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幾
何
学
で
補
助
線
の
発
見
が
問
題
解
決
の
端
緒
と
な
る
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト

の
隠
れ
た
前
提
（
つ
ま
り
補
助
線
）
の
発
見
が
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン

ト
の
『
形
の
問
題
』︵
1
︶
の
解
釈
の
糸
口
と
な
る
。
た
だ
補
助
線
は
二
本
必
要
で
、

一
つ
は
内
容
理
解
の
た
め
の
内
側
の
補
助
線
で
あ
り
、「
数
学
者
ヘ
ル
ム
ホ
ル

ツ
」
が
そ
れ
に
当
た
る
。
他
の
一
つ
は
、
孤
絶
し
た
こ
の
書
物
を
あ
る
思
想
系

列
に
関
係
づ
け
る
外
側
の
補
助
線
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
「
プ
ロ
ト
ナ
チ
ス
」

が
そ
れ
に
当
た
る
。『
形
の
問
題
』
の
理
解
に
必
要
な
二
本
の
線
を
引
く
こ
と

が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
ま
ず
内
側
の
補
助
線
の
確
認
か
ら
始
め
よ
う
。

第
一
章
　
二
次
元
的
人
間

　
『
形
の
問
題
』
の
内
在
的
解
釈
の
た
め
に
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
補
助
線
が

提
案
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
理
論
が
そ
う
だ
し
、

ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
視
覚
生
理
学
も
そ
う
で
あ
る︵
2
︶。
だ
が
私
は 

「
数
学
者
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
」
と
い
う
新
し
い
補
助
線
を
そ
こ
に
付
け
加
え
た
い

と
思
う
。

　
『
形
の
問
題
』
で
特
徴
的
な
の
は
、そ
れ
が
造
形
芸
術
の
本
質
を
「
レ
リ
ー
フ
」

に
見
た
点
に
あ
る
。
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
主
張
は
こ
う
で
あ
る
。
一
般
に
造
形

芸
術
は
三
次
元
空
間
を
二
次
元
平
面
に
畳
み
込
む
操
作
を
か
な
ら
ず
含
む
が
、

畳
み
込
み
の
原
理
は
レ
リ
ー
フ
（
浮
き
彫
り
）
で
尽
く
さ
れ
て
い
る
、
だ
か
ら

す
べ
て
の
造
形
芸
術
は
本
質
的
に
レ
リ
ー
フ
な
の
だ
、
と
。
だ
が
い
ま
か
ら
示

す
よ
う
に
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
そ
の
畳
み
込
み
に
与
え
た
解
釈
は
、
よ
し
ん

ば
そ
れ
が
生
理
学
の
言
葉
に
彩
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
数
学

思
想
抜
き
で
は
原
理
的
に
理
解
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

歴
史
的
に
見
て
レ
リ
ー
フ
と
幾
何
学
は
深
い
関
係
を
有
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
十
九
世
紀
中
葉
の
ド
イ
ツ
に
は
レ
リ
ー
フ
の
数
学
理
論
が
存
在
し
て
お
り
、

二
つ
例
を
挙
げ
る
と︵
3
︶、シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
グ
ル
の『
レ
リ
ー
フ
遠
近
法
の
基
礎
』

（
一
八
六
八
）
や
、
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
の
『
造
形
芸
術
理
論
拾
遺
』（
一
八
七
七
）
の

第
二
章
「
レ
リ
ー
フ
遠
近
法
」
が
代
表
的
で
あ
る
。
前
者
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
グ
ル

は
、
レ
リ
ー
フ
に
は
レ
リ
ー
フ
な
り
の
遠
近
法
原
理
が
存
在
す
る
こ
と
を
射
影

幾
何
学
を
援
用
し
て
証
明
し
、
そ
れ
を
根
拠
に
レ
リ
ー
フ
を
正
規
の
造
形
芸
術

と
し
て
認
定
す
る
。
対
し
て
後
者
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
は
、
レ
リ
ー
フ
に
遠
近
法
の
あ

り
え
な
い
こ
と
を
数
学
的
に
証
明
し
、
そ
れ
を
根
拠
に
「
レ
リ
ー
フ
は
造
形
芸

術
で
は
な
い
」
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。
と
も
に
遠
近
法
を
造
形
芸
術
の
至
上
命

二
次
元
的
人
間
の
予
知
夢

─
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト

─

金
田
　
千
秋
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題
と
し
つ
つ
、
結
果
的
に
正
反
対
の
結
論
に
至
っ
た
わ
け
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
「
レ
リ
ー
フ
幾
何
学
」
が
存
在
し
た
こ
と
は
こ
れ
で
確

認
で
き
る
。
た
だ
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
宛
て
の
書
簡
の
な
か
で
、

先
行
世
代
の
数
学
的
芸
術
空
間
論
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
の
で︵
4
︶、
上
記
二

つ
の
研
究
は
む
し
ろ
彼
の
反
面
教
師
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

さ
て
十
九
世
紀
末
、
衰
退
期
に
入
っ
た
射
影
幾
何
学
と
躍
進
を
続
け
る
微
分

幾
何
学
の
動
向
を
睨
み
な
が
ら
、
少
年
期
か
ら
数
学
に
秀
で
た
彫
刻
家
ヒ
ル
デ

ブ
ラ
ン
ト
は
、
自
ら
の
芸
術
空
間
論
の
構
築
の
た
め
に
数
学
的
文
献
の
渉
猟
に

励
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
通
覧
し
た
可
能
性
の
高
い
資
料
を
注
の︵
5
︶
に
掲

げ
て
お
く
。

　

と
こ
ろ
で
彫
刻
家
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
生
理
学
を
ど
う
評

価
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
う
え
で
最
良
の
資
料
は
、
一
八
七
六
年

八
月
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
宛
て
書
簡
で
あ
る︵
6
︶。「
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
氏
〔
の
論
文
〕

を
あ
り
が
と
う
。
や
は
り
私
の
見
込
み
違
い
で
し
た
。
色
に
つ
い
て
は
い
い
が
、

形
（Form

）
に
つ
い
て
〔
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
氏
〕
は
問
題
が
見
え
て
い
ま
せ
ん
。

両
眼
の
視
覚
で
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
形
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
自
然
模
倣
の
大

切
さ
を
言
う
あ
た
り
、
彼
は
ナ
イ
ー
ブ
で
す
ね
」。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
か
ら
送
ら

れ
た
資
料
は
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
『
絵
画
の
光
学
』（
注
5
参
照
）
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
芸
術
理
論
へ
の
応
用
と
い
う
点
で
ヘ
ル
ム
ホ
ル

ツ
生
理
学
に
懐
疑
的
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

し
か
し
刮
目
す
べ
き
は
手
紙
の
続
き
で
あ
る
。「
以
前
読
ん
だ
幾
何
学
の
論

文
の
方
が
ず
っ
と
面
白
か
っ
た
。
芸
術
と
の
絡
み
で
も
ね
（auch in B

ezug 

auf K
unst

）。 

で
も
頭
を
整
理
す
る
に
は
も
う
一
度
読
ま
な
き
ゃ
」（
強
調
金

田
）。
こ
れ
は
一
八
七
六
年
の
手
紙
だ
か
ら
、時
系
列
的
に
見
て
、そ
の
中
の「
幾

何
学
の
論
文
」
と
い
う
言
葉
は
注
の︵
5
︶
の
①
、
つ
ま
り
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の

一
八
七
〇
年
の
「
幾
何
学
的
公
理
の
起
源
と
意
味
」
を
指
す
と
見
て
よ
い
。

　

一
八
七
〇
年
の
論
文
は
有
名
な
思
考
実
験
を
含
ん
で
い
る︵
7
︶。
そ
れ
は「
二

次
元
の
知
覚
し
か
持
た
な
い
虫
が
卵
の
表
面
を
這
い
回
る
と
き
、
虫
は
ど
う

や
っ
て
そ
の
曲
面
構
造
を
認
識
す
る
の
か
」
と
い
う
思
考
実
験
で
あ
る
。
ヒ
ル

デ
ブ
ラ
ン
ト
が
書
簡
で
「
幾
何
学
の
論
文
の
方
が
面
白
か
っ
た
」
と
言
っ
た
の

は
、
当
時
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
こ
の
「
虫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
を
指
す
と
見

て
ま
ず
間
違
い
な
い
。
そ
う
考
え
る
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。

　

ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
思
考
実
験
の
眼
目
、「
二
次
元
の
平
面
知
覚
し
か
持
た
な

い
虫
が
三
次
元
立
体
を
知
り
う
る
条
件
は
何
か
」
と
い
う
思
考
実
験
の
眼
目
は
、

虫
を
口
実
に
、
そ
れ
が
い
っ
た
ん
知
覚
を
二
次
元
に
切
り
下
げ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
二
次
元
に
切
り
下
げ
た
う
え
で
、
そ
の
二
次
元
の
視
座
か
ら
、
も
と
の

三
次
元
世
界
を
再
構
成
し
う
る
た
め
の
数
学
的
条
件
を
探
っ
た
点
に
あ
る
。
だ

が
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
か
ら
見
て
レ
リ
ー
フ
と
い
う
造
形
シ
ス
テ
ム
は
こ
の
思
考

実
験
と
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
レ
リ
ー
フ
も
ま
た
、
人
間
の
知
覚

を
い
っ
た
ん
平
面
知
覚
に
限
定
し
、
そ
の
平
面
知
覚
だ
け
で
も
と
の
立
体
世
界

を
再
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

自
然
科
学
で
は
十
九
世
紀
前
半
、「
次
元
を
下
げ
る
・
次
元
を
上
げ
る
」
と

い
う
手
法
は
す
で
に
学
問
的
市
民
権
を
得
て
お
り
、
一
九
世
紀
中
葉
の
ヘ
ル
ム

ホ
ル
ツ
の
数
理
物
理
学
は
そ
の
正
統
な
継
承
者
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
前
掲
の
ヒ

ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
手
紙
は
、
十
九
世
紀
末
に
至
っ
て
彫
刻
美
学
が
数
理
物
理
学

に
追
随
し
た
経
緯
を
伝
え
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
数
学
に
長
け
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た

が
、
で
は
彼
の
哲
学
的
能
力
は
い
か
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

彼
が
少
な
く
と
も
二
次
元
的
世
界
を
哲
学
的
に
正
し
く
理
解
し
て
い
た
こ
と

は
、
次
の
資
料
か
ら
分
か
る
。
一
八
九
〇
年
代
の
未
公
開
の
原
稿
、「
カ
ン
ト
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の
空
間
理
解
（K

ants R
aum

auffassung

）」
か
ら
引
用
す
る︵
8
︶。「
視
覚
以
外

の
感
覚
が
な
い
場
合
、
人
は
二
次
元
の
空
間
表
象
だ
け
を
持
ち
、
人
に
許
さ
れ

る
空
間
表
象
は
平
面
（Fläche

）
の
み
と
な
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
人
間
の
感
覚
機

能
が
一
次
元
の
把
握
に
止
ま
る
な
ら
、
人
間
の
空
間
表
象
は
点
（Punkt

）
と

な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
空
間
表
象
を
当
然
の
よ
う
に
三
次
元
的
と

想
定
し
、
そ
の
想
定
の
も
と
で
、
人
間
の
感
覚
は
物
を
三
次
元
的
に
把
握
す
る

と
し
た
。〔
だ
が
〕
そ
う
だ
と
す
る
と
二
次
元
的
な
感
覚
作
用
は
起
こ
ら
な
い

道
理
だ
が
、
し
か
し
、
二
次
元
的
感
覚
に
対
し
て
二
次
元
的
空
間
表
象
が
想
定

ま
た
は
推
論
で
き
る
必
然
性
を
我
々
は
実
感
し
て
い
る
。 

な
ぜ
な
ら
空
間
表
象

と
感
覚
経
験
は
、
人
間
の
内
的
能
力
と
外
的
世
界
の
合
作
だ
か
ら
で
あ
る
」（
強

調
金
田
）。
接
続
法
で
書
か
れ
た
最
初
の
傍
線
部
は
、
実
在
す
る
か
否
か
は
別

と
し
て
、
二
次
元
の
知
覚
世
界
が
想
定
可
能
、
推
定
可
能
で
あ
る
と
彼
が
認
識

し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
二
次
元
的
世
界
を
数
学
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
哲
学
的
に
分
析
す
る
こ
と
も
で
き
る
彫
刻
家
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

第
二
章
　「
次
元
を
下
げ
る
」
と
「
次
元
を
上
げ
る
」

　

と
こ
ろ
で
次
元
を
下
げ
る
行
為
に
は
理
論
的
だ
け
で
な
く
道
徳
的
な
意
味
合

い
も
あ
る
。
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
く
だ
ん
の
論
文
（
一
八
七
〇
）
を
一
八
七
六
年

の
英
語
訳
で
読
ん
だ
イ
ギ
リ
ス
人
、
ア
ボ
ッ
ト
・
ア
ボ
ッ
ト
と
ヒ
ン
ト
ン
は
、

一
八
八
四
年
、
互
い
に
独
立
に
二
次
元
的
世
界
に
つ
い
て
の
書
物
を
著
し
て
い

る
。
内
容
は
虫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
道
徳
化
で
あ
っ
て
、
風
刺
作
家
ア
ボ
ッ
ト
・

ア
ボ
ッ
ト
は
こ
う
い
う
主
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。「
現
実
の
三
次
元
的
世
界

は
堕
落
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
彼
方
に
道
徳
的
な
四
次
元
的
世
界
が
あ
る
筈

だ
。
で
も
四
次
元
へ
の
入
り
口
が
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
元
を
一
つ
下
げ

て
、
二
次
元
的
世
界
の
住
人
が
三
次
元
的
世
界
へ
の
入
り
口
を
ど
う
や
っ
て
見

つ
け
る
の
か
を
調
べ
て
み
よ
う
。
そ
れ
が
分
か
れ
ば
、
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
三
次

元
的
世
界
か
ら
四
次
元
的
世
界
へ
の
入
り
口
も
見
つ
か
る
道
理
だ
」
と
。
そ
こ

で
彼
は
二
次
元
的
人
間
の
社
会
を
階
級
、
職
業
、
性
別
等
で
幾
何
学
的
に
モ
デ

ル
化
し
、
彼
ら
が
三
次
元
的
世
界
を
推
理
す
る
仕
方
を
数
学
的
か
つ
風
刺
的
に

考
察
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
場
合
、
S
F
は
道
徳
的
使
命
を
帯
び
て
い
た
訳

で
あ
る︵
9
︶。

　

さ
て
「
物
を
認
識
す
る
た
め
に
方
法
的
に
次
元
を
下
げ
る
」
と
い
う
発
想
は

な
に
も
十
九
世
紀
後
半
の
発
明
で
は
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
輪
切
り
技
法
」

の
長
い
伝
統
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
対
象
を
輪
切
り
に
す
る
数
学
者
ア
ル
キ
メ

デ
ス
の
「
求
積
法
」
も
（
古
代
ギ
リ
シ
ア
）、「
水
が
抜
け
る
に
つ
れ
て
水
中
の

物
体
が
徐
々
に
姿
を
現
わ
す
」
と
い
う
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
観
察
も
（
ル
ネ
サ

ン
ス
）、「
す
べ
て
の
関
数
は
無
限
個
の
三
角
関
数
の
和
に
書
き
換
え
ら
れ
る
」

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
数
学
者
フ
ー
リ
エ
の
主
張
も
（
一
八
二
二
）、
す
べ
て
、

面
状
に
輪
切
り
に
す
る
こ
と
で
対
象
の
本
質
理
解
を
目
指
す
点
で
軌
を
一
に
す

る
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
明
示
的
に
言
及
し
た
輪
切
り
技
法
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

の
そ
れ
で
あ
る
。『
形
の
問
題
』
の
第
Ⅶ
章
段
落
十
二
で
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は

こ
う
言
う
。「
大
理
石
を
削
る
作
業
の
漸
進
的
な
進
行
過
程
を
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
人
物
像
が
水
の
な
か
に
あ
る
と
想
定
す
れ
ば
良
い
。

水
を
次
第
に
抜
い
て
い
け
ば
、
人
体
は
少
し
ず
つ
表
面
に
現
れ
、
最
後
に
全
身

が
露
出
す
る
」
と
。

　

ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
伝
え
る
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
水
抜
き
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
ヘ
ル
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ム
ホ
ル
ツ
の
虫
の
思
考
実
験
に
は
共
通
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

の
水
面
に
あ
の
虫
を
浮
か
べ
て
や
れ
ば
す
ぐ
に
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
栓
を
抜

け
ば
、
下
降
す
る
水
面
は
物
か
ら
刻
々
と
面
を
切
り
取
り
、
虫
は
そ
の
切
り
取

ら
れ
る
二
次
元
断
面
を
刻
々
と
知
覚
し
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
虫
は
虫
な
り
に

人
体
を
知
覚
す
る
だ
ろ
う
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
桶
の
物
語
と
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ

の
虫
の
物
語
は
数
学
的
に
等
価
な
の
で
あ
る
。
だ
が
私
が
さ
ら
に
確
認
し
た
い

の
は
、「
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
も
両
者
と
等
価
な
理
論
を
展
開
し
て
い
る
」
と
い

う
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

　
（
ⅰ
）〔
次
元
を
下
げ
る
〕『
形
の
問
題
』
の
第
Ⅳ
章
で
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
こ

う
書
い
て
い
る︵
10
︶。「
人
間
の
表
象
が
空
間
を
と
ら
え
る
の
は
、
表
象
の
視
野

を
広
く
と
っ
た
う
え
で
、
そ
の
表
象
が
奥
行
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
と
き
で

あ
る
。
あ
る
物
体
が
こ
の
空
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
共
通
的
な
奥
行
運
動

（allgem
eine T

iefenbew
egung

）
に
対
す
る
抵
抗
者
た
ち
が
、
面
現
象
群

（Flächenerscheinungen

）
を
構
成
し
、
そ
れ
ら
が
立
ち
退
き
を
拒
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
共
通
的
な
奥
行
運
動
さ
え
あ
れ
ば
、

面
現
象
群
に
容
量
（Volum

en

）
が
〔
一
般
的
に
〕
指
定
さ
れ
る
。
だ
が
〔
個
々

の
〕
面
現
象
に
明
確
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
刻
ま
れ
て
い
て
、
奥
行
運
動
が
そ
れ

を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
面
現
象
群
は
〔
さ
ら
に
〕
特
定
の
容
量
を
獲

得
す
る
。
そ
れ
が
立
体
的
な
形
（plastische Form

）
な
の
で
あ
る
」（
強
調

金
田
）。

　

ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
こ
の
議
論
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
洞
察
と
同
型
で
あ
る
。

最
初
に
視
野
の
全
域
を
覆
う
面
を
考
え
、
そ
れ
が
奥
行
運
動
を
す
る
と
想
定
す

る
。
こ
の
運
動
面
（
つ
ま
り
水
面
）
が
物
体
に
ぶ
つ
か
れ
ば
切
り
口
に
面
の
現

象
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
引
き
起
こ
さ
れ
た
面
現
象
は
奥
行
運
動
に
対
す
る
抵

抗
者
の
よ
う
に
見
え
る
。
奥
行
運
動
が
進
む
に
つ
れ
て
（
つ
ま
り
水
面
が
降
下

す
る
に
つ
れ
て
）、
そ
の
物
体
を
め
ぐ
っ
て
多
数
の
面
現
象
と
多
数
の
抵
抗
者

が
生
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
最
終
的
に
生
成
さ
れ
る
、
特
定
の
物
体
を
め
ぐ
る
面

現
象
の
群
、
抵
抗
者
の
群
が
、
ふ
つ
う
我
々
が
物
体
の
容
量
と
考
え
て
い
る
も

の
、
物
体
の
立
体
的
な
形
と
思
っ
て
い
る
も
の
を
も
う
一
度
与
え
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
物
体
が
水
で
輪
切
り
で
き
、
輪
切
り
の
切

り
口
が
集
積
し
て
最
終
的
に
立
体
的
な
形
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
あ
の
ミ
ケ
ラ

ン
ジ
ェ
ロ
の
洞
察
の
読
み
換
え
に
な
っ
て
い
る
。

　
（
ⅱ
）〔
次
元
を
上
げ
る
〕
し
か
し
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
話
は
ま
だ
部
分
的
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
言
葉
は
、
も
の
を
輪
切
り
に
す
る
と
こ
ろ
で
、
つ
ま
り

三
次
元
を
二
次
元
に
切
り
下
げ
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
て
、
切
り
口
を
集
積

す
る
行
為
に
つ
い
て
は
実
質
的
に
黙
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に

踏
み
込
む
と
こ
ろ
に
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
理
論
的
独
創
性
が
あ
る
。
彼
は
輪
切

り
で
得
ら
れ
た
二
次
元
の
平
面
た
ち
か
ら
、
当
初
の
三
次
元
立
体
に
復
帰
す
る

過
程
に
説
き
及
ぶ
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
の
空
間
理
論
の
中
枢
を
な
し
て
い
る
。

　
『
形
の
問
題
』
の
第
Ⅴ
章
段
落
二
十
三
と
二
十
四
か
ら
引
用
す
る
。「
あ
る
ま

と
ま
り（das G

anze

）を
立
体
的
に（plastisch

）構
築
す
る
と
は
、丸
い（rund

）

人
体
を
〔
一
つ
の
〕
像
現
象
〔
平
面
現
象
〕
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
意
味
す 

る
。 

立
体
的
な
形
の
統
合
過
程
の
叙
述
は  〔
面
〕
現
象
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
が
、

こ
こ
で
は
目
を
転
じ
て
（um

gekehrt

）
立
体
的
な
形
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
み

よ
う
。
す
べ
て
の
立
体
的
な
個
別
の
形
は
よ
り
大
き
な
形
に
統
合
さ
れ
、
す
べ

て
の
個
別
の
運
動
は
よ
り
大
き
な
全
体
運
動
の
部
分
と
な
り
、
最
終
的
に
は
、

あ
る
人
体
の
全
体
的
な
形
の
豊
か
さ
の
す
べ
て
が
、
可
能
な
限
り
単
純
な
面
進

行
（Flächengang

）
に
組
み
込
ま
れ
て
我
々
の
前
に
姿
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。 

面
へ
の
統
合
が
強
力
な
ほ
ど
、
形
は
現
象
と
し
て
統
一
的
に
語
り
始

め
る
」（
強
調
金
田
）。

　

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
っ
た
ん
輪
切
り
に
さ
れ
て
切
れ
切
れ
に

な
っ
た
面
現
象
の
群
れ
が
（
本
章
の
前
項
ⅰ
の
最
初
の
段
落
の
傍
線
部
）、
ふ

た
た
び
ひ
と
つ
の
立
体
に
、
た
だ
し
「
平
面
と
し
て
の
立
体
」
に
復
帰
す
る
パ

ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
に
頼
れ
ば
こ
う
説
明
で
き

る
。
雪
の
塊
が
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
転
が
っ
て
い
て
、
転
が
り
な
が
ら
手
前
に

あ
る
も
の
を
次
々
に
巻
き
込
ん
で
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な
る
、
そ
ん
な
イ
メ
ー

ジ
を
こ
こ
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
文
章
と
し
て
は
、「
立
体
的
な
形
の
、
よ

り
大
き
な
立
体
的
な
形
へ
の
統
合
」
と
い
う
く
だ
り
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
り
、

そ
の
繰
り
返
し
が
物
体
の
本
来
的
状
態
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

雪
だ
る
ま
的
イ
メ
ー
ジ
は
明
快
で
は
あ
る
。
だ
が
問
題
は
一
見
明
快
な
こ
の

文
章
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
性
格
に
あ
り
、
こ
こ
で
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
と
は
平

面
と
立
体
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
謂
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
面
は
輪
切
り
面
た
ち

か
ら
立
体
が
復
元
す
る
場
面
の
は
ず
な
の
に
、
引
用
の
最
初
の
下
線
部
が
復
元

の
最
終
段
階
を
「
一
つ
の
像
現
象
〔
平
面
現
象
〕」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
、
も

う
一
つ
は
逆
に
、
最
後
の
下
線
部
が
立
体
の
こ
の
進
行
全
体
を
「
面
進
行

（Flächengang

）」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
面
と
立
体
が
パ
ラ
ド
キ
シ

カ
ル
に
反
転
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
徐
々
に
大
き
く
な
り
な
が
ら
こ
ち
ら
に
迫
り
来
る
立
体

的
な
筈
の
雪
の
塊
た
ち
が
、
こ
と
ご
と
く
平
面
と
い
う
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る

と
い
う
奇
怪
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
立
体
な
の
に
平
面
、
平
面
な
の
に
立
体
と

い
う
逆
説
性
は
、
引
用
文
の
な
か
の
四
角
の
枠
を
付
し
た
「
目
を
転
じ
て

（um
gekehrt

）」
の
前
後
で
、
短
い
傍
線
を
付
し
た
「
平
面
性
」
と
短
い
傍
線

を
付
し
た
「
立
体
性
」
の
間
で
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
筆
が
揺
ら
い
で
い
る
こ

と
に
よ
く
現
れ
て
い
る
（
一
九
四
〇
年
に
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
自
殺
し
た
ユ
ダ
ヤ

人
の
批
評
家
、
カ
ル
ル
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
キ
ュ
ビ
ス
ム
に
導
い
た
の
が
、

ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
こ
の
奇
怪
で
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
こ
と

を
言
添
え
て
お
こ
う︵
11
︶）。

　
（
ⅲ
）〔
面
層
（Flächenschicht

）〕
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、『
形
の
問
題
』
の
第

Ⅴ
章
に
登
場
す
る
言
葉
、「
面
層
」
で
頂
点
に
達
し
て
い
る
。
面
は
二
次
元
、

層
は
三
次
元
だ
か
ら
、
面
層
は
矛
盾
概
念
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
造
形
芸

術
一
般
の
可
能
性
は
ま
さ
に
こ
の
矛
盾
概
念
に
依
存
し
て
い
る
。

　

最
初
に
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
こ
う
設
定
す
る︵
12
︶。「
二
枚
の
平
行
な
ガ
ラ
ス

板
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
の
間
に
ガ
ラ
ス
板
と
平
行
に
な
る
よ
う
に
人
体
を
挟
み
、

そ
の
一
番
外
側
の
点
が
両
方
の
ガ
ラ
ス
板
に
接
す
る
よ
う
に
せ
よ
」
と
。

　

つ
ま
り
彼
は
人
体
を
直
方
体
で
コ
ン
パ
ク
ト
に
囲
め
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

の
と
き
二
つ
の
こ
と
が
起
こ
る
の
だ
が
、
次
の
引
用
文
の
傍
線
部
に
注
意
さ
れ

た
い
。「
こ
う
し
て
次
の
〔
二
つ
の
〕
こ
と
が
起
こ
る
。
一
方
で
は
、
ガ
ラ
ス

板
を
通
し
て
前
方
か
ら
見
れ
ば
、
人
体
は
、
統
一
あ
る
面
に
お
い
て
、
そ
れ
と

わ
か
る
（kenntlich

）
対
象
像
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
堅
持
し
て
い
る
。
し

か
し
他
方
で
は
、〔
た
し
か
に
〕
人
体
の
容
量
は
依
然
と
し
て
錯
綜
し
て
は
い

て
も
、
そ
の
容
量
の
把
握
は
、
人
体
が
占
め
る
〔
ガ
ラ
ス
板
で
挟
ま
れ
た
〕
全

体
空
間
で
決
ま
る
単
純
な
容
量
の
把
握
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
」
と
。
ヒ
ル
デ

ブ
ラ
ン
ト
は
、
直
方
体
で
囲
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
体
が
、
矛
盾
を
孕
み
な
が
ら
、

一
方
で
は
平
面
と
し
て
、
他
方
で
は
空
間
と
し
て
見
え
始
め
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
彼
は
そ
れ
を
、「〔
こ
の
と
き
〕
人
体
は
い
わ
ば
均
等
な
奥
行
量
を
持
つ
面

層
〔
平
面
に
し
て
空
間
で
あ
る
も
の
〕
の
中
で
生
き
て
い
る
」
と
総
括
し
て
い

る
（
本
段
落
は
強
調
金
田
）。
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ま
と
め
よ
う
。『
形
の
問
題
』
が
「
遠
隔
像
」、「
純
粋
鏡
像
」
な
ど
の
生
理

学
的
概
念
を
擁
す
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生
理
学
者
ヘ
ル
ム
ホ
ル

ツ
が
『
形
の
問
題
』
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
否
定
の
し
よ
う
も
な
い
。
し
か
し
い

ま
見
た
よ
う
に
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
造
形
芸
術
の
本
質
を
、
輪
切
り
が
も
た

ら
す
平
面
群
の
、
立
体
へ
の
復
帰
過
程
の
な
か
に
見
た
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ

は
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
「
虫
」
が
卵
の
表
面
世
界
を
認
識
す
る
の
と
同
型
だ
し
、

水
面
を
凝
視
す
る
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
意
識
と
も
同
型
で
あ
る
。
ヒ
ル
デ
ブ
ラ

ン
ト
の
美
学
の
根
底
に
あ
る
世
界
観
は
、「
人
は
、
二
次
元
的
存
在
と
し
て
、

三
次
元
的
世
界
を
眺
め
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
風
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
生
理
学
者
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
で
は
な
く
、
数
学
者
ヘ

ル
ム
ホ
ル
ツ
と
い
う
補
助
線
を
引
い
て
初
め
て
見
え
て
く
る
世
界
観
な
の
で
あ

る︵
13
︶。

第
三
章
　
二
つ
の
世
紀
末

　
『
形
の
問
題
』
は
ど
ん
な
思
想
と
ど
ん
な
外
的
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
か
、

こ
れ
が
本
論
文
の
第
二
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
問
題
を
扱
う
に
は
「
望

遠
鏡
」
と
「
虫
眼
鏡
」
の
両
方
が
必
要
に
な
る
。

　
（
ⅰ
）〔「
直
観
の
直
観
主
義
」
と
「
直
観
の
論
理
主
義
」〕
哲
学
史
の
望
遠
鏡

を
十
八
世
紀
に
向
け
て
み
よ
う
。『
形
の
問
題
』
の
百
年
前
、
す
な
わ
ち
十
八

世
紀
の
終
わ
り
に
、
カ
ン
ト
と
ラ
イ
プ
ニ
ツ
派
の
間
に
論
争
が
勃
発
し
た
が
、

対
立
の
核
心
は
空
間
の
基
礎
を
「
直
観
」
に
置
く
か
、「
直
観
と
概
念
」
に
置

く
か
の
違
い
に
あ
っ
た︵
14
︶。
暫
定
的
に
前
者
を
「
直
観
の
直
観
主
義
」、
後
者

を「
直
観
の
論
理
主
義
」と
呼
ぼ
う
。
こ
の
対
立
が
十
九
世
紀
に
も
命
脈
を
保
っ

て
い
た
こ
と
は
、
ベ
ク
ト
ル
理
論
を
創
始
し
た
数
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
グ
ラ
ス
マ

ン
の
存
在
が
物
語
っ
て
い
る︵
15
︶。
彼
は
論
文
「
幾
何
学
的
解
析
」（
一
八
四
七
）

の
中
で
、
カ
ン
ト
を
ラ
イ
プ
ニ
ツ
的
に
再
解
釈
す
る
こ
と
で
く
だ
ん
の
対
立
の

無
害
化
に
成
功
し
た
の
だ
っ
た
。

　

だ
が
対
立
が
数
学
的
に
無
害
化
さ
れ
て
も
、
哲
学
的
対
立
自
体
が
消
え
る
わ

け
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
再
び
十
九
世
紀
末
に
話
を
戻
す
。
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
に『
形
の
問
題
』

の
草
稿
を
見
せ
ら
れ
た
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
そ
の
な
か
の
「
直

観
カ
テ
ゴ
リ
ー
（A

nschauungskategorie

）」
と
い
う
露
骨
に
非
カ
ン
ト
的

な
言
葉
に
違
和
感
を
表
明
し
て
い
る︵
16
︶。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
図
式
、
つ
ま
り

概
念
に
直
観
を
対
応
さ
せ
る
カ
ン
ト
の
図
式
で
は
な
い
。
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の

言
う
「
直
観
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
は
、「
直
観
と
直
観
を
結
び
つ
け
る
意
識
作
用
」

を
謂
い
、
先
の
輪
切
り
理
論
に
引
き
寄
せ
れ
ば
こ
う
言
え
る
。
物
を
輪
切
り
に

す
る
こ
と
で
生
成
さ
れ
る
複
数
の
面
が
、
再
び
立
体
現
象
に
復
帰
す
る
に
は
、

面
直
観
と
面
直
観
の
再
結
合
が
必
要
だ
が
、
そ
の
結
合
を
管
理
す
る
意
識
作
用

が
直
観
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
観
そ
れ
自
体
が
他
の
直
観
と

繋
が
る
た
め
の
論
理
的
コ
ネ
ク
タ
ー
を
内
蔵
し
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、

思
想
と
し
て
は
非
カ
ン
ト
的
な
ラ
イ
プ
ニ
ツ
主
義
に
近
く
、
数
学
的
に
は
空
間

を
直
観
か
ら
分
離
し
て
「
演
算
」
に
置
き
換
え
た
グ
ラ
ス
マ
ン
に
近
い
。
そ
の

意
味
で
は
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
立
場
を
大
き
く
「
直
観
の
論
理
主
義
（
な
い

し
は
演
算
主
義
）」
に
包
摂
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。
十
八
世
紀
末
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
派
の
「
直
観
の

論
理
主
義
」
に
は
カ
ン
ト
と
い
う
眼
前
の
敵
が
い
た
。
で
は
百
年
経
っ
た
十
九

世
紀
末
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
「
直
観
の
論
理
主
義
（
演
算
主
義
）」
に
は
ど

ん
な
敵
が
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
彼
が
敵
対
す
る
十
九
世
紀
末
の
「
直
観
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の
直
観
主
義
」（
在
る
と
し
て
）
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
ヒ
ル

デ
ブ
ラ
ン
ト
に
反
対
し
た
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
求
め
る
手
も
あ
る
が
、
私
は
よ
り

解
像
度
の
高
い
議
論
を
求
め
て
い
る
。
そ
こ
で
私
が
採
る
の
は
人
間
心
理
の
襞

を
覗
き
込
む
「
虫
眼
鏡
の
手
法
」
で
あ
る
。

　
（
ⅱ
）〔
予
知
夢
〕
一
九
〇
七
年
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
知
人
の
女
性
作
家
イ

ゾ
ル
デ
・
ク
ル
ツ
は
、
彫
刻
家
の
六
十
歳
を
記
念
し
て
彼
の
評
伝
を
雑
誌
掲
載

し
た
が
、
そ
の
な
か
で
彼
女
は
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
一
八
九
五
年
の
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
の
転
落
死
の
二
週
間
前
に
見
た
夢
を
報
告
し
て
い
る︵
17
︶。
ヒ
ル
デ
ブ

ラ
ン
ト
の
予
知
夢
は
こ
う
で
あ
る
。

　
「
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
急
死
の
直
前
に
こ
ん
な
夢
を
見
た
。
悪
漢
（ein 

fürchterlicher K
erl

）
が
身
も
軽
く
部
屋
に
侵
入
し
、
彼
の
頭
部
に
致
命
傷

を
加
え
よ
う
と
し
た
が
、
自
分
が
割
っ
て
入
っ
て
事
な
き
を
得
た
。
夢
か
ら

十
四
日
後
、
眩
暈
か
足
を
滑
ら
せ
た
か
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
窓
か
ら
転
落
し
て

致
命
傷
を
負
っ
た
。
私
が
屋
敷
を
辞
し
た
と
き
は
元
気
だ
っ
た
の
に
、
ふ
と
思

い
立
っ
て
戻
っ
て
み
る
と
、
夢
の
告
知
ど
お
り
彼
は
頭
部
を
砕
か
れ
て
路
上
で

死
ん
で
い
た
。」

　

こ
の
文
章
に
つ
い
て
私
は
こ
う
思
う
。
出
来
す
ぎ
た
話
は
「
作
り
話
」
と
い

う
の
が
通
り
相
場
で
あ
る
。
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
予
知
夢
の
「
悪
漢
」
の
正
体

に
興
味
津
々
な
社
交
界
が
、
か
ね
て
噂
の
、
ワ
グ
ナ
ー
側
近
の
指
揮
者
ヘ
ル
マ

ン
・
レ
ヴ
ィ
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
妻
マ
リ
ー
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
対
す
る
不
誠

実
、
彼
ら
の
早
す
ぎ
る
再
婚
、
そ
し
て
二
人
が
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
遺
産
で
ガ
ル

ミ
ッ
シ
ュ
・
パ
ル
テ
ン
キ
ル
ヒ
ェ
ン
に
建
て
た
「
城
」
に
思
い
至
る
の
に
時
間

は
か
か
ら
な
い
。
現
に
こ
の
予
知
夢
話
は
マ
リ
ー
に
対
す
る
個
人
攻
撃
に
発
展

し
て
い
る︵
18
︶。

　

だ
が
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
が
ワ
グ
ナ
ー
の
パ
ル
ジ
フ
ァ
ル
の
初
演

（
一
八
八
二
年
）
の
指
揮
者
だ
っ
た
こ
と
、
マ
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
そ
の

パ
ル
ジ
フ
ァ
ル
の
初
演
の
舞
台
衣
装
の
デ
ザ
イ
ン
担
当
を
務
め
、「
バ
イ
ロ
イ

ト
の
女
王
」
と
し
て
振
舞
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
社
交
界
の
眼
が

「
悪
漢
」
の
正
体
を
求
め
て
、
レ
ヴ
ィ
を
超
え
、
マ
リ
ー
を
超
え
、
遅
か
れ
早

か
れ
「
バ
イ
ロ
イ
ト
の
奥
の
院
」
に
届
く
の
は
必
定
で
あ
る
。
実
際
こ
の
予
知

夢
話
は
、
前
段
の
ゴ
シ
ッ
プ
事
情
に
通
じ
た
人
々
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、
バ
イ
ロ

イ
ト
へ
の
敵
意
を
か
き
立
て
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
疑
い
が

濃
厚
で
あ
る
。

第
四
章
　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

　

前
述
の
よ
う
に
、「
哲
学
史
」
と
い
う
望
遠
鏡
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、

「
ラ
イ
プ
ニ
ツ
系
の
空
間
論
に
寄
り
添
い
、
カ
ン
ト
の
直
観
理
論
と
は
一
線
を

画
す
」
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
姿
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
周
辺
の

人
間
模
様
を
虫
眼
鏡
的
に
精
査
す
る
と
き
、
彼
の
「
敵
」
と
し
て
浮
上
す
る
の

は
今
か
ら
示
す
よ
う
に
「
バ
イ
ロ
イ
ト
」
の
姿
で
あ
る
。

　
（
ⅰ
）〔
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
〕
十
九
世
紀
後
半
、
バ
イ
ロ
イ
ト
は
視
覚
に
関
す
る

特
徴
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
の
主
た
る
語
彙
は
こ
う
で
あ

る
。「
眼
（A

uge

）」、「
見
る
（Sehen, Schauen

）」、「
直
観
（A

nschauung

）」、

「
形
態
（G

estalt

）」、「
図
式
（Sch

em
a

）」、「
線
（L

inie

）」、「
可
視
性

（Sichtbarkeit
）」。

　

ま
ず
こ
の
語
彙
群
は
二
人
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・

シ
ュ
タ
イ
ン
と
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ワ
グ
ナ
ー
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
と
み
て
大
過
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な
い︵
19
︶。
三
十
歳
で
急
逝
し
た
ワ
グ
ナ
ー
家
の
家
庭
教
師
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

一
八
八
三
年
に
小
説
『
英
雄
と
世
界
（H

elden und W
elt

）』
を
出
版
し
た
が
、

そ
れ
に
付
さ
れ
た
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ワ
グ
ナ
ー
の
二
重
序
文
は
、前
者
の「Schauen

（
観
る
）」
と
後
者
の
「Sehen

（
見
る
）」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
が
歌
い
交
わ
す

よ
う
に
設
え
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
冒
頭
の
七
つ
の
言
葉
は
、
実
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（H

ouston Stew
art 

C
ham

berlain, 1855-1927

）
の
著
作
『
カ
ン
ト
』（
一
九
〇
五
）〔
以
下
「
カ
ン

ト
本
」〕
か
ら
私
が
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る︵
20
︶。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
カ
ン
ト

本
（
全
七
六
八
頁
）
は
、
二
十
世
紀
の
視
覚
大
全
と
も
言
う
べ
く
、
バ
イ
ロ
イ

ト
で
錬
成
さ
れ
た
「
眼
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
総
括
た
る
に
恥
じ
な
い
。
そ
こ
で

は
、
ゲ
ー
テ
か
ら
簒
奪
さ
れ
た
一
連
の
視
覚
系
の
言
葉
が
、
ワ
グ
ナ
ー
の
示
導

動
機
の
ご
と
く
全
巻
を
覆
い
尽
く
す
の
で
あ
る
。

　

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
の
カ
ン
ト
学
者
で
あ
る
が
、
彼
を
有
名
に
し
た

の
は
一
八
九
九
年
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
十
九
世
紀
の
基
礎
』
で
あ
り
、
そ
の

な
か
で
彼
は
、
人
種
差
別
主
義
者
ゴ
ビ
ノ
ー
の
所
説
に
、
ゴ
ビ
ノ
ー
に
な
か
っ

た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
加
味
し
て
世
界
中
に
拡
散
し
た
の
で
あ
る
。
母
国
イ
ギ
リ

ス
を
憎
悪
し
、
敵
国
ド
イ
ツ
を
熱
愛
し
、
ド
イ
ツ
の
対
イ
ギ
リ
ス
戦
争
を
煽
り

立
て
、
ワ
グ
ナ
ー
の
末
娘
エ
ヴ
ァ
の
夫
と
な
り
、
や
が
て
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー

に
「
第
三
帝
国
の
父
」
と
呼
ば
れ
た
彼
が
、
事
実
上
、
ワ
グ
ナ
ー
亡
き
後
の
バ

イ
ロ
イ
ト
の
牽
引
車
で
あ
っ
た
。

　
（
ⅱ
）〔
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
〕
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
一
八
九
五
年
の
死

の
直
前
ま
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー︵
21
︶
は
反
ユ
ダ
ヤ
主

義
者
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
肝
胆
相
照
ら
す
仲
で
あ
っ
た
。
二
人
の
親
交
を
物
語
る

手
紙
が
現
存
す
る
が
、チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
一
八
九
三
年
一
月
十
三
日
の
コ
ジ
マ
・

ワ
グ
ナ
ー
宛
て
の
書
簡
は
看
過
で
き
な
い︵
22
︶。「
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
博
士
の
手
紙

を
あ
な
た
に
送
っ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
人
で
ね
。
ち
ゃ
ん

と
し
た
ド
イ
ツ
人
な
ら
、
な
ん
と
い
う
か
客
観
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

ユ
ダ
ヤ
人
に
囲
ま
れ
て
い
て
も
ね
。
彼
は
実
証
的
な
も
の
（das Positive

）

が
怖
い
ら
し
い
。
ず
っ
と
F
を
一
本
釣
り
（herausangeln

）
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
が
、
飼
う
の
は
（halten

）
大
変
そ
う
で
す
。」（
強
調
金
田
。
F
と

い
う
表
記
は
原
文
の
ま
ま
）

　
「
一
本
釣
り
」
だ
の
「
飼
う
」
だ
の
動
物
の
比
喩
は
穏
や
か
で
な
い
が
、
そ

れ
は
具
体
的
に
は
何
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
ワ
グ
ナ
ー
熱
は
筋
金
入
り
で
あ
る
。実
際
、彼
と
妻
マ
リ
ー

は
、有
名
な
一
八
七
六
年
の
第
一
回
バ
イ
ロ
イ
ト
音
楽
祭
に
参
加
し
、ニ
ー
チ
ェ

に
触
れ
る
当
時
の
書
簡
も
残
っ
て
い
る︵
23
︶。『
造
形
芸
術
作
品
の
判
定
』
の

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
と
、
ワ
グ
ネ
リ
ア
ン
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
一
八
七
六
年
に
一

緒
に
（
双
子
の
よ
う
に
）
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
人
も
知
る
ワ
グ
ナ
ー
嫌
い
で
あ
っ
た
。
ワ
グ

ナ
ー
へ
の
罵
詈
雑
言
を
書
き
出
す
と
、「
音
楽
と
ド
ラ
マ
の
不
純
な
融
合
」
か

ら
「
知
識
で
捏
ね
上
げ
直
観
を
欠
く
世
界
観
の
人
」
と
き
て
、「
彼
は
人
間
と

し
て
信
用
で
き
な
い
」、「
彼
の
目
に
は
誠
実
な
も
の
が
な
い
」
と
い
っ
た
塩
梅

で
あ
る
。
だ
が
敬
愛
す
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
そ
の
ワ
グ
ナ
ー
に
耽
溺
し
て
い
る
。

一
八
七
八
年
、
気
持
ち
を
抑
え
か
ね
た
か
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
別
の
話
に
か

こ
つ
け
て
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
こ
う
告
げ
て
い
る
。「
ち
ゃ
ん
と
側
に
い
て
く
れ

れ
ば
、
大
波
に
飲
ま
れ
て
も
別
れ
別
れ
に
な
ら
な
い
も
の
で
す
」（Jachm

ann. 

S. 108.
）。
し
か
し
そ
の
後
も
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
ワ
グ
ナ
ー
を
礼
賛
す
る
論

文
や
書
簡
を
彼
に
送
り
つ
け
る
始
末
で
あ
る︵
24
︶。
こ
の
点
で
彼
ら
は
遂
に
話

が
か
み
合
わ
な
い
。
ち
な
み
に
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、Schauen

とSehen

が
歌



33

い
交
わ
す
シ
ュ
タ
イ
ン
の
あ
の
『
英
雄
と
世
界
』
を
読
ん
で
い
る
が
、
友
人
た

ち
は
そ
れ
に
懸
念
を
表
明
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る︵
25
︶。

　

さ
て
「
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
一
本
釣
り
」
に
つ
い
て
、
私
は
こ
う
考
え
る
。
い

ま
ど
き
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
「
カ
ン
ト
本
」
な
ど
読
む
も
の
は
い
な
い
。
し
か
し

第
一
に
、
当
時
の
カ
ン
ト
学
者
た
ち
の
同
書
へ
の
評
価
は
、
彼
が
ド
イ
ツ
皇
帝

の
友
人
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
今
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
高
か
っ
た
し
、
第

二
に
、
私
の
眼
に
も
彼
の
カ
ン
ト
論
が
モ
ダ
ン
に
映
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得

な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
第
三
に
、
彼
に
は
何
と
も
言
え
な
い
い
か
が
わ
し
い

空
気
が
否
め
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
存
在
は
二
十
世
紀
初
頭
の
カ
ン
ト
研
究
の

「
不
都
合
な
真
実
」
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
「
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
敵
は
誰
か
」
と
い
う
く
だ
ん
の
問
い
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
一
九
〇
五
年
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
「
カ
ン
ト
本
」
か
ら
し
て
、
カ
ン

ト
哲
学
の
ワ
グ
ナ
ー
的
変
奏
（
露
骨
に
言
え
ば
改
竄
）
の
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
。

だ
が
美
学
固
有
の
問
題
と
し
て
さ
ら
に
重
大
な
の
は
、「
カ
ン
ト
本
」
の
第
二
章
、

す
な
わ
ち
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
名
前
が
一
度
も
出
な
い
「
カ
ン
ト
本
」
の
第
二
章

「
レ
オ
ナ
ル
ド
」が
、実
は
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の『
芸
術
活
動
の
起
源
』（
一
八
八
七
）

の
剽
窃
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
で
あ
る
。
一
般
に
剽
窃
の
立
証
は
容
易
で
な

い
が
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
い
つ
も
の
生
気
あ
る
文
章
が
影
を
潜
め
、
書
き
写
す

こ
と
の
や
ま
し
さ
ゆ
え
か
、
文
章
が
凡
庸
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
指
摘 

し
て
お
こ
う
（
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
彼
の
前
で
自
ら
の
文
章
を
朗
読
し
た
の
は

一
八
九
〇
年
で
あ
り
（
注︵
22
︶）、
そ
れ
は
「
カ
ン
ト
本
」
の
執
筆
開
始
時
期
と

重
な
る
）。
だ
が
こ
の
剽
窃
と
覚
し
き
行
為
に
は
二
段
構
え
の
罠
が
あ
る
。
実
際
、

「
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ワ
グ
ナ
ー
の
眼（A

uge

）の
理
論
」に「
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
の
眼
（A

uge

）
の
理
論
」
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
然

の
よ
う
に
読
者
は
「
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
を
読
む
と
き
自
動
的
に
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
ま

で
読
ん
で
し
ま
う
」
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
あ
る
反
転
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て

読
者
は
、「
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
読
む
と
き
自
動
的
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ま
で
読
ん

で
し
ま
う
」
可
能
性
に
曝
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
寄
生
行
為
こ
そ
が
「
F
の

一
本
釣
り
」
の
中
身
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
ユ
ダ
ヤ
人
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
プ
ロ
ト
ナ
チ
ス
と
す
る
の
は
、
カ
ン

ト
を
プ
ロ
ト
ナ
チ
ス
と
す
る
の
と
同
様
、無
理
筋
の
議
論
で
あ
る
。し
か
し
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
た
ち
が
公
然
た
る
プ
ロ
ト
ナ
チ
ス
で
あ
る
以
上
、
こ
の
危
う
い
交
流

は
、
以
後
、
陰
に
陽
に
政
治
的
・
思
想
的
そ
し
て
美
学
的
な
化
学
反
応
を
各
所

で
引
き
起
こ
し
て
き
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。

　

確
認
す
る
。
私
は
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
「
政
治
的
な
敵
」
を
探
し
て
い
る
。

し
か
し
彼
が
そ
れ
を
論
文
と
し
て
公
に
し
な
か
っ
た
の
で
、
私
信
な
ど
を
使
っ

て
搦
め
手
か
ら
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
次
第
で
あ
る
。

　

こ
と
の
性
格
上
、
憶
測
を
交
え
ざ
る
を
え
な
い
の
は
遺
憾
だ
が
、
私
は
、
ヒ

ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
ク
ル
ツ
に
評
論
を
書
か
せ
た
時
点
で
（
一
九
〇
七
年
）、
彼

は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
剽
窃
（
一
九
〇
五
年
）
に
気
づ
い

て
い
た
と
思
う
。
そ
の
と
き
、
彼
は
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
バ
イ
ロ
イ
ト
に
二
回
殺

さ
れ
た
と
見
て
い
た
に
違
い
な
い
。
一
回
目
は
マ
リ
ー
に
よ
っ
て
パ
ー
ソ
ナ
ル

に
、
二
回
目
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
よ
っ
て
社
会
的
に
（
マ
リ
ー
と
チ
ェ
ン
バ
レ

ン
が
存
命
な
の
に
、
ク
ル
ツ
に
書
か
せ
た
あ
の
極
め
て
無
礼
な
予
知
夢
の
話
は
、

死
せ
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
代
わ
っ
て
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
彼
ら
に
放
っ
た
報
復

の
矢
で
は
な
か
っ
た
か
）。

　

さ
て
一
般
に
著
名
人
は
そ
う
だ
が
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
周
辺
で
起
こ
っ
た

個
々
の
出
来
事
は
、
個
人
的
と
社
会
的
の
二
側
面
を
併
せ
持
つ
。
ヒ
ル
デ
ブ
ラ

ン
ト
の
「
ワ
グ
ナ
ー
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
、
マ
リ
ー
」
へ
の
個
人
的
な
憤
り
は
、

一
八
九
四
年
か
ら
の
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
が
象
徴
す
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
強
ま
る
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ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
対
す
る
彼
の
社
会
的
身
振
り
と
連
動
し
て
い
る
。
そ
の
証
拠

を
一
つ
挙
げ
よ
う
。
一
八
八
〇
年
、
ユ
ダ
ヤ
人
排
撃
を
唱
え
る
極
右
の
歴
史
学

者
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ︵
26
︶
と
、古
代
ロ
ー
マ
史
の
泰
斗
テ
オ
ド
ー
ル
・

モ
ム
ゼ
ン
の
間
に
論
争
が
起
こ
っ
た
が︵
27
︶、
一
八
八
九
年
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン

ト
は
ロ
ー
マ
風
庭
園
を
擁
す
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
自
邸
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
共
生

を
唱
え
た
そ
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
テ
オ
ド
ー
ル
・
モ
ム
ゼ
ン
を
招
待
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ユ
ダ
ヤ
人
排
斥
論
へ
の
対
抗
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

彼
の
な
か
に
は
、
い
ま
だ
萌
芽
的
と
は
い
え
、
プ
ロ
ト
ナ
チ
ス
へ
の
政
治
的
対

抗
意
識
が
芽
生
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
た
だ
彼
は
そ
れ
を
論
文
で
は
な
く
、
新

聞
の
著
名
人
の
動
静
欄
な
ど
を
利
用
し
て
表
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
先
の
補
助
線
Ⅰ
「
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
輪
切
り
論
法
」
と
こ
の
補
助
線

Ⅱ
「
プ
ロ
ト
ナ
チ
ス
」
を
媒
介
し
て
お
こ
う
。
私
は
す
で
に
、
十
八
世
紀
末
の

カ
ン
ト
と
反
カ
ン
ト
派
の
、
空
間
は
「
直
観
」
な
の
か
「
直
観
と
概
念
」
な
の

か
と
い
う
対
立
に
言
及
し
た
が
（
Ⅰ
）、
こ
の
対
立
は
十
九
世
紀
末
以
降
、
新

し
い
政
治
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
の
も
と
で（
Ⅱ
）、一
度
で
は
な
く
、二
度
に
わ
た
っ

て
自
ら
を
反
復
し
て
い
る
。

　

二
度
目
の
反
復
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
代
、
ナ
チ
ス
の
物
理

学
者
レ
ー
ナ
ル
ト︵
28
︶
は
『
ド
イ
ツ
物
理
学
（D

eutsche Physik

）』
誌
上
で
、

ア
ル
ベ
ル
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
を
、
ゲ
ー
テ
の
エ
ー
テ
ル

理
論
系
の
「
直
観
」
概
念
を
使
っ
て
攻
撃
し
た
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
私
は
そ
れ
に
先
ん
じ
て
一
回
目
の
反
復
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
喚

起
し
た
い
。世
紀
転
換
期
に
お
け
る
、「
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
た
ち
の
プ
ロ
ト
ナ
チ
ス
」

と
「
ユ
ダ
ヤ
人
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
」
の
あ
の
対
立
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
し
か
に

ナ
チ
ス
と
い
う
変
数
を
含
む
点
で
そ
れ
は
政
治
的
対
立
で
は
あ
る
（
Ⅱ
）。
だ

が
両
者
の
対
立
の
論
理
基
盤
を
見
れ
ば
、
こ
と
の
本
質
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
た

ち
が
（
彼
ら
が
理
解
し
た
限
り
で
の
）
カ
ン
ト
の
衣
鉢
を
継
い
で
「
直
観
の
没

概
念
性
」
を
唱
え
た
こ
と
、ま
た
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
（
お
そ
ら
く
ア
ロ
イ
ス
・

リ
ー
ル
経
由
で
彼
が
理
解
し
た
限
り
で
の
）
ラ
イ
プ
ニ
ツ
派
の
衣
鉢
を
継
い
で

「
直
観
の
概
念
性
」
を
唱
え
た
こ
と
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ⅰ
）。
そ
の

意
味
で
あ
の
対
立
は
十
八
世
紀
末
の
対
立
の
「
反
復
」
な
の
で
あ
る
。

　

私
は
以
上
の
議
論
が
い
ま
だ
疎
略
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
プ
ロ
ト
ナ
チ
ス
」

や
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
概
念
も
曖
昧
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か

し
直
観
を
め
ぐ
る
抗
争
図
式
に
限
れ
ば
、
十
八
世
紀
末
と
十
九
世
紀
末
は
大
枠

で
は
一
致
す
る
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
一
九
三
〇
年

代
の
そ
れ
に
比
べ
て
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀

へ
の
世
紀
転
換
期
に
も
「
直
観
」
と
「
演
算
」
の
対
立
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実

は
、
十
分
、
記
憶
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
が
、『
形
の
問
題
』
を
内
在
的
、
外
在
的
に
理
解
す
る
た
め
に
私
が
引

く
と
約
束
し
た
二
本
の
補
助
線
で
あ
る
。

Schriften zur K
unst, bearbeitet von H

enning B
ock. K

öln und O
pladen. 

W
estdeutscher Verlag. 1969. 

以
下H

G
S

と
表
記
。
な
お
本
論
文
中
の
翻
訳

は
す
べ
て
金
田
に
よ
る
。
段
落
表
記
は
日
本
語
訳
に
合
わ
せ
た
（『
造
形
芸
術

に
お
け
る
形
の
問
題
』、
加
藤
哲
弘
訳
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
三
年
）。

（
2
） C

onrad Fiedler （1841-1895

）. H
erm

ann von H
elm

holtz （1821-1894

）.

注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
） A
dolf von H

ildebrand 

（1847-1921

）. D
as P

roblem
 der F

orm
 in der 

bildenden K
unst. 

初
版
一
八
九
三
年
、
最
終
決
定
版
一
九
〇
三
年
。
使
用
し

た
の
は
次
の
『
著
作
集
』
の
G
版
。A

dolf von H
ildebrand G

esam
m

elte 
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S
F
作
品
の
道
徳
思
想
・
神
学
思
想
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。

ア
ボ
ッ
ト
・
ア
ボ
ッ
ト
著
、
イ
ア
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
注
釈
、
富
永
星
訳
。『
フ

ラ
ッ
ト
ラ
ン
ド　

多
次
元
の
冒
険
』。
日
経
B
P
。
二
〇
〇
九
年
。
そ
の
十
九

章
の
注
。

（
10
） 

『
形
の
問
題
』
第
Ⅳ
章
段
落
二
。
加
藤
訳
は
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
のE

rscheinung

を
「
見
か
け
の
姿
」
と
訳
す
が
、
私
は
彼
が
リ
ー
ル
経
由
で
カ
ン
ト
に
精
通
し

て
い
た
と
見
て
、
こ
の
訳
語
に
賛
同
し
な
い
。『
形
の
問
題
』
は
、
造
形
芸
術

に
よ
っ
て
「
自
然
に
お
け
る
現
象
」
が
「
芸
術
に
お
け
る
現
象
」
に
転
移
す
る

と
何
度
も
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
、（
カ
ン
ト
哲
学
で
）
知
覚
経
験
の
基
層
を

な
す
「
現
象
」
ま
で
が
、
芸
術
に
よ
っ
て
書
き
換
え
可
能
だ
と
い
う
ラ
ジ
カ
ル

な
認
識
を
含
む
。
し
か
し
右
の
訳
語
は
そ
の
点
を
曖
昧
に
す
る
の
で
あ
る
。（
現

象
が
光
の
み
で
生
成
さ
れ
る
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
も
参
照
。Jachm

ann. S.206.

）

（
11
） C

arl E
instein （1885-1940

）. 

下
記
を
参
照
。K

iefer, K
laus; D

iskursw
andel 

im
 W

erk C
arl E

insteins. T
übingen. M

ax N
iem

eyer. 1994.

（
12
） 

以
下
の
三
つ
の
引
用
は
『
形
の
問
題
』
第
五
章
段
落
一
か
ら
。

（
13
） 

ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
造
形
芸
術
の
座
を
「
眼
」
か
ら
「
脳
」
に
移
し
た
最
初
の

人
で
は
な
い
か
。
輪
切
り
に
よ
る
空
間
認
識
は
眼
に
は
負
担
が
重
す
ぎ
る
。

（
14
） 

ラ
イ
プ
ニ
ツ
派
の
立
場
か
ら
も
っ
と
も
優
れ
た
空
間
論
を
展
開
し
た
の
は
、Johann 

G
ebhard E

hrenreich M
aaß （1766-1823

）
で
あ
る
。
ハ
レ
大
学
教
授
。

（
15
） H

erm
ann G

rassm
ann （1809-1877

）. 

ベ
ク
ト
ル
理
論
を
創
始
し
た
数
学
者
。

著
作
。G

eom
etrische A

nalysis 

（
幾
何
学
的
解
析
）。Leipzig. W

eidm
ann. 

1847. 

主
著
はA

usdehnungslehre （
外
延
論
）。B

erlin. E
nslin. 1862.

（
16
） 

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
書
き
込
み
。「
直
観
カ
テ
ゴ
リ
ー
・〔
直
観
〕
法
則
。
そ
ん
な
も

の
が
あ
る
の
？（E

ine A
nschauungskategorie-G

esetze sind?

）」。H
G

S. S. 
527. 

な
お
最
終
稿
で
こ
の
言
葉
は
消
え
る
が
、
論
旨
に
特
段
の
変
化
は
な
い
。

（
17
） Isolde K

urz. （1853-1944

）。A
dolf H

ildebrand Zur seinem
 sechzigsten 

G
eburtstage. D

eutsche R
undschau. O

kt. 1907. S. 121. 

マ
レ
ー
ス
と

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
と
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
共
同
生
活
し
て
い
た

頃
か
ら
の
友
人
。
私
に
は
彼
女
が
三
人
の
「
女
子
マ
ネ
」
に
見
え
る
。
若
い
頃
、

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
事
務
所
に
語
学
担
当
で
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
3
） Staudigl, R

udolf; G
rundzüge der R

eliefperspektive. W
ien. L. W

.  
Seidel und Sohn. 1868. B

rücke, E
rnst; B

ruchstücke aus der T
heorie 

der B
ildenden K

ünste. Leipzig. B
rockhaus. 1877. 

そ
の
第
二
章
、D

ie 
R

eliefperspective.

（
4
） 

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
宛
て
書
簡
（
一
八
九
三
年
七
月
十
五
日
）。Adolf von H

ildebrand 
und seine W

elt, B
riefe und E

rinnerungen, besorgt von B
. Sattler. 

M
ünchen. C

allw
ey. 1962. 

（
以
下 Sattler 

と
表
記
。B

ernhard Sattler

は

彫
刻
家
の
孫
。）

（
5
） 

①H
elm

holtz, H
erm

ann von; Ü
ber den U

rsprung und die B
edeutung 

der geom
etrischen A

xiom
e （

幾
何
学
的
公
理
の
起
源
と
意
味
）。In: Vorträge 

und R
eden. B

raunschw
eig. V

ierw
eg und Sohn. 1884; B

d. 2. 

一
八
七
〇

年
の
講
演
。（T

he O
rigin and M

eaning of G
eom

etrical A
xiom

s. M
ind. 

Vol.1, N
o.3, 1876.

）

 

②ibid; O
ptisches über M

alerei （
絵
画
の
光
学
）。
一
八
七
一
年
か
ら
一
八
七
三

年
の
講
演
。
所
収
は
①
に
同
じ
。

 

③ibid; D
ie T

hatsachen in der W
ahrnehm

ung 
（
知
覚
の
諸
事
実
）。

一
八
七
八
年
の
講
演
。
所
収
は
①
に
同
じ
。

 

④A
bbott-A

bbott, E
dw

in; Flatland （
平
ら
な
国
）。London. Seeley. 1884.

 

⑤H
inton, C

harles H
ow

ard; A
 P

lane W
orld 

（
平
面
世
界
）。London. 

Sw
an Sonnenschein, Lory &

 C
o. 1884.

（
6
） 

ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
宛
て
書
簡
（
一
八
七
六
年
八
月
）。A

dolf 
H

ildebrands B
riefw

echsel m
it C

onrad Fiedler. H
rsg. G

ünther Jachm
ann. 

D
resden. W

olfgang Jess. 1927. S. 63. （
以
下 Jachm

ann

と
表
記
）

（
7
） H

elm
holtz. H

; Vorträge und R
eden. SS. 8-11.

（
8
） H

G
S. SS. 356. 

私
は
哲
学
的
に
こ
な
れ
た
こ
の
文
章
に
、
当
時
キ
ー
ル
ま
た

は
ハ
レ
大
学
教
授
だ
っ
た
ア
ロ
イ
ス
・
リ
ー
ル
（A

lois R
iehl. 1844-1924

）

の
影
を
感
じ
る
。
新
カ
ン
ト
派
の
先
駆
け
リ
ー
ル
は
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
友
人

で
あ
っ
た
。

（
9
） E

dw
in A

bbott-A
bbott （1838-1926

）. 

教
育
者
・
神
学
者
・
風
刺
作
家
。Charles 

H
inton 

（1853-1907

）. 

数
学
者G

eorge B
oole

の
娘
婿
で
数
学
者
。
彼
ら
の
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彼
女
は
「
マ
レ
ー
ス
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
三
位
一
体
」

と
か
「
精
霊
（G

eist

）
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
」
と
い
う
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
期
の
友
人

の
発
言
を
引
く
が
（S. 118

）、
三
人
を
神
格
化
す
る
意
図
は
な
い
。
飽
く
ま
で

も
力
点
はG

eist

に
あ
り
、
作
家
性
を
持
つ
二
人
が
、
作
家
性
の
な
い
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
の
仲
介
を
必
要
と
し
た
事
実
を
比
喩
的
に
表
現
し
た
ま
で
で
あ
る
。

 

　

だ
が
芸
術
家
の
聖
人
視
に
傾
く
時
流
の
中
で
、
ク
ル
ツ
の
文
を
三
位
一
体 

に
重
心
を
移
し
て
読
み
、
三
人
組
の
神
格
化
と
疑
わ
れ
る
路
線
に
舵
を
切
っ
た

の
は
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ネ
ル
ト
（1881-?

）
で
あ
る
。
次
の
学
位
論
文
を
参
照
。

K
onnerth.H

; G
esetzlichkeit der bildenden K

unst. B
erlin. E

bering. 
1908. S. 27.

（
18
） H

erm
ann Levi 

（1839-1900
）. 

ワ
グ
ナ
ー
が
重
用
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
指
揮
者
。

な
お
彫
刻
家
と
友
人
た
ち
は
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
存
命
の
頃
か
ら
彼
の
妻
マ
リ
ー

（M
ary. 1854-1919. 

ユ
ダ
ヤ
人
）
に
厳
し
い
眼
を
向
け
て
い
た
。
詳
細
に
つ
い

て
は
次
の
資
料
を
参
照
。G

ertrude Q
uast-B

enesch; A
nton B

ruckner in 
M

ünchen. H
rsg. A

nton B
ruckner Institut Linz. T

utzing. 2006. 

と
く
に

SS. 160-172.

（
19
） H

einrich von Stein （1857-1887

）. R
ichard W

agner （1813-1883

）.

（
20
） C

ham
berlain, H

, S 

（1855-1927

）; Im
m

anuel K
ant. D

ie Persönlichkeit 
als E

inführung in das W
erke. M

ünchen. B
ruckm

ann. 1905.

（
21
） 

日
本
で
は
知
ら
れ
て
な
い
が
、
マ
レ
ー
ス
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン

ト
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
。Sattler S. 765. 

次
も
参
照
。W

egener, Franz; D
er 

Vederem
o-B

und. K
ulturförderverein R

uhgebiet. 2011. 

第
二
節
。

（
22
） C

osim
a W

agner und H
ouston Stew

art C
ham

berlain in B
riefw

echsel 
1888-1908. H

rsg. Paul Pretzsch. Leipzig. R
eclam

. 1934. 

彼
の
コ
ジ
マ
宛

の
書
簡
を
あ
と
二
つ
挙
げ
て
お
く
。

 

「
昨
日
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
博
士
が
み
ん
な
の
前
で
朗
読
し
て
く
れ
ま
し
た
。
あ

な
た
に
も
お
薦
め
の
内
容
で
し
た
よ
」（
一
八
九
〇
年
三
月
二
十
日
）。「
最
後

に
ゲ
ッ
ツ
の
公
演
を
見
た
と
き
は
、
亡
く
な
っ
た
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
と
一
緒
で
し

た
。
途
中
で
顔
色
が
悪
く
な
っ
て
辛
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
観
劇
も
そ
こ
そ
こ
に

二
人
で
劇
場
を
出
ま
し
た
」（
一
八
九
六
年
二
月
二
十
六
日
）。

（
23
） 

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
書
簡
。「
来
週
ヴ
ァ
イ
ス
ト
ロ
ッ
プ
に
行
き
、
そ
れ
か
ら
バ

イ
ロ
イ
ト
に
行
き
ま
す
。
芸
術
と
は
何
か
を
知
る
に
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー

チ
ェ
の
〈
バ
イ
ロ
イ
ト
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ワ
グ
ナ
ー
〉
を
お
読
み
な
さ
い
」

（
一
八
七
六
年
八
月
二
日
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
宛
て
）。Jachm

ann.

（
24
） 

ワ
グ
ナ
ー
を
論
じ
た
公
開
書
簡
（
未
発
表
）
が
重
要
。K

onrad Fiedler; B
riefe 

aus B
ayreuth. I （1891

）. II （1894

）. K
onrad Fiedler Schriften zur K

unst. 
II. H

rsg. G
ottfried B

oehm
. M

ünchen. F
ink. 1991. 

本
著
作
集
は
ワ
グ

ナ
ー
書
簡
を
抄
訳
に
止
め
、
フ
ォ
ン
ト
も
落
と
し
て
い
る
。
編
者
は
「
不
出
来

だ
か
ら
」
と
言
う
が
、
出
来
不
出
来
は
読
者
が
判
断
す
る
。
私
に
は
「
可
視
性

の
人
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
」
と
「
ワ
グ
ネ
リ
ア
ン
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
」
は
不
整
合
に

見
え
る
が
、
前
者
だ
け
を
持
て
囃
し
、
後
者
を
黙
殺
す
る
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。

不
整
合
も
込
み
で
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
だ
っ
た
だ
ろ
う
に
。

（
25
） 

「
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
『
英
雄
と
世
界
』
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
ま
だ
読
ん
で

い
ま
せ
ん
。
こ
れ
、
コ
ジ
マ
も
一
枚
噛
ん
で
い
ま
す
ね
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
た

ら
し
込
ま
れ
た
の
よ
（sich verführen lassen

）」（
一
八
八
九
年
八
月
七
日
、

女
性
の
友
人
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
の
ヒ
ル
デ

ブ
ラ
ン
ト
宛
て
書
簡
、Sattler

）。

（
26
） H

einrich von T
reitschke （1834-1896

）. 

ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
。

（
27
） T

heodor M
om

m
sen 

（1817-1903

）. 

ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
。
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン

ト
は
モ
ム
ゼ
ン
の
『
ロ
ー
マ
史
（R

öm
ische G

eschichte

）』（1854-85

）
に
目

を
通
し
て
い
る
。Jachm

ann. S. 285. 

（
な
お
私
は
「
プ
ロ
ト
ナ
チ
ス
」
と
い

う
言
葉
を
狭
い
意
味
、
つ
ま
り
ナ
チ
ス
に
先
行
し
、
根
本
的
ド
グ
マ
「
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
」
を
ナ
チ
ス
と
共
有
し
、
し
か
も
ナ
チ
ス
と
の
歴
史
的
政
治
的
紐
帯
を

具
体
的
に
確
認
可
能
な
範
囲
で
使
う
。
だ
か
ら
ワ
グ
ナ
ー
や
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は

そ
う
で
あ
り
、
カ
ン
ト
や
ニ
ー
チ
ェ
や
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
そ
う
で
な
い
）

（
28
） Philip Lenard （1862-1947

）. 

一
九
〇
五
年
に
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
。


