
三
二

視
知
覚
と
脳

薦
　
田

宏

【
　
は
じ
め
に

　
我
が
国
に
お
い
て
二
一
世
紀
が
「
脳
の
世
紀
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
脳
は
心
の
座
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
そ
れ
は
広
く
一
般
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
脳
科
学
と
い
う
言
葉
が
流
布
し
、
「
脳
科
学
者
」
が
文
化
入
の
よ
う
に
活
躍
す
る
。
常
識
的
な
こ
と
で
も
脳
に
原

因
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
な
ん
と
な
く
科
学
的
な
気
が
す
る
が
、
実
際
、
私
が
何
か
し
た
い
と
い
う
の
と
脳
が
要
求
の
信
号
を
出
す
と
い
う

の
で
は
論
理
的
に
は
さ
ほ
ど
違
い
が
な
い
が
、
後
者
は
客
観
的
な
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
感
情
や
欲
求
な
ど
に
も
生
化
学

的
・
生
理
学
的
背
蟹
が
あ
る
こ
と
は
重
要
で
、
薬
物
治
療
な
ど
へ
の
道
を
開
く
な
ど
の
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
墜
常
に
お

い
て
特
定
の
食
物
が
大
入
気
に
な
る
と
い
う
レ
ベ
ル
に
な
る
と
も
は
や
妄
信
に
近
く
、
そ
れ
は
脳
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
心
理
学
的
な
問
題
に

帰
着
す
る
の
は
譜
誰
的
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
学
者
、
そ
れ
も
心
の
専
門
家
で
あ
る
心
理
学
者
で
す
ら
そ
の
よ
う
に
幻
惑
さ
れ
て
し
ま
い

が
ち
で
あ
る
。
実
際
、
目
に
見
え
る
画
像
や
デ
；
タ
を
示
さ
れ
る
と
心
理
学
的
測
定
よ
り
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
う
の
は
問

題
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
心
を
支
え
る
盗
見
と
し
て
脳
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
今
や
疑
い
な
い
と
す
れ
ぽ
、
我
々
基
礎
実
験
心
理
学

者
に
と
っ
て
脳
を
全
く
避
け
て
通
る
の
も
ま
た
得
策
と
は
い
え
な
い
。
脳
科
学
的
研
究
を
正
し
く
見
極
め
、
得
る
と
こ
ろ
は
得
な
が
ら
も
過

度
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
実
際
に
研
究
に
携
わ
ら
な
く
て
も
當
に
正
し
い
知
識
を
得
る
努
力
が



必
要
と
な
る
が
、
い
っ
そ
積
極
的
に
参
画
し
、
逆
に
で
き
る
こ
と
な
ら
心
理
学
が
研
究
を
主
導
す
る
く
ら
い
の
意
識
で
臨
む
の
も
一
つ
の
道

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
実
験
心
理
学
者
は
脳
に
つ
い
て
長
い
間
屈
折
し
た
思
い
を
持
っ
て
き
た
。
二
元
論
的
な
問
題
は
さ
て
お
き
、
脳
が
さ
ま
ざ
ま
な
心
的
現
象

の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
動
物
は
と
も
か
く
ヒ
ト
の
脳
は
心
理
学
者
が
手
を
出
す
の
は
難
し
く
、
医
学
・

生
理
学
者
の
協
力
を
得
る
か
、
報
告
を
待
つ
し
か
な
い
状
況
が
長
く
続
い
た
。
脳
波
は
心
理
学
者
に
と
っ
て
比
較
的
古
く
か
ら
利
用
可
能
な

道
具
で
あ
っ
た
が
、
頭
蓋
の
外
か
ら
観
察
す
る
電
位
変
化
を
測
定
す
る
だ
け
で
は
、
心
的
現
象
に
対
応
し
た
脳
活
動
を
広
範
囲
に
捉
え
る
こ

と
し
か
で
き
ず
、
脳
機
能
そ
の
も
の
の
理
解
に
は
難
し
い
面
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
近
年
の
測
定
技
術
の
発
展
は
心
理
学
者
に
と
っ
て
直
接
利
用
可
能
な
技
術
の
幅
を
大
き
く
拡
げ
て
く
れ
た
。
脳
波
は
多
点
測
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
高
度
な
数
理
的
解
析
に
よ
っ
て
脳
内
の
電
流
源
の
空
聞
的
推
定
を
可
能
に
す
る
脳
電
図
と
し
て
拡
張
さ
れ
、
ま
た
、
電
位
変
化
と
直
交
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
ご
く
微
弱
な
磁
場
変
化
を
捉
え
る
脳
磁
図
に
よ
っ
て
そ
の
精
度
が
さ
ら
に
向
上
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
心
理
学
者
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
か
っ
た
の
は
磁
気
共
鳴
画
像
法
（
寓
図
H
）
に
よ
る
機
能
画
像
研
究
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
機
能
的
ζ
菊
H

（h

桝
l
H
）
は
、
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
・
認
知
活
動
を
行
っ
て
い
る
際
の
脳
活
動
の
様
子
を
比
較
的
詳
細
に
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
V

撮
像
は
基
本
的
に
非
侵
襲
的
で
、
医
師
免
許
が
な
く
て
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
心
理
学
者
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。
現
在
で
も
、

h
ζ
勾
H
を
用
い
て
脳
活
動
を
調
べ
た
研
究
が
数
多
く
報
告
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
な
ど
で
一
般
に
周
知
さ
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
る
。

　
著
者
自
身
、
過
去
八
年
に
わ
た
っ
て
眺
罎
切
H
を
用
い
た
研
究
に
春
立
し
て
き
た
。
必
ず
し
も
よ
い
成
果
を
得
た
と
は
雷
え
ず
、
技
術
の
限

界
と
困
難
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
つ
つ
、
他
の
研
究
結
果
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
危
う
さ
も
感
じ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

し
て
最
新
の
研
究
成
果
が
平
易
に
、
し
か
し
簡
略
化
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
今
、
心
理
学
者
な
ら
ず
と
も
、
人
間
の
活
動
に
関
心

を
持
つ
人
は
皆
、
｛
鼠
菊
同
研
究
の
本
来
の
意
義
と
限
界
を
知
っ
て
お
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、

貼
竃
図
H
測
定
の
意
味
と
本
質
的
な
限
界
を
論
じ
た
あ
と
、
視
知
覚
研
究
に
お
い
て
そ
れ
が
い
か
に
役
に
立
っ
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
、
役
に

視
知
覚
と
脳
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立
つ
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
基
本
を
お
さ
え
て
お
く
べ
ぎ
な
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。

の
成
果
を
紹
介
し
、
最
後
に
簡
単
な
展
望
と
と
も
に
小
論
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
四

そ
の
後
に
実
例
と
し
て
錯
視
に
関
す
る
脳
機
能
研
究

二
　
貼
憲
菊
H
に
よ
る
脳
機
能
測
定

　
二
・
一
　
ζ
刃
一
と
↓
ζ
刃
一

　
機
能
的
脳
画
像
法
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
h
ζ
菊
團
を
用
い
る
と
、
比
較
的
容
易
に
脳
の
働
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
に

使
う
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
公
表
さ
れ
て
い
る
結
果
を
評
価
す
る
に
も
あ
る
程
度
の
知
識
が
必
要
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、

｛
ζ
園
H
は
脳
神
経
活
動
を
記
録
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、

実
際
何
を
測
る
こ
と
が
で
き
て
、
ど
の
程
度
の
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
概
略
に
つ
い
て
述
べ
る
。
詳
し
く
は
溺
の
解
説
（
薩

田
、
じ
。
O
一
〇
な
ど
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　
ζ
菊
H
は
核
磁
気
共
鳴
を
用
い
て
物
質
の
内
部
構
造
を
知
る
方
法
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
性
の
研
究
に
用
い
ら
れ
る
。
核
が
放
射
線
を

連
想
さ
せ
る
た
め
か
、
人
に
対
し
て
使
う
場
合
は
核
を
外
し
て
磁
気
共
鳴
画
像
法
と
呼
ば
れ
る
。
実
際
に
は
、
よ
く
似
た
機
能
画
像
を
得
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

こ
と
が
で
き
る
ポ
ジ
ト
ロ
ン
断
層
法
（
℃
国
↓
）
が
放
射
性
物
質
を
用
い
る
の
に
比
べ
、
軸
力
H
は
放
射
線
被
曝
を
し
な
い
非
侵
襲
的
な
方
法

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
核
磁
気
共
鳴
と
は
、
外
部
か
ら
与
え
る
磁
気
刺
激
を
特
定
の
原
子
核
と
共
鳴
さ
せ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
状
態
の
変
化
か
ら

原
子
の
分
布
な
ど
の
情
報
を
得
る
手
法
で
あ
る
。
竃
菊
H
ス
キ
ャ
ナ
装
置
（
図
1
②
）
に
は
、
人
体
を
外
側
か
ら
囲
む
大
き
な
静
磁
場
コ
イ

　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ル
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
大
き
な
静
磁
場
の
中
に
入
る
と
、
方
位
磁
針
が
磁
石
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
原
子
核
の
ス
ピ
ン

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
方
向
が
揃
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
ラ
ジ
オ
波
パ
ル
ス
（
涛
閃
パ
ル
ス
）
と
呼
ば
れ
る
磁
気
刺
激
を
印
加
す
る
と
、
共
鳴
周
波
数
が
合
う
原
子

の
み
が
向
き
を
変
え
、
そ
の
後
、
再
び
静
磁
場
に
従
う
状
態
に
戻
っ
て
い
く
緩
和
過
程
で
放
出
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
観
測
す
る
。
断
層
撮

影
に
は
さ
ら
に
傾
斜
磁
場
が
必
要
で
、
た
と
え
ば
頭
の
ほ
う
か
ら
足
の
方
に
か
け
て
、
静
磁
場
に
加
え
る
形
で
磁
場
強
度
が
少
し
ず
つ
変
化



　　　（a）　（b）　（c）図1　（a）MRIスキャナ装置（京都大学心の未来研究センター所蔵）．

　　　（b）MRI構造画像の例．（c）機能画像の例．

す
る
よ
う
に
す
る
。
原
子
核
の
共
鳴
周
波
数
は
静
磁
場
強
度
に
よ
っ
て
少
し
変
化
す
る
の

で
、
幻
周
パ
ル
ス
の
周
波
数
に
従
っ
て
特
定
の
面
上
の
原
子
だ
け
が
影
響
を
受
け
る
と
い

う
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
微
小
な
周
波
数
の
変
化
と
位
相
情
報
を

も
と
に
、
面
内
の
二
次
元
構
造
を
復
元
で
き
る
。
人
の
体
は
大
部
分
水
で
で
き
て
い
る
た

め
、
水
素
原
子
を
対
象
に
そ
の
よ
う
な
断
層
撮
影
を
す
る
と
、
組
織
に
よ
る
水
素
密
度
の

違
い
に
よ
り
構
造
が
見
え
て
く
る
。
脳
で
は
神
経
細
胞
が
存
在
す
る
灰
白
質
と
神
経
繊
維

が
多
い
白
質
と
の
対
比
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
よ
う
な
画
像
を
構
造
画
像
と
呼
ぶ
（
図

1
㈲
）
。

　
羅
切
H
構
造
画
像
は
基
本
的
に
静
的
な
構
造
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
蜜
園
信
号
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
ア
ー
チ
フ
ァ
ク
ト
が
介
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
画
像
の
質
を
下
げ
る
の
で
本
来
避

け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
血
流
中
の
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
濃
度
に
関
す
る
ア
ー
チ
フ
ァ
ク
ト

が
脳
の
活
動
状
態
の
推
定
に
有
用
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
h
竃
困
H
が
開

発
さ
れ
た
（
○
ひ
q
p
毒
素
。
け
巴
■
口
ゆ
O
O
）
。
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
は
酸
素
を
体
内
各
部
に
運
ぶ
も
の

で
、
酸
素
と
結
合
し
た
酸
化
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
が
酸
素
を
運
び
終
、
兄
て
還
元
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン

に
な
る
。
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
は
鉄
を
含
ん
で
お
り
、
酸
化
し
て
い
な
い
後
者
は
磁
化
率
が
高

く
信
号
を
減
衰
さ
せ
る
。
脳
の
あ
る
部
位
で
神
経
活
動
が
活
発
に
な
る
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

な
る
糖
質
を
補
給
す
る
た
め
に
血
流
量
が
局
所
的
に
増
加
す
る
一
方
、
酸
素
の
消
費
は
そ

れ
ほ
ど
増
え
な
い
の
で
、
結
果
と
し
て
活
動
が
盛
ん
な
部
位
に
は
酸
化
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

潤
沢
に
な
り
、
信
号
強
度
が
相
対
的
に
強
く
な
る
。
こ
れ
は
じ
U
O
い
∪
効
果
と
呼
ば
れ
、

三
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三
六

測
定
条
件
の
調
節
に
よ
っ
て
し
d
O
U
U
効
果
を
強
調
し
た
画
像
を
一
類
幻
國
機
能
画
像
と
し
て
用
い
る
。
図
1
ω
を
見
る
と
、
図
1
㈲
と
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
V

暗
が
逆
転
し
、
神
経
細
胞
が
多
数
存
在
す
る
灰
白
質
部
分
が
白
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
経
細
胞
の
た
め
の
代
謝
活
動
を
反
映
し
て
灰

白
質
部
分
で
ω
○
い
∪
効
果
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
機
能
的
活
動
推
定
の
た
め
に
は
他
の
方
法
も
あ
る
が
、
近
年
発
表
さ
れ
て
い

る
ほ
と
ん
ど
の
認
知
神
経
科
学
的
研
究
で
し
d
O
ピ
U
眺
竃
図
H
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
h
竃
菊
H
の
解
像
度
は
最
小
の
測
定
単
位
と
し
て
の
立
方
体
あ
る
い
は
直
方
体
（
ボ
ク
セ
ル
）
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
機
能
画
像
の
ボ
ク
セ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
大
き
さ
は
通
常
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
角
程
度
で
あ
る
が
、
研
究
目
的
や
装
置
に
よ
っ
て
も
変
わ
る
。
数
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
角
の
範
囲
に
は
数
百

万
の
神
経
細
胞
が
含
ま
れ
う
る
の
で
、
生
理
学
的
測
定
と
し
て
空
間
解
像
度
が
高
い
と
は
と
て
も
い
え
な
い
。
あ
く
ま
で
も
脳
波
な
ど
他
の

非
侵
襲
的
方
法
に
比
べ
れ
ば
高
め
で
あ
る
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
血
流
変
化
は
神
経
活
動
に
比
べ
て
た
い
へ
ん
遅
い
。
神
経
活
動
を

生
じ
る
事
象
が
生
じ
て
か
ら
、
信
号
が
極
大
化
す
る
ま
で
に
五
秒
以
上
か
か
り
、
元
に
戻
る
に
は
三
〇
秒
程
度
を
要
す
る
。
こ
れ
は
、
ミ
リ

秒
単
位
で
働
く
神
経
細
胞
の
活
動
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
胤
田
図
H
の
時
間
分
解
能
が
低
い
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
測

定
技
術
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、
測
定
原
理
の
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
剛
冨
幻
H
は
脳
内
の
代
謝
活
動
を
測
定
す
る
も
の
で
神
経
活
動
を
測
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
閉
↓
や
近
点
外
分
光
法

も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
大
脳
皮
質
に
お
い
て
神
経
細
胞
の
活
動
は
脳
活
動
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
の
で
、
両
者

に
は
強
い
相
関
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
h
ζ
菊
同
は
脳
神
経
活
動
の
推
定
に
使
う
こ
と
が
で
き
、
実
際
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
の
研
究
で
そ
の
よ

う
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
研
究
論
文
に
お
い
て
神
経
（
ニ
ュ
ー
ロ
ン
）
活
動
の
測
定
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
直
接
使
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、

信
頼
性
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
通
常
、
論
文
の
査
読
過
程
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
表
現
は
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
事
実
と
推
定
を
明
確

に
分
け
る
書
き
方
が
要
求
さ
れ
る
。

　
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
脳
の
賦
活
部
位
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
脳
は
常
に
ほ
ぼ
全
体
が
働
い
て
お
り
、
認
知
活
動

に
応
じ
て
「
部
だ
け
が
働
く
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
研
究
で
は
機
能
を
脳
の
特
定
の
部
位
に
局
在
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の



驚

動
な

講
欝
．

　　　（a）　（b）図2　位相エソコーディングによるレチノトピー測定．（a）刺激図の例．角形

　　　領域（円の一部）がゆっくり回転する．（b）位相応答を，皮質表面を計

　　　算機上で膨らませた脳表面図上に表示したもの．白黒で分かりにくいが

　　　後頭葉内側部に位相マップが表れ，それをもとにV1，　V2などの領域

　　　分けができる．

た
め
に
、
問
題
と
し
た
い
機
能
以
外
は
で
き
る
だ
け
変
化
し
な
い
よ
う
に
工
夫

し
た
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
条
件
の
切
O
い
∪
応
答
と
、
そ
の
機
能
を
使
っ
て
い
る
時

の
切
○
い
U
応
答
の
両
方
を
測
定
し
、
対
比
（
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
）
を
と
る
。
た

と
え
ば
、
暗
い
画
面
を
見
て
い
る
と
、
画
面
上
に
明
る
い
図
形
が
見
え
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
き
の
応
答
を
比
べ
て
、
後
者
で
有
意
に
活
動
が
高
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
賦
活
部

位
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
、
視
覚
野
が
存
在
す
る
後
頭
葉
が
全
体
的
に
賦
活
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
視
覚
の
中
で
も
特
定
の
機
能
に
焦
点
を
あ
て
た
い
と

き
は
、
た
と
え
ば
人
の
顔
を
見
て
い
る
と
き
と
、
そ
の
画
像
を
ラ
ン
ダ
ム
に
並

べ
か
え
、
も
は
や
顔
に
見
え
な
く
な
っ
た
画
像
を
見
て
い
る
時
を
比
べ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

う
す
る
と
紡
錘
状
回
の
顔
領
域
と
い
わ
れ
る
部
位
が
特
に
賦
活
す
る
よ
う
に
見

え
る
だ
ろ
う
。
説
明
上
、
そ
の
部
分
だ
け
が
赤
く
光
っ
て
い
る
よ
う
に
見
・
兄
る

図
を
用
い
る
の
で
、
そ
れ
は
顔
を
見
る
の
に
必
要
十
分
置
部
位
を
示
す
よ
う
に

見
え
て
し
ま
う
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
上
記
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
ベ

ー
ス
ラ
イ
ン
と
比
較
し
た
と
き
に
統
計
的
に
有
意
に
活
動
が
高
ま
る
部
位
、
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
視
覚
野
が
広
範
に
働
く
中
で
も
特
に
顔
に
特
化
し
た
処
理

部
位
と
い
う
意
味
に
な
る
。

　
賦
活
画
像
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
な
い
と
、
｛
ζ
包
に
よ
る
脳
内
の
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

地
図
の
作
成
は
新
た
な
骨
相
学
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
（
例
・
瓦
ば
d
客
巴
”

卜。

n
O
同
）
に
正
し
く
答
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
脳
に
は
あ
る
程
度
の
局

三
七
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八

在
性
が
あ
り
、
た
と
え
ぽ
視
覚
野
は
後
頭
葉
に
、
聴
覚
野
は
側
頭
葉
に
あ
り
、
そ
れ
ら
は
各
感
覚
モ
ー
ド
を
ほ
ぼ
独
立
に
処
理
し
て
い
る
。

し
か
し
、
極
端
な
局
在
論
は
妥
当
で
は
な
く
、
特
に
さ
ま
ざ
ま
な
高
次
認
知
機
能
を
す
べ
て
脳
の
特
定
部
位
に
局
在
化
さ
せ
る
の
は
無
理
が

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
直
ち
に
剛
ζ
菊
H
研
究
の
限
界
を
示
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
近
年
で
は
デ
ー
タ
解
析
の
手
法
が
洗
練

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

さ
れ
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
：
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
の
よ
う
に
脳
内
の
広
範
な
つ
な
が
り
に
基
づ
く
機
能
の
解
明
が
進
め
ら
れ
る
中
で

眺
ζ
菊
同
の
果
た
し
て
き
た
役
割
は
大
き
い
。
こ
こ
で
は
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
析
手
法
の
開
発
に
よ
っ
て
単

純
な
応
答
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
限
界
を
超
え
る
知
見
が
得
ら
れ
て
き
た
。
振
り
返
っ
て
考
え
る
と
、
視
覚
野
に
お
け
る
精
緻
で
生
理
学
的
に
強

い
基
盤
を
持
つ
研
究
が
臨
ζ
幻
H
そ
の
も
の
の
意
義
を
証
明
し
続
け
て
き
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
基
盤
の
一
つ
と
な
っ

た
レ
チ
ノ
ト
ピ
ー
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

　
二
・
二
　
視
覚
野
と
レ
チ
ノ
ト
ピ
ー

　
視
知
覚
に
関
す
る
脳
機
能
の
研
究
で
は
、
サ
ル
、
特
に
マ
カ
ク
ザ
ル
（
ア
カ
ゲ
ザ
ル
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
な
ど
）
を
用
い
た
神
経
生
理
学
的
研

究
が
先
行
し
、
多
大
な
知
見
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
眼
に
入
っ
た
光
景
は
網
膜
に
映
っ
て
神
経
信
号
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
視
覚
情
報
の
処
理

が
始
ま
る
。
網
膜
か
ら
出
た
神
経
繊
維
は
間
脳
に
あ
る
視
床
の
外
側
膝
状
体
を
介
し
て
後
頭
葉
の
視
覚
皮
質
に
あ
る
第
一
次
視
覚
野

（
＜
困
）
に
投
射
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
網
膜
上
の
位
置
と
く
一
上
の
位
置
は
ト
ポ
ロ
ジ
カ
ル
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
外
界
の
様
子
が
、

形
は
大
き
く
歪
め
ら
れ
つ
つ
皮
質
上
に
絵
の
よ
う
に
投
影
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
網
膜
位
置
の
情
報
が
保
存
さ
れ
る
形
で
情
報
が
投
射
さ
れ

る
こ
と
を
レ
チ
ノ
ト
ピ
i
（
塗
込
昌
0
8
冨
）
と
い
う
。
そ
の
後
く
H
に
隣
接
す
る
く
ト
。
に
は
鏡
映
像
の
形
を
と
り
な
が
ら
再
度
の
投
影
が
な

さ
れ
、
さ
ら
に
鏡
映
反
転
し
て
く
ω
へ
、
と
い
う
よ
う
に
レ
チ
ノ
ト
ピ
ー
が
保
持
さ
れ
た
ま
ま
少
し
ず
つ
情
報
が
洗
練
化
さ
れ
て
い
く
と
考

え
ら
れ
る
。

　
軸
距
菊
同
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
に
お
い
て
も
同
様
の
レ
チ
ノ
ト
ピ
ー
構
造
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
視
覚
研
究
に



お
け
る
生
理
学
的
測
定
法
と
し
て
眺
冒
即
H
が
有
用
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
そ
の
利
用
が
促
進
さ
れ
る
原
動
力
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
た
め
、
少
し
説
明
し
て
お
き
た
い
。
臨
竃
即
同
の
応
答
は
遅
い
の
で
、
そ
の
時
々
に
眼
に
映
る
画
像
が
大
脳
皮
質
か
ら
得
ら
れ
る
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
馨

け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
少
し
太
め
の
時
計
の
針
の
よ
う
な
図
形
を
、
ま
さ
に
約
一
分
か
け
て
回
転
さ
せ
、
そ
の
間
実
験
参
加
者
は
じ
っ

と
中
央
を
見
て
い
る
。
何
度
か
回
転
す
る
う
ち
に
、
皮
質
上
の
各
部
位
に
お
い
て
針
が
通
っ
た
時
点
か
ら
信
号
が
上
が
り
始
め
、
通
っ
た
後

で
下
が
る
と
い
う
変
化
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
応
答
の
時
系
列
か
ら
対
応
す
る
網
膜
部
位
を
逆
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
2

（
1
9
）

⑥
）
。
同
様
に
、
中
央
か
ら
ゆ
っ
く
り
順
次
拡
大
し
て
い
く
円
環
を
何
周
期
か
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
心
か
ら
の
距
離
が
わ
か
る
。
こ
れ

ら
二
種
類
の
結
果
は
皮
質
状
の
各
点
に
お
け
る
外
界
位
置
の
極
座
標
を
与
え
る
（
り
貯
簿
鋒
b
O
O
①
参
照
）
。
特
に
、
偏
角
の
情
報
か
ら
は
網

膜
か
ら
の
投
射
が
正
立
像
か
鏡
映
像
か
見
極
め
る
こ
と
（
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
イ
ン
分
析
）
に
よ
っ
て
、
先
述
の
く
一
、
＜
悼
な
ど
の
視
覚
野
の
区

分
け
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
視
覚
野
全
体
の
地
図
の
作
成
が
進
ん
で
き
た
（
芝
⇔
乱
Φ
　
①
鐙
一
■
る
O
ミ
）
。

視
覚
研
究
に
お
い
て
鴎
ζ
園
H
が
特
に
進
ん
だ
の
は
、
皮
質
上
の
地
図
が
確
立
さ
れ
て
き
た
た
め
と
も
い
え
る
。
そ
の
地
図
は
、
必
ず
し
も
解

剖
学
的
構
造
と
対
応
せ
ず
、
多
少
人
に
よ
っ
て
違
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
実
験
に
あ
た
っ
て
各
人
の
地
図
を
同
定
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
一
方
、
前
頭
葉
な
ど
高
次
の
認
知
機
能
を
担
う
部
位
で
は
レ
チ
ノ
ト
ピ
ー
そ
の
も
の
は
使
え
な
い
が
、
た
と
え
ぽ
側
頭

の
聴
覚
野
に
お
け
る
周
波
数
依
存
マ
ッ
プ
（
ト
ノ
ト
ピ
ー
）
は
概
念
的
に
も
よ
く
似
て
お
り
、
他
の
領
域
で
も
別
の
原
理
に
よ
る
厳
格
な
地

図
が
で
き
れ
ば
詳
細
な
脳
内
地
図
の
作
成
に
大
き
く
貢
献
す
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
次
章
で
扱
う
動
き
情
報
の
中
枢
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
後
側
頭
部
に
存
在
す
る
寓
日
野
で
あ
る
。
竃
日
野
で
は
レ
チ
ノ
ト
ピ
ー
が
保
持

さ
れ
て
い
る
が
、
＜
H
な
ど
に
比
べ
て
明
瞭
に
測
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
別
に
動
く
刺
激
と
動
か
な
い
刺
激
を
見
た
と
き
の
応
答
の

対
比
か
ら
定
義
す
る
こ
と
が
多
い
。
ヒ
ト
の
場
合
、
サ
ル
の
よ
う
な
詳
細
な
区
分
け
が
困
難
な
た
め
、
周
辺
領
域
と
合
わ
せ
て
ζ
日
複
合

体
（
ζ
8
十
）
と
す
る
こ
と
が
多
い
。

視
知
覚
と
脳

三
九
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四
〇

三
　
研
究
紹
介

　
三
・
一
　
「
蛇
の
回
転
」
錯
視

　
こ
こ
で
、
著
者
自
身
が
h
鼠
菊
H
を
用
い
て
行
っ
た
錯
視
研
究
の
例
を
紹
介
し
た
い
。
錯
視
と
は
文
字
通
り
視
覚
に
お
け
る
錯
誤
の
こ
と
を

旛
し
、
事
物
が
「
本
来
の
」
姿
と
は
異
な
っ
て
見
え
る
現
象
の
こ
と
で
あ
る
。
「
本
来
の
」
に
括
弧
を
付
し
た
の
は
、
何
が
正
し
い
の
か
は

物
理
的
属
性
に
よ
る
と
も
轡
い
切
れ
ず
、
認
識
論
、
存
在
論
に
も
関
わ
る
深
遠
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
深
い
議
論
に
は
立
ち
入

ら
ず
、
同
じ
は
ず
の
も
の
が
違
っ
て
見
え
る
、
止
ま
っ
た
も
の
が
動
い
て
見
え
る
、
な
ど
鴬
識
的
な
範
囲
で
と
ら
え
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

錯
視
が
笑
験
心
理
学
に
お
い
て
古
く
か
ら
研
究
対
象
と
な
っ
て
き
た
理
由
の
｝
つ
は
、
そ
れ
が
「
正
し
い
扁
見
え
方
も
含
め
て
視
覚
の
本
質

や
神
経
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
視
覚
情
報
処
理
が
完
壁
で
あ
れ
ば
錯
視
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
視
覚
情
報
か
ら
の
外
界
情
報
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
実
は
ぎ
わ
め
て
難
し
く
、
不
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
大
部
分
で

う
ま
く
働
く
算
法
に
よ
る
近
似
、
推
定
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
間
は
ど
の
よ
う
な
演
算
が
行
わ
れ
て
い
る
の

か
判
じ
が
た
い
が
、
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
に
は
算
法
あ
る
い
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
特
有
の
錯
誤
が
生
じ
う
る
。
そ
の
た
め
、
錯
視
に
よ
っ
て
普

段
は
見
え
な
い
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
端
を
壇
問
甦
る
こ
と
が
で
き
、
研
究
に
は
格
好
の
題
材
と
な
る
。

　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
錯
視
は
、
広
く
　
般
に
も
人
気
を
得
た
「
蛇
の
圓
転
」
錯
視
で
あ
る
（
図
3
参
照
）
。
こ
の
錯
視
は
共
同
研
究
者
の

北
岡
明
佳
が
作
成
し
た
も
の
で
、
紙
に
塵
事
さ
れ
静
止
し
て
い
る
は
ず
の
押
形
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
回
転
し
て
見
え
る
。
こ
こ
に
示
す
の
は
無
彩

色
で
あ
る
が
、
も
と
の
作
品
は
黄
、
青
色
が
つ
い
て
お
り
、
他
の
色
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
作
ら
れ
て
い
る
（
簿
8
一
＼
＼
≦
≦
≦
’
葺
霊
ヨ
魚
撃
簿
ρ

甘
＼
餌
ご
審
○
冨
）
。
色
に
よ
っ
て
動
き
が
強
ま
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
効
果
は
ま
だ
未
解
明
で
、
基
本
的
な
効
果
は
無
彩
色
で
も
得
ら
れ

る
（
ζ
早
島
冨
忌
簿
£
・
剛
・
る
0
8
）
。
無
彩
色
の
場
合
、
白
－
明
灰
皇
丁
暗
灰
、
と
い
う
瞬
段
階
の
明
る
さ
を
繰
り
返
し
配
置
す
る
と
、
白
か
ら

明
る
い
灰
へ
、
黒
か
ら
暗
い
灰
へ
、
と
い
う
方
向
へ
の
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
原
則
に
従
え
ば
、
形
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で



　　　　　　　（a）　（b）図3　（a）「蛇の回転」錯視図の一つ．（b）比較のため錯視が起こりにくくした図．とも

　　　｝t　Kuriki　et　al．（2008）で用いられた図形をグレースケール化したもの．

は
な
い
。
実
際
、
先
述
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
回
転
の
み
な
ら
ず
拡
大
縮
小
や
並

進
運
動
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
錯
視
図
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
要
素
図
形
の

形
も
様
々
で
あ
る
。
な
お
、
図
3
で
は
印
刷
品
質
の
問
題
で
錯
視
が
弱
い
可
能
性

が
あ
る
が
、
実
際
こ
の
錯
視
が
生
じ
な
い
、
あ
る
い
は
弱
い
人
が
少
な
か
ら
ず
存

在
し
、
そ
の
原
因
は
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
錯
視
が
生
じ
な
い
の
は
む

し
ろ
「
正
し
い
」
知
覚
で
あ
り
、
動
き
の
知
覚
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
動
い
て
い
な
い
も
の
が
動
い
て
見
え
る
の
で
、
な
ぜ
こ
の
図
形
が
動
い
て
見
、
兄

る
の
か
を
理
解
す
る
に
は
動
き
を
検
出
・
分
析
す
る
機
構
の
理
解
が
必
要
で
、
理

解
が
相
補
的
に
進
展
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
提
案
さ
れ
て
き
た

蛇
の
回
転
錯
視
生
起
要
因
は
大
き
く
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
最
初
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

図
形
が
眼
に
入
っ
た
と
き
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
高
い
白
や
黒
の
部
分
は
網
膜
か
ら

の
情
報
伝
達
が
速
く
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
低
い
灰
色
部
分
は
伝
達
速
度
が
遅
い
た

め
、
視
覚
野
に
情
報
が
到
達
す
る
際
に
時
間
差
が
生
じ
る
。
こ
の
図
形
は
色
の
順

番
が
巧
妙
に
配
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
間
差
に
よ
っ
て
白
か
ら
明
る
い
灰
、

黒
か
ら
暗
い
灰
へ
と
い
う
動
き
の
信
号
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
と
考
、
見
ら
れ
る

（
じ
U
四
〇
ざ
の
節
9
仁
ゆ
・
。
O
O
押
O
o
昌
≦
塁
Φ
け
鉢
b
O
8
）
。
間
の
明
る
い
灰
か
ら
黒
、

暗
い
灰
か
ら
白
と
い
う
部
分
で
は
速
度
が
逆
に
な
る
こ
と
に
お
気
づ
き
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
こ
で
は
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
極
性
が
反
転
し
て
い
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
リ

四
一
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一e．se

一6

バ
ー
ス
・
フ
ァ
イ
の
状
況
に
な
っ
て
運
動
信
号
が
逆
転
す
る
（
O
o
跡
≦
自
象
巴
‘
b
。
O
O
9
と
も
考

え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
眼
は
常
に
細
か
く
揺
れ
て
お
り
、
静
止
し
た
図
形
を
見
て
い
て
も
網
膜
像

は
常
に
揺
れ
動
い
て
い
る
こ
と
が
錯
視
の
原
因
と
な
り
得
る
。
こ
の
揺
れ
ば
固
視
微
動
と
呼
ば
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

網
膜
像
が
完
全
に
固
定
さ
れ
て
何
も
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
防
い
で
い
る
。
通
常
、
そ

の
よ
う
な
揺
れ
ば
知
覚
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
小
さ
な
揺
れ
の
知
覚
を
意
識
し
な
い
よ
う
に
抑
制

す
る
働
き
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
言
口
属
鋤
開
鋤
日
一
　
卿
　
∩
W
蠕
く
9
0
昌
効
α
q
げ
闇
　
H
㊤
㊤
○
○
）
。
蛇
の
回

転
図
形
で
は
、
パ
タ
ン
の
非
対
称
性
に
よ
っ
て
運
動
信
号
に
も
非
対
称
的
な
歪
み
が
生
じ
う
る
。

そ
の
た
め
、
特
定
方
向
の
動
き
だ
け
は
抑
制
し
き
れ
ず
に
知
覚
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
竃
霞
増

惹
慧
Φ
冨
㎞
こ
b
。
0
8
島
Φ
§
鵯
隔
§
Φ
欝
】
も
O
§
。

　
蛇
の
回
転
錯
視
生
起
に
関
す
る
上
記
の
二
つ
の
仮
説
は
互
い
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
複

数
の
要
因
の
総
合
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
強
い
錯
視
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
い
ず
れ
の

仮
説
か
ら
も
、
錯
視
は
動
き
の
分
析
に
お
け
る
き
わ
め
て
初
期
の
段
階
で
生
じ
て
い
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
る
。
ハ
エ
な
ど
の
昆
虫
、
サ
ラ
マ
ソ
ダ
ー
な
ど
の
爬
虫
類
、
ほ
乳
類
の
中
で
も
ウ
サ
ギ
な

ど
は
網
膜
上
で
動
き
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
ヒ
ト
を
含
む
霊
長
類
で
は
、
大
脳
皮
質
の

（
＜
H
）
以
降
で
動
き
情
報
が
抽
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
（
＜
一
）
野
で
は
す

で
に
錯
視
に
対
応
し
た
動
き
の
信
号
が
生
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
実
際
に
サ
ル
で
は
そ
の

よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
（
○
§
毛
β
。
団
Φ
け
効
r
・
。
0
8
）
も
の
の
、
ヒ
ト
で
は
証
明
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
我
々
は
ま
ず
錯
視
生
起
時
と
非
生
起
時
の
脳
活
動
の
違
い
を
測
定
す
る

基
本
的
な
実
験
を
行
っ
た
（
園
（
鴬
『
一
松
一
Φ
け
蝉
一
こ
昏
Q
O
O
O
O
）
。



　
三
・
二
　
「
蛇
の
回
転
」
錯
視
に
関
す
る
脳
機
能
測
定
ω

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
胤
罎
沁
H
実
験
の
基
本
的
な
形
は
特
定
の
機
能
の
有
無
に
よ
る
脳
活
動
の
違
い
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
画
像
化
す
る
こ

と
で
あ
る
。
我
々
は
ま
ず
そ
の
よ
う
な
基
本
的
な
方
法
を
用
い
て
、
動
く
錯
視
が
実
際
に
運
動
視
関
連
領
野
の
賦
活
を
伴
う
の
か
を
検
証
し

た
。
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
ど
の
よ
う
な
統
制
刺
激
を
用
い
る
か
で
あ
る
。
動
い
て
見
え
な
い
だ
け
で
あ
ま
り
に
違
う
図
を
用
い
れ
ば
、

仮
に
b
σ
○
じ
∪
応
答
に
差
が
生
じ
て
も
そ
の
原
因
が
錯
視
に
よ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
図
形
の
要
素
は
な

る
べ
く
変
更
せ
ず
、
色
の
配
置
順
を
一
単
位
（
白
－
黄
－
黒
－
青
）
ご
と
に
反
転
さ
せ
て
全
体
と
し
て
の
動
き
が
相
殺
さ
れ
る
よ
う
な
図
形
を

作
成
し
、
統
制
条
件
と
し
た
（
図
3
）
。
要
素
ご
と
の
形
は
同
じ
で
、
色
の
総
量
も
変
わ
ら
な
い
が
、
動
い
て
は
見
え
な
い
点
が
違
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
を
十
五
秒
間
ず
つ
見
せ
る
基
本
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
を
採
用
し
た
。
ま
た
、
e
中
央
を
固
視
す
る
条
件
、
⇔
三
秒
ご
と
に

定
め
ら
れ
た
点
の
間
で
固
視
点
が
移
動
す
る
条
件
、
そ
し
て
、
日
二
と
同
様
に
自
発
的
に
視
線
を
移
動
す
る
よ
う
に
求
め
た
条
件
の
三
条
件

を
設
け
た
。
条
件
8
口
で
は
固
視
点
の
色
が
変
わ
り
、
特
定
の
色
の
出
現
数
を
数
え
る
注
意
課
題
を
課
し
た
。
本
研
究
で
は
、
最
初
に
動
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

の
情
報
が
処
理
さ
れ
る
く
一
野
と
動
き
の
処
理
中
枢
で
あ
る
ζ
弓
＋
野
を
関
心
領
域
と
し
て
b
d
O
い
U
信
号
の
時
間
変
化
を
解
析
し
た
。
結

果
と
し
て
、
全
般
に
く
阿
野
で
は
錯
視
の
有
無
に
よ
る
差
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
竃
↓
＋
野
で
は
錯
視
図
形
に
対
し
て
大
き
な
応
答
が
得

ら
れ
た
（
図
4
）
。
ま
た
、
条
件
日
で
差
が
最
も
大
き
く
、
条
件
e
で
は
最
も
小
さ
か
っ
た
た
め
、
眼
球
運
動
が
錯
視
を
促
進
す
る
と
考
え

ら
れ
た
。

　
三
・
三
　
「
蛇
の
回
転
」
錨
視
に
関
す
る
脳
機
能
測
定
②

上
記
の
研
究
は
、
錯
視
生
起
時
に
ζ
↓
＋
野
の
応
答
が
高
ま
る
こ
と
を
示
し
、
本
当
の
動
き
の
よ
う
に
知
覚
さ
れ
る
錯
視
の
神
経
基
盤

の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
＜
H
野
に
お
い
て
差
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
こ
で
動
き
の
信
号
が
生
成
さ

視
知
覚
と
脳

四
三
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　　　　　　　（a）　（b）図5　（a）刺激呈示の様子．（b）実験結果．刺激ペアの錯視運動が同方向であった場合
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れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
の
実
験
の
方

法
的
な
特
性
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
＜
H
野
は
動
き
だ

け
で
は
な
く
色
や
形
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
に
強
く
応
答
す
る
細
胞
を
含
ん

で
お
り
、
自
菊
H
で
は
そ
れ
ら
を
分
離
し
き
れ
な
い
の
で
、
動
き
だ
け
が
違

う
状
況
で
は
信
号
の
違
い
と
し
て
拾
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ

と
を
検
証
す
る
に
は
、
低
い
空
間
解
像
度
で
も
わ
ず
か
な
差
異
を
拾
う
こ
と

が
で
き
る
方
法
上
の
工
夫
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
要
請
に
応
え
て
く
れ
る
と

考
え
た
の
が
、
続
く
研
究
で
用
い
た
順
応
法
で
あ
る
。
順
応
と
は
心
理
学
に

お
い
て
幅
広
く
利
用
さ
れ
る
現
象
で
、
同
じ
も
の
に
対
す
る
応
答
が
下
が
っ

て
い
く
こ
と
を
指
す
。
た
と
え
ば
、
言
葉
で
質
問
で
き
な
い
赤
ち
ゃ
ん
（
あ

る
い
は
動
物
）
に
同
じ
も
の
を
見
せ
て
い
る
と
飽
き
て
あ
ま
り
見
な
く
な
る
。

そ
こ
で
新
し
い
も
の
を
見
せ
る
と
と
た
ん
に
興
味
を
持
っ
て
見
始
め
る
。
こ

こ
で
、
「
同
じ
」
も
の
は
必
ず
し
も
物
理
的
に
同
じ
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

赤
ち
ゃ
ん
が
区
別
し
て
い
な
け
れ
ば
同
じ
よ
う
に
順
応
が
起
こ
る
。
そ
う
い

う
意
味
で
、
ど
ん
な
属
性
が
区
別
さ
れ
、
あ
る
い
は
さ
れ
な
い
か
を
知
る
手

が
か
り
が
得
ら
れ
る
。
脳
神
経
も
言
葉
で
答
え
て
く
れ
ず
、
順
応
で
応
答
が

下
が
る
点
で
同
様
で
あ
る
。
あ
る
神
経
が
形
だ
け
を
分
析
し
て
い
て
色
に
は

興
味
が
な
け
れ
ぽ
、
同
じ
形
で
違
う
色
の
も
の
を
見
せ
て
も
順
応
し
た
ま
ま

で
あ
る
が
、
逆
に
同
じ
色
で
も
違
う
形
を
見
せ
れ
ば
応
答
が
回
復
す
る
だ
ろ



う
。
同
様
に
、
動
き
の
方
向
が
変
わ
る
と
順
応
状
態
が
変
わ
る
場
合
、
運
動
方
向
選
択
的
順
応
と
い
う
。
こ
れ
を
利
用
し
、
各
部
位
が
錯
視

の
動
き
に
対
し
て
運
動
方
向
選
択
的
順
応
を
生
じ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
実
験
を
行
っ
た
（
》
ω
烹
匿
①
け
巴
‘
b
。
O
嵩
）
。
図
5
②
に
示
す
よ
う

に
、
最
初
に
回
転
し
て
見
え
る
四
つ
の
円
を
約
三
秒
間
見
た
後
、
少
し
要
素
の
位
置
が
異
な
っ
て
お
り
、
動
く
方
向
が
同
じ
も
の
、
あ
る
い

は
逆
な
も
の
を
約
一
秒
見
せ
る
。
そ
の
間
、
実
験
参
加
者
は
中
央
の
固
視
点
の
色
の
変
化
に
注
國
し
て
お
り
、
錯
視
に
注
意
を
払
わ
な
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

う
に
す
る
。
動
き
の
反
転
に
よ
っ
て
切
○
い
U
信
号
の
順
応
が
解
除
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
錯
視
運
動
方
向
が
反
対
の
ペ

ア
の
時
に
同
じ
ペ
ア
よ
り
応
答
が
増
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

　
こ
こ
で
は
詳
細
は
省
き
、
じ
σ
○
い
U
信
号
変
化
を
総
合
し
た
結
果
を
示
す
（
図
5
㈲
）
。
先
述
の
よ
う
な
位
相
符
号
化
を
用
い
て
く
一
か
ら

（
2
6
）

＜
ω
b
d
と
呼
ば
れ
る
部
位
ま
で
を
定
義
し
、
別
途
動
く
刺
激
へ
の
応
答
か
ら
罎
日
＋
を
定
義
し
た
。
＜
。
。
じ
σ
以
外
の
す
べ
て
の
領
域
で
、
運
動

方
向
選
択
的
順
応
が
生
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
意
外
で
あ
り
、
か
つ
警
鐘
と
も
な
る
結
果
で
あ
っ
た
。
＜
戯
な
ど
、
動
き
の
処
理
に

は
あ
ま
り
関
与
し
な
い
と
さ
れ
る
部
位
で
も
く
H
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
い
う
結
果
は
、
何
ら
か
の
ア
ー
チ
フ
ァ
ク
ト
に
よ
っ
て
全
体
で

一
様
な
差
が
出
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
そ
の
た
め
、
構
造
方
程
式
モ
デ
リ
ン
グ
を
用
い
た
パ
ス
解
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
＜
H
か
ら

ζ
↓
＋
へ
至
る
経
路
の
順
応
効
果
は
、
＜
。
。
あ
る
い
は
く
。
。
諺
へ
至
る
効
果
と
は
分
離
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
動
き
に
敏
感
な

く
ω
》
は
と
も
か
く
く
群
に
お
け
る
効
果
は
解
釈
し
に
く
い
が
、
先
の
研
究
で
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
く
H
の
関
与
が
明
ら
か
に
な
っ
た
上
、

窩
6
＋
に
至
る
運
動
視
の
主
要
経
路
で
動
く
錯
視
に
対
応
し
た
応
答
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
な
成
果
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
順
応
効
果
は
基
本
的
な
応
答
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
は
わ
か
ら
な
い
領
域
内
の
機
能
分
化
を
知
る
手
が
か
り
に
な
り
得
る
。
し
か

し
、
順
応
効
果
は
解
釈
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
、
批
判
も
多
い
。
最
初
の
く
一
の
段
階
で
順
応
に
よ
っ
て
応
答
が
下
が
れ
ば
、
そ
の
影
響
は

ず
っ
と
下
流
ま
で
及
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
当
は
ど
こ
で
順
応
が
起
こ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
ど
こ
が
当
該
処
理
の
中
枢
部
位
な

の
か
を
断
定
す
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
動
き
の
情
報
に
関
し
て
は
、
神
経
結
合
そ
の
も
の
は
双
方
向
的
で
情
報
の
流
れ
も
双
方

向
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
順
応
の
効
果
は
く
H
か
ら
高
次
視
覚
野
へ
と
い
う
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
流
れ
に
沿
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

視
知
覚
と
脳

四
五



哲
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研
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第
五
百
九
十
五
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四
六

（
丙
。
彗
卿
鼠
。
〈
路
o
P
N
O
O
ω
）
た
め
、
本
研
究
の
結
果
は
比
較
的
素
直
に
解
釈
可
能
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
、
暁
罎
力
士
の
結
果
を
解
釈
す
る
上
で
、
孤
立
し
た
部
位
そ
れ
ぞ
れ
の
働
き
を
考
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
部
位
間
の
関
係

を
調
べ
た
い
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
こ
こ
で
は
比
較
的
古
く
か
ら
あ
る
静
的
な
パ
ス
解
析
を
試
み
た
。
構
造
方
程
式
モ
デ
リ
ン
グ
は
、
因
子
分

析
の
方
法
と
関
連
し
て
発
展
し
、
心
理
学
や
そ
の
他
の
社
会
科
学
で
も
広
範
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
確
立
さ
れ
た
方
法

で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
進
ん
だ
結
舎
性
解
析
に
つ
な
が
る
第
一
歩
と
も
い
え
る
。

四
　
お
わ
り
に

　
こ
の
よ
う
に
、
視
覚
研
究
に
お
い
て
臨
言
菊
H
が
実
際
に
役
立
っ
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
単
に
骨
相
学
の
再
来
と
は
震
い
が
た
い
意
義

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
近
で
は
視
覚
の
よ
う
な
比
較
的
低
次
の
感
覚
情
報
処
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
幅
広
い
活
用
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

そ
し
て
、
脳
の
ど
の
部
位
が
活
動
す
る
か
、
と
い
う
機
能
局
在
論
的
な
問
題
意
識
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
範
な
脳
領
域
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し

合
う
か
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
見
方
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
議
論
を
支
え
る
一
つ
の
方
向
性
と
し
て
、
い
く
つ
か

の
関
連
部
位
に
お
け
る
情
報
の
流
れ
を
明
ら
か
に
す
る
結
合
性
解
析
手
法
の
発
展
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
先
に
少
し
触
れ
た
静
的
な
パ
ス

解
析
の
技
法
を
発
展
さ
せ
、
信
号
の
時
系
列
か
ら
因
果
性
を
推
定
す
る
グ
レ
ン
ジ
ャ
ー
因
果
性
モ
デ
ル
や
、
さ
ら
に
発
展
し
て
動
的
な
情
報

の
流
れ
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
動
的
因
果
性
モ
デ
ル
の
開
発
が
進
ん
で
き
た
（
跳
躍
8
ジ
b
。
三
帰
ω
8
9
出
鉱
俸
菊
。
①
町
。
Φ
o
ぎ
b
。
O
お
な
ど
を
参

照
）
。
そ
れ
ら
の
手
法
は
、
観
察
さ
れ
た
相
関
に
基
づ
く
単
な
る
機
能
的
結
合
性
（
｛
二
誉
O
け
凶
O
謬
P
一
◎
O
O
昌
欝
Φ
O
け
一
く
一
け
《
）
を
こ
え
て
、
実
際
の
神
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

結
合
の
推
定
を
含
む
有
効
結
合
性
（
①
頴
の
。
爲
く
①
8
ヨ
の
。
甑
≦
蔓
）
の
推
定
を
目
指
し
て
い
る
が
、
h
ζ
菊
圃
の
本
質
的
な
時
問
解
…
像
度
の
低
さ

か
ら
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
議
論
が
続
い
て
い
る
。

　
し
d
O
ピ
U
団
ζ
幻
H
以
外
の
ζ
菊
H
活
用
の
検
討
も
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
る
。
拡
散
テ
ン
ソ
ル
強
調
画
像
法
（
U
6
H
）
に
よ
り
、
神
経
繊
維
の

結
毒
性
を
調
べ
る
手
法
は
あ
る
程
度
一
般
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
溝
鼠
解
像
度
が
低
い
た
め
遠
距
離
の
神
経
結
合
の
推
定
は



必
ず
し
も
簡
単
で
は
な
い
が
、
局
所
的
な
神
経
繊
維
分
布
の
異
常
は
臨
床
的
な
研
究
で
広
く
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
じ
d
O
い
U
に
変
わ
る
機

能
的
画
像
化
の
研
究
も
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
だ
こ
こ
で
紹
介
で
き
る
ほ
ど
確
立
し
て
は
い
な
い
が
、
近
い
将
来
ど
う
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。

今
後
と
も
最
新
技
術
の
動
向
に
目
を
配
り
つ
つ
、
熟
成
さ
れ
た
技
術
と
工
夫
に
よ
っ
て
広
範
な
心
機
能
の
研
究
を
行
う
こ
と
も
、
特
に
心
理

学
者
に
と
っ
て
は
重
要
な
仕
事
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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電
磁
波
の
生
体
へ
の
影
響
に
は
不
明
な
点
も
あ
る
が
、
現
時
点
で
危
険
は
な
い
と
さ
れ
る
。

操
作
に
は
一
定
の
訓
練
と
認
定
を
要
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

半
減
期
が
短
い
放
蟹
性
同
位
元
素
を
体
内
に
注
入
し
、
放
射
線
を
測
定
す
る
こ
と
で
血
流
量
を
調
べ
る
。

極
低
温
に
よ
る
超
伝
導
コ
イ
ル
を
用
い
る
。

現
在
で
は
。
。
↓
（
9
ω
一
餌
）
の
静
磁
場
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
圃
目
の
機
器
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。

原
子
ス
ピ
ン
の
概
念
は
よ
く
絵
で
描
か
れ
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
と
も
い
わ
れ
る
が
、
心
理
学
者
と
し
、
て
の
私
に
は
理
解
が
及
ば
ず
、

相

当
単
純
化
し
て
い
る
点
は
ご
注
意
い
た
だ
ぎ
た
い
。

　　　　　　　　　　　　　　　　

王4　13　12　11　10
）　　　）　　　）　　　）　　　）

　
で
き
ず
、

者
の
恣
意
性
が
入
り
込
む
余
地
が
生
じ
る
。

（
1
5
）
　
閃
虹
ω
嵐
O
肘
ヨ
閃
鋤
O
Φ
諺
お
鋤
（
閏
男
諺
）
と
呼
ば
れ
る
。

（
1
6
）
　
ガ
ル
（
蒲
田
○
巴
一
）
を
創
始
者
と
し
て
一
九
世
紀
に
盛
ん
に
な
っ
た
。
頭
蓋
の
形
か
ら
人
格
な
ど
を
推
定
す
る
と
と
も
に
、
頭
蓋
の
核
位
置
に
さ

　
ま
ざ
ま
な
機
能
を
あ
て
は
め
た
地
図
が
で
き
て
い
っ
た
。
科
学
的
根
拠
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
優
生
学
的
な
議
論
に
つ
な
が
っ
た
点
も
批
判
さ
れ
る
。

（
1
7
）
　
特
に
何
も
し
て
い
な
い
と
き
に
む
し
ろ
活
動
が
高
ま
る
領
域
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
意
識
的
な
行
動
を
支
え
て

　
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
意
識
の
本
質
の
解
明
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
る
。

　20

）

　　　　　　　　　　　

聖る馨
　　　　o

bご

ﾂ
O
島
O
×
団
α
q
Φ
コ
ぴ
Φ
＜
Φ
一
U
①
O
①
欝
亀
Φ
簿
の
略
。

図
王
㈲
と
㈲
は
断
面
の
角
度
が
違
い
、
同
一
面
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

構
造
画
像
の
ボ
ク
セ
ル
は
多
く
の
場
合
一
ミ
リ
角
程
度
で
あ
る
。

窯
Φ
葭
ぎ
ヰ
髪
Φ
伍
G
Q
唱
Φ
o
霞
。
ω
o
o
塁
（
Z
H
菊
ω
）
、
あ
る
い
は
光
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
呼
ば
れ
る
。

有
意
性
の
検
定
に
は
種
々
の
方
法
が
あ
る
。
ま
た
、
多
数
の
ボ
ク
セ
ル
を
別
々
に
統
計
検
定
す
る
た
め
偶
然
有
意
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
無
視

　
　
有
意
水
準
制
御
の
た
め
に
各
種
の
補
正
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
方
法
や
基
準
値
の
違
い
に
よ
っ
て
賦
活
範
囲
は
大
き
く
変
わ
る
の
で
、
研
究

高
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
反
転
を
繰
り
返
す
チ
ェ
ッ
カ
ー
模
様
が
多
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
解
析
方
法
や
注
目
し
た
い
領
域
に
よ
っ
て
最
適
な
角
度
が
変
わ

し
か
し
、
＜
同
な
ど
基
本
的
な
部
分
だ
け
見
る
に
は
多
少
の
刺
激
の
違
い
は
大
ぎ
く
影
響
し
な
い
。

h
ζ
菊
囲
信
号
の
立
ち
上
が
り
の
遅
れ
に
対
す
る
補
正
が
必
要
と
な
る
。

鼠
↓
は
サ
ル
に
お
い
て
定
義
さ
れ
立
動
島
Φ
罐
ヨ
℃
o
今
一
．
の
略
で
あ
っ
た
が
、
ヒ
ト
で
は
解
剖
学
的
な
意
味
を
持
た
ず
、
サ
ル
と
の
相
同
部
位
と
し

視
知
覚
と
脳

四
九



　
　
哲
学
研
究
　
第
五
否
九
十
五
号

て
鼠
8
と
い
う
略
語
の
み
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。

る
。
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ヒ
ト
（
ン
ニ
轟
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

を
強
調
し
て
げ
ζ
↓
の
よ
う
に
書
く
こ
と
も
あ
る
。
＜
α
野
と
称
す
る
場
合
も
あ

こ
こ
で
は
平
均
輝
度
か
ら
の
差
と
考
え
れ
ば
よ
い
。

ト
ロ
ク
ス
ラ
ー
効
果
（
↓
頃
O
己
Φ
『
①
除
①
9
）
と
呼
ば
れ
る
。

灘
定
は
よ
り
広
範
囲
に
行
う
が
、
解
析
に
お
い
て
必
要
な
部
分
だ
け
切
り
熱
す
。

こ
の
よ
う
な
行
動
レ
ベ
ル
で
の
順
応
は
馴
化
あ
る
い
は
潰
化
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

空
間
的
パ
タ
ン
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
素
の
応
答
に
は
違
い
が
な
い
こ
と
は
確
認
し
て
あ
る
。

＜
ω
じ
d
は
最
初
に
提
案
し
た
ス
ミ
ス
（
》
．
6
噸
Q
o
ヨ
搾
げ
）
ら
の
定
義
と
後
の
ワ
ソ
デ
ル
（
ご
d
．
三
選
α
Φ
ε
ら
の
定
義
が
異
な
る
が
、

従
っ
た
。

（
2
7
）
　
ま
だ
定
訳
と
は
い
え
ず
、
英
語
表
記
を
そ
の
ま
ま
使
う
方
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
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represents　the　idealization　of　the　biblicaHanguage　as　the　Holy　tongue　（1296n

qodeg），　as　distinguished　frorn　human　languages　such　as　Greek　and　the　vulgate

dialect　of　the　sages　（1Ag6n　mign2h）．

　　Drawing　on　this　distinction　between　“Jewish”　and　Hebrew，　the　paper　intends　to

demonstrate　the　potential　of　the　term　Hebrew　as　a　new　and　more　inclusive　way　of

categorizing　“Jewish　Thought”，　transcending　the　differences　of　the　pre－modern

and　the　modem　as　well　as　the　secular　and　the　religious．

Visual　perception　and　the　brain

　　　Hiroshi　AsmDA

　　　Associate　Professor

Graduate　School　of　Letters

　　　　Kyoto　University

　　It　has　become　well　known　that　the　brain　is　the　centre　of　our　mind　（even　if　one

may　not　accept　it　as　the　entire　site　of　mind）　and　it　is　now　essential　for　psycholo－

gists　to　take　advantage　of　recent　advances　in　brain　imaging　techniques．　We　often

see　irnages　acquired　by　using　rnagnetic　resonance　imaging　（｝y（｛RI）　and　functional

MRI　（fMRI）　even　in　common　media．　lt　is，　however，　not　always　well－understood

how　fMRI　works　and　what　it　can　really　tell　us．　ln　this　article，　1　will　review　the

basics　of　MRI　and　fMRI　and　discuss　how　they　can　actually　help　understanding　the

organisation　and　functions　of　our　brain．　ln　the　domain　of　visual　perception，

retinotopy　has　been　playing　a　major　role　in　proving　that　fMRI　is　a　useful　neuro－

physiological　tool．　lt　has　served　to　map　out　the　structure　of　the　cortical　areas　in

humans，　and　provided　the　basis　for　further　investigation　of　detqiled　visual　func－

tions．　Retinotopy　is　only　available　in　the　visual　cortex　by　definition，　but　a　similar

idea　of　tonotopy　is　used　in　the　auditorY　domain　and　we　might　find　other　simple

principles　for　other　parts　of　the　brain．　1　wi11　then　review　our　own　studies　on　the

‘Rotating　Snal〈es’　illusion，　which　induces　an　impressing　sense　of　illusory　motion　in

a　stationary　drawing．　We　have　first　demonstrated　that　MT十，　the　distinct　area　for

visual　motion　processing，　is　activated　by　the　illusory　motion．　Then　we　revealed　the

whole　networl〈　from　Vl　to　MT十　underlying　the　iilusion　by　using　fMRI　adaptation．

fiV［RI　no　longer　represents　simple　localisation　theories，　as　it　was　once　criticised，

but　it　is　expected　to　help　understanding　how　the　brain　worl〈s　as　a　networl〈．

2



Technical　improvement　in　both　measurement　and　analysis　is　still　on－going，　and

anyone　who　is　interested　in　human　brain　and　mind　should　keep　an　eye　on　its

advancement　even　if　they　are　not　involved　in　conducting　experiments　by　them－

selves．

　　　　　　　　　　　　The　Biblical　Language　as　Thou

Transliteration　of　the　Bible　and　the　ldea　of　Universal　Prophecy

　　　　　　　　　　　　　　　in　the　thought　of　MartiR　Buber

Toshihiro　HORIKAWA
　JSPS　Research　Fellow

　　In　a　previous　paper　entitledβ必磁z1五anguage　as　Thou－False　Prophecy　and

Misunderslanding　of　the　ProPhets，　1　discussed　how　Buber　prescribed　the　1－Thou

relationship　as　a　mean　of　attenuate　the　danger　of　succumbing　to　false　prophecy．　ln

this　paper　it　is　my　purpose　to　expound　the　importance　of　interaction　between　the

reader　（1）　and　the　spoken　word　（Thou）　by　the　transliteration　of　the　Bible　and

the　idea　of　universal　prophecy．

　　Buber’s　intention　of　translating　the　Bible　was　to　enable　the　reader　to　engage　in

the　divine　voice　（spoken　word）　through　the　text　（written　word）．　lt　was　done　as

a　transliteration．　Because　Buber　believed　that　the　integrity　of　the　original　lan－

guage　must　take　precedence　over　fluency，　the　result　was　an　unwieldy　text．　Buber’s

goal　is　possible　only　when　the　original　language　is　preserved　in　its　structure　and

style．　This　was　the　purpose　of　Buber’s　translation－to　recreate　the　experience　of

a　divine　conversation　between　the　reader　and　God．

　　Therefore，　every　person　shouid　be　a　prophet　to　directly　hear　God’s　message．　The

message　announced　by　the　prophet　lsaiah　‘the　whole　earth　is　full　of　his　（God’s）

glory’　（ls．　6：3）　was　stated　by　Second　lsaiah　as　‘the　glory　of　the　LORD　shall　be

revealed，　and　all　flesh　shall　see　it　together’　（ls．　40：5）．　lt　means　that　all　flesh　could

be　prophets　who　are　able　to　respond　to　God’s　spoken　word．　ln　this　connection，

Second　lsaiah　（ls．　44：3）　echoes　the　sentiment　of　Moses　as　expressed　in　Numbers

11：29．

　　Prophets　are　sent　to　warn　the　people，　but　their　warRings　are　frequently　not

accepted．　Though　the　message　falls　onto　deaf　ears，　their　prophecy，　nevertheless，

endures　as　a　hope　for　future　generations．　UtiliziRg　this　concept　ef　the　‘reader　as　a

3


