philosophie

　　Dans　la　Vle　M6ditation，　concernant　1’existence　des　choses　corporelles，

Descartes　dit　ainsi：　＜＜Dieu　m’a　donn6　une　tres　grande　inclination　（magna

ProPensio）　i　croire　que　les　id6es　des　choses　sensibles　me　sont　envoyees　des

choses　corporelles，＞＞　II　prouve　1’existence　des　choses　corporelles　en　s’apptty－

ant　sur　cette　inclination．　Dans　ce　trait6，　en　mettant　au　point　cette　＜＜grande

inclination＞＞，　je　voudrais　examiner　la　pertinence　de　la　preuve　de　1’existence

des　choses　corporelles　que　montre　Descartes　dans　sa　Vle　Meditation．
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