
動
物
の
心
を
探
る

一
見
え
な
い
も
の
の
認
識
を
通
し
て
一

藤
　
田
　
和
　
生

は
じ
め
に
一
な
ぜ
見
え
な
い
も
の
の
認
識
を
問
題
に
す
る
の
か

　
「
動
物
に
は
心
が
あ
る
の
で
す
か
P
し

　
よ
く
耳
に
す
る
質
問
で
あ
る
。
こ
の
問
い
の
前
提
は
、
ヒ
ト
に
は
・
1
0
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
心
の
定
義
に
よ

っ
て
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
変
わ
る
。
ヒ
ト
の
心
だ
け
を
心
と
定
義
す
る
な
ら
、
答
え
は
明
ら
か
に
ノ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
に

ヒ
ト
は
、
自
身
の
心
に
似
た
働
き
を
持
つ
も
の
に
つ
い
て
は
心
と
い
う
言
葉
を
当
て
は
め
る
こ
と
に
あ
ま
り
抵
抗
が
な
い
ら
し
く
、
類
人
猿

や
サ
ル
に
心
を
認
め
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
違
和
感
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
オ
ウ
ム
な
ど
の
一
部
の
「
賢
い
」
と
さ
れ
て
い
る

も
の
を
除
く
と
、
ト
リ
や
ト
カ
ゲ
や
カ
エ
ル
に
心
を
認
め
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
い
つ
た
感
覚
は
入
間
中
心
主
義
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
「
動
物
」
と
い
う
書
様
の
中
に
ヒ
ト
を
含
め
な
い
の
が
奇
妙

だ
。
形
態
的
に
も
行
動
的
に
も
動
物
界
で
は
珍
し
い
特
徴
を
数
多
く
持
っ
て
は
い
る
が
、
ヒ
ト
は
明
ら
か
に
動
物
の
一
種
で
あ
っ
て
、
そ
れ

に
含
ま
れ
る
諸
属
性
は
す
べ
て
進
化
の
産
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ち
い
ち
ヒ
ト
以
外
の
動
物
と
書
く
の
は
紙
数
の
無
駄
な
の
で
、
以
下
、

ヒ
ト
以
外
の
動
物
を
指
し
て
勤
物
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

　
「
ヒ
ト
を
含
め
た
種
々
の
動
物
の
認
知
機
能
を
分
析
し
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
認
知
機
能
の
系
統
発
生
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
行

動
物
の
心
を
探
る

三
九
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動
科
学
」
を
比
較
認
知
科
学
と
呼
ん
で
い
る
（
藤
田
、
｝
九
九
八
〉
。
認
知
機
能
の
発
生
的
理
解
と
呼
ん
で
も
良
い
。
比
較
認
知
科
学
で
は
、

心
は
種
の
一
属
性
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
種
の
形
態
や
行
動
が
多
様
な
適
応
放
散
を
遂
げ
た
の
と
同
様
、
心
も
多
様
に
進
化
し

た
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
比
較
認
知
科
学
に
お
い
て
は
「
動
物
に
心
が
あ
る
の
か
P
」
と
い
う
問
い
は
立
て
な
い
。
問
い
は
門
動
物
は
い

か
な
る
心
を
持
つ
の
か
P
し
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
問
い
を
発
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
や
は
り
心
を
暫
定
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で

は
「
生
体
の
外
部
か
ら
直
接
観
察
不
可
能
な
認
知
的
情
報
処
理
偏
と
定
義
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
内
的
な
情
報
処
理
過
程
の
特
性
を
探
る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
採
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
与
え
ら
れ
た
視

覚
刺
激
が
何
か
を
同
定
す
る
場
合
を
考
え
よ
う
。
与
え
ら
れ
た
情
報
量
が
多
け
れ
ば
、
岡
定
は
容
易
で
あ
り
、
一
つ
の
出
カ
ー
例
え
ぽ

「
イ
ヌ
だ
」
と
い
う
言
語
反
応
1
が
比
較
的
安
定
し
て
現
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
刺
激
が
ぼ
や
け
て
い
る
、
半
分
見
え
な
い
、
あ
い
ま

い
で
あ
る
等
の
理
由
で
情
報
量
が
少
な
い
場
合
に
は
、
内
的
情
報
処
理
過
程
の
特
性
を
強
く
反
映
し
た
出
力
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ロ
…
ル
シ
ャ
ッ
ハ
テ
ス
ト
や
T
A
T
テ
ス
ト
な
ど
の
投
影
法
検
査
は
、
わ
ざ
と
剃
激
を
あ
い
ま
い
に
し
て
、
被
験
者
の
内
的
葛
藤
や
欲
求
な

ど
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
。

　
同
様
の
手
法
は
、
よ
り
基
礎
的
な
認
知
過
程
の
探
究
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
文
で
は
、
視
覚
的
に
明
示
さ
れ
な

い
事
象
を
動
物
が
い
か
に
認
識
す
る
の
か
を
調
べ
る
実
験
を
通
し
て
、
彼
ら
の
環
境
認
識
や
社
会
的
認
識
の
特
性
を
探
っ
て
い
く
。

二
　
知
覚
的
補
間

　
知
覚
的
立
聞
と
は
、
他
の
物
体
に
隠
蔽
さ
れ
た
物
体
の
～
部
分
を
補
う
作
業
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
輪
郭
線
の
形
状
な
ど
の
基
本
的
な
図
形

的
特
徴
に
基
づ
い
て
隠
さ
れ
た
部
分
を
補
う
σ
o
露
。
ヨ
ー
ξ
的
な
補
聞
と
、
知
識
や
記
憶
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
お
こ
な
う
8
℃
－
α
9
ぎ
的
な

補
間
が
考
え
ら
れ
る
。
図
1
の
左
半
分
は
前
者
の
例
で
あ
る
。
読
者
は
左
上
部
の
図
形
を
、
円
盤
の
上
に
三
角
形
が
載
っ
て
い
る
と
解
釈
さ



　
　
？
・
へ

、
総
．

譲

膿 itt

塾1
：隔

α

　　轟）＜

　㍗マ

Bottom－up補間（Rule－based）

　知覚的ギ論理」

　　　　　　　　　　　　Top－down補間（Knowledge－based）

2つのタイプの知覚的補間図1

　　　　　　　habituation　teSt　K〈1＞1

図2　乳児の物体の一体性知覚を調べる実験を模式的に描いたもの

→

→

（友のi飼激を何度も旧せ，凝視時間が低下した後に，膚｛輿llの刺激を提示する．4ヶ月児は2本の棒を見せられると驚いて長く凝視する．）

れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の

図
形
を
パ
ッ
ク
マ
ン
図
形
に
三
角
形
が
接
し
て

い
る
と
解
釈
し
て
も
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か

し
わ
れ
わ
れ
は
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
「
隠
さ
れ

た
扁
部
分
を
何
ら
か
の
知
覚
的
規
則
に
従
っ
て

補
間
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヒ
ト
が
持
つ
　

種
の
知
覚
的
「
論
理
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。
右

半
分
は
後
者
の
例
で
あ
る
。
読
者
は
顔
の
隠
さ

れ
た
ジ
ャ
ー
マ
ン
シ
ェ
パ
ー
ド
だ
と
解
釈
さ
れ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
首
な
し
シ
ェ
パ
ー
ド
も
、
ラ

イ
オ
ン
頭
シ
ェ
パ
ー
ド
も
、
可
能
性
と
し
て
は

あ
り
う
る
解
で
あ
る
の
に
、
そ
の
よ
う
な
解
は

わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な

い
の
で
採
用
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は

こ
れ
ら
の
中
間
的
な
タ
イ
プ
の
も
の
も
多
い
だ

ろ
う
。
本
論
文
で
問
題
に
す
る
の
は
び
。
簿
。
ヨ
ー

暑
的
な
補
闘
で
あ
る
。

　
ヒ
ト
に
お
い
て
は
、
σ
○
韓
。
筥
－
＝
℃
的
な
補

間
は
極
め
て
基
本
的
な
図
形
認
識
過
程
で
あ
り
、

四
～
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乳
児
に
も
認
め
ら
れ
る
。
二
本
の
棒
を
直
線
を
構
成
す
る
よ
う
に
保
ち
、
申
央
部
分
を
帯
で
覆
っ
て
、
そ
の
背
後
で
棒
を
左
右
に
動
か
す

（
図
2
）
。
乳
児
に
繰
り
返
し
こ
れ
を
見
せ
た
後
、
帯
を
取
り
去
っ
て
二
本
の
棒
だ
け
を
見
せ
る
。
す
る
と
四
ヶ
月
齢
の
乳
児
は
、
驚
い
た

よ
う
に
見
つ
め
直
す
。
帯
を
取
り
去
っ
て
一
本
の
つ
な
が
っ
た
棒
を
見
せ
た
場
合
に
は
驚
か
な
い
。
こ
れ
は
、
帯
の
背
後
で
～
緒
に
動
く
二

本
の
棒
を
、
つ
な
が
っ
た
一
本
の
棒
だ
と
乳
児
が
醒
釈
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
「
物
体
の
　
体
性
知
覚

℃
輿
8
℃
甑
9
ρ
o
暁
。
豆
Φ
O
コ
一
三
蔓
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
｝
（
亀
∋
餌
コ
卿
ω
℃
①
芽
ρ
一
〇
。
。
ω
他
）
。

　
二
…
一
　
動
物
は
補
間
を
す
る
か
ー
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
ハ
ト

　
手
始
め
に
、
動
物
が
物
体
の
一
体
性
を
知
覚
す
る
か
否
か
を
実
験
的
に
検
証
し
た
。
対
象
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
一
頭
と
ハ
ト
三
羽
で
あ
る

（
閏
急
旦
N
O
O
尋
　
ω
簿
ρ
囲
p
p
餌
鑓
類
斜
俸
男
二
誉
固
し
O
O
ご
¢
ω
三
日
9
零
誉
田
卿
尾
費
砂
≦
強
く
斜
・
。
O
自
）
。

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
画
学
に
一
本
の
棒
状
図
形
と
、
そ
の
中
央
部
分
が
切
れ
た
二
本
の
棒
状
図
形
を
見
本
と
し
て
提
示
す
る
。
図
形
は
左
か
ら

右
に
等
速
度
で
運
動
し
た
。
動
物
が
こ
れ
に
触
れ
る
と
画
面
下
部
に
一
本
の
棒
状
図
形
と
二
本
の
棒
状
図
形
が
比
較
刺
激
と
し
て
提
示
さ
れ

る
。
動
物
は
見
本
と
同
じ
比
較
刺
激
を
選
択
し
て
そ
れ
に
触
れ
れ
ば
報
酬
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
は
見
本
あ
わ

せ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
課
題
の
問
、
見
本
を
隠
さ
な
い
位
置
に
、
水
平
の
帯
を
提
示
し
て
お
い
た
（
図
3
参
照
）
。

　
上
記
の
見
本
あ
わ
せ
訓
練
後
、
図
4
上
段
に
示
す
テ
ス
ト
鯛
激
を
見
本
と
し
て
提
示
す
る
テ
ス
ト
試
行
を
訓
練
試
行
に
混
ぜ
て
提
示
し
た
。

テ
ス
ト
測
激
で
は
帯
が
見
本
図
形
の
中
央
部
を
覆
う
位
置
に
提
示
さ
れ
る
。
左
端
の
テ
ス
ト
刺
激
で
は
帯
か
ら
上
下
に
は
み
出
し
た
部
分
は

そ
ろ
っ
て
等
速
で
水
平
に
運
動
し
た
（
ω
葦
。
ξ
o
鼠
N
①
自
条
件
）
。
中
央
の
勅
激
で
は
、
上
の
部
分
は
ω
ヨ
。
ξ
9
鼠
溶
匹
条
件
と
岡
じ
運
動
を

す
る
が
、
下
の
部
分
は
中
央
部
で
静
止
し
て
い
た
（
霊
×
Φ
鳥
条
件
）
。
右
の
刺
激
で
は
、
下
の
部
分
が
逆
方
向
に
運
動
し
た
（
○
薯
。
簿
①
条

件
）
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
場
合
に
は
図
4
下
段
の
測
激
も
提
示
し
た
。
左
の
剃
激
で
は
上
下
の
棒
が
同
期
し
て
往
復
首
振
り
運
動
を
し
た

（ω

ｯ
。
ぼ
。
急
N
①
鳥
勾
。
＄
け
δ
降
条
件
）
。
右
の
刺
激
で
は
逆
方
向
に
往
復
首
振
り
運
動
を
し
た
（
○
薯
。
ω
圃
8
カ
。
＄
鳳
9
μ
条
件
）
。
比
較
骨
身
は
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訓
練
試
行
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
本
刺
激

に
対
し
て
動
物
が
い
ず
れ
の
比
較
刺
激
を
選
択
す

る
か
を
調
べ
た
。
な
お
動
物
は
い
ず
れ
を
選
択
し

て
も
報
酬
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
図
5
に
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
テ
ス
ト
結
果
を
示
す
。

縦
軸
は
一
本
の
棒
を
選
択
し
た
割
合
、
横
軸
に
は

見
本
刺
激
を
並
べ
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
ω
葦
－

o
ぼ
9
鼠
N
Φ
創
条
件
及
び
Q
り
旨
。
年
○
鼠
N
巴
　
翔
9
鋤
－

並
。
部
条
件
だ
け
で
一
本
の
棒
を
高
い
割
合
で
選

択
し
、
そ
の
他
の
条
件
で
は
ほ
と
ん
ど
二
本
を
選

択
し
た
。
す
な
わ
ち
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
明
ら
か

に
物
体
の
一
体
性
を
知
覚
し
、
そ
れ
は
物
体
の
運

動
が
一
本
の
剛
体
を
示
唆
す
る
場
合
に
限
ら
れ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
成
人
の
そ
れ
と
よ
く

似
て
い
る
。

　
一
方
図
6
は
ハ
ト
の
テ
ス
ト
結
果
で
あ
る
。
三

羽
の
ハ
ト
の
一
本
選
択
率
は
、
い
ず
れ
も
五
〇
パ

ー
セ
ン
ト
よ
り
も
低
い
。
こ
の
結
果
は
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
の
そ
れ
と
は
好
対
照
で
あ
る
。

四
三
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　　　的で提示されたジグザグの帯を持つテスト刺激（右）．左は訓練刺激

　
ハ
ト
は
中
央
に
帯
を
も
つ
刺
激
に
対
し
て
は
、
そ
の
新
奇
性
の
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
学

習
し
た
見
本
あ
わ
せ
行
動
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
帯
が
見
本

と
な
る
棒
状
図
形
の
背
後
に
来
る
よ
う
に
し
て
、
帯
が
中
央
に
来
て
も
同
様
の
見
本
あ
わ

せ
が
で
き
る
よ
う
に
積
極
的
に
訓
練
し
た
。
こ
の
条
件
で
あ
れ
ば
一
本
か
二
本
か
は
す
ぐ

判
断
で
ぎ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ハ
ト
は
こ
の
学
習
に
多
大
の
困
難
を
見
せ
た
。
特
に
一
本
の
棒
に
対
し
て

一
本
目
捧
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
ト
は
帯
と
捧
状
図
形
の
交
点
で
棒
を

切
り
分
け
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
数
十
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
後
、
訓
練
を
あ
き
ら
め
て

最
初
の
実
験
と
同
様
の
テ
ス
ト
を
お
こ
な
っ
た
が
、
や
は
り
中
央
を
帯
で
隠
さ
れ
た
棒
状

図
形
を
二
本
と
答
え
る
傾
向
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
実
験
で
は
帯
は
水
平
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
帯
の
上
下
か
ら
は
み
出
し
た

棒
状
図
形
の
大
き
さ
や
形
状
は
図
形
が
運
動
し
て
も
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
刺
激
全

体
を
、
帯
の
上
下
の
部
分
と
帯
の
三
つ
に
分
節
し
て
知
覚
し
た
と
し
て
も
あ
る
意
味
で
は

不
思
議
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
帯
を
斜
め
に
配
置
し
、
棒
の
移
動
に
伴
っ
て
上
下
の
部
分

の
大
き
さ
と
形
状
が
変
化
す
る
よ
う
に
し
て
、
岡
様
の
テ
ス
ト
を
お
こ
な
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
ハ
ト
は
中
央
部
を
帯
で
隠
蔽
す
る
と
二
本
と
答
え
た
の
で
あ
る
。

　
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
刺
激
の
変
化
の
大
き
さ
や
速
さ
が
不
十
分
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の

で
、
最
後
に
帯
を
凹
凸
の
あ
る
形
状
に
し
て
同
様
の
テ
ス
ト
を
お
こ
な
っ
た
（
図
7
）
。

一
羽
の
ハ
ト
は
反
応
が
乱
れ
完
全
に
左
右
一
方
の
刺
激
だ
け
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ
た

四
五
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図8　Kanizsa（1979）の錯視
　　　（左の2つ）
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が
、
他
方
の
ハ
ト
は
、
や
は
り
中
央
部
を
帯
で
隠
蔽
す
る
と
二
本
と
答
え
続
け
た
の
で

あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ハ
ト
が
隠
さ
れ
た
部
分
を
補
間
す
る
と
い
う
証
拠
は
、
ま
っ
た
く
得

ら
れ
な
か
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
も
、
図
1
左
に
示
し
た
よ
う
な
静
止
図
形
を
ハ
ト
が

ヒ
ト
と
同
じ
よ
う
に
補
幽
す
る
と
い
う
証
拠
は
得
ら
れ
て
い
な
い
（
O
①
吋
2
P
　
お
。
。
O
い

ω
Φ
ざ
一
Φ
が
び
①
ρ
俸
ω
冨
巳
⑦
毛
o
a
ノ
お
8
）
。
ハ
ト
で
は
運
動
の
共
通
す
る
図
形
問
で
も

補
間
が
生
じ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

Base卿
W

ToucltNarrow

図9　図形の重なりによる錯視を分
　　　析するためのテスト刺激

（繍騰考量難慧並物

　
二
…
ニ
　
ア
カ
ゲ
ザ
ル
と
ハ
ト
の
「
隠
蔽
」
関
係
の
認
識

　
従
来
の
研
究
を
含
め
、
ハ
ト
の
消
極
的
な
実
験
結
果
は
二
通
り
に
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
第
～
は
、
ハ
ト
は
補
間
を
す
る
が
、
ヒ
ト
や
テ
ン
パ
γ
ジ
ー
の
よ
う
に
、
上

下
が
｛
本
の
棒
に
つ
な
が
る
よ
う
な
形
態
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ

る
。
第
二
は
、
ハ
ト
は
そ
も
そ
も
一
方
の
図
形
が
他
方
を
隠
蔽
し
て
い
る
と
い
う
関
係

が
認
識
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
を
切
り
分
け
る
に
は
、
補
間
の
形
状
を

特
定
の
も
の
に
限
定
し
な
い
場
面
に
お
け
る
ハ
ト
の
反
応
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
囚
四
三
N
鈴
（
一
り
お
）
に
よ
れ
ば
、
大
き
な
図
形
に
接
し
た
小
さ
な
図
形
は
、
実
物
よ

り
も
過
大
視
さ
れ
る
と
い
う
（
図
8
）
。
こ
れ
は
、
ヒ
ト
は
大
き
な
図
形
が
小
さ
な
図

形
を
隠
蔽
し
て
い
る
と
認
識
し
、
自
動
的
に
「
隠
さ
れ
た
」
部
分
を
補
う
か
ら
で
あ
る

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
錯
視
は
補
間
の
形
状
を
特
定
し
て
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
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哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
四
号

四
八

の
で
、
上
記
の
問
題
の
切
り
分
け
に
適
当
な
図
形
と
い
え
よ
う
。

　
ア
カ
ゲ
ザ
ル
沢
頭
と
ハ
ト
三
羽
に
、
横
棒
の
長
さ
を
、
「
長
い
」
か
「
短
い
」
か
に
分
類
す
る
課
題
を
訓
練
し
た
。
種
々
の
長
さ
の
黒
い

横
面
を
画
爾
中
央
に
提
示
し
た
。
動
物
が
そ
れ
に
触
れ
る
と
画
面
下
部
に
二
つ
の
反
応
キ
ー
が
現
れ
た
。
一
方
の
キ
ー
は
「
長
い
扁
、
他
方

の
キ
ー
は
「
短
い
」
に
対
応
す
る
。
動
物
の
課
題
は
、
横
平
が
あ
る
定
め
ら
れ
た
長
さ
よ
り
も
長
け
れ
ば
「
長
い
」
、
短
け
れ
ば
「
短
い
」

の
キ
ー
を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
訓
練
が
完
成
し
た
後
、
心
棒
の
先
端
か
ら
～
定
店
離
離
れ
た
位
置
に
縦
長
の
灰
色
長
方
形
を
提
示

し
（
図
9
右
上
）
、
学
習
の
維
持
を
確
認
し
、
そ
の
後
テ
ス
ト
を
お
こ
な
っ
た
。

　
テ
ス
ト
で
は
、
図
9
に
示
し
た
よ
う
な
刺
激
を
提
示
し
た
。
右
上
の
刺
激
は
訓
練
刺
激
で
あ
る
。
左
上
の
刺
激
で
は
、
喪
方
形
と
横
棒
の

問
診
が
訓
練
刺
激
よ
り
広
く
（
芝
建
Φ
条
件
）
、
左
下
で
は
狭
く
（
乞
遍
羅
○
毛
条
件
）
、
右
下
で
は
間
隙
は
0
で
あ
る
（
6
0
窪
9
条
件
）
。
も
し
、

動
物
が
ヒ
ト
と
同
様
の
錯
視
を
知
覚
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
6
0
容
7
条
件
で
は
他
の
条
件
に
比
べ
て
「
長
・
短
」
の
報
告
が
少
し
「
長
い
偏

方
に
ず
れ
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。
な
お
、
テ
ス
ト
勅
激
に
対
し
て
は
、
「
長
・
短
扁
い
ず
れ
を
選
択
し
て
も
、
動
物
は
報
酬
を
手
に
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

　
図
1
0
に
結
果
を
示
す
。
上
は
ア
カ
ゲ
ザ
ル
、
下
は
ハ
ト
で
あ
る
。
横
軸
に
は
横
捧
の
長
さ
、
縦
軸
に
は
「
長
い
」
と
答
え
た
反
応
の
割
合

を
示
す
。
ア
カ
ゲ
ザ
ル
の
場
合
、
↓
0
9
ン
条
件
で
は
他
の
条
件
よ
り
も
「
長
い
」
と
答
え
る
割
合
が
高
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
カ
ゲ

ザ
ル
は
ヒ
ト
と
書
様
に
大
き
な
図
形
に
隣
接
し
た
小
さ
な
図
形
を
過
大
視
し
た
。
し
か
し
ハ
ト
で
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
サ
ル
で
は
小
さ
な
図
形
が
大
き
な
図
形
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
生
じ
る
が
、
ハ
ト
は
隠
蔽
関
係
を
全

く
認
識
し
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
（
男
ε
冨
る
O
O
ぢ
）
。

二
i
三
　
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
に
お
け
る
隠
蔽
部
分
補
閥
様
式

霊
長
類
は
隠
さ
れ
た
部
分
を
補
聞
す
る
が
、
ハ
ト
は
補
間
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

で
は
霊
長
類
は
隠
さ
れ
た
部
分
を
ヒ
ト
と
同
じ
原



理
を
使
っ
て
同
じ
形
状
に
補
聞
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
四
ヶ
月
の
ヒ
ト
乳
児
が
共
通
の
運
動
を
持
つ
二
本
の
棒
を
｝
体
と
知
覚
す
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
よ
う
な
物
体

の
一
体
性
知
覚
に
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
段
階
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
段
階
は
、
四
ヶ
月
齢
の
乳
児
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
共
通
の
運
動
が
一
体
性
を
支
配
し
、
部
分
ど
う
し
の
輪
郭
の
連
続
性
の
良
し
悪

し
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
上
部
が
棒
、
下
部
が
不
規
則
な
多
角
形
、
と
い
っ
た
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
て
も
、
共
通
の
運
動
が
あ

れ
ば
、
乳
児
は
隠
さ
れ
た
部
分
で
そ
れ
ら
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
知
覚
す
る
（
盤
石
Φ
－
冒
ω
Φ
湧
圃
鉱
く
Φ
只
o
o
Φ
ω
ω
一
汁
⑦
鵠
∋
き
卿
》
答
Φ
吾
臼
村
ざ

お
り
。
。
）
。

　
第
二
段
階
は
、
六
ヶ
月
齢
の
乳
児
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
上
部
と
下
部
の
輪
郭
が
な
め
ら
か
に
つ
な
が
る
場
合
に
の
み
、
一
体
性
を
知
覚

す
る
。
運
動
の
共
通
性
は
不
要
で
あ
り
、
静
止
物
体
に
対
し
て
も
一
体
性
を
知
覚
す
る
（
国
鳥
α
q
曾
ω
窪
ω
三
〈
①
賢
0
8
ω
ω
」
（
亀
導
き
俸
〉
簿
Φ
撃

び
①
羅
ざ
お
り
。
。
）
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
隠
さ
れ
た
部
分
の
形
状
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　
第
三
段
階
は
、
八
ヶ
月
齢
以
上
の
乳
児
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
上
部
と
下
部
の
輪
郭
が
な
め
ら
か
な
線
で
補
聞
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
上

下
の
物
体
を
隔
て
る
帯
を
除
去
し
た
時
に
連
結
部
分
が
凸
型
に
な
っ
て
い
る
と
、
乳
児
は
驚
く
。
第
二
段
階
の
乳
児
で
は
つ
な
が
っ
て
さ
え

い
れ
ぽ
驚
か
な
い
（
9
鉾
8
口
Φ
Φ
①
）
。

　
霊
長
類
の
補
間
様
式
は
上
記
三
段
階
の
い
ず
れ
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
ニ
頭
を
対
象
に
以
下
の
よ
う
な
実
験
を
お

こ
な
っ
た
（
藤
田
、
二
〇
〇
〇
一
司
ε
鵠
ρ
卜
。
O
O
ざ
）
。

　
図
1
1
上
段
に
示
す
四
図
形
の
見
本
あ
わ
せ
を
訓
練
し
た
。
サ
ル
が
レ
バ
ー
を
押
す
と
こ
の
四
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
見
本
と
し
て
画
面

に
提
示
さ
れ
る
。
見
本
に
触
れ
る
と
四
種
の
図
形
す
べ
て
が
見
本
の
周
囲
一
〇
ヶ
所
の
う
ち
四
ヶ
所
に
比
較
刺
激
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
見

本
は
左
右
に
等
速
で
往
復
運
動
し
た
。
見
本
と
同
じ
静
止
し
た
比
較
刺
激
を
選
択
す
る
と
報
酬
が
与
え
ら
れ
た
。

　
こ
の
四
種
の
図
形
は
、
そ
れ
ぞ
れ
乞
○
コ
出
三
豊
、
ω
耳
蝕
ゆ
q
馨
、
H
睡
Φ
け
q
巳
鉾
、
幻
Φ
o
§
薦
ぽ
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
上
下
部
分
は

動
物
の
心
を
探
る

四
九
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図11

　Baseiine　training　（moving　figures）

帯に隠された部分をフサオマキザルがどのよ

うな輪郭に補間するかを調べるための刺激

（灘雛惚去齢牒㌶華惣

Belt－center

H2．3　sec

　Belt－upper
　　　　　　　　　Test　stimuli　（moving　figures）

　　　　　　　　　図12　3タイプのテスト刺激

（いずれも晃本として提示される．中央が隠蔽されると図形の判別はできない．）
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共
通
で
、
中
央
部
だ
け
が
異
な
っ
て
い
る
。
後
三
者
は
す
べ
て
上
下
部
分
が
連
結
し
て
い
る
が
、
ω
欝
巴
ひ
q
葺
図
形
以
外
は
連
結
部
分
が
不

規
則
な
形
状
を
持
つ
。

　
訓
練
が
完
成
し
た
段
階
で
、
赤
い
帯
を
一
本
、
見
本
刺
激
の
上
あ
る
い
は
下
の
見
本
を
隠
さ
な
い
位
置
に
配
置
し
、
こ
の
条
件
で
正
し
く

見
本
あ
わ
せ
が
で
き
る
こ
と
を
確
か
め
た
後
、
図
！
2
に
示
す
テ
ス
ト
刺
激
を
見
本
と
し
て
提
示
す
る
試
行
を
訓
練
試
行
に
混
ぜ
て
テ
ス
ト
し

た
。
テ
ス
ト
で
は
サ
ル
が
ど
の
比
較
刺
激
を
選
択
し
て
も
報
酬
が
与
え
ら
れ
た
。

　
テ
ス
ト
刺
激
に
は
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
σ
①
〒
毛
℃
興
、
げ
Φ
〒
一
〇
≦
霞
、
σ
①
一
↑
8
葺
興
条
件
と
呼
ぶ
。
前
二
者
で
は
赤
帯

が
見
本
図
形
の
中
央
か
ら
少
し
ず
れ
た
位
置
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
図
形
の
同
定
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
げ
Φ
一
↑
8
暮
興
条
件
で

は
中
央
部
が
隠
蔽
さ
れ
、
図
形
の
同
定
は
不
可
能
で
あ
る
。
σ
Φ
同
？
o
Φ
葺
興
条
件
の
見
本
刺
激
に
対
し
て
サ
ル
が
ど
の
比
較
刺
激
を
選
択
す

る
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
サ
ル
が
隠
蔽
部
分
を
い
か
に
補
間
し
た
か
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
サ
ル
が
第
二
段
階
の
補
間
を
し

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
Z
o
守
§
一
身
は
選
択
し
な
い
が
、
ω
窪
蝕
σ
q
算
、
腎
お
ひ
q
巳
巽
、
幻
①
9
讐
ひ
q
冨
の
三
者
間
の
選
択
は
で
た
ら
め
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
サ
ル
が
第
三
段
階
の
補
間
を
し
て
い
れ
ぽ
、
ω
霞
巴
α
q
馨
の
選
択
率
が
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
テ
ス
ト
の
結
果
、
σ
Φ
〒
も
℃
興
、
げ
①
一
工
。
芝
9
両
条
件
で
は
、
問
題
な
く
サ
ル
は
刺
激
の
同
定
を
お
こ
な
っ
た
。
ぴ
①
一
壷
。
①
摸
興
条
件
の

テ
ス
ト
結
果
を
図
1
3
左
に
示
す
。
縦
軸
は
横
軸
に
示
さ
れ
た
刺
激
の
選
択
率
で
あ
る
。
二
頭
の
サ
ル
は
い
ず
れ
も
圧
倒
的
に
Q
Q
幹
巴
α
q
巨
を

多
く
選
択
し
た
。

　
次
に
見
本
刺
激
の
運
動
を
除
去
し
、
静
止
刺
激
に
つ
い
て
同
じ
実
験
を
お
こ
な
っ
た
。
結
果
は
、
運
動
刺
激
と
同
様
に
ω
け
轟
霊
屋
の
選

択
が
他
を
圧
し
た
（
図
1
3
右
）
。

　
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は
共
通
の
運
動
の
有
無
と
は
無
関
係
に
、
明
ら
か
に
物
体
の
一
体
性
を
認
識
し
、
隠
蔽
さ
れ
た

部
分
を
直
線
的
に
補
間
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
の
物
体
の
一
体
性
認
識
は
、
八
ヶ
月
齢
以
上
の
ヒ
ト
乳
児

と
同
様
で
あ
る
。

動
物
の
心
を
探
る

五
～
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　　　　　　　　　Comparison　Stimugi

中央が隠藪されたテスト刺激に対するフサオマキザル

個体別の各比較刺激（横軸）の選択率（縦軸）

　（＊p〈O．05（one－tailed），　＊　＊p〈O．el（one－tailed））

噛勝i鴨諜禦潔謝架鴇灘霜融。㌘は静止）

五
二

　
次
に
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は

い
か
な
る
図
形
的
要
因
に
基

づ
い
て
補
聞
を
お
こ
な
う
の

か
を
分
析
し
た
。
ヒ
ト
で
は

一　

ﾂ
の
輪
郭
が
な
め
ら
か
で

単
純
な
曲
線
で
結
ば
れ
る
こ

と
（
接
続
可
能
性
同
色
餌
9
げ
憎

藻
《
）
が
と
ぎ
れ
た
輪
郭
の

補
間
を
す
る
た
め
の
重
要
な

条
件
で
あ
る
（
丙
亀
筥
欝
卿

ω
匪
見
Φ
ざ
　
お
〇
一
）
。
図
1
4
に

示
す
二
対
の
刺
激
を
用
い
て

実
験
を
お
こ
な
っ
た
。
｝
対

は
接
続
可
能
な
二
長
方
形
で

構
成
さ
れ
、
…
方
は
切
れ
農

が
あ
り
（
菊
色
目
鼠
巨
Φ
乞
9
で

信
鼠
昌
）
、
他
方
は
つ
な
が
っ

て
い
る
（
幻
①
尊
p
。
瓢
①
9
μ
辱
）
。

も
う
一
対
は
接
続
不
可
能
な
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チンパンジー一

　　　一：

hominoids　＋

　（類人猿）

アカゲザル

　　　：

Oldへworld＋

monkeys

：旧世界ザル）

オマキザル

New－world　＋

　monlceys

（新世界ザル）

？

prosimians

（原猿類）　、

　　　　　　　　蕪〉／響

　　　　　　　　雪田　霊長類の系統樹

（補間機能（＋で表ガミ）は，少なくとも真猿類には共通に見られる．）

二
長
方
形
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
一
方
は
切
れ
て
お
り
（
Z
o
づ
遇
鉱
讐
筈
δ
Z
。
守

§
圃
蔓
）
、
他
方
は
強
引
に
つ
な
い
だ
も
の
（
り
臼
O
⇒
一
同
Φ
H
鋤
け
餌
σ
一
Φ
　
¢
諮
一
け
く
）
で
あ
る
。
見
本

あ
わ
せ
訓
練
は
こ
れ
ら
二
対
の
刺
激
を
別
個
に
お
こ
な
っ
た
。
つ
ま
り
二
選
択
肢
の
見

本
あ
わ
せ
場
面
で
あ
る
。
学
習
完
成
後
、
上
の
実
験
と
同
様
の
テ
ス
ト
を
お
こ
な
っ

た
。

　
図
1
5
に
結
果
を
示
す
。
左
半
分
は
刃
Φ
一
讐
鋤
σ
δ
刺
激
、
右
半
分
は
宏
○
⇒
峨
色
讐
鋤
σ
一
①

刺
激
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
左
側
に
刺
激
が
往
復
運
動
を
し
て
い
た
時
の
結
果
、
右
側
に

静
止
刺
激
の
結
果
を
表
示
し
た
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
サ
ル
も
、

運
動
、
静
止
に
関
わ
ら
ず
、
菊
①
一
撃
鋤
ぴ
一
Φ
刺
激
に
つ
い
て
は
つ
な
が
っ
た
図
形
　
（
閑
Φ
一
甲

＄
三
Φ
¢
鼠
蔓
）
、
乞
。
口
岐
色
簿
鋤
巨
Φ
刺
激
に
つ
い
て
は
、
切
れ
た
図
形
（
Z
8
些
虫
簿
糞
。
ぴ
｝
①

Z
o
〒
二
三
身
）
を
選
択
す
る
強
い
傾
向
を
見
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は
、

ヒ
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
接
続
可
能
性
の
高
い
輪
郭
を
持
っ
た
場
合
だ
け
、
隠
蔽
さ
れ
た

領
域
を
連
続
し
た
輪
郭
線
で
補
間
し
た
。
サ
ル
は
良
い
連
続
の
要
因
に
し
た
が
っ
て
補

間
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ヒ
ト
は
規
則
的
な
形
状
や
良
い
形
を
持
っ
た
図
形
の
一
部
分
が
隠
蔽
さ
れ
る
と
、
そ

れ
を
規
則
性
あ
る
い
は
良
い
形
を
保
つ
よ
う
に
補
間
す
る
。
こ
の
よ
う
な
規
則
性
あ
る

い
は
良
い
形
の
要
因
は
霊
長
類
で
も
機
能
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
を
調
べ
る
た
め
、
図
1
6
に
示
す
四
図
形
（
N
戯
鎚
α
q
圏
9
ρ
法
三
蔓
”
鮒
ぴ
q
鎚
α
Q
⊆
弟

蔓
一
N
騰
鑓
α
q
菊
Φ
。
畠
轟
す
N
凶
ぴ
q
N
p
ひ
q
ω
げ
霞
8
再
）
を
用
い
て
、
同
様
の
分
析
を
お
こ
な
つ

五
五



哲
学
研
究
　
第
五
再
七
十
四
号

五
六

た
。
今
度
は
四
選
択
肢
の
見
本
あ
わ
せ
で
あ
る
。

　
結
果
を
図
1
7
に
示
す
。
左
は
運
動
刺
激
、
右
は
静
止
刺
激
で
あ
る
。
運
動
刺
激
に
関
し
て
は
N
碍
N
9
α
q
⊂
葺
身
を
選
ぶ
傾
向
が
二
個
体
と

も
見
ら
れ
た
。
静
止
醐
激
で
は
、
　
頭
の
個
体
は
同
様
の
傾
向
を
見
せ
た
が
、
他
方
の
個
体
で
は
、
N
斜
鎚
m
累
9
臼
蛙
常
語
勅
激
を
選
択
す

る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は
、
　
　
図
形
に
共
通
の
運
動
が
あ
る
場
合
に
は
良
い
形
あ
る
い
は
規
硬
性
の
要
因
に
し
た
が
っ
て
補
闘
す

る
が
、
共
通
の
運
動
が
な
い
場
合
に
は
鯛
体
差
が
見
ら
れ
、
　
一
方
の
個
体
で
は
補
間
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル

の
場
合
に
は
、
運
動
の
共
通
性
と
良
い
形
・
規
則
性
の
要
因
の
作
用
に
、
交
互
作
用
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
こ
こ
ま
で
の
分
析
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
、
ア
カ
ゲ
ザ
ル
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
に
は
、
ヒ
ト
と
共
通
な
多
く
の
知

覚
的
「
論
理
」
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
補
間
に
関
わ
る
知
覚
的
「
論
理
」
の
起
源
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら

（
真
猿
類
〉
の
共
通
祖
先
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
図
1
8
参
照
）
。

　
二
一
四
　
ハ
ト
に
お
け
る
運
動
の
予
測

　
霊
長
類
と
ハ
ト
に
は
、
明
示
的
に
提
示
さ
れ
な
い
対
象
物
の
認
識
に
大
き
な
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
2
①
署
〇
ニ
ン
ら

（
Z
①
写
○
嵩
貫
お
露
　
Z
㊦
一
≦
○
陰
一
ρ
卿
蜜
圃
一
ぎ
α
q
剰
り
。
。
ご
は
、
回
転
す
る
時
計
の
針
の
よ
う
な
刺
激
で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
動
き
が
一
蒋
隠
蔽
さ
れ

て
も
、
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
ハ
ト
は
そ
れ
を
動
か
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
彼
ら
の
課
題
は
複

雑
で
、
ハ
ト
が
何
ら
か
の
他
の
手
が
か
り
を
使
っ
て
い
た
可
能
性
を
完
全
に
は
排
除
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
ハ
ト
が
遮
蔽
物
の
背
後
を
運
動

す
る
物
体
の
軌
道
を
予
測
で
き
る
か
ど
う
か
を
、
簡
単
な
課
題
で
調
べ
た
（
菊
二
い
ρ
鵠
（
圃
俸
　
勺
二
寛
弘
鋤
ゆ
N
O
O
H
）
。

　
図
1
9
上
段
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
画
面
中
央
に
灰
色
の
半
円
形
の
園
形
が
あ
り
、
半
円
の
上
端
中
央
部
に
黒
い
標
的
が
提
示
さ
れ
た
。
ハ

ト
が
標
的
を
つ
つ
く
と
標
的
は
右
下
、
下
、
左
下
の
三
方
向
の
い
ず
れ
か
に
向
け
て
動
き
出
し
た
。
　
ハ
ト
の
課
題
は
、
標
的
が
半
円
図
形
か
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五
八

ら
出
て
き
た
ら
、
で
き
る
だ
け
素
早
く
標
的
を
つ
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
標
的
が
半
円
内
に
あ
る
と
き
に
つ
つ
く
と
、
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
が
与
、
兄

ら
れ
た
。

　
訓
練
後
、
図
1
9
下
段
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
運
動
刺
激
で
テ
ス
ト
し
た
。
テ
ス
ト
で
は
標
的
が
当
初
半
円
図
形
の
左
上
、
真
上
、
右
上
に
提

示
さ
れ
、
ハ
ト
が
そ
れ
を
つ
つ
く
と
半
円
の
上
端
中
央
部
に
向
け
て
動
き
始
め
た
。
半
円
に
到
達
す
る
と
、
標
的
は
半
円
の
背
後
に
「
隠

れ
」
、
そ
の
後
、
半
円
の
右
下
、
真
下
、
左
下
の
い
ず
れ
か
か
ら
出
現
し
た
。
こ
の
と
ぎ
、
標
的
が
半
円
に
隠
れ
る
ま
で
の
運
動
方
向
を
維

持
す
る
場
合
（
イ
メ
ー
ジ
試
行
）
と
、
隠
れ
た
あ
と
向
き
を
変
え
て
予
想
さ
れ
な
い
方
向
か
ら
再
出
現
す
る
場
合
（
違
反
試
行
）
の
ニ
タ
イ

プ
の
刺
激
が
あ
っ
た
。
も
し
ハ
ト
が
半
円
の
背
後
に
「
隠
れ
た
」
標
的
の
運
動
を
心
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ぽ
、
イ

メ
ー
ジ
試
行
に
お
い
て
は
違
反
試
行
よ
り
も
標
的
再
出
現
後
そ
れ
を
つ
つ
く
ま
で
の
反
応
時
間
が
短
く
な
る
だ
ろ
う
。
結
果
は
ま
さ
に
そ
の

よ
う
に
な
っ
た
（
図
2
0
）
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
ハ
ト
は
明
示
的
に
提
示
さ
れ
な
い
事
象
は
一
切
認
識
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
れ
は
時
間
に

伴
う
不
可
視
的
変
化
の
動
的
補
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
、
ハ
ト
が
非
顕
示
事
象
を
認
識
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件

を
満
た
す
こ
と
が
必
要
な
の
か
を
検
討
し
、
か
れ
ら
の
環
境
認
知
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
二
一
五
　
霊
長
類
と
ハ
ト
の
違
い
は
何
に
起
國
す
る
の
か

　
運
動
予
測
課
題
で
は
ハ
ト
に
も
非
顕
示
事
象
が
認
識
で
き
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
も
の
の
、
な
お
か
つ
霊
長
類
と
ハ
ト
の
間
に
は
大
き
な

種
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ハ
ト
は
静
止
図
形
の
隠
蔽
関
係
を
認
識
せ
ず
、
か
つ
同
時
に
存
在
す
る
複
数
の
図
形
の
統
合
が
困
難
で
あ

っ
た
。
　
ハ
ト
は
な
ぜ
隠
さ
れ
た
も
の
を
補
間
し
て
認
識
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
第
一
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
的
な
制
約
で
あ
る
。
最
近
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
大
脳
新
皮
質
の
第
一
次
視
覚
野

（
V
1
）
に
、
物
体
の
一
体
性
知
覚
に
関
連
す
る
神
経
細
胞
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
ω
轟
凶
罫
一
8
Φ
）
。
鳥
類
に
は
薪
皮
質
は
な



い
の
で
、
そ
の
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
岡
じ
く
鳥
類
で
あ
る
ニ
ワ
ト
リ
の
ヒ
ヨ
コ
で
は
、
去
り
込
み
（
イ

ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
）
を
利
用
し
た
実
験
で
、
物
体
の
一
体
性
知
覚
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
い
Φ
ρ
ω
一
p
。
欝
が
欝
幻
冒
戸
お
㊤
ρ
幻
Φ
面
〇
一
冒
餅

く
鋤
H
一
霞
け
間
ひ
q
p
。
「
P
お
霧
）
。
一
部
を
隠
蔽
し
た
物
体
（
あ
る
い
は
図
形
）
に
刷
り
込
む
と
、
ヒ
ヨ
コ
は
、
岡
じ
部
分
を
抹
消
し
た
刺
激
よ
り
も
、

そ
こ
を
補
聞
し
た
刺
激
の
方
に
よ
く
追
従
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
皮
質
の
欠
落
が
原
因
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
第
二
に
、
ハ
ト
は
平
面
図
形
か
ら
三
次
元
を
知
覚
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
針
金
で
作
っ
た
立
方
体
を

二
次
元
に
投
影
し
た
図
と
、
投
影
さ
れ
た
図
上
の
線
分
を
少
し
ゆ
が
め
て
三
次
元
に
見
え
な
い
図
の
よ
う
に
、
三
次
元
構
造
が
復
元
で
き
れ

ぽ
簡
単
に
分
類
で
き
る
よ
う
な
図
形
を
、
ハ
ト
は
う
ま
く
分
類
で
き
な
い
と
い
う
報
告
が
あ
る
（
O
興
Φ
濃
し
8
0
）
。
一
方
、
ヒ
ト
の
場
合

に
は
、
三
次
元
構
造
の
復
元
は
、
乳
児
で
も
お
こ
な
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
○
蚕
霞
＆
卿
網
。
爵
ρ
一
㊤
。
。
蒔
一
網
。
爵
ω
卿
〉
嵩
興
σ
Φ
隣
ざ

6
逡
）
。
さ
ら
に
、
先
述
の
ニ
ワ
ト
リ
は
、
二
次
元
か
ら
三
次
元
的
情
報
を
抽
出
で
き
る
と
い
う
報
告
も
あ
る
（
閃
○
葺
ヨ
鋤
P
ち
O
。
。
）
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
の
可
能
性
は
、
補
間
機
能
に
は
領
域
特
異
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ハ
ト
で
報
告
さ
れ
た
否
定
的
な
結
果
は
、

本
研
究
を
含
め
て
、
す
べ
て
食
物
報
酬
に
よ
る
学
習
場
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ト
は
採
食
文
脈
に
お
い
て
テ
ス
ト
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、

先
述
の
ヒ
ヨ
コ
は
刷
り
込
み
と
い
う
社
会
的
な
愛
着
対
象
の
形
成
場
面
で
調
べ
ら
れ
て
い
る
。
食
物
以
外
の
報
酬
や
異
な
っ
た
場
面
を
用
い

て
、
ハ
ト
の
行
動
を
再
度
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
四
に
、
ハ
ト
は
そ
も
そ
も
隠
れ
た
物
体
を
認
識
す
る
能
力
が
発
達
し
て
い
な
い
可
能
性
で
あ
る
。
他
の
物
体
に
隠
蔽
さ
れ
て
も
、
当
該

の
物
体
は
存
在
し
続
け
る
と
い
う
認
識
は
物
体
の
永
続
性
（
0
9
Φ
9
℃
興
国
磐
窪
8
）
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
近
年
ヒ
ト
乳
児
で
は
三
ヶ
月
齢

程
度
で
も
単
純
な
形
態
の
こ
の
認
識
を
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
ゆ
巴
ぼ
お
Φ
o
p
6
。
。
ω
）
。
し
か
し
、
食
物
を
積
載
し
た
カ
ー
ト
が
ト

ン
ネ
ル
に
入
っ
て
見
え
な
く
な
る
と
、
キ
ュ
ウ
カ
ン
チ
ョ
ウ
で
は
追
跡
を
継
続
し
て
ト
ン
ネ
ル
の
出
口
ま
で
移
動
す
る
が
、
ハ
ト
は
す
ぐ
に

追
跡
を
や
め
て
し
ま
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
筆
。
≦
吋
蒔
9
菊
皿
9
卿
内
園
圃
鋤
P
H
O
O
。
。
）
。
ま
た
オ
ウ
ム
や
イ
ン
コ
の
仲
間
で
は
、
霊
長
類

動
物
の
心
を
探
る

五
九
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六
〇

と
同
程
度
に
物
体
の
永
続
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
「
§
r
6
り
①
　
勺
①
薯
興
一
∪
興
σ
q
二
野
艮
し
8
0
）
。

　
ハ
ト
と
霊
長
類
や
ニ
ワ
ト
リ
に
見
ら
れ
る
種
差
は
、
そ
の
種
の
生
活
様
式
と
の
関
連
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

ハ
ト
の
生
活
様
式
の
特
徴
と
し
て
、
少
な
く
と
も
以
下
の
二
点
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
日
常
的
に
空
を
飛

ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
脳
容
量
を
小
さ
く
と
ど
め
て
お
く
方
向
へ
の
選
択
圧
を
提
示
す
る
一
方
、
よ
り
高
速
な
情
報
処
理
を
要
求

す
る
で
あ
ろ
う
。
補
間
を
お
こ
な
う
に
は
計
算
処
理
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
あ
る
程
度
の
脳
容
量
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
矛
盾
し
た
選
択
圧
へ
の
解
決
策
と
し
て
、
ハ
ト
は
積
極
的
に
補
間
を
し
な
い
よ
う
進
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
ニ
ワ
ト
リ
は
そ
れ

に
比
べ
る
と
地
上
性
が
強
く
、
高
速
な
情
報
処
理
を
必
要
と
し
な
い
。

　
第
二
に
、
ハ
ト
は
か
な
り
純
粋
な
穀
物
食
で
あ
る
。
捕
食
者
は
物
体
の
陰
に
隠
れ
た
獲
物
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
落
ち
た
穀
物
を

拾
っ
て
食
べ
る
に
は
そ
の
よ
う
な
認
識
は
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
。
ニ
ワ
ト
リ
は
雑
食
性
が
強
く
、
地
面
に
隠
れ
た
虫
を
掘
り
出
し
て
食

べ
る
。
キ
ュ
ウ
カ
ン
チ
ョ
ウ
も
肉
食
性
が
強
い
。
大
型
の
オ
ウ
ム
や
イ
ン
コ
の
類
は
、
堅
い
木
の
実
を
割
っ
て
中
の
核
を
取
り
出
し
て
食
べ

る
。
こ
れ
ら
の
行
動
に
は
見
え
な
い
も
の
の
認
識
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ハ
ト
が
補
間
を
し
な
い
こ
と
は
、
ハ
ト
に
と
っ
て
の
適
応
戦
略
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
同
様
の
指
摘
は
ヒ
ト
の
認
識
に

も
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
ヒ
ト
は
自
身
の
環
境
認
識
様
式
が
唯
一
絶
対
の
も
の
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
動
物
界
に
あ
る

多
様
な
環
境
認
識
様
式
中
の
特
殊
な
一
様
式
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
霊
長
類
に
お
け
る
心
の
認
識

　
直
接
的
に
感
覚
器
官
で
感
じ
取
れ
な
い
事
物
の
認
識
の
中
で
、
お
そ
ら
く
最
も
高
度
な
も
の
は
他
者
の
心
の
状
態
を
認
識
す
る
こ
と
だ
ろ

う
。
わ
れ
わ
れ
ヒ
ト
は
、
他
者
が
自
身
と
は
異
な
る
知
識
や
信
念
、
意
図
や
願
望
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
他
者
の
行
動
を
予
測
し
、
自
身
の
行
動
を
選
択
す
る
。



　
こ
の
よ
う
な
高
度
な
社
会
的
認
識
が
い
か
に
進
化
し
て
き
た
の
か
は
、
そ
れ
自
体
き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
、
よ

り
広
い
観
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
他
者
の
心
の
認
識
は
、
ヒ
ト
の
知
性
全
体
を
進
化
さ
せ
た
原
動
力
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
ヒ
ト
は
際
だ
っ
た
物
理
的
知
性
を
持
っ
て
い
る
。
単
な
る
物
体
の
数
を
超
え
た
抽
象
的
な
数
認
識
を
持
ち
、
演
算
を
し
、
論
理
的
な
推
理

を
お
こ
な
う
。
第
三
物
体
間
の
相
互
関
係
を
認
識
し
、
事
象
間
の
因
果
関
係
を
認
識
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
宇
宙
開
発
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
複
雑
な
道
具
使
用
を
お
こ
な
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
高
度
な
知
性
を
進
化
さ
せ
た
原
動
力
は
何
か
と
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
と
答
え

に
窮
す
る
。
数
百
万
年
前
に
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
分
か
れ
て
独
自
の
進
化
の
道
を
歩
み
始
め
て
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
時
間
ヒ
ト
は
狩
猟
採
集
を

し
て
生
活
し
て
い
た
。
狩
猟
採
集
を
す
る
た
め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
宇
宙
開
発
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
知
性
が
果
た
し
て
必
要
だ
ろ
う
か
。

ヒ
ト
が
「
文
明
」
を
築
い
た
の
は
た
か
だ
か
数
千
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
機
械
文
明
に
限
れ
ば
産
業
革
命
後
の
わ
ず
か
二
〇
〇
年
に
過
ぎ
な

い
。
こ
の
よ
う
な
短
期
間
に
脳
が
急
速
に
変
化
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
「
文
明
」
以
前
の
ヒ
ト
に
も
現
代
人
と
ほ
ぼ
同
じ
知
性
の

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
っ
た
と
考
え
る
し
か
な
い
。
で
は
な
ぜ
ヒ
ト
は
か
く
も
高
度
な
知
性
を
持
つ
に
至
っ
た
の
か
。
そ
の
カ
ギ
は
社
会
的
適

応
に
あ
る
と
考
え
る
の
が
、
社
会
的
知
性
仮
説
（
b
σ
旨
話
侮
出
品
Φ
p
6
。
。
。
。
一
類
三
巻
ξ
Φ
ざ
お
刈
ρ
芝
耳
9
μ
卿
し
ご
団
ヨ
ρ
お
零
）
と
呼
ば
れ
る

考
え
方
で
あ
る
。

　
社
会
的
知
性
仮
説
で
は
、
物
理
的
事
象
に
関
わ
る
因
果
関
係
と
、
社
会
的
事
象
に
関
お
る
因
果
関
係
の
性
質
の
違
い
を
問
題
に
す
る
。
物

理
的
事
象
で
は
因
果
関
係
が
単
純
で
あ
る
。
ボ
ー
ル
を
け
と
ば
せ
ば
ボ
ー
ル
は
蹴
っ
た
方
向
に
飛
ん
で
い
く
。
し
か
し
ヒ
ト
を
け
と
ば
せ
ば

相
手
は
殴
り
返
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
単
純
な
物
理
法
則
に
従
わ
な
い
の
が
社
会
的
対
象
の
特
徴
で
あ
る
。
相
手
と
の
関
係
や
現
在
の

相
手
の
心
的
状
態
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
ヒ
ト
の
行
動
は
予
測
で
き
な
い
。
第
三
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
個
体
と
相
手
の
関
係
及
び
そ
の

個
体
と
自
身
と
の
関
係
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
四
者
が
い
れ
ぽ
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
。
よ
り
多
く
の
個
体
が
一
つ
の
場

面
に
関
与
し
て
い
る
状
況
は
、
社
会
的
生
活
を
送
る
動
物
に
と
っ
て
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
社
会
的
場
面
か
ら
提
示
さ
れ
る
問
題
は
、

動
物
の
心
を
探
る

六
一
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物
理
的
問
題
に
比
べ
て
著
し
く
複
雑
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
情
報
を
的
確
に
処
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
個
体
は
、
社
会
的
生
活

を
送
る
上
で
極
め
て
有
利
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
的
確
な
処
理
の
た
め
に
は
、
他
者
の
心
的
状
態
を
読
み
取
る
能
力
が
役
に
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
知
性
は
こ
の
よ
う
に
社
会
的
場
面
か
ら
強
い
選
択
圧
を
受
け
た
の
だ
と
す
る
。
と
り
わ
け
強
い
選
択
圧
は
、
食
物
や
異
性
を
め
ぐ

る
社
会
的
な
競
合
場
面
で
作
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
で
他
個
体
を
欺
い
た
り
出
し
抜
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ぽ
、
個
体
は
利
益
を

受
け
る
。
そ
の
た
め
、
社
会
的
知
性
仮
説
は
マ
キ
ャ
ベ
リ
的
知
性
仮
説
と
も
呼
ば
れ
る
。
い
わ
ぽ
知
性
の
根
元
は
権
謀
術
数
に
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
そ
う
い
っ
た
進
化
の
成
果
を
物
理
的
問
題
に
応
用
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
社
会
的
知
性
の
発
生
過
程
を
調
べ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
知
性
の
発
生
過
程
を
調
べ
る
作
業
に
他
な
ら

な
い
。
本
論
で
は
霊
長
類
が
示
す
意
図
的
な
欺
き
行
動
と
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
行
勤
が
い
か
な
る
性
質
を

持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
、
観
察
や
実
験
を
手
が
か
り
に
分
析
す
る
。

　
三
…
【
　
欺
き
行
動
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

　
じ
d
三
番
と
芝
三
一
①
昌
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
世
界
中
の
霊
長
類
研
究
者
に
、
過
去
に
観
察
し
た
欺
き
行
動
と
思
わ
れ
る
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
送
る
よ
う
に
依
頼
し
た
（
b
d
い
・
ヨ
Φ
卸
≦
ぼ
け
2
し
8
0
）
。
世
界
中
か
ら
二
〇
〇
を
超
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
も
そ
も

欺
き
行
動
は
そ
の
性
質
上
頻
繁
に
は
起
こ
り
得
な
い
。
と
き
お
り
だ
ま
す
か
ら
こ
そ
効
果
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
通
常
、
研
究
者
は
こ
の
よ

う
な
少
数
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
観
察
を
公
表
す
る
の
を
た
め
ら
う
の
で
、
そ
の
多
く
は
、
放
置
す
れ
ぽ
科
学
の
名
の
下
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
も

の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
寄
せ
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
は
、
欺
き
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
も
の
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。

以
下
に
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

　
　
（
例
1
）
　
青
年
期
の
チ
ャ
ク
マ
ヒ
ヒ
（
§
ご
ミ
旨
ミ
的
）
の
オ
ス
、
メ
ル
ト
ン
が
赤
ん
坊
と
遊
ん
で
い
た
。
遊
び
が
激
し
く
な
り
す

　
　
ぎ
て
、
赤
ん
坊
が
悲
鳴
を
上
げ
た
。
近
く
に
い
た
お
と
な
た
ち
（
お
そ
ら
く
赤
ん
坊
の
母
親
も
い
た
と
思
わ
れ
る
V
が
｝
斉
に
走
り
寄



っ
て
き
て
、
メ
ル
ト
ン
を
追
い
か
け
始
め
た
。
メ
ル
ト
ン
は
逃
げ
る
代
わ
り
に
急
に
後
足
で
立
ち
上
が
り
、
遠
く
を
見
つ
め
る
よ
う
な

仕
草
を
し
た
。
こ
れ
は
チ
ャ
ク
マ
ヒ
ヒ
が
遠
く
に
危
険
を
兇
つ
け
た
と
き
に
と
る
行
動
で
あ
る
。
す
る
と
追
っ
手
も
同
じ
方
角
を
見
つ

め
、
追
跡
は
そ
こ
で
終
わ
っ
た
。
観
察
者
は
注
意
深
く
あ
た
り
を
見
回
し
た
が
、
何
も
危
険
な
も
の
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
（
b
d
《
ヨ
ρ

お
O
α
）
。

　
　
（
例
2
）
　
バ
ー
ン
は
チ
ャ
ク
マ
ヒ
ヒ
（
、
斡
“
■
）
の
群
れ
を
観
察
し
て
い
た
。
気
温
の
低
い
乾
期
に
は
球
茎
が
大
切
な
栄
養
源
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
乾
い
た
堅
い
地
面
か
ら
球
茎
を
掘
り
出
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。

　
　
　
メ
ル
と
い
う
お
と
な
の
メ
ス
が
球
茎
を
掘
っ
て
い
た
。
も
う
す
ぐ
掘
り
出
し
終
え
る
と
い
う
と
き
に
な
っ
て
、
ポ
ー
ル
と
い
う
子
ど

　
　
も
の
オ
ス
が
通
り
か
か
っ
た
。
ポ
ー
ル
は
あ
た
か
も
誰
も
い
な
い
か
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
あ
た
り
を
見
回
し
て
か
ら
大
声
で
悲
鳴

　
　
を
上
げ
た
。
す
る
と
ポ
ー
ル
の
母
親
が
や
っ
て
き
た
。
量
親
は
メ
ル
よ
り
高
順
位
で
あ
る
。
母
親
は
メ
ル
に
対
し
て
攻
撃
的
な
う
な
り

　
　
声
を
上
げ
、
メ
ル
を
追
い
払
っ
た
。
母
親
と
メ
ル
が
い
な
く
な
っ
た
と
き
、
ポ
ー
ル
は
球
茎
を
拾
っ
て
食
べ
始
め
た
。
別
に
ポ
ー
ル
は

　
　
傷
つ
け
ら
れ
た
の
で
も
脅
か
さ
れ
た
の
で
も
な
い
。
し
か
し
駆
け
寄
っ
て
き
た
母
親
は
そ
う
思
っ
た
に
違
い
な
い
と
バ
ー
ン
は
書
い
て

　
　
い
る
。
こ
の
集
団
で
は
、
通
常
の
場
合
、
子
供
同
士
の
食
物
争
い
に
母
親
が
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
事
例
は
他

　
　
に
も
三
度
観
察
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
b
d
く
ヨ
ρ
6
0
㎝
）
。

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
場
合
に
は
さ
ら
に
高
度
な
駆
け
引
き
と
思
わ
れ
る
事
例
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
例
3
）
　
コ
o
o
ご
は
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
ゴ
ン
ベ
国
立
公
園
で
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
観
察
を
し
て
い
た
。
餌
場
に
箱
が
置
か
れ
て
い
た
。
箱

　
　
は
決
め
ら
れ
た
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
通
り
か
か
っ
た
と
き
だ
け
、
遠
隔
操
作
で
開
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
頭
の
オ
ス
が
や
つ

　
　
て
き
た
。
ク
リ
ッ
ク
音
が
し
て
錠
が
開
け
ら
れ
た
。
と
、
そ
こ
に
順
位
の
高
い
別
の
オ
ス
が
や
っ
て
き
た
。
も
と
の
オ
ス
は
無
関
心
を

　
　
装
っ
て
箱
を
あ
け
な
い
。
二
頭
め
の
オ
ス
は
そ
の
ま
ま
通
り
過
ぎ
た
が
、
最
初
の
オ
ス
か
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ
ま
で
や
っ
て
く
る
や
、

動
物
の
心
を
探
る

六
三
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六
四

　
　
木
の
陰
に
姿
を
隠
し
、
最
初
の
オ
ス
を
監
視
し
始
め
た
。
こ
う
し
て
、
一
頭
め
の
オ
ス
が
箱
を
あ
け
た
瞬
聞
、
中
の
餌
は
二
頭
め
の
オ

　
　
ス
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
二
頭
め
の
オ
ス
は
、
餌
が
な
い
ふ
り
を
し
ょ
う
と
し
た
最
初
の
オ
ス
の
意
図
を
見
抜
い
て
、
何
も
気

　
　
づ
か
な
い
ふ
り
を
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
ゆ
く
毎
ρ
回
O
霧
）
。

　
こ
れ
に
類
す
る
事
例
は
他
に
も
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
し
d
《
諺
ρ
巳
¢
㎝
）
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
実
際

こ
れ
ら
の
動
物
た
ち
が
他
者
を
意
図
的
に
欺
こ
う
と
し
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
観
察
者
の
過
剰
解
釈
に
よ
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う

し
、
動
物
た
ち
は
単
に
過
去
の
類
似
の
経
験
か
ら
適
切
な
行
動
を
学
ん
だ
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
も
う
少
し
体
系
的
に
観
察
事
実
を
集
め
る

こ
と
が
で
き
れ
ぽ
、
こ
う
い
つ
た
行
動
の
性
質
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
実
は
欺
き
行
動
は
実
験
的
に
も
調
べ
ら
れ
て
い
る
。

次
節
以
降
、
そ
う
い
っ
た
試
み
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

　
三
－
二
　
欺
き
行
動
の
実
験
的
観
察

　
ζ
Φ
嵩
皿
（
ち
置
）
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
小
集
団
内
に
お
け
る
空
間
知
識
の
伝
達
過
程
を
分
析
し
て
い
た
。
そ
の
実
験
の
皿
つ
と
し
て
、
ベ

ル
と
い
う
一
頭
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
だ
け
放
飼
場
の
あ
る
場
所
に
食
物
を
隠
す
と
こ
ろ
を
見
ぜ
た
後
、
ベ
ル
を
い
っ
た
ん
放
飼
場
に
隣
接
し

た
集
団
ケ
ー
ジ
に
戻
し
、
数
頭
の
集
団
を
～
斉
に
放
飼
場
に
出
し
た
。
最
初
の
う
ち
ベ
ル
は
全
員
を
引
き
連
れ
て
隠
し
場
所
に
向
か
い
、
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
は
食
物
を
分
け
合
っ
て
食
べ
て
い
た
が
、
ロ
ッ
ク
と
い
う
優
位
個
体
が
、
食
物
を
独
占
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と
、

　
　
ベ
ル
は
ロ
ッ
ク
が
そ
ぼ
に
い
る
と
食
物
を
取
り
出
さ
な
く
な
っ
た
。
ロ
ッ
ク
が
去
る
ま
で
彼
女
は
食
物
の
上
に
座
っ
て
い
た
。
し
か
し

　
　
ロ
ッ
ク
は
す
ぐ
こ
れ
を
見
抜
き
、
ほ
ん
の
二
…
三
秒
以
上
ベ
ル
が
間
じ
場
所
に
座
っ
て
い
る
と
や
っ
て
き
て
ベ
ル
を
押
し
の
け
、
座
っ

　
　
て
い
た
場
所
を
探
し
、
食
物
を
見
つ
け
だ
し
た
。
ベ
ル
は
食
物
の
あ
り
か
ま
で
行
か
な
く
な
っ
た
。
ロ
ッ
ク
は
ベ
ル
が
座
っ
た
場
所
か

　
　
ら
少
し
ず
つ
離
れ
た
場
所
を
捜
索
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ベ
ル
は
ど
ん
ど
ん
離
れ
た
場
所
に
座
る
よ
う
に
な
り
、
ロ
ッ
ク
が
及
対
側
を

　
　
向
く
ま
で
食
物
の
方
に
移
動
し
な
く
な
っ
た
。
ロ
ッ
ク
は
ベ
ル
が
動
き
出
す
ま
で
あ
ら
ぬ
方
向
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
に



　
　
は
ロ
ッ
ク
は
う
ろ
う
ろ
と
動
き
だ
し
、
ベ
ル
が
ま
さ
に
食
物
を
見
つ
け
る
直
前
に
と
っ
て
返
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
は
し
ぼ
し
ば

　
　
ベ
ル
か
ら
三
〇
フ
ィ
ー
ト
も
離
れ
た
場
所
に
あ
る
食
物
で
も
見
つ
け
出
し
た
。
彼
は
何
度
も
ベ
ル
の
方
を
う
か
が
い
、
ベ
ル
が
少
し
で

　
　
も
あ
る
方
向
に
歩
き
出
す
と
、
探
す
場
所
を
変
え
る
の
だ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
が
食
物
の
近
く
ま
で
来
る
と
ベ
ル
は
神
経
質
な
動
き
が
多
く

　
　
な
り
、
い
つ
も
ゲ
ー
ム
を
投
げ
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

　
　
　
し
か
し
、
ほ
ん
の
ニ
ー
三
回
だ
が
、
ベ
ル
は
グ
ル
ー
プ
を
食
物
と
反
対
側
に
連
れ
て
行
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
が
食
物

　
　
を
探
し
て
い
る
ス
キ
に
、
と
っ
て
返
し
て
い
く
ら
か
の
食
物
を
手
に
入
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
く
さ
ん
の
食
物
か
ら
一
〇
フ
ィ
ー
ト

　
　
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
一
個
だ
け
食
物
を
隠
し
た
試
行
で
は
、
ベ
ル
は
ロ
ッ
ク
を
一
個
だ
け
の
食
物
の
場
所
に
押
れ
て
行
き
、
ロ
ッ
ク
が

　
　
そ
れ
を
食
べ
て
い
る
間
に
大
量
の
食
物
の
方
に
走
っ
て
い
っ
た
。
ロ
ッ
ク
が
一
個
の
食
物
を
無
視
し
て
ベ
ル
を
監
視
す
る
よ
う
に
な
る

　
　
と
、
と
う
と
う
ベ
ル
は
か
ん
し
ゃ
く
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
（
ζ
①
轟
Φ
r
ち
刈
♪
簿
巴
ヨ
b
d
鴇
窮
ρ
6
Φ
㎝
）
（
藤
田
訳
）

　
こ
の
事
例
で
は
、
二
頭
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
、
互
い
の
意
図
を
認
識
し
あ
い
、
裏
を
か
こ
う
と
し
て
行
動
を
調
整
し
て
い
る
様
子
が
う
か

が
え
る
。
し
か
し
そ
の
行
動
の
調
整
が
、
ど
れ
ほ
ど
周
到
に
計
画
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
論
じ
る
こ
と
は
な
お
か
つ
難
し
い
。
｝
つ
の
方
策

が
失
敗
に
終
わ
れ
ば
、
個
体
は
他
の
行
動
を
と
る
。
こ
れ
が
試
行
錯
誤
で
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。

　
0
0
自
ω
ω
7
囚
。
吾
Φ
一
（
お
逡
）
は
、
シ
ロ
エ
リ
マ
ソ
ガ
ベ
イ
と
い
う
サ
ル
を
対
象
に
、
ほ
ぼ
同
じ
実
験
的
観
察
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
と
同
様
の
行
動
の
や
り
取
り
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。

　
こ
う
い
つ
た
行
動
の
調
整
過
程
を
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
す
る
た
め
に
は
、
実
験
室
場
面
に
お
い
て
、
動
物
の
行
動
変
化
の
過
程
と
、
欺

き
と
思
わ
れ
る
行
動
の
応
用
可
能
性
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

三
－
三
　
欺
き
行
動
の
訓
練

勺
冨
B
鋤
。
開
俸
芝
o
o
α
霊
法
（
一
ミ
。
。
〉

動
物
の
心
を
探
る

は
、
次
の
よ
う
な
手
続
き
で
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
訓
練
し
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
ケ
ー
ジ
に
入
れ
る
。

六
五
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ケ
ー
ジ
の
外
側
に
二
つ
の
箱
を
置
く
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
見
て
い
る
前
で
実
験
者
は
一
方
の
箱
に
食
物
を
隠
す
。
箱
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
か
ら

届
か
な
い
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
協
力
的
な
ト
レ
ー
ナ
ー
が
入
っ
て
く
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
そ
の
ト
レ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
報

酬
の
入
っ
て
い
る
方
の
箱
を
手
足
で
指
し
示
せ
ば
、
ト
レ
ー
ナ
ー
は
箱
を
開
け
、
食
物
が
入
っ
て
い
れ
ば
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
与
え
た
。

　
こ
う
し
て
協
力
的
な
ト
レ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
は
確
実
に
食
物
の
入
っ
た
箱
を
指
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
、
意
地
悪
な
ト

レ
ー
ナ
ー
を
登
場
さ
せ
た
。
こ
の
ト
レ
ー
ナ
ー
は
、
協
力
的
な
ト
レ
ー
ナ
ー
と
同
様
に
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
一
方
の
箱
を
示
す
と
そ
の
箱
を
開

け
る
が
、
中
に
食
物
が
入
っ
て
い
る
と
自
分
で
食
べ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
訓
練
し
た
結
果
、
四
頭
中
二
頭
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
意
地
悪
な
ト
レ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
で
た
ら
め
に
箱
を
指
し
示
す
よ
う
に
な

っ
た
。
残
る
二
頭
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
意
地
悪
な
ト
レ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
食
物
の
入
っ
て
い
な
い
方
の
箱
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
同
様
の
実
験
は
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
に
対
し
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
（
≦
9
冨
＝
卿
≧
益
巽
ω
。
5
一

一
〇
〇
刈
）
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
研
究
室
で
は
り
ス
ザ
ル
を
対
象
に
同
様
の
実
験
を
お
こ
な
い
、
や
は
り
、
意
地
悪
な
ト
レ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
は
、

空
の
箱
を
指
す
よ
う
に
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
》
＆
Φ
第
o
P
内
張
○
ω
げ
圃
ヨ
。
。
冒
閑
妻
・
累
乗
け
斜
閃
a
剛
骨
斜
懸
≦
o
貫
卜
。
8
一
）
（
図
2
1
）
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
実
験
場
面
で
欺
き
行
動
を
学
習
で
き
る
の
は
類
人
猿
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
二
種
の
南
米
産

の
サ
ル
は
同
様
な
学
習
を
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
行
動
は
い
ず
れ
も
単
純
な
学
習
で
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
た
欺
き
行

動
に
は
欺
こ
う
と
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
、
欺
き
行
動
を
学
習
し
た
三
頭
の
リ
ス
ザ
ル
に
対

し
て
一
一
つ
の
テ
ス
ト
を
お
こ
な
っ
た
。

　
第
一
の
テ
ス
ト
は
、
意
地
悪
な
ト
レ
ー
ナ
ー
が
、
サ
ル
の
指
示
を
促
す
前
に
一
一
つ
の
箱
の
中
身
を
覗
く
テ
ス
ト
で
あ
る
。
も
し
サ
ル
が
意

図
的
に
欺
こ
う
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
食
物
の
あ
り
か
を
知
っ
て
い
る
相
手
に
は
欺
き
行
動
を
向
け
る
頻
度
が
低
下
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

テ
ス
ト
は
二
圓
お
こ
な
っ
た
。

動
物
の
心
を
探
る

六
七
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そ
の
結
果
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
三
頭
の
サ
ル
の
欺
き
行
動
の
頻
度
は
、
直
前
の
通
常
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
比
べ
て
い
ず
れ
も
低
下
し
た
。

こ
れ
は
欺
き
行
動
の
背
後
に
あ
る
欺
き
の
意
図
を
示
唆
す
る
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
お
こ
な
っ
た
協
力
的
な
ト
レ
～
ナ
ー

に
対
す
る
反
掌
の
正
確
さ
も
同
様
に
低
下
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
新
奇
な
テ
ス
ト
場
酉
に
お
い
て
反
応
が
不
安
定
に
な

っ
た
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
意
図
的
な
欺
き
を
裏
づ
け
る
決
定
的
な
証
拠
で
は
な
い
。

　
第
こ
の
テ
ス
ト
で
は
、
箱
を
横
に
五
髄
並
べ
、
う
ち
　
鰯
だ
け
に
食
物
を
入
れ
、
協
力
的
な
ト
レ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
正
し
く
食
物
の
あ
る

箱
を
指
示
す
る
よ
う
に
訓
練
し
た
。
そ
の
後
、
意
地
悪
な
ト
レ
ー
ナ
ー
が
登
場
し
た
。
サ
ル
は
四
つ
の
空
箱
の
う
ち
、
ど
れ
を
指
さ
し
て
も

競
合
的
な
ト
レ
ー
ナ
ー
を
欺
く
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
サ
ル
が
、
訓
練
場
面
特
有
の
単
純
な
学
習
を
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
サ
ル
は
こ
の

新
奇
な
場
面
で
う
ま
く
振
る
舞
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
一
方
、
場
面
特
有
の
学
習
で
は
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
場
藏
で
も
他
者
を
欺
く
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
も
し
サ
ル
が
欺
こ
う
と
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
ら
の
空
箱
の
中
で
、
食
物
の
入
っ
た
箱
か

ら
空
間
的
に
よ
り
遠
い
箱
を
指
示
す
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
。

　
テ
ス
ト
の
結
果
、
サ
ル
は
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
競
合
的
な
ト
レ
ー
ナ
ー
を
欺
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ル
は
単
純
な
場

面
特
異
的
学
習
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
競
合
的
な
ト
レ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
サ
ル
が
指
示
し
た
箱
を
分
析
す
る
と
、

確
か
に
、
食
物
の
入
っ
た
箱
か
ら
空
間
的
に
よ
り
遠
い
箱
を
指
示
す
る
傾
向
は
見
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
傾
向
は
弱
く
、
欺
き
の
意
図
に
関

し
て
は
明
確
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
三
！
四
　
実
験
場
面
で
生
じ
る
自
発
的
欺
き
行
動

　
単
純
な
学
習
に
よ
る
説
明
を
棄
却
で
き
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
上
記
の
よ
う
な
実
験
的
場
面
で
は
も
う
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
欺

き
行
動
を
向
け
る
相
手
が
別
…
種
の
他
個
体
（
す
な
わ
ち
ヒ
ト
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
ル
や
類
人
猿
は
同
種
の
群
れ
を
作
り
、
社
会
的

交
渉
の
中
心
的
な
対
象
は
、
通
常
の
場
合
岡
種
個
体
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
同
種
個
体
に
対
し
て
最
も
高
度
な
社
会
的
知
性
が
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発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
彼
ら
は
進
化
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
先
述
の
ζ
Φ
器
Φ
一
（
H
O
冠
）
の
実
験
的
観
察
で
は
、
社
会
的
交
渉
相
手
は
同
種
他

個
体
で
あ
る
が
、
行
動
の
自
由
度
が
大
き
す
ぎ
て
、
分
析
が
難
し
い
。

　
そ
こ
で
、
同
種
個
体
が
食
物
を
め
ぐ
っ
て
競
合
す
る
単
純
な
場
面
を
実
験
的
に
設
定
し
、
そ
こ
で
生
じ
る
行
動
を
分
析
し
て
み
た
（
司
二
章

圷
図
霞
。
路
凶
ヨ
費
卿
竃
鋤
磐
一
9
』
O
O
卜
。
）
。

　
二
頭
の
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
が
入
っ
た
実
験
箱
を
向
か
い
合
わ
せ
に
置
き
、
そ
の
間
に
エ
サ
箱
を
こ
個
置
く
（
図
2
2
）
。
エ
サ
箱
に
は
仕
掛

け
が
あ
っ
て
、
一
方
の
個
体
か
ら
は
中
の
エ
サ
が
見
え
、
取
っ
手
を
引
い
て
ブ
タ
を
開
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
エ
サ
箱
は
こ
の
方
向
を
劣
位

個
体
に
向
け
て
設
置
し
た
。
他
方
の
優
位
個
体
か
ら
は
中
の
エ
サ
も
見
え
な
い
上
に
ブ
タ
を
開
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
い
っ
た
ん

箱
が
開
け
ら
れ
る
と
、
優
位
個
体
は
エ
サ
箱
を
ま
さ
ぐ
っ
て
、
エ
サ
を
強
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
劣
位
個
体
は
、
空
の
箱
を
先
に
開
け
て

優
位
個
体
の
注
意
を
引
き
つ
け
て
お
い
た
上
で
、
反
対
側
の
エ
サ
箱
を
開
け
る
と
い
う
戦
術
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
四
頭
の
劣
位
個
体
に
エ
サ
箱
を
開
け
て
餌
を
取
る
訓
練
を
十
分
に
実
施
し
、
一
頭
の
優
位
個
体
に
は
開
け
ら
れ
た
箱
を
ま
さ
ぐ
っ
て
エ
サ

を
取
る
訓
練
を
十
分
に
お
こ
な
っ
た
あ
と
、
優
位
個
体
と
劣
位
個
体
を
対
戦
さ
せ
た
。
優
位
個
体
側
に
不
透
明
の
板
、
劣
位
個
体
側
に
透
明

の
板
を
置
い
た
の
ち
、
一
方
の
箱
に
エ
サ
を
入
れ
た
。
次
に
ま
ず
優
位
個
体
側
の
不
透
明
な
板
を
外
し
、
五
秒
後
に
劣
位
個
体
側
の
透
明
な

板
を
外
し
た
。

　
対
戦
相
手
が
い
な
い
と
き
に
は
、
ど
の
個
体
も
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
エ
サ
の
入
っ
た
箱
を
先
に
開
け
る
。
し
か
し
優
位
個
体
と
の
対
戦
場

面
で
は
、
四
頭
中
二
頭
の
サ
ル
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
試
行
で
自
発
的
に
空
箱
を
先
に
開
け
る
よ
う
に
な
っ
た
（
図
2
3
、
各
グ
ラ
フ
左

端
の
柱
）
。
サ
ル
は
意
図
的
に
逆
開
け
と
い
う
欺
き
戦
術
を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
逆
開
け
と
い
う
行
動
が
生
じ
た
理
由
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
サ
ル
は
実
際
に
欺
き
行
動
を
と
っ
た
可
能
性
、

第
二
は
、
対
戦
相
手
が
い
る
こ
と
に
よ
り
エ
サ
を
強
奪
さ
れ
る
場
合
が
出
て
き
た
の
で
、
報
酬
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
確
率
が
低
下
し
、
そ
の

結
果
反
応
が
不
安
定
に
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。



　
こ
の
二
つ
の
可
能
性
を
分
離
す
る
た
め
に
、
エ
サ
箱
に
少
し
工
夫
を
し
、
食
物
自
動
落
下
装
置
を
つ
け
た
。
必
要
に
応
じ
て
、
ブ
タ
を
開

け
た
と
き
に
エ
サ
が
自
動
的
に
落
下
す
る
よ
う
に
実
験
者
が
設
定
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
実
験
で
逆
開
け
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
二
個
体
を
単
独
で
テ
ス
ト
し
た
。
テ
ス
ト
で
は
最
初
の
実
験
で
エ
サ
を
強
奪
さ
れ
た
試
行
の
割
合
だ
け
、
エ
サ
が
自
動
的
に
落
下
す

る
よ
う
に
設
定
し
た
。
報
酬
獲
得
率
の
低
下
が
原
因
で
逆
開
け
が
生
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
場
面
で
も
逆
運
け
は
生
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
実
際
に
は
逆
開
け
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
（
図
2
3
、
各
グ
ラ
フ
中
央
の
柱
）
。

　
最
後
に
も
う
一
度
優
位
個
体
を
向
か
い
に
置
い
て
、
第
一
実
験
の
結
果
が
再
現
さ
れ
る
か
否
か
を
調
べ
た
。
す
る
と
、
一
頭
の
サ
ル

（
↓
7
Φ
雷
）
で
は
、
最
初
の
実
験
の
割
合
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
や
は
り
｝
○
パ
ー
セ
ン
ト
の
試
行
で
逆
開
け
が
復
活
し
た
（
図
2
3
、
グ
ラ

フ
右
端
の
柱
）
。
し
か
し
こ
の
個
体
の
行
動
は
、
逆
開
け
を
し
た
あ
と
、
必
ず
し
も
す
ぐ
に
反
対
側
の
箱
を
開
け
る
と
い
う
効
果
的
な
も
の

で
は
な
く
、
呆
然
と
優
位
個
体
の
行
動
を
眺
め
て
い
る
だ
け
の
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
も
う
一
頭
の
サ
ル
（
勺
に
ヨ
。
コ
）
で
は
逆
開
け
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
個
体
の
行
動
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
向
か
い

に
優
位
個
体
が
い
る
場
合
に
は
、
相
手
の
側
の
不
透
明
の
板
が
取
り
は
ず
さ
れ
、
自
身
の
側
の
透
明
の
板
が
取
り
去
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
エ

サ
の
入
っ
て
い
る
箱
と
は
半
側
に
座
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
実
験
で
使
わ
れ
た
個
体
は
ホ
ー
ム
ケ
ー
ジ
で
は
同
じ

集
団
で
飼
わ
れ
て
い
る
。
実
験
開
始
後
、
　
一
頭
の
サ
ル
が
負
傷
す
る
な
ど
、
普
段
よ
り
も
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
た
め
、
こ
の
個
体
は
よ
り
マ
イ
ル
ド
な
欺
き
戦
術
を
採
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
行
動
が
意
図
的
な
欺
き
だ
と
雷
う
だ
け
の
根
拠
は
残
念
な
が
ら
十
分
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
デ
ー
タ
は

完
全
に
否
定
的
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
よ
り
的
確
な
場
面
設
定
に
よ
り
、
よ
り
明
確
な
結
果
が
得
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

三
一
五
　
ヒ
ト
幼
児
の
欺
き
行
動
の
発
達

そ
れ
で
は
、
ヒ
ト
に
お
い
て
欺
き
行
動
は
ど
の
よ
う
に
発
達
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

動
物
の
心
を
探
る

そ
の
発
達
過
程
と
霊
長
類
の
「
欺
き
」
行
動
を
比
較
す

七
一
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七
こ

る
こ
と
か
ら
、
霊
長
類
の
「
欺
き
」
行
動
の
性
質
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
例
え
ば
ω
o
島
磐
（
6
0
ご
は
、
三
一
五
歳
児
を
対
象
に
、
次
の
よ
う
な
実
験
を
お
こ
な
っ
た
。

　
ま
ず
子
ど
も
の
見
て
い
る
前
で
、
実
験
者
が
二
つ
の
宝
石
箱
の
一
方
に
お
も
ち
ゃ
の
金
貨
を
隠
す
。
幼
児
に
、
王
様
が
金
貨
を
取
る
の
を

助
け
、
泥
棒
が
金
貨
を
取
る
の
を
阻
止
す
る
よ
う
に
教
示
す
る
。
そ
の
あ
と
、
王
様
ま
た
は
手
掌
の
姿
を
し
た
人
形
を
登
場
さ
せ
る
。
人
形

は
「
金
貨
は
ど
こ
P
」
と
幼
児
に
尋
ね
る
。
人
形
は
そ
の
あ
と
幼
児
の
指
示
し
た
箱
を
開
け
る
。
王
様
は
金
貨
を
見
つ
け
る
と
、
二
枚
に
し

て
幼
児
に
返
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
実
験
の
結
果
、
三
・
五
歳
未
満
の
幼
児
は
ほ
と
ん
ど
泥
棒
を
だ
ま
せ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
四
・
五
歳
に
な
る
と
、
過
半
数
の
子
ど
も

は
泥
棒
人
形
の
登
場
し
た
こ
圓
の
試
行
で
い
ず
れ
も
空
の
箱
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
子
ど
も
は
課
題
の
意
味
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
ω
o
島
響
は
、
岡
じ
課
題
で
、
一
方
の
箱
に
カ
ギ
を
か
け

て
、
同
じ
よ
う
に
王
様
を
助
け
泥
棒
を
妨
害
す
る
よ
う
に
教
示
し
た
。
す
る
と
、
こ
の
課
題
で
は
三
歳
児
で
も
正
解
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
三
歳
児
は
、
課
題
の
意
味
自
体
は
理
解
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
理
的
な
妨
害
は
で
き
て
も
、
社
会
的
な
妨
害
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

　
寄
一
ω
。
。
Φ
一
一
”
竃
鋤
欝
一
影
の
び
ω
冨
壱
ρ
卸
8
凶
詩
興
一
一
（
一
8
一
）
も
同
様
の
実
験
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
場
所
当
て
ゲ
ー
ム

を
幼
児
と
お
と
な
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
せ
た
。
二
つ
の
不
透
明
な
箱
が
あ
り
、
一
方
に
だ
け
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
入
っ
て
い
る
。
子
ど
も
に

ど
ち
ら
か
一
方
の
箱
を
指
さ
さ
せ
る
。
お
と
な
は
子
ど
も
の
指
さ
し
た
方
の
箱
を
開
け
る
。
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
入
っ
て
い
る
と
そ
れ
は
お
と

な
の
も
の
に
な
る
。
空
箱
だ
と
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
子
ど
も
の
も
の
に
な
っ
た
。

　
こ
の
ゲ
ー
ム
の
あ
と
、
今
度
は
、
幼
児
の
方
か
ら
だ
け
中
身
の
見
え
る
箱
を
用
意
し
、
同
じ
ゲ
ー
ム
を
さ
せ
た
。
今
度
は
簡
単
で
あ
る
。

子
ど
も
は
空
の
箱
を
指
さ
せ
ば
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ゲ
ー
ム
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
三
歳
児
は
ほ
と
ん
ど
チ
・
コ
レ
ー
ト
の
入

っ
た
箱
を
指
さ
し
た
。
「
七
人
の
三
歳
児
の
う
ち
＝
人
は
、
こ
○
試
行
全
部
、
チ
・
コ
レ
ー
ト
の
入
っ
た
箱
を
指
さ
し
続
け
た
の
で
あ
る
。



四
歳
児
に
な
る
と
、
問
題
な
く
空
の
箱
を
指
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
ヒ
ト
の
場
合
、
こ
う
し
た
事
態
で
他
者
を
欺
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
四
歳
以
降
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
は
こ
の
時
期
は
、

他
者
に
は
自
分
と
異
な
る
知
識
や
信
念
や
願
望
が
あ
る
と
認
識
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
心
の
理
論
」
（
℃
奉
ヨ
碧
オ
卿
芝
O
o
臼
ξ
b
H
り
刈
。
。
）
の
成

立
の
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
欺
き
行
動
と
誤
信
念
課
題
（
相
手
が
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
物
体
を
移
動
す
る
と
、
相
手
は
そ
の
物
体

が
も
と
の
場
所
に
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
課
題
）
の
成
績
に
は
相
関
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
（
菊
ロ
ω
ω
免

Φ
叶
鋤
H
こ
H
O
曾
）
。
少
な
く
と
も
他
者
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
内
容
に
関
し
て
他
者
を
欺
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
他
者
の
知
識
の
認
識
は

意
図
的
に
他
者
を
欺
く
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。

　
三
－
六
　
動
物
は
他
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
け
る
の
か

　
そ
れ
で
は
心
の
理
論
を
支
え
る
一
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
他
者
の
知
識
の
認
識
は
霊
長
類
に
も
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
℃
o
＜
『
①
7

芦
乞
虫
ω
9
y
卿
b
ご
○
誘
①
P
（
お
O
O
）
は
巧
妙
な
実
験
で
こ
の
問
い
を
実
験
的
に
検
討
し
て
い
る
。

　
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
ヒ
ト
が
ジ
ャ
バ
ラ
式
ア
ー
ム
で
連
結
さ
れ
た
箱
を
は
さ
ん
で
位
置
す
る
。
箱
は
四
つ
あ
り
、
隠
し
役
の
実
験
者
は
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
に
見
せ
な
い
よ
う
に
し
て
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
食
物
を
隠
す
。
「
知
っ
て
い
る
入
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
配
役
の
人
は
、
こ
の
シ
ー

ン
を
じ
っ
と
見
て
い
る
。
「
知
ら
な
い
人
」
は
、
こ
の
シ
ー
ン
が
始
ま
る
前
に
部
屋
を
出
て
い
く
。
食
物
を
隠
し
終
わ
る
と
、
「
知
ら
な
い

人
」
が
戻
っ
て
き
て
、
「
知
っ
て
い
る
人
」
と
一
緒
に
、
ど
れ
か
の
箱
を
指
示
す
る
。
こ
の
時
「
知
っ
て
い
る
人
」
は
必
ず
食
物
の
入
っ
た

箱
を
指
示
し
た
。
チ
ソ
バ
ソ
ジ
ー
は
「
知
っ
て
い
る
人
」
の
指
示
に
従
っ
て
ア
ー
ム
を
ひ
く
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
食
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
形
で
訓
練
す
る
と
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
「
知
っ
て
い
る
人
」
の
指
示
に
従
っ
て
反
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
チ
ソ
バ
ソ
ジ
～

は
、
隠
す
と
こ
ろ
を
見
て
い
た
か
ら
食
物
の
あ
り
か
を
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
関
係
を
理
解
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
当
然
の

動
物
の
心
を
探
る

七
三
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　　　　　　図24　フサオマキザルにおける他者の知識の認識を調べる実験場面

（a＞実験者はサルの見eないようにしながら，3つの箱の1つに食物を隠す．「知っている人」と「知らな

い人」は背中を向けて立つ．〔b）「知っている人」がやってきて，箱をひとつずつ覗いていく．（c）「知ら

ない人」がやってきて，箱に同じ順序で触れていく．（d）「知っている人」と「知らない人」が同時に

箱を指で触れてサルに示す．「知っている人」は必ず食物の入った箱を示す．（e）サルがいずれかの箱を

指し示す．（f＞サルが指し示した箱を開け，食物が入っていればサルに与える．
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こ
と
な
が
ら
単
純
な
学
習
で
も
同
じ
行
動
は
可
能
な
の
で
、
勺
。
＜
ヨ
①
毎
ら
は
、
「
知
ら
な
い
人
」
が
部
屋
の
中
に
い
な
が
ら
、
頭
か
ら
袋
を

か
ぶ
っ
て
い
る
条
件
に
変
え
て
み
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
こ
の
課
題
で
も
う
ま
く
「
知
っ
て
い
る
人
」
の
指
示
に
従
っ
た
が
、
す
ば
や
く
学

習
し
た
と
い
う
可
能
性
を
完
全
に
は
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
方
同
様
の
課
題
で
訓
練
し
て
も
、
ア
カ
ゲ
ザ
ル
の
場
合
に
は
ま
っ
た
く
学
習
が
進
行
し
な
い
（
℃
o
＜
圃
器
葺
℃
田
舞
ρ
卿
Z
o
＜
鋤
〆

一
〇
〇
H
）
。
サ
ル
に
は
見
る
こ
と
と
知
る
こ
と
の
関
係
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
に
勺
。
＜
貯
①
一
一
一
ら
と
同
様
の
諜
題
を
与
え
た
（
剛
（
；
「
○
ω
げ
凶
賊
9
一
剛
二
二
冒
け
鋤
一
鎖
竃
鋤
ω
隠
蟹
鋤
噸
ひ
⊃
O
O
い
⊃
）
。
ま
ず
隠
し
役
が
登
場
し
、

サ
ル
に
見
え
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
三
つ
の
箱
の
い
ず
れ
か
に
食
物
を
隠
す
。
次
に
「
知
っ
て
い
る
人
」
が
登
場
し
、
箱
を
少
し
持
ち
上
げ

て
、
中
身
を
一
個
ず
つ
覗
い
て
い
く
。
最
後
に
「
知
ら
な
い
人
」
が
登
場
し
、
両
者
が
同
時
に
箱
を
指
示
す
る
。

　
訓
練
を
継
続
す
る
と
サ
ル
は
「
知
っ
て
い
る
人
」
の
指
示
に
安
定
し
て
従
う
よ
う
に
な
っ
た
。
「
知
っ
て
い
る
人
」
が
箱
に
触
れ
て
い
く

こ
と
が
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
「
知
ら
な
い
入
」
も
箱
に
手
を
触
れ
る
条
件
に
変
え
（
図
2
4
）
、
さ
ら
に
、
「
知
っ

て
い
る
人
」
と
「
知
ら
な
い
人
」
の
登
場
順
序
が
手
が
か
り
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
登
場
順
序
を
ラ
ン
ダ
ム
に
し
て
訓
練
し
た
結

果
、
サ
ル
は
こ
の
最
終
条
件
で
も
「
知
っ
て
い
る
人
」
の
指
示
に
従
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
行
動
も
単
純
な
場
面
特
異
的
学
習
の
可
能
性
を
ま
だ
排
除
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
成
績
の
良
か
っ
た
二
頭
の
サ
ル
を
対
象
に
、
箱
の

形
状
や
、
食
物
の
有
無
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
行
動
を
、
ふ
た
を
取
る
、
の
ぞ
き
込
む
、
引
き
出
し
を
ひ
く
、
な
ど
の
多
様
な
も
の
に
変
え
訓
練

し
た
。
す
る
と
サ
ル
は
こ
れ
ら
の
行
動
に
対
し
て
も
正
し
く
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
知
っ
て
い
る
人
」
の
動
作
の
大
き
さ
に
対
し
、
「
知
ら
な
い
人
㎏
の
動
作
は
小
さ
く
、
も
の
に
触
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
手
が
か

り
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
最
後
に
、
最
も
成
績
の
良
い
一
個
体
を
対
象
に
、
引
き
出
し
と
筒
を
使
っ
て
、
「
知
ら
な
い
人
」

の
動
作
を
「
知
っ
て
い
る
人
」
の
動
作
に
近
づ
け
、
動
作
の
生
じ
る
場
所
あ
る
い
は
向
き
だ
け
が
異
な
る
条
件
で
テ
ス
ト
を
し
た
。
引
き
出

し
に
つ
い
て
は
、
「
知
っ
て
い
る
人
」
は
そ
れ
を
開
け
て
そ
の
中
を
の
ぞ
く
～
方
、
「
知
ら
な
い
人
」
は
関
係
の
な
い
場
所
を
の
ぞ
い
た
。
筒

動
物
の
心
を
探
る

七
五
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に
つ
い
て
は
、
「
知
っ
て
い
る
入
し
は
そ
れ
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
が
、
「
知
ら
な
い
入
」
は
関
係
の
な
い
方
向
に
向
い
て
お
辞
儀
を
し
た
。
サ
ル

は
こ
の
よ
う
な
条
件
で
も
「
知
っ
て
い
る
人
」
の
指
示
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
テ
ス
ト
は
五
セ
ッ
シ
ョ
ン
ず
つ
実
施
し
た
が
、
そ
の
間
に
は

全
く
成
績
の
向
上
は
な
く
、
学
習
し
た
様
子
は
見
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
サ
ル
は
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
訓
練
で
、
食
物
の
隠
し
場

所
を
「
見
た
扁
入
の
指
示
に
従
う
こ
と
を
学
ん
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
一
頭
の
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は
、
見
る

こ
と
と
知
る
こ
と
の
関
係
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
（
囲
霞
。
ω
喜
ゴ
ρ
閃
各
什
餌
”
〉
量
。
ぴ
岡
弧
ノ
茜
け
最
知
勺
5
・
＝
罫
笛
O
O
い
。
）
。

　
つ
ま
り
サ
ル
は
、
他
者
の
知
識
の
源
泉
の
一
つ
を
認
識
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
サ
ル
が
意
図
的
に
他
者
を
欺

く
た
め
に
必
要
な
重
要
な
条
件
の
ひ
と
つ
を
備
え
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
三
－
七
　
動
物
は
他
者
の
こ
こ
ろ
が
ど
れ
く
ら
い
読
め
る
の
か

　
実
験
や
観
察
を
通
じ
て
、
ヒ
ト
以
外
の
動
物
が
他
者
の
心
的
状
態
に
つ
い
て
い
か
な
る
認
識
を
持
ち
う
る
の
か
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
さ

れ
て
き
た
。
本
稿
で
触
れ
な
か
っ
た
も
の
も
含
め
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
三
－
七
－
一
　
他
個
体
の
情
動
状
態
の
認
識

　
耳
茸
体
か
ら
表
出
さ
れ
た
表
情
や
行
動
を
手
が
か
り
に
、
霊
長
類
が
自
身
の
行
動
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
う
余
地
は
な
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
社
会
生
活
を
円
滑
に
送
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
他
者
の
表
情
や
行
動
か
ら
情
動

状
態
を
認
識
し
て
い
る
か
否
か
は
甥
問
題
で
あ
る
。
情
動
を
認
識
し
な
く
と
も
、
適
切
な
行
動
を
選
択
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

　
最
近
、
チ
ソ
バ
ソ
ジ
ー
は
他
個
体
の
情
動
状
態
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
実
験
的
報
告
が
出
さ
れ
て
い
る
（
℃
讐
・
一
，
る
8
一
）
。
こ
の
実
験
で
、

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
三
種
類
の
不
快
な
情
動
を
引
き
起
こ
す
と
思
わ
れ
る
ビ
デ
オ
薗
像
を
見
せ
ら
れ
た
。
注
射
を
受
け
る
同
種
個
体
、
注
射

針
及
び
麻
酔
の
矢
、
獣
医
に
対
し
反
抗
す
る
同
種
個
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ビ
デ
オ
（
特
に
前
二
者
）
観
察
中
の
指
先
の
温
度
は
、
翼
を
提

示
す
る
統
制
条
件
に
比
べ
て
低
下
し
た
。
こ
れ
は
ビ
デ
オ
を
見
る
チ
ソ
バ
ソ
ジ
ー
自
身
が
負
の
情
動
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。



次
に
こ
れ
ら
の
刺
激
に
加
え
て
、
麻
酔
さ
れ
た
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
、
及
び
正
の
情
動
を
喚
起
す
る
も
の
と
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
実
験
装
置

と
お
気
に
入
り
の
食
物
を
見
せ
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
表
情
写
真
（
悲
鳴
、
恐
れ
の
表
情
、
遊
び
の
表
情
、
中

立
、
く
つ
ろ
い
だ
表
情
な
ど
）
を
合
わ
せ
る
課
題
を
さ
せ
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
特
に
訓
練
を
し
な
く
と
も
、
見
せ
ら
れ
た
ビ
デ
オ
刺
激

の
正
負
に
従
っ
て
適
切
な
表
情
写
真
を
選
択
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
、
見
せ
ら
れ
た
ビ
デ
オ
か
ら
、
そ
れ
に
見
合
っ

た
情
動
状
態
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
類
人
猿
は
他
者
の
情
動
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
類
人
猿
以
外
の
霊
長
類
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
明
確
な
デ
ー
タ
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

　
三
－
七
－
二
　
他
個
体
の
知
識
…
の
認
識

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
－
六
節
で
述
べ
た
通
り
、
新
世
界
ザ
ル
で
あ
る
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
に
お
い
て
明
確
に
肯
定
的
な
実
験
結
果
が
得

ら
れ
て
い
る
（
図
2
4
参
照
）
。
し
か
し
、
同
様
の
課
題
で
旧
世
界
ザ
ル
の
ア
カ
ゲ
ザ
ル
を
調
べ
る
と
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
結
果
は
ま
っ

た
く
否
定
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
じ
く
旧
世
界
ザ
ル
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
に
お
い
て
も
否
定
的
な
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
自
身
か
ら
は
見
え
る

が
自
身
の
子
ど
も
か
ら
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
危
険
が
あ
る
と
き
に
も
、
母
ザ
ル
は
全
く
子
ど
も
に
警
告
を
与
え
な
い
と
い
う
（
9
窪
窪

俸
Q
D
Φ
鷺
興
9
し
Φ
O
O
）
。

　
類
人
猿
で
は
、
厳
密
な
実
験
的
な
例
証
は
不
十
分
だ
が
（
三
－
六
）
、
竃
窪
N
巴
ら
の
実
験
で
見
ら
れ
た
二
頭
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
駆
け
引

き
（
三
－
二
）
や
、
型
o
o
こ
の
観
察
事
例
（
三
－
一
）
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
明
ら
か
に
他
者
の
知
識
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
旧
世
界
ザ
ル
の
中
で
も
、
チ
ャ
ク
マ
ヒ
ヒ
の
欺
き
の
観
察
事
例
（
三
⊥
）
で
は
、
や
は
り
欺
か
れ
る
個
体
が
現
場
を

見
て
い
な
い
か
ら
真
実
を
知
ら
な
い
と
い
う
事
実
を
ヒ
ヒ
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
個

体
の
知
識
の
認
識
は
、
広
範
囲
の
霊
長
類
に
見
ら
れ
る
と
考
え
て
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
三
－
七
－
三
　
他
個
体
の
目
的
・
願
望
・
意
図
の
認
識

　
℃
8
ヨ
p
o
汀
卿
芝
O
o
費
⊆
ゑ
（
6
刈
。
。
）
は
、
チ
ソ
パ
ン
・
シ
ー
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
直
面
す
る
人
の
ビ
デ
オ
を
見
せ
、
そ
の
解
決
を
示
す
写

動
物
の
心
を
探
る

七
七
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真
を
選
ば
せ
る
実
験
を
お
こ
な
っ
た
。
例
え
ば
、
ヒ
ー
タ
ー
の
前
で
ふ
る
え
て
い
る
人
、
プ
ラ
グ
の
抜
け
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
音
楽
を
聴
こ
う

と
し
て
い
る
人
な
ど
で
あ
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
こ
れ
ら
の
ビ
デ
オ
に
対
し
て
、
マ
ッ
チ
で
火
を
付
け
て
い
る
写
真
、
プ
ラ
グ
を
ソ
ケ
ッ
ト

に
差
し
込
ん
で
い
る
写
真
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
実
験
だ
け
か
ら
は
関
連
の
あ
る
二
つ
の
シ
ー
ン
を
結
び
つ
け
た
だ
け
と
い
う
解
釈

も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
－
二
で
述
べ
た
二
頭
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
駆
け
引
き
で
は
、
食
物
の
あ
り
か
を
隠
そ
う
と
す
る
相
手
の
意

図
や
、
興
味
が
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
相
手
の
意
図
や
願
望
を
読
み
取
っ
て
、
的
確
に
次
の
行
動
を
選
択
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
厳
密
な
実
験
場
面
で
は
結
果
は
や
や
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
℃
o
く
ぎ
①
H
罫
℃
興
三
〇
鴬
〆
菊
Φ
磐
〆
俸
国
隣
ω
o
げ
論
叢
や
（
一
〇
㊤
。
。
）
は
、
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
の
ま
え
で
わ
ざ
と
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
を
こ
ぼ
し
て
し
ま
う
入
と
事
故
に
あ
っ
て
こ
ぼ
し
て
し
ま
う
人
の
二
人
を
登
場
さ
せ
た
の
ち
、

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
ど
ち
ら
の
人
物
に
報
酬
を
リ
ク
エ
ス
ト
す
る
か
を
調
べ
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
…
が
意
図
的
な
い
じ
わ
る
を
認
識
で
き
れ
ぽ
、

後
者
の
人
物
に
報
酬
を
リ
ク
エ
ス
ト
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
チ
ソ
バ
ソ
ジ
…
の
反
硲
は
で
た
ら
め
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
｝
方
、
O
鋤
＝

卿
↓
9
5
器
①
ぎ
（
6
り
。
。
）
は
、
数
年
の
物
体
の
う
ち
、
集
印
の
お
か
れ
た
物
体
を
選
択
す
る
と
報
酬
が
手
に
入
る
課
題
を
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
に
訓
練
し
た
。
実
験
者
が
目
印
を
丁
寧
に
お
い
た
場
合
と
、
「
お
っ
と
」
と
い
い
な
が
ら
目
印
を
放
り
投
げ
る
場
合
を
比

較
す
る
と
、
前
者
の
方
が
翻
印
に
従
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く
類
人
猿
に
は
他
者
の
闘
的
・
願
望
・
意
図
が
読
み
と

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
類
人
猿
以
外
の
霊
長
類
で
は
、
新
世
界
ザ
ル
の
ワ
タ
ボ
ウ
シ
タ
マ
リ
ソ
で
肯
定
的
な
結
果
が
報
皆
さ
れ
て
い
る
。
ω
鋤
暮
。
ω
俸
顕
磐
ω
2
，

（
這
0
9
は
、
人
の
演
技
者
が
サ
ル
の
前
で
二
つ
の
物
体
の
う
ち
興
味
深
そ
う
に
｝
方
を
見
つ
め
た
あ
と
、
そ
の
見
つ
め
た
物
体
を
手
に
取

る
場
合
と
、
晃
つ
め
な
か
っ
た
方
の
物
体
を
手
に
取
る
場
合
で
、
サ
ル
の
凝
視
時
間
を
測
定
し
た
。
演
技
考
の
願
望
や
図
的
を
認
識
で
き
れ

ぽ
、
後
者
の
演
技
に
対
し
サ
ル
は
驚
い
て
長
く
見
つ
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。
結
果
は
確
か
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
も
フ
サ
オ
マ

キ
ザ
ル
と
リ
ス
ザ
ル
を
対
象
に
同
様
の
実
験
を
お
こ
な
っ
た
が
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
で
一
部
肯
定
的
で
あ
っ
た
以
外
は
、
デ
ー
タ
は
ほ
ぼ
否

定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
（
≧
嵐
興
ω
（
）
多
ス
三
，
o
。
。
茎
5
斜
知
男
善
歩
未
発
表
）
。
こ
れ
が
種
差
で
あ
る
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
岡
じ
新
世



界
ザ
ル
で
こ
の
よ
う
に
異
な
っ
た
結
果
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
、
タ
マ
リ
ン
を
含
め
、
よ
り
多
様
な
種
を
用
い
て
こ
の
問
題
を
再
検
討
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
三
－
七
－
四
　
他
個
体
の
信
念
の
認
識

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
報
告
が
二
編
出
さ
れ
て
い
る
。
零
Φ
ヨ
碧
H
（
（
一
〇
。
。
。
。
）
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
実
験
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
ケ
ー
ジ
の
前
に
戸
棚
を
取
り
付
け
る
。
戸
棚
の
一
方
に
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
好
き
な
お
菓
子
が
入
っ
て

い
る
。
他
方
に
は
ヘ
ビ
の
お
も
ち
ゃ
な
ど
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
嫌
い
な
も
の
が
入
っ
て
い
る
。
お
菓
子
は
お
や
つ
の
時
間
に
ト
レ
ー
ナ
ー
と

一
緒
に
食
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ト
レ
ー
ナ
ー
は
ヘ
ビ
の
お
も
ち
ゃ
等
に
対
し
て
は
明
瞭
な
嫌
悪
の
表
情
を
示
し
た
。
戸
棚
に
は
カ
ギ
が

掛
け
ら
れ
て
い
て
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
。
が
ボ
タ
ン
を
押
さ
な
け
れ
ば
戸
が
開
か
な
い
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
ト
レ
ー
ナ
ー
が
入
っ
て
く
る
と
す
ぐ

に
ボ
タ
ン
を
押
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ト
レ
ー
ナ
ー
は
お
菓
子
を
取
り
出
し
て
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
分
け
与
え
た
。

　
あ
る
時
、
侵
入
者
が
や
っ
て
き
て
、
戸
棚
を
こ
じ
開
け
、
左
右
の
中
身
を
そ
っ
く
り
入
れ
替
え
て
し
ま
っ
た
。
侵
入
者
が
去
っ
た
あ
と
、

い
つ
も
の
よ
う
に
ト
レ
ー
ナ
ー
が
や
っ
て
き
た
。
ト
レ
ー
ナ
ー
は
中
身
が
入
れ
替
え
ら
れ
た
の
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
チ
ソ
バ
ソ
ジ
ー
は

ト
レ
ー
ナ
ー
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
も
な
く
、
い
つ
も
の
よ
う
に
ボ
タ
ン
を
押
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
チ
ソ
バ
ソ
ジ
ー
は
ト
レ
ー
ナ
ー
が
、

お
菓
子
の
在
り
か
に
関
す
る
誤
っ
た
信
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
O
p
・
嵩
卿
↓
○
筥
曽
ω
①
＝
○
（
お
0
9
は
、
類
似
の
非
言
語
的
な
課
題
で
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
及
び
ヒ
ト
幼
児
を
比
較
し
た
。
被

験
体
が
見
え
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、
二
つ
の
入
れ
物
の
一
方
に
隠
し
役
が
報
酬
を
隠
す
。
そ
れ
を
観
察
者
が
見
て
い
る
。
観
察
者
は
報
酬

が
入
っ
て
い
る
と
信
じ
る
方
に
目
印
を
置
く
。
被
胴
体
は
こ
の
目
印
に
従
っ
て
選
択
を
す
れ
ば
報
酬
が
手
に
入
れ
ら
れ
る
。
正
し
い
反
応
が

で
き
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
被
験
体
が
そ
の
冒
印
が
正
し
く
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
目
印
を
無
視
す
る
こ
と
を
確
認
し
た

の
ち
に
、
テ
ス
ト
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
テ
ス
ト
で
は
、
観
察
者
は
隠
す
シ
ー
ン
を
厨
撃
し
た
後
、
一
時
部
屋
を
離
れ
る
。
そ
の
ス
キ
に
、
被
十
体
の
目
の
前
で
、
隠
し
役
が
入
れ

動
物
の
心
を
探
る

七
九
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八
○

物
の
場
所
を
入
れ
替
え
た
。
観
察
者
が
戻
り
、
目
印
を
置
く
。
も
し
被
異
体
が
、
観
察
者
は
入
れ
物
が
入
れ
替
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い

の
で
、
正
し
い
報
酬
の
在
り
か
に
つ
い
て
誤
っ
た
信
念
を
持
っ
て
い
る
、
と
認
識
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
眠
印
を
無
視
し
て
逆
の
選
択
肢
を

選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
五
歳
児
は
確
か
に
そ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
。
し
か
し
類
人
猿
は
全
く
成
功
し
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
積
極
的
選
択
を
要
求
し
な
い
課
題
で
は
、
新
世
界
ザ
ル
の
ワ
タ
ボ
ウ
シ
タ
マ
リ
ン
が
、
他
者
の
誤
っ
た
信
念
を
認

識
で
き
る
と
い
う
報
告
が
出
さ
れ
て
い
る
（
炉
塞
ω
Φ
さ
｝
8
0
）
。
サ
ル
の
前
に
二
個
の
箱
が
置
か
れ
て
い
る
。
人
物
A
が
食
物
を
一
方
の
箱

に
入
れ
て
部
屋
を
出
て
い
く
。
そ
の
直
後
、
人
物
B
が
サ
ル
に
見
せ
な
が
ら
そ
の
食
物
の
場
所
を
左
右
入
れ
替
え
て
し
ま
う
。
人
物
A
が
戻

っ
て
き
て
食
物
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
条
件
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
食
物
の
あ
っ
た
箱
（
現
在
は
カ
ラ
）
に
手
を
入
れ
る
場

合
と
、
逆
の
箱
（
食
物
が
入
っ
て
い
る
）
に
手
を
入
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
サ
ル
は
人
物
A
が
逆
の
箱
に
手
を
入
れ
よ
う
と
す
る
と
驚
い
て

長
い
時
問
凝
視
し
た
。

　
こ
の
実
験
だ
け
か
ら
類
入
猿
以
外
の
霊
長
類
が
他
者
の
信
念
を
認
識
し
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
の
か
ど
う
か
は
慎
重
に
検
討
す
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
非
顕
示
的
泥
岩
を
調
べ
る
課
題
は
、
被
験
体
の
負
荷
が
少
な
く
、
課
題
自
体
と
し
て
は
容
易
な
も
の
で

あ
る
。
今
後
、
こ
う
い
つ
た
課
題
を
利
用
し
て
、
類
人
猿
は
も
と
よ
り
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
に
お
い
て
信
念
の
認
識
能
力
を
分
析
・
比
較

す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
ま
と
め
と
展
望

　
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
直
接
に
は
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
象
の
認
識
を
、
部
分
的
に
隠
蔽
さ
れ
た
事
物
と
他
者
の
心
的
状
態
と
い
う

二
つ
を
対
象
に
検
討
し
た
。

　
ヒ
ト
は
、
部
分
的
に
隠
蔽
さ
れ
た
事
象
を
提
示
さ
れ
る
と
、
隠
蔽
部
分
を
補
問
し
て
認
識
す
る
。
斜
め
棒
の
中
央
部
を
横
長
の
帯
で
隠
蔽

す
る
と
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
及
び
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は
、
ヒ
ト
と
同
様
に
、
隠
さ
れ
た
部
分
を
補
間
し
て
、
｝
本
の
つ
な
が
っ
た
棒
で
あ
る
と



認
識
し
た
（
物
体
の
一
体
性
の
知
覚
）
。
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
の
場
合
、
こ
の
認
識
は
単
な
る
上
下
部
分
の
連
結
の
認
識
で
は
な
く
、
隠
れ
た

部
分
は
直
線
的
に
補
間
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は
上
下
の
部
分
の
接
続
可
能
性
が
高
い
刺
激
と
そ
う
で
な
い
刺
激
を
提
示
す

る
と
、
接
続
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
｝
本
の
曲
が
っ
た
棒
、
低
い
場
合
に
は
二
本
の
棒
と
認
識
し
た
。
さ
ら
に
、
ジ
グ
ザ
グ
の
輪
郭
を
持

っ
た
棒
を
提
示
す
る
と
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は
隠
蔽
さ
れ
た
部
分
を
お
お
む
ね
規
則
的
な
ジ
グ
ザ
グ
形
状
に
斗
升
し
た
。
ま
た
ア
カ
ゲ
ザ
ル

で
は
、
ヒ
ト
と
岡
様
に
、
大
き
な
図
形
に
隣
接
す
る
小
さ
な
横
棒
の
長
さ
を
過
大
視
す
る
錯
視
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
傾
向

は
ヒ
ト
と
よ
く
類
似
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
共
通
の
補
間
機
能
が
霊
長
類
に
は
備
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

　
同
じ
手
法
を
用
い
て
ハ
ト
の
補
間
機
能
を
分
析
し
た
が
、
ハ
ト
で
は
物
体
の
一
体
性
を
知
覚
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ハ

ト
は
斜
め
棒
の
中
央
部
を
横
長
の
帯
で
隠
蔽
す
る
と
、
そ
れ
を
二
本
の
棒
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
隠
蔽
帯
の
形
状
を
変
化
さ
せ
て
も
同
じ
結

果
が
得
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
ハ
ト
で
は
隠
蔽
部
分
の
補
間
が
生
じ
な
い
。
ア
カ
ゲ
ザ
ル
で
見
ら
れ
た
、
大
き
な
図
形
に
隣
接
す
る
小
さ
な
横

棒
の
長
さ
の
錯
視
も
、
ハ
ト
で
は
生
じ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ト
は
図
形
の
重
な
り
す
ら
認
識
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
い
つ
た
環
境
の
認
識
の
様
式
は
、
そ
の
種
の
系
統
発
生
的
制
約
と
生
態
学
的
制
約
の
二
つ
の
要
因
で
決
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
ト
の
場
合
に
は
、
鳥
類
と
い
う
特
殊
な
分
類
群
に
属
す
る
こ
と
が
系
統
発
生
的
制
約
を
与
え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ニ
ワ
ト
リ

（
ヒ
ヨ
コ
）
が
補
間
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ハ
ト
の
生
活
様
式
に
補
問
を
し
な
い
原
因
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
飛
翔
に
伴
う
高
速
な
情
報
処
理
を
小
さ
な
脳
で
実
現
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
可
能
性
と
、
ほ
ぼ
純
粋
な
穀
物

食
で
あ
る
と
い
う
食
性
へ
の
適
応
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
の
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
多
様
な
系
統
の

多
様
な
種
の
補
間
機
能
を
分
析
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
他
者
の
心
的
状
態
の
読
み
と
り
が
い
か
に
進
化
し
た
か
を
論
じ
る
た
め
の
資
料
が
、
少
し
ず
つ
蓄
積
し
て
き
て
い
る
。
野
外
あ
る
い
は
準

野
外
に
お
い
て
、
多
く
の
霊
長
類
種
で
欺
き
行
動
と
思
わ
れ
る
事
例
が
観
察
さ
れ
て
お
り
、
高
度
な
社
会
的
駆
け
引
き
と
思
わ
れ
る
事
例
も

報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
記
述
で
あ
り
、
欺
き
行
動
の
性
質
上
、
事
例
数
も
少
な
く
、
や
や
信
頼
性
に
欠
け
る
。

動
物
の
心
を
探
る

八
一
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し
か
し
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
集
団
の
実
験
的
な
観
察
報
告
か
ら
も
、
隠
さ
れ
た
食
物
を
め
ぐ
る
高
度
な
駆
け
引
き
と
思
わ
れ
る
相
互
交
渉
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。
実
験
的
に
欺
き
行
動
を
訓
練
す
る
と
、
数
種
の
霊
長
類
は
こ
れ
を
学
習
す
る
。
ま
た
、
同
種
個
体
ど
う
し
が
食
物
を
め
ぐ

っ
て
競
合
す
る
場
面
を
実
験
的
に
設
定
す
る
と
、
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
で
は
や
は
り
欺
き
行
動
と
も
思
わ
れ
る
行
動
が
観
察
さ
れ
た
。

　
欺
き
行
動
は
他
個
体
が
何
を
知
っ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ぽ
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は
食
物
の
あ
り
か

を
知
っ
て
い
る
訓
練
者
の
指
示
に
従
う
と
い
う
行
動
を
学
習
で
き
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
も
同
様
の
報
告
が
あ
る
。
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
の
場

合
に
は
、
食
物
の
あ
り
か
を
見
る
こ
と
が
食
物
の
あ
り
か
を
知
る
こ
と
だ
と
い
う
関
係
を
理
解
で
き
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
、
少
な
く
と
も
フ
サ
オ
マ
キ
ザ
ル
は
他
個
体
を
欺
く
た
め
の
必
要
条
件
と
な
る
認
識
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
こ
れ
以
外
に
、
霊
長
類
は
お
そ
ら
く
他
個
体
の
情
動
状
態
を
認
識
で
き
、
他
個
体
の
意
図
や
願
望
を
あ
る
程
度
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
事
実
が
得
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
心
の
理
論
の
最
終
到
達
点
と
考
え
ら
れ
て
い
る
他
個
体
の
誤
っ
た
信
念
の
理
解
に
関
し

て
は
、
デ
ー
タ
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

　
今
後
の
課
題
と
し
て
、
霊
長
類
は
、
他
個
体
の
心
的
状
態
に
関
し
て
他
の
ど
の
よ
う
な
側
面
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
霊
長
類
は
ど
の
程
度
階
層
的
な
心
の
認
識
を
持
て
る
の
か
が
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「［

o（

`
が
X
X
で
あ
る
こ
と
）
を
B
は
知
っ
て
い
る
こ
と
｝
を
C
は
知
っ
て
い
る
こ
と
］
を
私
は
知
っ
て
い
る
…
…
」
な
ど
と
い
っ
た
内

容
を
、
何
次
の
階
層
ま
で
読
み
解
け
る
の
か
を
分
析
し
、
種
比
較
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
他
者
の

心
の
認
識
が
い
か
に
進
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
現
時
点
で
筆
者
は
、
自
己
の
内
約
状
態
の
認
識
i
メ
タ
認
識
i
の
発
生
が
そ
の
進
化
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
他
者

の
心
の
状
態
は
直
接
的
に
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
が
、
自
己
の
内
的
状
態
は
神
経
系
を
通
じ
て
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ど
の
よ
う

な
状
況
で
、
ど
の
よ
う
な
自
己
の
内
的
状
態
が
生
じ
る
の
か
を
経
験
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
内
部
的
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
他
鯛
体
の
状
況
を
感
知
し
て
、
そ
の
他
個
体
の
内
的
状
態
を
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



最
近
、
他
者
の
体
の
動
き
と
、
同
じ
自
己
の
体
の
動
き
に
応
答
す
る
神
経
細
胞
が
発
見
さ
れ
て
い
る
（
空
N
N
。
一
三
9
閃
巴
蒔
ρ
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9
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ω
ρ
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ω
①
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P
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も
参
照
）
。
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
細
胞
は
、
ま
さ
に
こ
の
内
部

的
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
し
て
い
る
神
経
細
胞
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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Exploring　minds　of　nonhuman　animals
I－Iow　they　recognize　invisible　objects　and　events

　　　　　　　　　　δツ

　　　　Kazuo　FUJITA

　I’rofessor　of　Psychology

Graduate　School　of　Letters

　　　　I〈yoto　University

　　In　cor叩arative　cognitlve　science　we　ask　what　the　minds　o飴onhuman　animals

are　lil〈e．　One　xvay　to　answer　this　qtiestion　is　to　investigate　how　animals　recognize

objects　and　events　tlaat　are　not　directly　experienced　by　sensory　systems．　This　is

because　characteristics　of　inte｝一nal　information　processing　are　expected　to　display

themselves　most　clearly　when　sensory　inputs　are　ambiguous．　1　discuss　two　aspects

of　such　cases　in　this　paper．　The　first　case　is　perceptual　completion　of　figures　partly

occluded　by　others．　The　second　case　is　recognition　of　mental　states　of　other

individLials．

　　PerceptLial　completion　is　a　process　to　fill　up　portions　of　figures　and　objects　that

are　occluded　by　others．　This　process　develops　early　in　infancy　in　humans．　For

example　4－month－old　infants　recognize　that　two　bars　moving　in　concert　behind　a

belt　that　occludes　tlie　gap　between　the　two　bars　as　one　unified　bar．　XVe　found　that

chimpanzees　and　capuchin　monkeys　perceived　the　same　unity　of　objects．　More

specifically，　these　aninials　matched　a　rod－like　figure　with　the　central　portion

occluded　by　a　belt　to　a　unified　rod　rather　than　a　pair　of　rods．　ln　particular，

capuchin　monkeys　were　found　to　compiete　the　occludecl　portions　according　to

perceptual　rules　similar　to　those　human　follow，　such　as　principles　of　good　continu－

ity　and　good　form　Thus　these　perceptual　rules　can　be　traced　back　to　the　common

ancestor　of　al曲rol）oid　primates．　On　the　other　hand，　pigeons　were／never　observed

to　complete．　’1’hey　did　not　even　recognize　that　one　figure　continued　behind　the

other．　1　propose　that　not．　completing　may　be　an　adaptive　strategy　for　pigeons，　as

they　forage　for　grains　that　are　abundant　and　detectible　without　completing　and　at

the　same　time　are　forced　to　process　information　quickly　while　in　flight．　An　impor－

tant　imp｝ication　of　the　fact　that　even　fundamental　perceptual　processes　are　so

variable　among　animals　having　well－developed　neural　circuits　is　that　human

information　processing　inay　be　neither　global　nor　the　most　sophisticated　way　to

recognize　the　external　environinent．

　　Recognizing　mental　states　of　others　provides　advantages　to　animals　in　handling

social　environments．　Social　agendas　have　been　regarded　as　a　selection　pressure　for

the　evolution　of　outstanding　inteliigence　in　humans．　Episodic　observations　from
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wild　and　semi－wild　nonhuman　primates　including　chimpanzees　and　baboons　have

provided　evidence　in　favor　of　this　view　that　several　primate　species　actually

deceive　other　members　of　the　social　group．　ln　experimental　situations，　capuchin

monl〈eys　and　squirrel　monkeys　as　weil　as　chimpanzees　leamed　to　deceive　a　human

trainer　who　ate　the　food　in　the　box　the　animals　pointed　at，　by　indicating　an　empty

box．　We　tested　if　our　squirrel　monkeys　intentionally　deceived　the　trainei’　or　not．

The　results　were　ambiguous．　Next　we　tested　if　capuchin　monl〈eys　would　learn　to

deceive　without　explicit　training．　Two　monkeys，　dominant　and　subordinate，

competed　for　food　placed　in　one　of　two　boxes．　Only　subordinate　monkeys　were

able　to　open　the　boxes．　Some　of　the　suboi’dinate　monkeys　spontaneously　started　to

open　the　empty　box　first　in　considerable　proportion　of　trials，　though　the　deceptive

intention　of　the　monkeys　was　not　clearly　demonstrated　in　subsequent　tests．　ln　the

final　experiment，　capuchin　monl〈eys　were　shown　to　understand　that　seeing　some－

thing　leads　to　knowing　about　it．　This　causal　recognition　is　essential　for　the　animals

to　deceive　opponents　by　concea王ing　or　manipulating　information．　Thus　at　least

some　of　monkey　species　seem　to　have　a　fundamental　cognitive　ability　to　read　and

manipulate　some　aspects　of　mental　states　of　others．

　　In　conclusion，　this　paper　provides　evidence　that　nonhuman　animals　have　com－

plex　and　varied　minds，　which　we　have　failed　to　recognize．　They　recognize　a

variety　of　invisible　objects　and　events，　either　perceptually　or　cognitively．　Humans

are　not　the　only　species　to　have　a　mind．　Human　mind　is　rather　to　be　simply

regarded　as　one　of　the　range　of　minds　in　the　animal　kingdom．

　　　　　　　　　　　　L’eau　et　le　vin

〈la　philosophie＞＞　des　tk6010giens　scolastiques

　　　　　　　　　　　　　　　　Shinsuke　KAWAZOE

Associate　Professor　of　Kistory　of　Western　Medieval　Philosophy

　　　　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　En　observant　les　textes　qui　ont　ete　ecrits　par　Bonaventure　et　Thomas　d’Aquin，

on　remarquera　que　la　th6010gie　et　la　philosophie　sont　respectivement　comparees　au

vin　et　2　1’eau，　alors　que　nous　nous　apergevons　clairement　que　les　deux　grands

th6010giens　scolastiques　estiment　d’une　maniere　tres　differente　les　rapports　entre

ces　disciplines．　Notre　trait6　veux　essayer　a　mettre　en　relief　les　relations　variees
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