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二
一
世
紀
文
明
の
創
造
に
は
新
し
い
人
間
認
識
と
身
体
論

と
感
覚
論
が
必
要
で
あ
り
、
感
覚
基
盤
の
深
化
と
再
編
集
な

し
に
創
造
力
の
賦
活
と
拡
充
は
な
い
で
し
ょ
う
。そ
れ
ゆ
え
、

「
モ
ノ
」
の
再
布
置
化
と
人
間
の
感
覚
能
力
の
可
能
性
と
再

編
成
を
探
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
二
一
世
紀
的
課
題
と
な

る
は
ず
で
す
。（「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
」
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
よ
り
）

1

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、人
間
が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
知
覚
し
、

行
動
し
て
い
る
か
、
そ
の
原
理
を
調
べ
る
研
究
、
そ
し
て
、

そ
れ
を
利
用
し
た
新
た
な
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
技
術
の
開
発
・

芸
術
表
現
へ
の
応
用
を
行
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
研

究
を
通
し
て
、
社
会
に
対
し
て
、
利
便
性
や
効
率
性
を
向
上

さ
せ
る
よ
う
な
物
理
的
価
値
だ
け
で
な
く
、
エ
ン
タ
テ
イ
ン

メ
ン
ト
や
芸
術
な
ど
の
精
神
的
価
値
を
も
提
供
で
き
た
ら
と

考
え
て
い
る
。
特
に
「
感
覚
基
盤
の
深
化
と
再
編
集1

」
と

い
え
る
よ
う
な
、
他
者
の
心
情
や
自
然
の
豊
か
さ
に
対
す
る

鋭
敏
さ
を
拡
大
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
他
者
と
交
換

し
、
共
有
し
て
い
く
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い

る
。
本
稿
で
は
、
自
分
の
研
究
を
い
く
つ
か
紹
介
し
な
が
ら
、

自
分
の
研
究
領
域
で
あ
る
認
知
科
学
か
ら
感
覚
価
値
学
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
え
て
い
き
た
い
。

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
で
は
「
知
覚
体
験
の
拡
大
」
と
い
う
耳

慣
れ
な
い
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
語
は
英
単
語

「Perceptiveness

（
パ
ー
セ
プ
テ
ィ
ブ
ネ
ス
）」
か
ら
着
想
を

得
て
使
用
し
た
。

Perceptiveness

【
名
】
知
覚
力
、
洞
察
力
、
直
感
的
な

鋭
敏
さ
。
そ
の
場
の
状
況
や
他
人
の
気
持
ち
に
対
す
る
「
洞

察
力
」
を
い
う
。
こ
の
点
でsensibility
（
セ
ン
シ
ビ
リ
テ

ィ
）

の
類
義
語
と
い
え
る
が
、
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
が
直
感

に
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
に
対
し
、
パ
ー
セ
プ
テ
ィ
ブ
ネ
ス
は

視
覚
や
触
覚
な
ど
身
体
的
な
知
覚
力
を
指
す
こ
と
が
多
い

（
英
辞
郎
オ
ン
・
ザ
・
ウ
ェ
ブ2

よ
り
）。

こ
の
パ
ー
セ
プ
テ
ィ
ブ
ネ
ス
と
い
う
語
は
、
目
の
前
の
現

象
だ
け
で
な
く
、
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
「
何
か
」
ま
で
感
じ

る
知
覚
的
洞
察
力
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
よ

り
豊
か
に
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
日
常
生
活
の
奥
の
「
何

か
」
ま
で
深
く
体
感
し
、
日
常
の
知
覚
体
験
を
拡
大
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
以
降
、
こ
の
パ
ー
セ
プ
テ
ィ
ブ
ネ
ス
を
深

化
さ
せ
る
よ
う
な
、
感
覚
・
知
覚
シ
ス
テ
ム
の
理
解
、
知
覚

体
験
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
、
認
知
科
学
的
視
点
か
ら
述
べ

て
い
く
。

2

感
覚
・
知
覚
シ
ス
テ
ム
の
理
解
　

私
た
ち
人
間
は
、
計
測
機
械
の
よ
う
に
環
境
を
観
測
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、興
味
の
対
象
に
対
し
て
眼
球
を
動
か
し
、

耳
を
澄
ま
し
、
手
を
伸
ば
す
こ
と
で
、
視
聴
触
覚
か
ら
能
動

的
に
情
報
を
収
集
、
取
捨
選
択
し
、
頭
の
中
に
ひ
と
つ
の
世

界
像
を
構
築
し
て
い
る
。
普
段
、
自
分
た
ち
が
あ
り
の
ま
ま

の
世
界
と
し
て
感
じ
て
い
る
も
の
は
、
環
境
を
写
し
取
っ
た

も
の
と
い
う
よ
り
、
自
身
の
感
覚
・
知
覚
シ
ス
テ
ム
の
情
報

処
理
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方

で
、
こ
の
こ
と
は
世
界
像
が
構
築
さ
れ
る
過
程
で
、
実
は
多

く
の
情
報
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い

知
覚
体
験
の
拡
大
と
感
覚
価
値
学

渡
邊
淳
司

科
学
技
術
振
興
機
構
さ
き
が
け
／

Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
学
基
礎
研
究
所

る
。
例
え
ば
、
鏡
の
前
に
立
っ
て
自
分
の
眼
を
見
た
と
き
、

眼
が
動
い
て
い
る
最
中
の
視
覚
像
は
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、

眼
球
運
動
中
の
情
報
が
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
で
、
安
定
し

た
視
覚
世
界
像
が
知
覚
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
現
象
は
、
聴
覚
や
触
覚
で
も
同
じ
よ
う
に
起
き
て
い
る
。

日
常
生
活
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
自
分
の
脳
が
環
境
の
情

報
の
何
を
切
り
取
り
、
何
を
切
り
捨
て
、
ど
の
よ
う
に
世
界

像
を
構
築
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
原
理
や
過
程
に
気
付
く
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
知
る
こ

と
は
、
人
間
の
感
覚
・
知
覚
シ
ス
テ
ム
を
理
解
し
、
環
境
と

の
関
係
を
し
な
や
か
に
作
り
変
え
て
い
く
う
え
で
の
基
盤
と

な
る
は
ず
で
あ
る
。

筆
者
は
、
視
聴
触
覚
の
能
動
的
探
索
運
動
を
利
用
し
た
イ

ン
タ
フ
ェ
ー
ス
・
芸
術
表
現
の
研
究
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ

れ
ら
を
発
表
・
展
示
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
聴
衆
・
体
験
者

に
対
し
て
、
自
身
の
感
覚
・
知
覚
に
対
す
る
気
付
き
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
以
降
、
視
覚
、
聴

覚
、
触
覚
の
三
つ
の
主
要
な
感
覚
に
関
す
る
自
分
の
試
み
を

紹
介
す
る
。

3

視
覚
に
お
け
る
知
覚
体
験
の
拡
大

人
間
の
網
膜
は
中
心
部
の
み
感
度
が
高
く
、
周
辺
視
野
の

物
体
を
見
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
向
け
て
眼
球
運
動
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
普
段
、
人
間
は
、
一
秒
に
数
回
、
興
味
の
対

象
に
向
け
て
眼
球
運
動
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
眼
球
運
動

に
際
し
て
、
網
膜
像
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
気
付
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
私
た

ち
は
、
何
ご
と
も
な
か
っ
た
よ
う
に
、
安
定
し
た
視
覚
世
界

像
を
知
覚
し
て
い
る
。
本
章
で
は
、
普
段
知
覚
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
、
眼
球
運
動
中
、
特
に
サ
ッ
カ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
高

速
眼
球
運
動
中
の
知
覚
を
利
用
し
た
、
二
次
元
視
覚
情
報
提

示
手
法
に
つ
い
て
述
べ
る3

。

一
般
に
、
二
次
元
の
視
覚
情
報
を
提
示
す
る
た
め
に
は
二

次
元
の
光
源
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
一
列
の
光
源
が
な

ん
ら
か
の
運
動
を
行
う
、
も
し
く
は
一
列
の
光
源
が
静
止
し

て
い
て
も
、
眼
球
運
動
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
次

元
光
源
で
二
次
元
情
報
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

例
え
ば
、
図
１
の
よ
う
に
、
一
次
元
光
源
が
あ
る
パ
タ
ー
ン

で
点
滅
し
な
が
ら
高
速
移
動
す
る
と
、
各
瞬
間
に
光
っ
て
い

る
一
次
元
パ
タ
ー
ン
が
、
あ
た
か
も
同
時
に
提
示
さ
れ
た
よ

う
に
知
覚
さ
れ
、
二
次
元
パ
タ
ー
ン
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
覚
情
報
提
示
手
法
は
既
に
実
用
化
、
販
売
さ

れ
て
い
る4

。
一
方
で
、
上
記
の
手
法
と
は
逆
に
、
一
列
の

光
点
列
を
固
定
し
、
サ
ッ
カ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
高
速
眼
球
運

動
中
に
、
光
点
列
の
点
滅
パ
タ
ー
ン
を
高
速
で
時
間
変
化
さ

せ
る
と
、
点
滅
パ
タ
ー
ン
が
眼
球
運
動
に
よ
り
空
間
パ
タ
ー

ン
に
展
開
さ
れ
、
二
次
元
イ
メ
ー
ジ
が
知
覚
さ
れ
る

5
・
6

。
そ

こ
で
筆
者
ら
は
、
サ
ッ
カ
ー
ド
と
い
う
眼
球
運
動
を
情
報
提

示
の
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
の
可
能
性
に
着
目

し
、
情
報
提
示
手
法
と
し
て
の
有
効
性
を
探
っ
て
き
た

7
・
8

。

サ
ッ
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
情
報
提
示
手
法
の
大
き
な
メ
リ

ッ
ト
は
、
少
な
い
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
（
投
影
面
な
し
）、
少
な

い
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
光
源
の
少
な
さ
）
で
情
報
提
示
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
空
中
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
窓
ガ
ラ
ス
な
ど
現
実
空
間
に
重
ね
て
情
報
提
示
を
行
う

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
本
手
法
は
、
眼
球
運
動
を
起

こ
し
た
人
の
み
視
覚
情
報
を
知
覚
可
能
で
あ
り
、
す
べ
て
の

人
に
同
じ
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ

の
情
報
提
示
の
選
択
性
か
ら
、
提
示
す
る
場
所
、
情
報
の
性

図１　光源運動を利用した視覚情報提示手法
（ISM Inc. Fantazein

4
）

図２　眼球運動を利用した視覚情報提示手法
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質
を
選
べ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
情
報
提
示
の
あ
り
方
を
実

現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
情
報
提
示
の

個
人
性
は
新
し
い
芸
術
表
現
の
可
能
性
を
開
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
提
示
手
法
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
眼
を
動
か
し
た

観
察
者
は
、
二
次
元
情
報
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
眼
を

動
か
し
て
い
な
い
観
察
者
は
一
次
元
光
源
の
点
滅
し
か
知
覚

さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
提

示
手
法
は
、眼
球
運
動
と
い
う
自
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、

普
段
は
知
覚
さ
れ
な
い
眼
球
運
動
中
の
視
覚
情
報
を
目
の
前

に
顕
在
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
が
環
境
に

働
き
か
け
る
こ
と
で
、
自
分
が
無
意
識
に
捨
て
て
い
る
情
報

を
、
も
う
一
度
、
拾
い
上
げ
る
行
為
と
も
言
え
る
。

4

聴
覚
に
お
け
る
知
覚
体
験
の
拡
大

次
に
、本
章
で
は
聴
覚
に
お
け
る
試
み
に
つ
い
て
述
べ
る
。

聴
覚
は
視
覚
と
異
な
り
、
図
３
の
よ
う
に
、
全
方
向
三
六
〇

度
か
ら
の
音
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
本
研
究
で
は
、
そ
の

均
一
性
を
あ
え
て
崩
す
よ
う
な
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
を
実
現

し
、
私
た
ち
が
聴
覚
世
界
像
を
構
築
す
る
上
で
、
何
を
前
提

に
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
問
い
か
け
る
よ
う
な
試
み
を
行

っ
た
。
具
体
的
に
は
、
図
４
に
あ
る
よ
う
に
、
聴
覚
情
報
の

得
ら
れ
る
範
囲
を
視
覚
と
同
じ
よ
う
に
制
限
す
る
こ
と
で
、

自
分
の
向
い
て
い
る
方
向
の
音
だ
け
が
よ
く
聞
こ
え
、
そ
の

方
向
の
人
と
だ
け
会
話
が
で
き
る
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
を
実
現

し
た
。

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
は
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
・
マ
イ
ク
・
赤
外
線

送
信
部
・
赤
外
線
受
信
部
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
本
イ
ン

タ
フ
ェ
ー
ス
に
お
け
る
聴
覚
情
報
の
伝
達
は
、
指
向
性
・
直

進
性
の
強
い
赤
外
線
通
信
を
利
用
し
て
行
っ
た
。
イ
ン
タ
フ

ェ
ー
ス
の
赤
外
線
受
信
部
に
音
源
か
ら
の
信
号
が
受
信
さ
れ

る
と
、
そ
の
信
号
は
音
に
変
換
さ
れ
、
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
を
通

じ
て
装
着
者
に
提
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
イ
ン
タ
フ
ェ
ー

ス
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
赤
外
線
受
信
部
は
方
向
選
択
性

を
持
っ
て
い
る
た
め
、
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
装
着
者
は
、
自

分
の
向
い
て
い
る
方
向
の
聴
覚
情
報
の
み
を
聞
く
こ
と
が
で

き
る
。
例
え
ば
、
応
用
と
し
て
、
美
術
館
な
ど
で
、
自
分
の

興
味
対
象
の
方
向
を
向
い
た
と
き
だ
け
、
そ
の
説
明
が
聞
こ

え
て
く
る
と
い
う
、
頭
部
方
向
指
向
性
の
展
示
支
援
が
考
え

ら
れ
る
。
音
源
は
赤
外
線
信
号
を
発
す
る
装
置
が
設
置
で
き

れ
ば
形
状
を
選
ば
ず
、
絵
画
な
ど
に
も
赤
外
線
発
信
装
置
を

設
置
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

本
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
装
着

者
の
発
話
情
報
は
マ
イ
ク
を
通
し
て
取
得
さ
れ
、
赤
外
線
信

号
と
し
て
発
信
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

は
自
分
の
方
向
を
向
い
て
い
る
人
と
だ
け
会
話
が
可
能
に
な

る
。
さ
ら
に
、
見
ら
れ
る
対
象
に
信
号
送
受
信
機
を
付
加
す

る
こ
と
で
、
一
人
の
装
着
者
の
発
話
情
報
が
向
い
て
い
る
対

象
に
受
信
さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
対
象
か
ら
他
の
装
着
者
に

送
信
さ
れ
、
あ
た
か
も
見
て
い
る
対
象
に
信
号
が
リ
レ
ー
さ

れ
る
よ
う
に
、
同
じ
対
象
を
見
て
い
る
別
の
装
着
者
に
伝
達

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
装
着
同
士
は
、

同
じ
対
象
の
方
向
を
向
き
、
同
じ
も
の
に
興
味
を
向
け
て
い

る
と
き
の
み
会
話
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
会
話
は
空
気
の

振
動
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
声
で
は
な
く
、
赤
外
線
信
号
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
、
物
理
的
に
は
声
の
届
か
な
い
人
同

士
で
も
、
同
じ
対
象
を
見
て
い
れ
ば
会
話
を
行
う
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。

本
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
は
、
空
気
と
い
う
音
情
報
の
媒
質
は

均
一
に
広
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
が
対
象
に

対
し
て
耳
を
澄
ま
し
、
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
、
偏
り
を
持
っ

て
聴
覚
世
界
像
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
一
見
受
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
聴
覚
と
い
う
感
覚
も
、
不
均
一
で
、
能
動
的
要
素
の
強

い
感
覚
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

５
　
触
覚
に
お
け
る
知
覚
体
験
の
拡
大

次
に
本
章
で
は
、触
覚
に
関
す
る
試
み
に
つ
い
て
述
べ
る
。

私
た
ち
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
手
を
静
止
さ
せ
て
物
体

に
触
る
こ
と
は
少
な
く
、物
体
表
面
に
沿
っ
て
指
を
動
か
し
、

な
ぞ
り
動
作
を
行
う
こ
と
で
、
物
体
形
状
や
テ
ク
ス
チ
ャ
を

知
覚
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
触
覚
世
界
像
を

図３　視覚と聴覚の情報取得範囲

図４　本インタフェースの情報取得範囲

構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
な
ぞ
り
動
作
は
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
常
生
活
に
お
い
て
意
識
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
な
ぞ
り
動
作
時
に
は
、
環
境
の
物

体
は
動
か
ず
静
止
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
前
提
が
崩
れ
た
と
き
に
、
私
た

ち
の
触
知
覚
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
が
な
ぞ
り
動
作
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
、
触
っ
て
い

る
対
象
が
指
と
同
じ
方
向
に
移
動
す
る
と
、
図
５
ａ
の
よ
う

に
、
指
が
も
う
一
方
の
エ
ッ
ジ
に
到
達
す
る
ま
で
の
指
の
移

動
距
離
は
増
加
し
、
知
覚
さ
れ
る
物
体
幅
は
実
際
よ
り
も
広

く
な
る
。
反
対
に
、
図
５
ｂ
の
よ
う
に
、
対
象
が
指
と
逆
方

向
に
移
動
す
る
と
、
エ
ッ
ジ
に
到
達
す
る
ま
で
の
指
の
移
動

距
離
は
減
少
し
、接
触
対
象
の
物
体
幅
は
狭
く
知
覚
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
指
の
動
き
に
合
わ
せ
て
位
置
を
制
御
可
能
な
リ
ニ

ア
ス
テ
ー
ジ
を
用
い
、
な
ぞ
り
動
作
中
に
接
触
対
象
の
相
対

速
度
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
任
意
の
物
体
幅
を
提
示
す
る

こ
と
が
可
能
な
触
覚
情
報
提
示
装
置
を
実
現
し
た
。

こ
の
原
理
に
お
い
て
重
要
な
点
は
、
指
の
運
動
中
に
、
指

腹
で
は
対
象
が
動
い
て
い
る
と
い
う
情
報
が
得
ら
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、幅
知
覚
の
錯
触
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

も
し
、
指
腹
の
情
報
が
利
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
指
腹
か
ら
知

覚
さ
れ
る
移
動
距
離
分
だ
け
、
幅
の
補
完
が
行
わ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
な
ぞ
り
動
作
時
に
は
、
指
腹
の
情
報
は

無
視
さ
れ
、あ
た
か
も
環
境
は
静
止
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
、

触
覚
世
界
像
は
構
築
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
人
間
は
、
視

覚
・
聴
覚
だ
け
で
な
く
、
触
覚
に
お
い
て
も
、
安
定
し
、
均

一
な
環
境
を
仮
定
し
、
そ
の
う
え
に
世
界
像
を
構
築
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
触
覚
情
報
提
示
手
法
は
、
指
先
と
い
う

小
さ
な
セ
ン
サ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
触
覚
世
界
像
が
構

築
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
原
理
を
理
解
す
る
上
で
の
端
緒
と

な
る
も
の
で
あ
る
。

6

感
覚
価
値
学
へ
の
認
知
科
学
的

ア
プ
ロ
ー
チ

こ
こ
ま
で
、
視
覚
・
聴
覚
・
触
覚
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は

何
を
前
提
に
、ど
の
よ
う
に
世
界
像
を
構
築
し
て
い
る
の
か
、

そ
の
原
理
の
一
部
を
体
験
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
な
情
報

提
示
手
法
・
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
に
つ
い
て
述
べ
た
。

筆
者
の
行
っ
て
い
る
認
知
科
学
の
研
究
は
、
人
間
と
い
う

生
物
が
自
己
を
取
り
巻
く
環
境
を
ど
の
よ
う
に
知
覚
し
て
い

る
の
か
を
調
べ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
外
部
の

物
理
環
境
と
自
身
の
知
覚
世
界
像
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
も

あ
る
。
人
間
は
環
境
の
中
に
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

環
境
を
「
観
察
」
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
環
境
を
「
解
釈
」

し
て
い
る
。
解
釈
に
よ
っ
て
生
じ
た
知
覚
世
界
像
は
環
境
の

物
理
世
界
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
し
、
む
し
ろ
、
物
理
環

境
は
知
覚
世
界
像
を
生
じ
さ
せ
る
き
っ
か
け
で
し
か
な
い

（
夢
の
よ
う
に
物
理
環
境
か
ら
の
刺
激
が
な
く
て
も
知
覚
世
界
像

は
生
じ
る
）。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
自
己
を
取
り
巻
く
環

境
、
社
会
を
自
分
な
り
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
解
釈
し
、
そ

の
な
か
で
関
係
性
の
あ
り
方
を
発
見
し
て
い
る
。
認
知
科
学

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
人
間
に
は
何
が
感
じ
ら
れ

て
、
何
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
か
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の

最
も
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
に
近
い
制
約
で
あ
る
。
錯
覚
と
呼
ば
れ

る
知
覚
現
象
は
、
物
理
環
境
と
知
覚
世
界
像
の
違
い
を
表
し

た
端
的
な
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、〈
―
〉
と
〉
―
〈
の
中
心

部
分
の
―
の
長
さ
は
、
物
理
的
に
は
同
じ
で
も
、
知
覚
的
に

は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
認
知
科
学
は
、
物
理
環
境

と
知
覚
世
界
像
の
相
異
を
体
験
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

感
覚
価
値
学
、
つ
ま
り
は
自
ら
の
感
覚
を
深
化
さ
せ
る
こ

と
で
、
自
身
の
生
を
活
性
化
さ
せ
、
豊
か
な
も
の
に
す
る
方

法
論
を
認
知
科
学
的
視
点
か
ら
構
築
す
る
に
は
、
ま
ず
、
自

分
が
環
境
を
「
解
釈
」
し
て
い
る
と
い
う
、
自
身
の
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
の
存
在
を
意
識
し
、
そ
の
性
質
を
知
る
こ
と
。
そ

し
て
、
状
況
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
自
分

な
り
に
新
し
く
発
明
し
、
組
み
替
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

筆
者
は
、
そ
の
た
め
の
実
践
手
法
は
、
大
き
く
分
け
て
二

つ
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
一
つ
め
は
、
美
術
館
や
舞
台
芸
術

等
、
非
日
常
的
な
体
験
の
中
で
、「
世
界
は
実
は
こ
う
い
う

ふ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
の
か
」
と
気
付
き
を
与
え
る
よ
う
な

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
本
稿
前
述
の
三
つ
の
研
究
は
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
に
近
い
。
も
う
一
つ
は
、
日
常
生
活
の
中
で
、
環

境
や
他
者
と
の
新
た
な
関
係
性
を
自
然
に
生
み
出
せ
る
よ
う

な
仕
組
み
・
道
具
を
提
案
す
る
デ
ザ
イ
ン
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る
。
今
後
は
、
個
人
的
な
気
付
き
を
促
す
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ら
を
交
換
で
き
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
的
仕
組
み
作
り
を

図５　なぞり動作時の錯触を利用した幅提示手法
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考
え
て
い
る
。

筆
者
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
感
覚
価
値
学
に
お
い
て
は
、
日

常
に
潜
む
、
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
何
か
を
敏
感
に
感
じ
る
こ

と
が
そ
の
実
践
の
基
盤
と
な
る
。
よ
り
豊
か
で
深
い
生
を
生

き
る
た
め
に
は
、
一
見
何
気
な
い
日
常
の
所
作
の
な
か
で
よ
く

感
じ
、
行
動
し
、
人
と
の
交
感
・
つ
な
が
り
を
体
感
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人

間
の
感
覚
・
知
覚
に
対
す
る
本
質
的
な
理
解
が
必
須
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
研
究
者
の
仕
事
は
、
研
究
成
果
と
し
て
形
あ

る
も
の
を
生
み
出
し
、
物
理
的
に
社
会
貢
献
を
す
る
だ
け
で

な
く
、
自
分
な
り
の
人
間
や
社
会
に
対
す
る
視
点
を
周
囲
に

伝
え
、
生
き
る
う
え
で
の
精
神
的
な
肥
や
し
を
提
供
す
る
こ

と
で
あ
る
。
研
究
、
特
に
工
学
や
科
学
の
研
究
は
論
理
に
よ

っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
研
究
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は

合
理
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
間
性
、
価
値
観
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
。
個
々
の
研
究
は
合
理
的
な
も
の
と
し

て
完
結
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
合
理
的
要
素

を
う
ま
く
連
ね
、
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
学
や
科
学
の

立
場
か
ら
で
も
、
感
情
や
生
命
観
等
、
論
理
に
よ
っ
て
は
説

明
で
き
な
い
、
非
合
理
な
部
分
を
含
ん
だ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

研
究
を
社
会
と
の
関
係
の
中
で
、
物
語
り
、
連
ね
る
こ
と

は
、
そ
の
分
野
を
深
め
、
統
一
的
な
基
本
原
理
を
追
求
す
る

よ
う
な
研
究
の
王
道
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

物
語
り
、
連
ね
る
研
究
は
、
分
野
の
広
が
り
、
社
会
と
の
繋

が
り
の
可
能
性
を
広
げ
る
も
の
で
あ
り
、
王
道
の
研
究
に
対

し
て
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
の
提
案
と
な
る
。
適
切
な
や
り
方
で

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
閉
じ
た
価
値

観
の
フ
レ
ー
ム
を
超
え
た
新
た
な
可
能
性
を
拓
き
、
こ
れ
ま

で
と
は
異
な
る
や
り
方
で
、
人
々
の
精
神
的
生
活
、
社
会
の

ク
オ
リ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
へ
貢
献
が
で
き
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
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E
longation

and
Shrinking

of
T
actile

O
bjects”,

Siggraph

2006
E
m
erging

technologies,2006.

15

Ｊ
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
、
Ｇ
・
ク
リ
サ
ー
ト
著
、
日
高
敏
隆
、
羽

田
節
子
訳
『
生
物
か
ら
見
た
世
界
』
新
思
索
社
、
一
九
七
三
年
。

16

Ｈ
・
Ｒ
・
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
、
Ｆ
・
Ｊ
・
ヴ
ァ
レ
ラ
著
、
河
本
英

夫
訳
『
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
―
―
生
命
シ
ス
テ
ム
と
は
な
に
か
』

国
文
社
、
一
九
九
一
年
。

17

河
本
英
夫
『
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
』
青
土
社
、
一
九
九
五
年
。

18

西
垣
通
『
基
礎
情
報
学
―
―
生
命
か
ら
社
会
へ
』
N
T
T
出
版
、

二
〇
〇
一
年
。

19

Ｊ
・
Ｊ
・
ギ
ブ
ソ
ン
『
生
態
学
的
視
覚
論
―
―
ヒ
ト
の
知
覚
世

界
を
探
る
』
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
一
九
八
五
年
。

20

佐
々
木
正
人
『
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
―
―
新
し
い
認
知
の
理
論
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
。

21

三
嶋
博
之
『
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
マ
イ
ン
ド
―
―
知
性
と
環
境
を

つ
な
ぐ
心
理
学
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
。

22

後
藤
繁
雄
『
僕
た
ち
は
編
集
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
』
中
央
公

論
新
社
、
二
〇
〇
四
年
。

※
筆
者
H
P
‥http

://w
w
w
.junji.org/
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