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身
体
制
御
と
錯
視

　
　
　
一
手
は
騙
さ
れ
な
い
か
一

藍
　
　
田

宏

一
　
は
じ
め
に

　
心
理
学
に
お
い
て
錐
視
は
古
く
か
ら
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
錯
視
は
視
覚
の
錯
誤
で
あ
り
、
感
覚
と
知
覚
に
お
け
る
意
識
的
、
無

意
識
的
な
働
き
を
端
的
に
示
す
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
錯
視
は
現
象
そ
の
も
の
が
興
味
深
く
一
般
的
に
親
し
ま
れ
る
と
と
も
に
、
安

定
し
た
世
界
観
に
不
安
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
る
た
め
か
、
ζ
●
○
国
ω
o
び
興
の
諸
作
品
や
そ
の
後
の
オ
ブ
・
ア
ー
ト
な
ど
多
く
の
視
覚

芸
術
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
錯
視
は
現
代
の
神
経
科
学
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
心
理
学
及
び
神
経
科
学
に
お
け
る
錯
視
と
行
動
に
関
す
る
近
年
の
研
究
動
向
を
概
観
し
、
著
者
ら
の
研
究
の
紹
介
の
後
に
今
後
の
展
望

を
も
っ
て
結
び
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
心
理
学
と
錯
視

　
霊
長
類
は
特
に
視
覚
に
頼
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
多
い
。
マ
カ
ク
ザ
ル
で
は
、
大
脳
皮
質
の
実
に
半
分
近
く
が
何
ら
か
の
形
で
視
覚
情
報

処
理
に
関
わ
っ
て
い
る
（
〈
窪
潮
ω
①
調
〉
巳
興
ω
9
μ
”
欝
閃
巴
9
壼
鵠
お
爲
）
。
人
間
の
場
合
、
音
声
言
語
の
発
達
も
あ
っ
て
比
率
的
に
は
そ
れ

ほ
ど
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
肥
大
化
し
た
大
脳
の
お
か
げ
で
面
積
と
し
て
は
マ
ヵ
ク
ザ
ル
を
超
え
る
ほ
ど
の
視
覚
皮
質
が
存
在
す
る
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図1　（a）エビングハウス・ティテナーの同心円錯視，（b）立体的な大きさ対比錯視
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。
実
際
、
「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
に
目
で

見
る
ほ
ど
確
か
な
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
。
見
る
と
い
う
行
為
は
あ
ま
り
に
自
然
で
労
力

を
要
し
な
い
た
め
、
冒
を
開
け
れ
ば
も
の
が
見
え
る
の
は
当
た
り
前
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
、
そ

の
複
雑
さ
、
困
難
さ
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

　
哲
学
者
は
こ
の
当
た
り
前
に
見
え
る
視
覚
（
を
含
む
感
覚
）
に
疑
い
を
向
け
、
そ
れ
が
い
か
に

可
能
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
不
可
能
で
あ
る
か
が
古
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
あ
ら
た
め

て
説
く
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
著
者
に
は
哲
学
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
深
遠
な
考

察
や
知
識
に
つ
い
て
論
じ
る
だ
け
の
才
が
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
神
経
科
学
者
に
と
っ
て
知
覚

は
す
べ
て
主
観
的
な
経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

視
知
覚
は
神
経
系
に
よ
っ
て
解
釈
、
構
築
さ
れ
た
内
的
表
象
で
あ
り
、
決
し
て
外
界
の
客
観
的
な

コ
ピ
…
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
解
釈
は
意
識
的
な
行
為
を
さ
す
と
は
限
ら
ず
、
む

し
ろ
受
動
的
・
能
動
的
両
面
を
含
む
情
報
処
理
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
視
覚
の
主
観
性
を
象
徴
す
る
現
象
の
ひ
と
つ
が
錯
視
（
≦
ω
奏
＝
一
ξ
繊
。
已
で
あ
る
。
錯
視
と

は
何
か
、
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
意
外
に
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
、
お
お
ま
か
に
何
ら
か
の

意
味
で
物
理
的
世
界
と
整
合
し
な
い
知
覚
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
考
え
て
お
け
ぽ
十
分
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
図
1
④
の
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ナ
ー
の
同
心
円
錯
視
図
形
（
国
げ
げ
8
α
q
ぽ
磐
雪

§
8
ぴ
窪
①
ユ
H
｝
泰
δ
コ
）
で
は
、
大
き
な
円
に
囲
ま
れ
た
円
が
小
さ
な
円
に
囲
ま
れ
た
円
よ
り
小
さ

く
見
え
る
。
　
図
1
㈲
で
は
、
同
じ
大
き
さ
・
形
の
円
筒
形
の
う
ち
右
の
ほ
う
が
大
き
く
見
え
る
。

こ
れ
は
有
名
な
ポ
ソ
ゾ
錯
視
の
応
用
と
も
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
の
円
や
円
筒
は
「
物
理
的
」
に
は
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二

岡
じ
大
き
さ
な
の
で
、
こ
の
見
え
方
の
違
い
が
錯
視
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
見
か
け
の
大
き
さ
の
違
い
は
物
理
的
特
性
で
は
な
く
、
心
理
的

な
、
あ
る
い
は
神
経
情
報
処
理
の
結
果
と
し
て
の
内
的
表
象
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
錯
視
は
通
常
意
識
し
な

い
私
た
ち
の
心
的
な
、
あ
る
い
は
神
経
的
な
、
表
現
や
そ
の
構
築
過
程
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
多
く
の
錯
視
図
形
は
人
工
的
・
幾
何
学
的
な
も
の
で
あ
り
、
生
活
の
中
で
そ
う
い
う
錯
視
を
意
識
的
に
経
験
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
の
た
め
、
錯
視
の
研
究
は
生
態
学
的
に
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
批
判
を
受
け
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
錯
視
を
手
が
か
り
と
し
て
視
覚
系

を
理
解
す
る
と
い
う
点
で
は
こ
の
よ
う
な
批
判
は
あ
た
ら
な
い
。
機
械
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
チ
ェ
ッ
ク
に
は
限
界
状
況
で
の
テ
ス
ト
が
欠
か

せ
な
い
。
た
と
え
ぽ
、
通
常
は
問
題
な
く
動
作
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
特
殊
な
入
力
に
よ
っ
て
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
し
、
侵
入
の
手
が
か
り
を
与

え
て
し
ま
う
こ
と
が
昨
今
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
錯
視
は
視
覚
シ
ス
テ
ム
の
設
計
限
界
を
超
え
た
状
況
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
頑
健
に
見
え
る
シ
ス
テ
ム
の
弱
点
を
知
る
に
は
人
工
的
で
不
自
然
な
刺
激
こ
そ
が
必
要
な
の
は
ハ
機
械
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
場
合
と
周
様
で
あ
る
。
ま
た
、
進
化
を
経
て
形
成
さ
れ
た
生
物
シ
ス
テ
ム
が
機
械
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
よ
う
な
突
然
の
破
綻
を
き
た
す
こ

と
は
め
つ
た
に
な
く
、
不
自
然
な
入
力
に
も
緩
や
か
に
応
答
が
変
化
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
う
い
う
緩
や
か
な
応
答
の
乱
れ
は
突
然
の

破
綻
よ
り
内
部
の
推
定
に
役
立
つ
と
は
い
え
、
か
な
り
大
き
な
錯
誤
が
生
じ
る
状
況
で
な
い
と
様
子
が
わ
か
り
に
く
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
錯
視
は
人
工
的
で
錯
誤
が
大
き
い
も
の
ほ
ど
利
用
価
値
が
高
い
と
い
え
、
錯
視
を
最
大
化
す
る
要
困
を
探
り
出
す
現
象
論
的
研
究

に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
図
1
㈲
の
同
心
円
錯
視
は
、
通
常
、
対
比
と
い
う
概
念
で
説
明
さ
れ
る
。
も
の
の
見
え
方
は
常
に
相
対
的
で
あ
る
。
網
膜
像
は
二
次
元

的
で
あ
り
、
像
の
大
き
さ
は
直
接
対
象
の
大
き
さ
を
示
さ
な
い
。
図
1
㈲
で
は
、
円
筒
形
は
三
次
元
的
な
文
脈
の
中
に
お
か
れ
る
た
め
、

遠
く
の
対
象
が
近
く
の
対
象
と
同
じ
網
膜
上
の
大
き
さ
で
あ
れ
ぽ
、
も
と
の
大
き
さ
は
異
な
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

た
と
え
ぽ
教
壇
に
立
つ
と
前
列
の
学
生
は
最
後
列
の
学
生
よ
り
何
倍
も
大
き
く
網
膜
上
に
投
影
さ
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
前
列
の
学

生
が
何
倍
も
大
き
い
と
思
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
意
識
的
に
知
識
を
利
用
し
て
鞠
断
し
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
視
覚
系
は



網
膜
像
の
大
き
さ
が
絶
対
的
な
指
標
に
な
ら
な
い
こ
と
を
「
知
っ
て
」
お
り
、
常
に
対
象
を
三
次
元
的
な
文
脈
の
中
で
相
対
化
し
よ
う
と
す

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
真
の
奥
行
き
を
持
た
な
い
絵
画
や
写
真
の
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
両
眼
視
差
や
水
晶
体
の
調
節
な
ど
か
ら
奥
行
き

が
わ
か
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
視
覚
系
は
必
ず
し
も
そ
う
い
う
情
報
を
重
視
す
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
図
1
㈲
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
絵

画
的
奥
行
き
情
報
に
敏
感
な
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
図
1
㈲
は
明
示
的
な
奥
行
き
の
情
報
を
持
た
ず
立
体
的
に
も
見
え
な
い
が
、
奥
行
き

情
報
処
理
の
一
環
で
も
あ
る
大
き
さ
の
相
対
化
処
理
が
暗
黙
に
な
さ
れ
る
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
対
比
を
説
明
す
る
神
経
的
な
情
報
処
理
と
し
て
は
、
側
抑
制
や
ゲ
イ
ン
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
も
に
表
現
を
相

対
化
す
る
計
算
原
理
と
し
て
有
効
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
控
え
た
い
。
な
お
、
知
覚
は
総
合
的
な
情
報
処
理
の
結

果
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
錯
視
の
す
べ
て
を
説
明
で
き
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ぽ
同
心
円
錯
視

そ
の
も
の
の
説
明
に
は
ま
だ
ま
だ
不
完
全
な
点
が
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
逆
に
錯
視
現
象
が
側
抑
制
な
ど
の
神
経
情
報
処
理
の
理

解
に
寄
与
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
錯
視
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
簡
単
に
論
じ
て
き
た
が
、
前
提
と
な
っ
て
い
た
の
は
意
識
的
な
視
知
覚
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

錯
視
で
あ
る
か
ど
う
か
は
文
字
通
り
ど
う
見
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
も
と
に
決
ま
る
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
来
視
覚
の
役
割
は
意

識
的
な
知
覚
だ
け
で
は
な
い
。
動
物
に
意
識
が
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
正
し
く
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
昆
虫
や
魚

に
人
聞
の
よ
う
な
高
度
な
意
識
が
存
在
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
ロ
ボ
ッ
ト
で
も

い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
明
ら
か
に
視
覚
機
能
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
視
覚
情
報
は
詳
細
な
視
覚
表
象
を
形
成
す
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
直
接
的
に
行
動
あ
る
い
は
身
体
制
御
に
寄
与
し
て
い
る
。
進
化
的
に
考
え
る
と
そ
の
よ
う
な
行
動
の
制
御
こ
そ
が
本
来

の
視
覚
の
役
割
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
場
合
で
も
例
外
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
見
て
判
断
し
て
か
ら
意
識
的
に
体
を
動
か
し
て
い
る
と
は

限
ら
ず
、
多
く
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
視
覚
情
報
に
対
し
て
反
応
す
る
。
障
害
物
を
避
け
て
歩
く
と
き
、
飛
ん
で
き
た
ボ
ー
ル
を
受

け
、
打
ち
、
避
け
る
と
き
、
手
や
足
は
ほ
と
ん
ど
意
識
す
る
こ
と
な
く
動
く
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
ボ
ー
ル
を
受
け
る
こ
と
は
意
識
す

身
体
制
御
と
錯
視
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る
に
し
て
も
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ど
の
よ
う
に
手
を
伸
ば
す
か
な
ど
詳
細
に
考
え
る
必
要
は
あ
ま
り
な
い
。
も
ち
ろ
ん
失
敗
す
る
こ
と
も

あ
る
が
、
あ
る
程
度
訓
練
が
進
ん
だ
行
動
は
意
識
的
な
綱
言
な
し
に
自
動
的
に
行
え
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
自
動
的
な
視
覚
運
動
協
応
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
、
錯
視
と
い
う
ツ
ー
ル
を
用
い
て
検
討
す
る
心
理
学

的
研
究
に
つ
い
て
概
説
す
る
。
次
節
で
は
主
に
神
経
心
理
学
の
知
見
を
も
と
に
脳
内
の
視
覚
情
報
処
理
の
経
路
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
後
、

そ
う
い
う
文
脈
の
中
で
錯
視
が
ど
の
よ
う
に
乞
い
ら
れ
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

三
　
二
つ
の
視
覚
経
路

　
眼
か
ら
入
っ
た
視
覚
情
報
は
外
側
膝
状
体
（
い
O
Z
）
を
経
て
後
頭
葉
の
視
覚
野
か
ら
大
脳
に
入
る
。
サ
ル
を
用
い
た
解
剖
学
・
神
経
生

理
学
的
研
究
か
ら
、
そ
の
後
、
視
覚
情
報
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
経
路
を
た
ど
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
（
図
2
）
。
一
つ
は
側
頭
葉
へ

向
か
う
腹
側
経
路
、
も
う
一
つ
は
頭
頂
葉
へ
向
か
う
背
側
経
路
で
あ
る
。
側
頭
葉
、
特
に
下
側
頭
皮
質
（
H
↓
）
に
は
複
雑
な
形
や
顔
な
ど

に
応
答
す
る
細
胞
が
多
く
存
在
し
、
視
対
象
の
干
網
な
分
析
が
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
腹
側
経
路
は
．
．
乱
6
鷹
経
路
と
呼

ば
れ
る
一
方
、
背
側
経
路
で
は
物
や
自
身
の
動
き
と
空
間
的
配
置
な
ど
、
よ
り
お
お
ま
か
な
構
造
が
処
理
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
．
．
乱
髪
毒
”
”

経
路
と
呼
ば
れ
る
（
⊂
質
ぴ
q
⑦
ユ
①
藁
Φ
増
侮
鼠
圃
ω
三
（
賞
一
㊤
G
O
亦
σ
）
。

　
こ
の
≦
｝
μ
簿
＼
気
落
器
と
い
う
分
類
は
ど
ち
ら
も
知
覚
的
な
処
理
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
ζ
嗣
ぎ
興
と
○
O
o
審
δ
（
日
8
α
）
は
さ
ら
に
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
説
を
提
唱
し
た
。
腹
側
経
路
が
詳
細
な
視
知
覚
の
た
め
に
働
く
と
い
う
点
で
は
同
様
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
、
意
識
的
な
視
知
覚

に
は
腹
側
経
路
の
働
き
が
温
潤
欠
で
あ
り
、
背
側
経
路
は
む
し
ろ
意
識
的
知
覚
を
介
さ
な
い
直
接
的
な
行
動
綱
御
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と

考
え
た
。
つ
ま
り
、
腹
側
経
路
は
意
識
的
知
覚
の
た
め
の
視
覚
経
路
（
＜
凶
ω
圃
9
二
9
団
注
冷
①
℃
甑
。
ε
、
背
側
経
路
は
行
動
の
た
め
の
視
覚
経
路

（
＜
凶
ω
一
〇
罷
　
｛
O
一
，
　
P
6
挫
凶
O
轟
）
と
さ
れ
た
。
確
か
に
、
頭
頂
か
ら
前
頭
へ
さ
ら
に
進
む
と
感
覚
野
を
は
さ
ん
で
運
動
野
が
存
在
す
る
。
あ
る
程
度

潰
れ
た
視
覚
運
動
協
応
行
動
を
あ
ま
り
意
識
し
な
く
て
も
行
え
る
の
は
背
側
経
路
が
何
ら
か
の
形
で
自
動
的
に
働
く
た
め
で
あ
る
と
し
て
も



背側経路；動き，空悶，視覚運動協応

　　　　　　　　　照

瀕欝　　運動野　P照
　　　　　　　　　　　　　即

　　　　　　　　　　　　　視覚野

　　　　　　　　　　／　纈饗
　　　　　　　　IT

　　　　　　　　　沸湯
　　　腹側経路：形態，視覚認識

　　　　図2　二つの視覚経路
（頭頂へ向かう背側経路は主に直接的な行動の｛樋

御を，側頭へ向かう腹側経路は主に意識的な視知

覚を担当すると考えられてきた）

が
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
と
説
明
で
き
る
。

経
路
の
一
部
の
損
傷
が
比
較
的
軽
微
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
、

が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例
は
複
数
報
告
さ
れ
て
お
り
、

　
竃
一
『
興
ら
に
よ
る
失
認
患
者
の
症
例
は
さ
ら
に
示
唆
的
で
あ
る
。
患
者
U
「
男
の
場
合
、

形
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
障
害
が
あ
っ
た
（
形
態
失
認
く
置
g
巴
8
「
ヨ
凶
ひ
q
蓉
ω
芭
。

ス
リ
ッ
ト
の
方
向
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
に
カ
ー
ド
を
手
渡
し
て
ス
リ
ッ
ト
に
差
し
入
れ
る
よ
う
に
指
示
し
た
と
こ
ろ
、

ト
の
方
向
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
た
（
窯
一
一
郎
①
憎
　
⑩
け
　
m
匹
　
　
刷
り
リ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
U
）
。

く
こ
と
が
で
き
た
（
O
o
o
匹
9
。
5
ζ
ぎ
Φ
同
し
巴
（
o
げ
ω
○
算
卿
○
費
Φ
ざ
6
曾
）
。

身
体
制
御
と
錯
視

　
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
意
識
的
知
覚
と
行
動
の
乖
離
を
端
的
に
示
す
の
が
数
々

　
の
脳
損
傷
患
者
の
症
例
で
あ
る
。

　
　
盲
視
（
σ
ぎ
住
ω
碍
簿
）
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
、
脳
損
傷
の
た
め
視
野
に
欠
損
が
あ
る

　
患
者
に
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
（
芝
①
凶
ω
渥
圏
鋤
昌
叶
N
　
一
〇
Q
O
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
）
。
当
然
な
が
ら
視
野
欠
損
位
置
に

　
光
点
を
提
示
し
て
も
患
者
に
は
見
え
ず
、
場
所
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
盲
視
現
象

　
を
示
し
た
患
者
は
欠
損
視
野
に
示
さ
れ
た
光
点
の
位
置
を
か
な
り
正
確
に
指
差
す
こ
と

　
が
で
き
た
。
し
か
も
、
本
人
は
全
く
見
え
な
い
と
い
い
、
当
た
っ
て
い
る
こ
と
が
信
じ

　
ら
れ
な
い
様
子
だ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
意
識
的
に
は
見
え
な
い
の
に
、
身
体
制
御

　
機
構
に
と
っ
て
は
見
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
現
象
は
一
見
不
可
解
で
あ
る
が
、

視
覚
情
報
処
理
に
は
複
数
の
経
路
が
存
在
し
、
そ
の
全
て
が
意
識
的
な
視
知
覚
に
つ
な

こ
の
場
合
損
傷
の
詳
細
な
部
位
は
明
確
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
眼
か
ら
頭
頂
へ
向
か
う

　
　
　
　
　
　
　
　
非
欠
損
視
野
へ
の
光
の
漏
れ
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
ア
ー
チ
フ
ァ
ク
ト

　
　
　
　
　
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
視
野
が
全
く
欠
損
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
女
は
た
と
え
ば
正
方
形
と
三
角
形
の
区
別
が
で
き
ず
、

　
　
細
長
い
ス
リ
ッ
ト
を
見
せ
て
そ
の
方
向
を
尋
ね
て
も
答
は
一
貫
せ
ず
ラ
ン
ダ
ム
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
り
正
確
に
カ
ー
ド
を
ス
リ
ッ

　
　
　
　
　
ま
た
、
福
の
違
う
四
角
い
ブ
ロ
ッ
ク
を
掴
む
た
め
に
手
を
適
切
な
形
に
開

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
患
者
の
場
合
、
視
覚
野
か
ら
腹
側
経
路
へ
の
信
号
伝
達
経
路

八
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に
損
傷
が
あ
り
、
形
態
知
覚
が
困
難
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
単
に
形
態
情
報
が
全
く
処
理
で
き
な
い
だ
け
な
ら
ぽ
、
カ
ー
ド
の
差
し
入

れ
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
背
側
経
路
は
比
較
的
損
傷
が
少
な
い
た
め
、
身
体
駕
御
に
は
あ
ま
り
差
し
支
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
例
は
、
や
は
り
意
識
的
視
知
覚
と
視
覚
的
身
体
制
御
の
乖
離
を
示
す
証
拠
と
い
え
る
。

　
逆
に
、
視
覚
失
認
（
o
冨
。
効
9
×
㌶
）
、
あ
る
い
は
最
初
の
報
告
者
か
ら
バ
リ
ン
ト
症
候
群
（
ゆ
笛
三
ω
旨
旨
。
ヨ
Φ
）
と
呼
ば
れ
る
患
者
は
、

頭
頂
葉
付
近
の
損
傷
に
よ
り
、
把
持
・
到
達
運
動
が
著
し
く
困
難
に
な
る
一
方
、
視
覚
認
識
そ
の
も
の
に
は
重
大
な
障
害
を
き
た
さ
な
い
。

こ
の
症
状
は
、
背
側
経
路
の
損
傷
に
よ
っ
て
視
覚
運
動
些
々
が
正
常
に
働
か
な
い
た
め
に
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（
9
。
く
Φ
お
　
・
。
O
O
即

菊
。
ω
ω
Φ
葺
』
8
ω
）
。
形
態
失
認
と
あ
わ
せ
る
と
、
二
つ
の
視
覚
経
路
の
機
能
的
分
化
を
示
す
二
重
乖
離
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
人
間
の
場
合
、
こ
う
い
つ
た
症
例
は
あ
く
ま
で
も
不
幸
な
偶
然
で
あ
り
、
研
究
と
し
て
統
制
す
る
こ
と
は
不
実
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ

ル
を
用
い
た
研
究
で
は
、
意
図
的
に
脳
内
の
特
定
部
位
を
働
か
な
く
す
る
、
い
わ
ゆ
る
破
壊
実
験
（
H
Φ
ω
§
り
）
に
よ
る
検
証
が
行
わ
れ
て
き

た
。
側
頭
葉
あ
る
い
は
そ
ち
ら
へ
向
か
う
経
路
の
損
傷
は
形
の
弁
別
を
困
難
に
す
る
一
方
、
到
達
運
動
な
ど
に
は
大
き
く
影
響
し
な
い
。
逆

に
、
頭
頂
部
位
の
損
傷
は
視
覚
認
識
に
は
影
響
し
な
い
が
視
覚
運
動
協
応
を
困
難
に
す
る
。
こ
こ
で
は
サ
ル
の
実
験
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら

な
い
が
、
ζ
ぎ
費
と
○
○
○
血
巴
①
（
一
8
α
）
の
著
書
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
サ
ル
な
ど
動
物
を
用
い
る
場
合
、
（
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
）

比
較
的
統
制
さ
れ
た
脳
損
傷
を
作
り
出
し
う
る
。
し
か
し
、
問
題
は
意
識
的
知
覚
を
直
接
問
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
健
常
者
に
お

け
る
心
理
学
的
実
験
に
意
義
が
あ
り
、
そ
こ
で
錯
視
は
損
傷
に
代
わ
る
道
翼
と
し
て
用
い
ら
れ
う
る
。
そ
し
て
、
錯
視
は
意
識
的
知
覚
を
伴

わ
な
い
視
覚
運
動
協
応
の
研
究
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

四
　
幾
何
学
錯
視
と
把
持
運
動
－
手
は
騙
さ
れ
な
い
か

　
こ
れ
ま
で
、
脳
内
に
お
け
る
二
つ
の
視
覚
経
路
の
存
在
と
機
能
分
化
に
つ
い
て
神
経
心
理
学
や
神
経
生
理
学
に
よ
る
知
見
が
集
積
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
は
私
た
ち
入
間
の
、
特
に
健
常
者
の
知
覚
や
視
覚
に
基
づ
く
行
動
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し



て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
健
常
者
に
対
す
る
よ
り
統
制
さ
れ
た
心
理
物
理
学
あ
る
い
は
脳
機
能
測
定
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
詳

細
な
議
論
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
へ
の
答
え
と
な
り
う
る
の
が
、
錯
視
を
用
い
た
研
究
で
あ
る
。
最
初

に
述
べ
た
よ
う
に
、
錯
視
は
私
た
ち
の
視
覚
機
能
を
解
明
す
る
重
要
な
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
。
し
か
も
、
錯
視
は
単
に
シ
ス
テ
ム
の
破
綻
を

示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
な
情
報
処
理
に
重
点
を
お
い
て
い
る
か
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
意
識
的
視
知
覚

と
行
動
制
御
で
望
ま
し
い
情
報
処
理
様
式
が
必
ず
し
も
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
同
じ
図
形
に
お
け
る
知
覚
的
な
錯
視
と
行
動

へ
の
影
響
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
心
理
学
的
実
験
に
よ
っ
て
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
議
論
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
図
1
㈲
の
同
心
円
錯
視
図
形
に
対
し
て
中
央
の
円
を
掴
む
動
作
に
お
い
て
、
見
か
け
の
大
き
さ
に

関
わ
ら
ず
手
の
動
作
に
違
い
が
な
か
っ
た
と
い
う
報
告
で
あ
る
（
諺
o
q
ぎ
9
0
Φ
○
り
。
養
鋤
〕
卿
O
o
o
量
一
p
ら
O
㎝
）
。
私
た
ち
は
も
の
を
掴
む
と
き

に
指
先
を
開
い
て
閉
じ
る
と
い
う
動
作
を
行
う
が
、
そ
の
と
き
に
指
を
開
く
度
合
い
は
掴
む
対
象
に
よ
っ
て
違
う
。
し
か
も
、
ロ
ボ
ッ
ト
ア

ー
ム
の
よ
う
に
対
象
の
寸
前
ま
で
移
動
し
て
か
ら
指
を
開
い
て
は
さ
む
と
い
う
よ
う
な
ぎ
こ
ち
な
い
動
作
で
は
な
く
、
到
達
運
動
と
把
持
運

動
が
一
体
と
な
っ
た
ス
ム
ー
ス
な
動
き
を
す
る
。
そ
の
た
め
、
対
象
に
到
達
す
る
こ
ろ
に
は
す
で
に
指
先
は
適
切
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
を
プ
リ
シ
ェ
イ
ビ
ン
グ
（
只
？
ω
冨
且
嶺
）
と
呼
び
、
そ
の
形
を
測
定
す
る
こ
と
で
「
手
が
判
断
し
た
」
対
象
の
大
き
さ
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
同
心
円
図
形
の
中
央
の
円
の
大
き
さ
を
知
覚
的
に
判
断
す
る
実
験
で
は
二
つ
の
円
が
異
な
る
大
き
さ
に
知
覚
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
円
（
立
体
的
で
掴
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
）
へ
の
把
持
動
作
の
際
、
指
の
プ
リ
シ
ェ
イ
ビ
ン
グ
に
は

差
が
な
か
っ
た
。
》
ひ
q
ぎ
口
ら
が
言
う
よ
う
に
、
眼
は
騙
さ
れ
る
が
手
は
騙
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
手
に
別
の
眼
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
錯
誤
の
生
じ
方
の
違
い
は
二
つ
の
視
覚
経
路
の
応
答
様
式
の
違
い
に
よ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
同
心
円
錯
視
の
場
合
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
知
覚
の
相
対
性
を
重
視
す
る
た
め
に
、
二
次
元
的
な
大
き
さ
情
報
は
あ
る
程
度
犠
牲
に

す
る
、
あ
る
い
は
積
極
的
に
抑
制
す
る
と
い
え
る
よ
う
な
情
報
処
理
が
対
比
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
三
次
元
的
な
奥
行
き
を
も
つ
世
界
を
整
合
の
取
れ
た
知
覚
と
し
て
表
現
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
体
と
世
界
の

身
体
制
御
と
錯
視

八
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関
係
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
少
し
動
く
た
び
に
世
界
が
激
変
し
て
は
困
る
の
で
、
あ
る
程
度
自
分
の
身
体
と
は
独
立
し
た
外
部
の

（
巴
一
。
8
箕
膏
）
座
標
系
で
の
表
現
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
対
象
に
手
を
伸
ば
し
て
掴
む
た
め
に
必
要
な
の
は
、
絶
対
的
な
距
離
と
大

き
さ
な
ど
、
動
作
者
の
身
体
に
対
す
る
自
己
中
心
的
な
（
①
α
q
O
o
⑦
簿
二
〇
）
情
報
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
周
囲
の
円
と
の
対
比
は
む
し
ろ
好

ま
し
く
な
い
。
諺
α
q
ぎ
賦
ら
（
冨
り
α
）
の
結
果
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
仮
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
》
讐
。
ぼ
ら
（
点
り
霧
）
の
報
告
以
降
、
数
多
く
の
研
究
者
が
行
動
と
錯
視
の
関
係
に
つ
い
て
実
験
を
行
い
、
議
論
を
進
め
て
き
た
。
中
に

は
諺
ぴ
q
ぎ
蔦
ら
の
実
験
結
果
は
ア
ー
チ
フ
ァ
ク
ト
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
つ
づ
け
る
研
究
者
も
お
り
（
写
鋤
轟
』
O
O
H
）
、
特
に
同
心
円
錯
視

に
つ
い
て
は
確
実
な
結
論
に
至
っ
た
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
。
特
に
重
大
な
問
題
と
思
わ
れ
る
の
は
、
知
覚
的
判
断
は
一
度
に
二
つ
の
円

を
比
べ
る
た
め
結
果
的
に
周
囲
の
円
と
の
対
比
を
促
進
す
る
面
が
あ
る
　
方
、
把
持
運
動
は
一
つ
の
円
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
周
囲
の
円

を
無
視
す
る
こ
と
を
促
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
知
覚
的
判
断
で
も
一
度
に
注
目
す
る
対
象
が
一
つ
に
な
る
よ
う
に
課
題
を
工
夫
す
る
と
把
持

運
動
課
題
と
差
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
（
写
窪
N
る
O
O
日
）
。
し
か
し
、
逆
に
、
課
題
を
工
夫
す
る
と
把
持
運
動
課
題
で
も
大
き
な
錯
誤
が
生

じ
る
と
い
う
結
果
は
報
告
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
批
判
も
一
面
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
著
者
と
し
て
は
、
本
質
は
反
応
形

式
で
は
な
く
用
い
る
参
照
枠
の
違
い
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
し
d
尻
§
o
（
・
。
O
O
一
）
の
議
論
に
説
得
力
が
あ
る
と
感
じ
る
。
し
か
し
、
参

照
枠
の
違
い
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
知
覚
と
行
動
と
い
う
枠
組
み
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
ζ
圃
庁
興
と

O
o
o
旗
亭
。
一
①
（
一
8
㎝
）
が
自
身
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
参
照
枠
の
違
い
は
知
覚
と
行
動
の
本
質
的
な
違
い
の
一
番
目
あ
る
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
。

　
　
部
の
強
い
批
判
に
も
関
わ
ら
ず
、
錯
視
に
お
け
る
知
覚
と
行
動
の
乖
離
を
示
す
結
果
は
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
U
旨
①

と
窺
圃
ぎ
興
（
じ
。
0
8
）
は
あ
る
意
味
で
の
二
重
乖
離
状
況
を
示
し
た
点
で
興
味
深
い
。
彼
ら
は
図
3
に
示
す
よ
う
な
方
位
に
関
す
る
巳
時
対

比
錯
視
を
利
用
し
た
。
大
き
さ
対
比
と
立
様
、
線
分
の
角
度
の
知
覚
は
周
囲
に
影
響
さ
れ
る
。
図
3
㈲
の
よ
う
に
、
中
央
の
縞
は
周
囲
と

反
対
に
傾
い
て
見
え
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
図
3
㈲
の
よ
う
に
、
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
枠
も
傾
き
の
知
覚
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
な



図
形
に
対
し
て
患
者
U
●
国
に
行
っ
た
よ
う
な
カ
ー
ド
の
差
し
入
れ
課
題
を
健
常
被
験
者
に
課
す
実
験
か
ら
、
U
且
Φ
と
ζ
一
『
興
は
図
3
②

の
よ
う
な
近
傍
ど
う
し
の
角
度
対
比
は
知
覚
の
み
な
ら
ず
行
動
に
も
影
響
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、
手
は
騙
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
結
果
は
、
図
2
の
視
覚
経
路
を
考
え
る
と
説
明
で
き
る
。
同
一
箇
所
あ
る
い
は
近
傍
間
で
の
角
度
対
比
は
、
視
覚
野
の
か
な
り
早
い
段

階
で
生
じ
、
そ
こ
で
は
ま
だ
背
側
、
腹
側
の
経
路
が
未
分
化
で
あ
る
た
め
に
両
方
に
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
図
3
㈲

の
よ
う
な
離
れ
た
枠
の
効
果
は
も
っ
と
後
の
段
階
の
情
報
処
理
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
、
実
験
結
果
か
ら
も
知
覚
的
な
錯
視
に
も
関
わ
ら

ず
手
の
錯
誤
は
小
さ
い
と
い
う
》
α
q
ぎ
口
ら
の
同
心
円
錯
視
の
場
合
に
近
い
結
果
が
得
ら
れ
た
。
彼
ら
は
さ
ら
に
、
二
つ
の
効
果
を
組
み
合

わ
せ
る
実
験
も
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
図
3
㈲
の
よ
う
な
図
形
の
周
り
に
図
3
㈲
の
よ
う
な
枠
を
つ
け
た
。
た
だ
し
、
近
傍
の
縞
と
外
側
の

枠
は
逆
方
向
に
傾
い
て
お
り
、
知
覚
的
な
錯
視
は
ほ
と
ん
ど
相
殺
さ
れ
た
。
こ
の
状
況
で
差
し
入
れ
課
題
を
行
う
と
、
外
の
枠
は
効
果
が
な

（a） （b）

　　　　　　　図3　角度対比錯視
（中央の円の中の縞はどちらも縦1韓きで互いに平行だが，左

は少し縛計回りに，右は少し反時計回りに傾いて見える．左

は隣接領域の縞と，右は外側の枠との対比効果である．Dyde

＆Milner（2002）をもとに作成）

い
た
め
、
近
傍
の
影
響
だ
け
を
受
け
る
。
結
果
と
し
て
、
錯
誤
量
は
知
覚
よ
り
行
動
に

お
い
て
大
き
く
な
っ
た
。
あ
る
条
件
で
知
覚
的
錯
視
が
大
き
く
別
の
条
件
で
は
行
動
の

錯
誤
が
大
ぎ
い
と
い
う
結
果
は
二
重
乖
離
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
U
冠
①
と
ζ
一
冒
興
（
b
・
0
8
）
の
結
果
は
脳
内
の
処
理
経
路
と
い
う
点
で
完

全
な
二
重
乖
離
状
況
と
は
い
え
な
い
。
脳
損
傷
患
者
の
例
で
は
腹
側
経
路
が
働
か
な
い

例
と
背
側
経
路
が
働
か
な
い
例
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
対
比
し
て
み
る
と
、
U
旨
①
と

寓
ぎ
興
は
錯
視
を
用
い
て
腹
側
経
路
の
働
き
で
知
覚
的
錯
誤
が
大
き
い
例
を
示
し
た

が
、
背
側
経
路
の
働
き
で
行
動
に
お
け
る
錯
誤
が
増
大
す
る
例
は
示
し
て
い
な
い
こ
と

に
な
る
。
相
殺
に
よ
っ
て
見
か
け
上
行
動
に
お
け
る
錯
誤
の
ほ
う
が
大
き
く
な
っ
た
と

は
い
え
、
そ
こ
に
背
側
経
路
の
…
機
能
は
ほ
と
ん
ど
関
与
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。

　
で
は
や
は
り
、
手
は
時
と
し
て
騙
さ
れ
る
も
の
の
総
じ
て
知
覚
よ
り
も
行
動
の
ほ
う

八
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が
正
確
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
相
対
的
処
理
の
必
要
性
が
違
う
と
は
い
え
、
行
動
は
常
に
錯
視
に
抗
す
る

（
○
母
①
ざ
N
O
O
H
）
と
考
え
る
べ
き
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
由
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
意
識
的
知
覚
に
お
い
て
、
錯
視
を
生
じ
て
も
な
お
意
義
が
あ

る
よ
う
な
類
の
情
報
処
理
の
簡
略
化
が
行
わ
れ
る
な
ら
、
む
し
ろ
、
時
弊
的
に
制
約
が
多
い
行
動
制
御
に
は
異
な
る
冒
的
性
に
従
っ
た
異
な

る
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
が
行
わ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
く
、
ゆ
え
に
、
行
動
に
は
行
動
特
有
の
錯
視
が
生
じ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
眼
で
は

ち
ゃ
ん
と
毘
え
て
い
る
の
に
手
は
騙
さ
れ
る
、
と
い
う
事
態
は
生
じ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
形
や
大
き
さ
に
関
わ
る
幾
何
学
的
錯
視
は
、
詳
細

な
視
覚
分
析
を
行
う
腹
側
経
路
の
情
報
処
理
の
結
果
生
じ
る
可
能
性
が
高
い
た
め
に
知
覚
的
な
錯
誤
を
生
じ
る
と
考
え
る
と
、
逆
に
背
側
経

路
が
得
意
と
す
る
動
き
や
位
置
の
情
報
処
理
に
関
し
て
は
行
動
に
お
い
て
よ
り
大
き
な
錯
誤
が
生
じ
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
ら

の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
諸
節
で
は
、
著
者
ら
の
結
果
を
中
心
に
、
視
覚
的
な

動
き
の
錯
視
と
行
動
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

五
　
動
体
の
予
測
と
錯
誤
…
研
究
紹
介

　
動
き
の
予
測
と
錯
視

　
動
物
の
視
覚
情
報
処
理
は
網
膜
像
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
自
身
の
動
き
だ
け
で
な
く
、
環
境
中
の
動
き
も

重
要
で
あ
る
。
捕
食
動
物
は
生
き
た
獲
物
を
捕
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
非
捕
食
者
は
捕
食
者
を
速
や
か
に
発
見
し
て
避
け
な
け
れ
ぽ

い
け
な
い
。
視
覚
的
な
動
き
の
情
報
処
理
は
生
態
学
的
に
極
め
て
重
要
な
機
能
で
あ
り
、
詳
細
な
視
覚
認
識
よ
り
進
化
的
に
も
古
い
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
。
問
題
は
、
対
象
を
視
覚
認
識
し
て
か
ら
手
の
動
き
を
計
画
実
行
し
て
い
た
の
で
は
獲
物
は
決
し
て
捕
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
動
く
対
象
を
捉
え
た
り
、
逆
に
避
け
た
り
す
る
に
は
予
測
的
に
行
動
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
視
覚
情
報
処
理

に
は
時
間
が
か
か
る
の
で
、
飛
ん
で
く
る
ボ
ー
ル
が
見
え
た
瞬
間
に
は
ボ
ー
ル
は
少
し
先
に
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
ボ
…
ル
を
受
け
る
に

は
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
て
手
を
出
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
動
き
情
報
を
用
い
て
視
覚
的
な
予
測
を
入
れ
た
符
号
化
が
で
き
れ



ば
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
未
来
の
予
測
が
完
全
で
あ
る
保
証
は
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
予
測
率
が
達
成
で
き
る
な
ら
そ
れ
に
従
う
ほ
う
が
よ
い

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
動
き
の
視
覚
情
報
処
理
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
情
報
を
生

体
が
ど
の
よ
う
に
対
象
の
動
き
の
予
測
に
用
い
る
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　
動
く
対
象
の
視
覚
的
予
測
に
関
し
て
、
こ
の
一
〇
年
間
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
き
た
の
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ラ
グ
（
貯
ω
ゴ
山
餌
α
q
）
と
呼
ば

れ
る
錯
視
で
あ
る
（
図
4
）
。
あ
る
速
さ
で
直
線
あ
る
い
は
円
周
上
を
動
く
視
覚
対
象
の
す
ぐ
隣
に
一
瞬
別
の
対
象
が
提
示
さ
れ
る
と
、
一

瞬
出
た
ほ
う
の
対
象
は
実
際
よ
り
も
か
な
り
遅
れ
て
見
え
る
。
窯
ご
匿
≦
き
（
一
〇
罐
）
は
、
逆
に
、
動
く
対
象
の
ほ
う
が
網
膜
像
よ
り
も
少

し
進
ん
で
予
測
的
に
知
覚
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
た
。
神
経
系
の
情
報
伝
達
に
は
電
流
で
は
な
く
神
経
イ
ン
パ
ル
ス
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
伝

達
速
度
は
軸
策
の
構
造
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
実
際
に
網
膜
に
光
が
到
達
し
て
か
ら
視
覚
野
に
情
報
が
伝
わ
る
に
は
○
・
一
秒
ほ
ど
か

か
る
。
こ
れ
は
わ
ず
か
な
時
間
と
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
速
一
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
投
球
は
こ
の
間
に
三
・
九
メ
ー
ト
ル
も
進
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
し
ま
う
の
で
、
視
覚
系
と
し
て
予
測
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、

量

　実際

量

知覚

　　　図4　フラッシュ・ラグ錯視
（たとえば，動く線分の真上に別の線分を一瞬提示

すると，実際には二つの線分は直線状に並んでいた

にもかかわらず，動いているほうが先へ進んでいる

ように見える）

フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ラ
グ
錯
視
に
つ
い
て
は
予
測
的
符
号
化
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
支
持
し
な

い
研
究
結
果
が
相
次
い
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
動
く
対
象
が
突
然
向
き
を
反
転
し
た
と
き

に
同
時
に
隣
に
比
較
対
象
を
提
示
し
た
場
合
、
向
き
の
反
転
は
予
測
で
き
な
い
の
で
動
く
対
象
の

ほ
う
が
一
度
行
き
過
ぎ
て
見
え
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。
む
し
ろ
フ

ラ
ッ
シ
ュ
・
ラ
グ
は
反
転
後
の
方
向
に
依
存
し
て
生
じ
る
（
≦
ぼ
露
①
《
即
ζ
霞
錠
餌
白
廿
H
O
り
。
。
一

国
9
α
Q
げ
日
雪
俸
ω
①
甘
。
≦
ω
閉
る
O
O
O
）
。
つ
ま
り
、
や
は
り
一
瞬
提
示
さ
れ
る
対
象
の
ほ
う
が
遅
れ

る
と
い
う
の
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
の
と
こ
ろ
真
に
視
覚
的
予
測
機
能
を

反
映
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
と
は
い
え
、
こ
の
現
象
へ
の
興
味
か
ら
視
覚
的
予
測
と
い
う
問

題
の
関
心
が
深
ま
り
、
多
く
の
面
で
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
評
価
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

九
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齢
齢
鋤

㈹
齢
書
生

　図5　動きによる知覚的位置

　　のずれ

（縦にきちんと並んでいる三つの刺激

窓の位難が，それぞれ内部の動きの方

へずれて知覚される）

　
な
お
、
こ
こ
ま
で
あ
え
て
明
言
す
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
が
、

る
。
そ
の
た
め
、
行
動
の
た
め
に
は
必
ず
し
も
視
覚
的
な
予
測
符
号
化
が
必
要
と
は
限
ら
ず
、

含
め
た
予
測
を
行
え
ば
よ
い
可
能
性
が
あ
る
。

る
と
は
限
ら
な
い
。
㎏
．
旨
9
げ
ω
9
ρ
流
に
考
え
れ
ば
知
覚
は
行
為
の
一
環
に
過
ぎ
ず
、

形
成
さ
れ
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
。
生
理
学
的
に
も
、

で
も
視
覚
性
応
答
は
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

と
い
う
枠
組
み
で
検
討
す
る
こ
と
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
動
く
対
象
へ
の
視
覚
的
予
測
あ
る
い
は
補
外
と
い
う
べ
き
情
報
処
理
を
示
唆
す
る
も
う
一
つ

の
現
象
が
、
動
ぎ
に
伴
う
知
覚
位
置
の
ず
れ
と
い
う
錯
視
で
あ
る
（
図
5
）
。
静
止
し
た
窓
の

中
に
動
く
縞
な
ど
が
提
示
さ
れ
る
場
合
、
窓
自
体
が
動
き
の
方
向
に
ず
れ
て
見
え
る
（
号

く
巴
。
δ
題
号
く
£
。
一
〇
す
6
露
）
。
た
だ
し
、
窓
は
エ
ッ
ジ
部
分
が
明
確
に
見
え
な
い
よ
う
に
な

っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
視
覚
情
報
処
理
の
遅
れ
を
補
う
た
め
、
動
く
対
象
の
位
置
は
少
し
先

に
補
外
さ
れ
て
見
え
る
と
考
え
ら
れ
る
（
菊
p
3
ヨ
p
o
び
p
。
巳
舜
雷
卸
》
器
骨
同
ρ
H
O
㊤
O
）
が
、
証
明
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
身
体
運
動
の
実
行
に
は
視
覚
情
報
処
理
よ
り
大
幅
に
大
き
な
遅
れ
が
生
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
身
体
運
動
の
計
画
段
階
で
視
覚
的
な
遅
れ
も

　
し
か
し
な
が
ら
、
生
体
の
情
報
処
理
に
お
い
て
視
覚
と
運
動
制
御
が
完
全
に
切
り
分
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
進
化
的
・
発
達
的
に
も
視
覚
運
動
協
応
は
総
合
的
に

　
　
　
　
頭
頂
葉
の
一
一
ユ
ー
ロ
ン
は
複
数
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
応
答
す
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
と
す
る
と
、
行
動
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
視
覚
的
予
測
が
働
く
か
、

　
動
き
に
伴
う
位
置
の
ず
れ
と
到
達
運
動

　
著
者
ら
は
こ
れ
ま
で
、
動
き
に
伴
う
知
覚
位
置
の
ず
れ
と
い
う
錯
視
を
手
が
か
り
に
行
動
の
た
め
の
視
覚
機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
研
究

を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
よ
う
に
行
動
は
知
覚
よ
り
も
正
確
で
あ
る
、
つ
ま
り
手
は
騙
さ
れ
な
い
と
考
え
る
な
ら
ぽ
、
図
5
の

よ
う
に
中
央
の
円
が
ず
れ
て
見
え
て
い
て
も
手
は
正
し
く
中
心
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
手
の
到
達
運
動
に
お
い



て
錯
誤
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
機
能
的
解
釈
で
あ
る
動
き
の
予
測
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
手
で
触
る
動
作
の
ほ
う
が
大

き
な
ず
れ
を
起
こ
す
だ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
知
覚
的
な
錯
視
に
対
応
す
る
程
度
の
ず
れ
が
起
こ
っ
て
も
よ
い
は
ず

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
予
測
の
う
ち
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
図
形
と
と
も
に
手
が
見
え
る
状
況
で
手
で
対
象
に
触
れ
る

実
験
を
行
っ
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
実
際
の
手
が
見
え
て
い
る
と
知
覚
的
に
位
置
が
修
正
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
通
常
の
行
動
に
お
い
て
知
覚
的
な
情
報
に
よ
っ
て
運
動
制
御
が
補
正
さ
れ
、
知
覚
と
行
動
に
乖
離
が
生
じ
な
い
の
は
自
然
で
あ

る
。
し
か
し
、
純
粋
に
意
識
を
介
さ
ず
に
生
じ
る
行
動
の
た
め
の
情
報
処
理
を
調
べ
る
に
は
、
形
態
失
認
患
者
の
症
例
の
よ
う
に
あ
え
て
こ

の
リ
ン
ク
を
切
っ
て
純
粋
な
視
覚
運
動
協
応
機
能
を
調
べ
る
よ
う
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
鏡
を
使
い
、
目
の
前
に
見
え
る
画
面

に
向
か
っ
て
手
を
伸
ば
し
て
も
自
分
の
手
は
見
え
な
い
と
い
う
状
況
で
実
験
を
行
っ
た
。
本
当
の
画
面
は
横
に
あ
り
、
斜
め
に
置
か
れ
た
鏡

に
映
っ
て
正
面
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
手
は
鏡
の
後
ろ
に
あ
り
、
画
面
の
見
か
け
と
同
じ
距
離
に
板
が
あ
っ
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
、
視
覚
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
用
い
て
修
正
動
作
を
行
え
な
い
と
い
う
意
味
で
開
ル
ー
プ
綱
御
と
い
う
。
逆

に
視
覚
に
よ
る
修
正
が
可
能
な
場
合
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
回
路
が
閉
じ
て
い
る
の
で
閉
ル
ー
プ
制
御
と
い
う
。
こ
の
研
究
で
は
、
視
覚
的
な

位
置
判
断
課
題
と
開
ル
ー
プ
到
達
運
動
課
題
に
お
け
る
位
置
錯
誤
を
比
較
す
る
こ
と
で
二
つ
の
視
覚
機
能
の
違
い
を
検
討
し
た
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
な
お
、
図
1
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
知
覚
と
行
動
に
お
い
て
周
囲
と
の
相
対
関
係
が
異
な
る
と
議
論
が
複
雑
に
な
る
た
め
、
実
験
は
図
5

の
よ
う
に
上
下
に
参
照
刺
激
を
配
す
る
こ
と
な
く
、
テ
ス
ト
刺
激
を
一
つ
だ
け
配
す
る
形
で
行
っ
た
。
刺
激
は
い
わ
ゆ
る
ガ
ボ
ア
パ
ッ
チ
、

す
な
わ
ち
、
正
弦
波
状
に
輝
度
変
化
す
る
縞
刺
激
に
ガ
ウ
ス
関
数
の
窓
を
か
け
た
も
の
と
し
た
。
こ
れ
を
注
視
点
の
右
側
に
五
〇
〇
ミ
リ
秒

提
示
し
、
刺
激
消
去
後
輪
〇
〇
ミ
リ
秒
後
に
画
面
に
提
示
し
た
定
規
を
読
み
取
る
知
覚
的
判
断
課
題
及
び
画
面
（
の
後
ろ
の
板
）
に
手
を
伸

ば
し
て
触
れ
る
行
動
課
題
を
別
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
調
べ
た
。
正
弦
波
縞
は
右
、
左
に
動
く
か
、
フ
リ
ッ
カ
ー
し
て
お
り
、
ガ
ウ
ス
窓
そ
の
も
の

は
静
止
し
て
い
た
。
約
二
～
八
寓
N
の
三
種
類
の
速
度
が
用
い
ら
れ
た
。

身
体
制
御
と
錯
視

九
三
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結
果
は
、
フ
リ
ッ
カ
ー
刺
激
へ
の
応
答
を
基
準
に
、
左
右
へ
の
動
ぎ
が
位
置
判
断
に
ど
う
影
響
す
る
か
、
と
い
う
形
で
検
討
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、
位
置
錯
誤
量
を
端
的
に
示
す
指
標
と
し
て
、
左
向
き
刺
激
と
右
向
き
刺
激
に
対
す
る
位
置
判
断
の
平
均
の
差
を
計
算
し
た
。
結
果
の

全
容
は
原
論
文
（
＜
鋭
き
ひ
q
凶
の
9
＞
薮
興
ω
8
”
帥
》
ω
三
匿
る
O
O
日
）
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
後
者
の
み
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た

い
。
ま
ず
、
知
覚
、
行
動
課
題
と
も
に
速
度
増
加
に
伴
っ
て
位
置
の
錯
誤
は
増
大
し
た
。
特
筆
す
べ
き
点
は
、
行
動
課
題
に
お
い
て
錯
誤
は

軽
減
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
大
幅
に
増
大
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
手
は
騙
さ
れ
な
い
の
で
は
な
く
よ
り
予

測
的
な
方
向
に
よ
り
大
き
く
騙
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
騙
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
間
違
え
た
と
い
う
表
現
は
適
切

で
は
な
い
。
限
ら
れ
た
時
間
の
視
覚
情
報
に
基
づ
き
、
も
っ
と
も
行
為
の
成
功
率
を
高
め
る
に
は
こ
の
よ
う
に
動
き
の
先
に
手
を
僻
ぼ
す
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
課
題
で
は
、
実
際
に
潮
激
窓
は
動
い
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
刺
激
が
見
え
た
位
置
を
触
れ
る
と
い
う
課
題
に
お
い
て
、

動
き
を
予
測
し
て
手
を
伸
ば
す
こ
と
は
全
く
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
き
な
錯
誤
が
生
じ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ

う
な
予
測
的
情
報
処
理
が
全
く
無
意
識
的
に
、
自
動
的
に
行
わ
れ
た
証
拠
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
続
く
実
験
で
は
視
覚
刺
激
が
提
示
さ
れ
て
か
ら
四
秒
間
待
っ
た
後
に
知
覚
、
行
動
の
課
題
を
行
わ
せ
る
と
両
課
題
に
お
け
る
差

は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
視
覚
運
動
疏
影
の
情
報
処
理
は
基
本
的
に
実
時
間
で
働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の

よ
う
に
あ
る
程
度
時
間
を
置
い
た
場
合
、
反
応
は
知
覚
的
な
記
憶
表
象
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
差
が
な
く
な
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ

ま
で
に
求
心
円
錯
視
に
お
い
て
遅
延
把
持
運
動
応
答
は
錯
視
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
国
二
卿
O
o
＆
巴
ρ
b
。
O
O
O
）
。
こ
こ

で
は
逆
に
遅
延
に
よ
っ
て
錯
誤
が
減
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
遅
延
に
よ
っ
て
知
覚
的
表
象
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
解
釈
は
同

じ
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
結
果
は
、
最
初
の
結
果
が
単
な
る
開
ル
ー
プ
運
動
翻
御
の
ゲ
イ
ン
差
に
よ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

点
で
も
意
義
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
応
答
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
は
な
く
内
的
な
情
報
表
現
の
違
い
が
重
要
だ
と
い
え
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ

の
結
果
か
ら
だ
け
で
は
予
測
が
純
粋
に
身
体
制
御
の
計
画
実
行
に
お
い
て
行
わ
れ
る
可
能
性
は
完
全
に
排
除
で
き
な
い
。
視
覚
表
象
は
単
　

で
、
そ
れ
に
対
す
る
身
体
制
御
だ
け
が
時
間
的
に
変
容
す
る
、
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
質
的
に
異
な
る



表
現
が
存
在
す
る
こ
と
は
次
に
紹
介
す
る
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
刺
激
消
失
位
置
の
錯
誤
と
到
達
運
動

　
動
き
に
伴
う
位
置
ず
れ
現
象
か
ら
視
覚
的
予
測
を
論
じ
る
際
の
難
点
は
、
視
覚
刺
激
が
本
当
に
動
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
本
当
は
ど
の
よ
う
に
予
測
す
べ
き
か
、
予
測
そ
の
も
の
が
妥
当
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
。

　
で
は
、
実
際
に
動
く
対
象
に
対
す
る
位
置
判
断
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
動
き
続
け
る
対
象
の
位
置
判
断
は
本
質
的
に
難
し
い
。
フ
ラ
ッ
シ

ュ
・
ラ
グ
錯
視
が
生
じ
る
た
め
、
別
の
時
間
的
キ
ュ
ー
を
与
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
多
少
一
般
的
な
状
況
か
ら
は
遠
ざ
か
る

が
、
再
度
錯
視
現
象
に
頼
る
こ
と
に
す
る
。
動
い
て
い
る
視
覚
対
象
が
突
然
消
失
し
た
と
き
、
そ
の
消
失
位
置
は
実
際
よ
り
少
し
先
に
知
覚

さ
れ
る
。
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ラ
グ
と
多
少
似
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
他
の
対
象
と
の
比
較
で
な
く
動
く
対
象
そ
の
も
の
の
位
置
の
判
断
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
、
対
象
聞
の
相
対
的
な
遅
れ
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
質
量
を
持
つ
物
体
が
慣
性
の
た
め
す
ぐ
に
は
止
ま
れ
な
い

　
　
　
置
　
　
先

　
　
　
　
　
　
し

　　　　　　　　　　　　消失

　　　　　　　　　　　知覚される最終位

　　　　　　図6　表象的慣性
（動いてきた事象が突然消失すると，実際より少し

まで進んでから消えたように知覚される）

よ
う
に
心
的
な
量
を
持
つ
表
象
は
す
ぐ
に
は
消
去
で
き
ず
行
き
過
ぎ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
現

象
は
表
象
的
慣
性
（
お
箕
①
ω
①
葺
四
臨
8
巴
ヨ
。
ヨ
Φ
昌
ε
g
）
と
呼
ば
れ
て
き
た
（
出
⊆
び
び
鎗
9
H
㊤
8
を
参
照
）
。
少
し

解
釈
聖
意
味
合
い
が
強
す
ぎ
る
た
め
よ
り
中
性
的
な
用
語
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
一
般
的
で
な
い

の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
「
慣
性
」
に
相
当
す
る
心
理
・
生
理

学
的
過
程
を
考
え
る
必
要
が
な
い
ば
か
り
か
、
運
動
制
御
に
お
い
て
は
意
識
で
き
る
表
象
が
存
在
す
る
か
ど
う
か

も
わ
か
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
あ
ま
り
適
切
な
用
語
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
動
く
対
象
の
予
測
的
符
号
化
が
行
わ
れ
る
と
す
る
と
、
先
の
位
置
ず
れ
の
錯
視
と
同
様
、
表
象
的
慣
性
は
知
覚

的
判
断
よ
り
手
の
到
達
運
動
課
題
に
お
い
て
よ
り
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
実
験
で
は
、
画
面
上
を
小

円
が
横
切
る
よ
う
に
動
き
、
ラ
ン
ダ
ム
な
位
置
で
消
失
す
る
。
被
験
者
は
、
画
面
上
の
カ
ー
ソ
ル
に
よ
っ
て
消
失

九
五



哲
学
舐
究
　
第
五
百
七
十
八
号

九
六

位
置
を
指
示
す
る
知
覚
課
題
、
手
が
見
え
る
状
態
で
画
面
に
触
れ
る
閉
ル
ー
プ
鋼
達
運
動
課
題
、
画
面
に
触
れ
る
の
は
同
じ
だ
が
シ
ャ
ッ
タ

ー
ゴ
ー
グ
ル
に
よ
っ
て
何
も
見
え
な
い
状
態
で
動
作
を
行
う
開
ル
ー
プ
到
達
運
動
課
題
、
と
い
う
三
種
類
の
課
題
を
行
っ
た
。
ど
の
課
題
に

お
い
て
も
、
対
象
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
消
失
位
置
を
指
す
と
い
う
間
接
的
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
直
接
的
な
到
達
運
動
課
題
と
い
え
ど
も
、
課
題
そ
の
も
の
は
時
間
的
遅
れ
の
補
正
を
一
切
要
求
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
錯

誤
が
生
じ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
対
象
の
位
置
に
つ
い
て
の
内
的
な
表
現
に
基
づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
錯
誤
の
起
こ
り
方

が
知
覚
課
題
と
行
動
課
題
で
異
な
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
異
な
る
視
覚
衰
現
の
存
在
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
実
験
の
結
果
は
、
ま
さ
に
知
覚
と
行
動
に
お
け
る
表
現
の
違
い
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
対
象
を
眼
で
自
由
に
追
っ
た
場
合
、

消
失
位
置
の
錯
誤
は
開
ル
ー
プ
課
題
に
お
い
て
最
も
顕
著
で
、
錯
誤
量
は
動
き
の
速
度
増
加
に
伴
っ
て
ほ
ぼ
線
形
に
増
加
し
た
。
知
覚
課
題

に
お
い
て
も
岡
様
の
錯
誤
が
生
じ
た
が
、
錯
誤
量
は
多
少
小
さ
く
、
速
度
が
上
が
る
と
頭
打
ち
に
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
位

置
の
予
測
と
補
外
が
実
際
の
行
動
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
錯
誤
量
か
ら
推
定
さ
れ
る
補
外

の
ゲ
イ
ン
は
一
定
の
時
事
遅
れ
を
仮
定
し
た
場
合
に
比
べ
て
小
さ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
時
間
的
遅
れ
が
一
定
で
あ
る
な
ら
ぽ
も
っ
と
大
き

な
錯
誤
が
生
じ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
こ
の
実
験
状
況
が
真
の
動
対
象
に
対
す
る
行
動
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
第
二
に
、
宝
船
に
注
視
点
を
設
け
て
自
由
に
対
象
を
追
視
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
と
知
覚
課
題
に
お
け
る
錯
誤
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
開
ル
…
プ
到
達
運
動
課
題
の
錯
誤
に
は
全
く
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
行
動
の
た
め
の
視
覚
表
現
は
、
眼
球
の
動
き
や
網
膜
像

上
で
の
位
置
に
依
存
し
な
い
。
つ
ま
り
、
眼
の
位
置
に
関
わ
ら
な
い
自
己
中
心
的
な
（
㊦
ひ
q
o
o
①
づ
¢
．
一
〇
）
座
標
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
る
。
一
方
、
知
覚
課
題
に
お
け
る
錯
誤
は
、
眼
球
が
対
象
を
追
っ
て
い
る
と
き
に
の
み
顕
著
に
生
じ
る
。
こ
れ
は
純
粋
な
視
覚
的
補

外
処
理
の
結
果
で
は
な
く
、
眼
球
の
行
き
過
ぎ
な
ど
に
よ
る
ア
…
チ
フ
ァ
ク
ト
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
（
囚
①
轟
㊦
一
』
8
0
）
。
眼
球
が
止
ま
っ

て
い
る
場
合
に
は
錯
誤
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
の
で
、
こ
の
場
合
対
象
は
網
膜
座
標
上
で
正
確
な
位
置
に
衷
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。



あ
る
い
は
、
憶
測
的
に
な
る
が
、
視
知
覚
が
自
分
の
位
置
に
依
存
し
な
い
他
者
中
心
的
な
（
鋤
課
O
O
Φ
口
出
鼻
曲
〇
）
参
照
枠
に
お
け
る
表
象
を
目
指

す
と
考
え
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
座
標
系
で
は
錯
誤
が
生
じ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
追
従
眼
球
運
動
に
よ
っ
て
他
者
中
心
的
な
座

標
上
で
の
定
位
が
妨
害
さ
れ
、
錯
視
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
意
識
的
知
覚
が
運
動
制
御
に
用
い
ら
れ
る
自
己
中
心
的

表
現
を
参
照
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
両
者
が
異
な
る
視
覚
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
の
証
拠
と
い
え
る
。

　
第
三
に
、
閉
ル
ー
プ
到
達
運
動
課
題
の
結
果
は
、
知
覚
課
題
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
に
お
い
て
は
知
覚
的
表

現
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
が
利
用
可
能
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
が
行
動
の
た
め
の
表
現
を
上
書
き
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
も
、
反
応
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
利
用
さ
れ
る
表
現
の
違
い
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ

の
点
が
明
確
で
な
い
た
め
に
、
手
は
必
ず
正
確
か
と
い
う
あ
る
意
味
で
不
毛
な
議
論
が
続
い
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
雷
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
続
く
実
験
で
は
、
先
と
同
様
に
反
応
の
遅
延
に
よ
っ
て
結
果
の
違
い
が
な
く
な
る
こ
と
や
、
外
的
な
参
照
枠
（
座
標
系
）
の
操
作
は
結
果

に
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
原
論
文
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
（
》
ω
窪
疑
る
O
O
直
）
。

　
行
動
の
た
め
の
視
覚
と
背
側
経
路

　
こ
れ
ら
の
心
理
物
理
学
的
研
究
は
、
脳
内
の
情
報
処
理
に
関
し
て
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
結
果
は
、
直
接
脳

内
の
処
理
経
路
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
心
理
物
理
学
的
研
究
の
限
界
で
あ
る
と
と
も
に
利
点
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
今
後

の
脳
科
学
の
進
展
に
よ
っ
て
脳
内
の
経
路
の
考
え
方
が
根
本
的
に
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、
知
覚
と
行
動
の
機
能
的
な
違
い
を
示
し
た
実
験
結

果
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
直
接
的
な
脳
測
定
を
行
わ
な
い
限
ら
れ
た
手
法
の
中
で
、
少
し
で
も
他
の
直
接
的
な
研

究
と
結
び
つ
い
た
形
で
議
論
が
で
き
る
よ
う
な
研
究
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
努
力
は
な
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
ら
は
現
在
、
背
側
経
路
、
特
に
動
き
に
関
連
す
る
領
野
が
色
の
違
い
に
敏
感
で
な
い
こ
と
を
利
用
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
結
果
と
脳
内

身
体
制
御
と
錯
視

九
七
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の
経
路
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
す
る
研
究
を
進
め
て
い
る
。
視
覚
的
な
動
き
な
ど
を
処
理
す
る
背
側
経
路
の
M
T
（
V
5
）
野
は
、
輝
度
の

変
化
に
敏
感
で
あ
る
が
、
人
工
的
に
色
の
変
化
の
み
で
作
ら
れ
た
パ
タ
ン
に
は
ほ
と
ん
ど
応
答
し
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
色
変
化
の

み
で
作
ら
れ
た
縞
刺
激
の
動
き
は
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
腹
側
経
路
の
形
態
情
報
処
理
を
も
と
に
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

も
し
、
行
動
の
た
め
の
視
覚
が
背
側
経
路
で
処
理
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
色
変
化
の
み
か
ら
な
る
刺
激
は
、
こ
れ
ま
で
に
示
し
た
よ

う
な
、
行
動
に
特
有
の
位
置
錯
誤
を
生
じ
な
い
可
能
性
が
高
い
。
逆
に
、
そ
う
し
た
錯
誤
が
輝
度
変
化
に
依
存
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
背
側

経
路
の
働
き
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。
こ
の
研
究
は
今
も
継
続
中
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
こ
の
予
想
を
支
持
す
る
結
果
が
得
ら

れ
て
い
る
。

六
　
展
望
と
結
び

　
今
や
、
手
は
騙
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
錯
視
は
行
動
に
影
響
し
な
い
と
い
う
単
純
な
図
式
は
成
り
立
た
な
い
。
意
識
的
知
覚
と
行
動
に
は
そ

れ
ぞ
れ
違
っ
た
目
的
性
が
あ
り
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
錯
誤
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
知
覚
と
行
動
の
た
め
の
視
覚
は
そ
れ

ぞ
れ
か
な
り
独
立
に
働
く
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
、
ζ
雪
ぎ
興
と
O
o
o
島
巴
①
が
主
張
し
た
二
つ
の
視
覚
経
路
の
違
い
は
あ
る
程
度
支
持
さ
れ

る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
枠
と
し
て
は
よ
い
も
の
の
、
脳
内
経
路
に
つ
い
て
解
明
が
進
む
に
つ
れ
て
、
単
純
な
二
分
法
に
は

問
題
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
現
時
点
で
は
、
ま
だ
確
実
な
結
論
で
本
稿
を
結
ぶ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
逆
に
こ
う
し
た
問

題
は
現
在
の
脳
神
経
科
学
に
と
っ
て
重
要
な
、
ホ
ッ
ト
な
話
題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
方
向

性
を
示
唆
す
る
最
近
の
研
究
報
告
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
で
結
び
と
し
た
い
。

　
心
理
学
的
研
究
で
は
、
行
動
に
お
け
る
錯
視
の
影
響
を
時
系
列
的
に
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
で
新
た
な
視
点
が
得
ら
れ
て
い
る
。
先
述
の

》
3
q
ぎ
鉱
ら
（
H
8
頓
）
は
行
動
に
お
け
る
同
心
円
錯
視
の
評
価
と
し
て
、
手
の
開
き
の
最
大
値
を
指
標
と
し
た
。
つ
ま
り
、
耳
標
に
か
な
り

近
い
一
時
点
の
み
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
○
δ
く
興
と
O
一
×
8
（
・
。
O
O
卜
。
）
は
、
手
の
開
き
を
運
動
開
始
か
ら
終
了
ま
で
詳
細
に
分
析
す
る
こ



と
で
、
運
動
の
初
期
段
階
で
は
錯
視
の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
次
第
に
影
響
が
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
報
告
し
た
。
彼
ら
は
一
連
の
研
究
の

結
果
、
視
覚
に
よ
る
運
動
制
御
は
大
き
く
二
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
運
動
の
計
画
く
豆
p
塞
ぎ
ひ
q
）
と
制
御

（
o
O
簿
目
9
）
で
あ
る
。
計
画
の
段
階
で
は
、
意
識
的
に
見
て
い
る
対
象
の
情
報
が
広
く
用
い
ら
れ
、
錯
視
に
よ
る
見
か
け
の
大
き
さ
の
違

い
も
影
響
す
る
。
そ
の
ま
ま
で
は
適
切
な
把
持
に
支
障
を
き
た
す
が
、
運
動
の
実
行
中
も
対
象
を
見
て
い
る
の
で
そ
の
間
に
無
意
識
的
に
誤

差
が
修
正
さ
れ
、
手
が
最
大
に
開
く
こ
ろ
に
は
修
正
が
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
て
錯
誤
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
知
覚
と

行
動
と
い
う
二
分
法
は
適
切
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
結
果
は
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
運
動
の
計
画
と
実
行
と
い
う
概
念
で
説
明
で
き
る
と
い
う
。

○
一
〇
〈
興
（
卜
。
O
O
ω
）
は
、
視
覚
失
認
の
症
例
を
分
析
し
、
こ
の
障
害
は
運
動
の
実
行
処
理
を
行
う
部
位
の
損
傷
に
よ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る

と
論
じ
て
い
る
。
視
覚
失
認
患
者
は
、
時
間
を
か
け
れ
ば
も
の
を
掴
む
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
渕
。
ω
ω
Φ
け
賦
ら
（
図
○
ω
ω
簿
9

国
ω
Φ
＝
ρ
帥
≦
ひ
q
げ
①
簿
ρ
卜
⊃
O
O
ω
）
は
、
運
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
（
買
。
ひ
q
錘
ヨ
巨
ヨ
α
q
）
と
実
時
間
で
の
視
覚
的
運
動
制
御
（
お
Ω
。
〒
鉱
筥
Φ
〈
δ
8
－

8
0
8
圏
Φ
q
乱
量
昌
8
）
と
い
う
用
語
を
用
い
て
、
視
覚
失
認
が
運
動
の
実
施
段
階
の
障
害
を
も
た
ら
す
と
い
う
か
な
り
類
似
し
た
見
解
を
示
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
運
動
に
お
け
る
二
分
法
が
、
寓
凶
ぎ
霞
と
O
o
o
鳥
p
。
δ
の
説
と
全
く
矛
盾
す
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
む
し

ろ
補
完
的
な
役
割
を
果
た
す
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
の
研
究
を
待
つ
必
要
が
あ
る
。

　
解
剖
学
・
生
理
学
的
に
も
二
つ
の
視
覚
経
路
の
役
割
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
幻
貯
N
巳
悪
口
と
普
賢
Φ
臣
（
卜
。
8
ω
）
は
、
背
側
経
路
が
二

つ
の
経
路
に
わ
か
れ
て
お
り
、
背
側
経
路
の
腹
側
（
〈
Φ
⇔
け
「
O
I
山
O
目
ω
p
δ
一
）
は
空
間
視
の
役
割
を
持
ち
（
た
だ
し
か
な
り
運
動
と
密
接
に
関
わ
っ

て
い
る
）
、
背
側
経
路
の
背
側
（
価
O
同
ω
O
I
伽
O
『
ω
精
一
）
は
実
時
間
面
制
御
に
関
与
す
る
と
論
じ
た
。
彼
ら
も
視
覚
失
認
は
後
者
の
障
害
に
よ
っ
て

生
じ
る
と
い
う
。
彼
ら
は
、
背
側
経
路
の
腹
側
は
意
識
的
知
覚
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
そ
の
あ
た
り
を
損
傷
す
る
と
無
視
（
器
α
q
δ
9

症
状
が
生
じ
る
と
論
じ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
こ
れ
は
、
意
識
的
知
覚
は
腹
側
経
路
の
み
に
起
因
す
る
と
い
う
］
≦
同
ぎ
興
と
O
o
o
二
巴
Φ

（
6
㊤
㎝
）
の
説
と
は
異
な
る
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
鍵
ぎ
興
と
○
O
o
鳥
巴
Φ
が
考
え
た
背
側
経
路
の
役
割
は
背
側
経
路
の
背
側
が

担
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
機
能
的
な
二
分
法
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
空
N
N
o
冨
慈
と
冨
簿
①
臣
の
考
え

身
体
制
御
と
錯
視

九
九



哲
学
研
究
　
第
五
爾
七
十
八
号

一
〇
〇

は
動
き
や
奥
行
き
の
意
識
的
知
覚
が
ど
の
よ
う
に
可
能
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
へ
の
答
え
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
背
側
経

路
の
情
報
処
理
が
全
く
音
心
識
的
に
知
覚
さ
れ
な
い
な
ら
ぽ
、
背
側
経
路
で
処
理
さ
れ
る
動
き
な
ど
の
情
報
は
い
っ
た
ん
背
側
経
路
へ
送
ら
れ

る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
神
経
結
舎
は
実
際
に
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
音
視
の
よ
う
に
欠
損
視
野
に
お
い
て
動
き
が
知
覚
で

き
る
と
い
う
患
者
の
例
（
し
d
費
げ
二
お
芝
簿
ω
○
詳
燗
惹
。
匿
o
a
盗
め
N
①
H
寡
這
O
G
。
を
参
照
）
を
考
え
る
と
、
M
T
（
V
5
）
野
を
含
む
背
側
経
路
の

腹
側
が
直
接
意
識
的
知
覚
に
つ
な
が
る
と
い
う
燭
貯
N
o
｝
群
口
と
ζ
簿
①
㌶
の
解
釈
の
ほ
う
が
よ
り
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
さ
ら
に

検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
従
来
、
直
接
的
な
脳
の
研
究
は
サ
ル
な
ど
の
動
物
実
験
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
人
間
の
脳
に
つ
い
て
は
、
希
少
な
損
傷
患
者
の
例
に

頼
る
し
が
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
患
者
と
接
す
る
機
会
が
な
い
多
く
の
心
理
学
者
は
心
理
物
理
学
な
ど
の
闘
接
的
な
手
法
に
頼
る
ほ
か
な
く
、

そ
れ
は
機
能
的
な
議
論
に
つ
い
て
は
最
も
効
果
的
と
は
い
え
、
直
接
脳
の
働
き
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で

は
状
況
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
脳
機
能
画
像
技
術
の
進
展
に
よ
り
、
非
侵
襲
的
に
脳
の
働
き
や
構
造
を
調
べ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
。
特
に
機
能
的
M
R
I
（
h
竃
刃
H
）
は
放
射
性
物
質
な
ど
を
必
要
と
ぜ
ず
、
心
理
学
者
に
も
比
較
的
容
易
に
利
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
。

h
ζ
幻
囲
は
脳
の
鷺
流
と
酸
素
濃
度
か
ら
神
経
活
動
を
推
定
す
る
も
の
で
ま
っ
た
く
溶
接
的
な
測
定
で
は
な
い
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
に
さ
ま

ざ
ま
な
知
見
が
得
ら
れ
て
き
た
。
視
覚
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
、
マ
カ
ク
ザ
ル
な
ど
で
詳
細
に
調
べ
ら
れ
た
視
覚
野
の
構
造
と
機
能
が
人
間

で
も
確
か
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
視
覚
及
び
運
動
機
能
に
関
す
る
脳
機
能
画
像
研
究
は
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て

お
り
、
今
後
も
重
要
な
成
果
を
あ
げ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
脳
機
能
画
像
技
術
は
ど
れ
も
一
長
一
短
で
、
心
理
学
や
電
気

生
理
学
な
ど
に
よ
る
詳
細
な
解
析
と
総
合
す
る
こ
と
で
初
め
て
そ
の
真
価
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
自
身
、
現
在
の
と
こ
ろ
機
能
的

M
R
王
を
用
い
た
視
覚
の
研
究
に
着
手
し
つ
つ
あ
る
が
、
心
理
物
理
学
的
研
究
の
必
要
性
が
減
じ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
中
で
も
、
錯
視

は
重
要
な
研
究
の
道
異
と
し
て
今
後
と
も
探
求
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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prediction”），　2）　“Which　box　does　it／he　thinl〈　the　doll　is　in？”（We　called　this

“question　of　representation”）　，　3）　“Which　box　has　a　doll？”　（We　called　this　“question

of　reality”），　4）　“VYihich　box　had　a　doll　at　first？”（We　called　this　“question　of

memory”）．　There　are　two　inain　findings　in　this　study．　First，　older　children　answer－

ed　correctly　whether　the　agent　was　human　or　robot．　Second，　the　children　tended　to

answer　more　correctly　in　the　human　condition　when　they　were　asked　by　using

psychological　verb，　such　that　“What　does　it／he　think？．”　This　seems　to　be　very

interesting　results．　The　older　children　can　predict　both　human　and　robot　behavior

correctly　in　FB　task，　however，　they　showed　different　responses　when　psychologi－

cal　verb　was　used　in　the　question．

Vlsuomotor　control　and　visual　illusion
　　　　　　　　　　Is　the　hand　not　deceived？

　　　　　　　　　　　　　bJ，

　　　　　　1｛｛iroshi　AsHmA

Assosiate　Professor　of　Psychology

　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　Kyoto　University

　　This　paper　discusses　how　visual　illusions　have　been　studied　to　gain　insight　into

human　vision　for　perception　and　action．　Visual　illusions　have　long　been　studied　by

psychologists，　contributing　to　our　understanding　of　visual　perception　and　the

underlying　mechanisms．　ln　the　last　decade，　physiological　and　neuropsychological

evidence　has　indicated　that　we　have　two　distinct　visual　pathways　in　our　brain　for

conscious　perception　and　direct　action．　Again，　visual　illusion　has　been　playing　an

important　role　in　psychological　studies　after　the　controversial　report　that　visual

illusion　does　not　affect　action　such　as　manual　grasping．　But　the　idea　thatthe　hand

is　not　deceived　by　perceptual　il王usioll　is　an　oversimplification，　because　there　are

cases　in　which　real－time　manual　reaching　yielded　larger　illusion　than　perceptual

judgement　did．　The　frame　of　reference　seems　to　be　the　crucial　factor，　which　is

innately　selected　in　accordance　with　the　goals　of　perception　and　action．　Visual

illusions　therefore　differently　affect　perception　and　action　depending　on　informa－

tion　processing　required，　such　as　relative　coding　of　objects　in　a　three　dimensional

space　or　real－time　prediction　of　the　target　trajectory　for　action　toward　it．　The

findings　on　visual　illusion，　when　put　together，　support　the　idea　of　distinct　visua1
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processing　for　perception　and　action　in　the　two　brain　pathways．　This　conclusion　is

further　discussed　in　light　of　recent　ideas　and　findings　in　anatomy，　physiology，　and

neuropsychology．

Neural　Representation　of　Mentalization
　　　　　under　a　“Theory　of　Mind”　task

　　　Naoyuki　OsAKA

　Professor　of　Psychology

Graduate　School　of　Letters

　　　　Kyoto　University

　　The　biological　basis　of　social　interaction　is　reviewed　from　the　perspective　of

“how　our　brain　makes　it　possible　to　read　other　people’s　minds”．　Recent　develop－

ments　of　cognitive　neuroscience　coupled　with　cognitive　psychology　demonstrated

that　brain　disorders　can　impair　certain　social　interactions　due　to　malfunction　of

the　“social　brain”．　Brain　imaging　studies　based　on　fMRI　（functional　Magnetic

Resonance　lmaging）　studies　suggest　that　a　network　of　areas　connecting　the

prefrontal　and　temporal　cortex　of　the　human　brain　forms　the　neural　basis　of

mentalizing　（“theory　of　mind”：　ToM），　that　is，　representing　one’s　own　and　other

people’s　mental　state．　Using　event－related　fMRI，　we　investigated　the　neural　sub－

strates　of　the　worl〈ing　memory’s　executive　（attention　control）　system　with

respect　to　differences　in　working　memory　capacity．　To　explore　individual　differ－

ences　in　the　executive　control　process　for　the　mentalizing　task　（ToM－task），　we

introduced　a　reading　span　test　composed　of　short　sentences　to　invol〈e　mentalizing

of　other　people’s　mental　state．　Two　subject　groups　were　selected：　those　with　high

worl〈ing　memory　capacities，　labeled　high－span　subjects　（HSS）　according　to　the

reading　span　test，　and　those　with　low　working　mernory　capacities，　labeled　low－

span　subjects　（LSS）．　Results　showed　significant　activation　in　three　regions　in

comparison　with　controls：　left　dorsolateral　prefrontal　cortex　（DLPFC），　left　infe－

rior　frontal　gyrus　（IFG）　and　left　temporo－parietal　junction　（TPJ）　area　under

the　ToM　task．　For　both　HSS　and　LSS　groups，　the　fMRI　signal　intensity　increased

in　IFG　and　TPJ　during　the　RST－initiated　ToM　task，　while　the　left　DLPFC　region

was　uniquely　activated　in　HSS　group．　Behavioral　data　also　showed　that　perform－

ance　was　better　in　KSS　than　in　LSS．　The　results　suggest　that　the　working

memory’s　executive　function　related　to　representing　one’s　own　and　other　people’s
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