
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

アルベルティの遠近法について

裾分, 一弘

https://doi.org/10.15017/2543251

出版情報：哲學年報. 23, pp.605-624, 1961-09-20. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：



ア

ル

ベ

ル

テ

ィ

の

遠

近

法

に

つ

い

て
裾

分

弘

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
（

F
g回
国
民
広
白

g
E
v
a
a
E
E
l
E詰
）
に
は
二
種
の
「
絵
画
論
」
が
あ
る
。
ラ
テ
ン
文
に
よ
る
「
絵
画
論
」
と
、
イ

タ
リ
ア
文
つ
ま
り
俗
語
（

SM何回
H
O
）
に
よ
る
「
絵
画
論
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
推
定
に
よ
れ
ば
、
一
四
三
五
年
に
売
す
ラ
テ
ン
文
の
「
絵
画
論
」

が
脅
か
れ
て
、

7

ン
ト
グ
ァ
の
ひ
ャ
ン
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ゴ
ン
ザ
l
ガ
（

E
S同

B
8
2
8
9口
組
宮

5
8
l
E怠
）
に
捧
げ
ら
れ
た
ら
し

い
。
つ
づ
い
て
そ
の
翌
年
の
三
六
年
に
、
そ
れ
が
俗
語
に
書
き
な
お
さ
れ
て
、
ァ
ル
ペ
ル
テ
ィ
が
私
淑
し
た
建
築
家
の
プ
ル
ネ
レ
ス
キ
（
E
E
U宮

W
E
E
－05ニ
ωミ
l
E
a）
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
ラ
テ
ン
語
「
絵
画
論
」
と
イ
タ
リ
ア
語
「
絵
画
論
」
と
の
関
係
は
、
後
者
の
序
文
に
著

者
自
ら
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
自
身
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
。

「
絵
画
論
」
の
本
文
は
三
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
「
第
一
の
書
（

E
V
B
F
J皆
U
O）
」
で
は
、
点
、
線
、
面
、
固
体
な
ど
の
定
義
に
始

ま
り
、
先
線
、
色
彩
、
比
例
に
つ
い
て
説
明
し
、
最
後
に
遠
近
法
の
作
図
と
そ
の
理
論
的
な
基
礎
づ
け
を
読
み
て
い
る
。
「
第
二
の
書
（

E
V
S

F
gロ
含
）
」
で
は
、
絵
画
の
役
割
、
画
家
に
与
え
る
教
訓
、
お
よ
び
再
度
遠
近
法
に
つ
い
て
述
べ
、
「
第
三
の
書
（

E
V
E

－，RNO）
」
で
は
、

画
家
に
教
訓
を
与
え
歴
史
画
（
官
吉
弘
田
）
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

乙
の
よ
う
に
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
の
全
体
は
、
単
に
遠
近
法
だ
け
に
関
す
る
著
作
で
は
な
い
が
、
そ
の
中
心
の
課
題
は
遠
近
表
現
の

作
図
法
を
解
説
し
、
乙
の
作
図
法
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
絵
師
の
芸
術
的
な
価
値
を
敷
街
す
る
乙
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
ァ
ル
ペ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
に
陳
述
さ
れ
て
い
る
難
解
な
遠
近
法
の
構
造
を
解
説
す
る
乙
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
が
、
合
せ
て

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
O
五



ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
O
六

そ
の
遠
近
法
が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
芸
術
思
潮
に
投
じ
た
一
、
ニ
の
波
紋
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
左
の

三
冊
で
あ
る
。

（
同
）
句
。
ロ
但
噌
芹
門
口

Mq白
色
仲

F目
。
ロ
切
胆
件
付
一
回
帥
件
担
〉

H
σ
o
z
r
口
Oロ
－
担
ぐ
四
件
白
色
。
ロ
凶
回
一
件
。
曲

mwO
回
口
付

O吋
mw
田
口
一
吋
目
立
但
内
同
開
何
回
同
一
時
国
一
一
明
ロ
白
色
E
M吋
吋
冊
目
ロ
0
・

日
F
J

『一∞∞
w

回
o－D
ぬ
回
白
・

（回）

F
O
O口
同
伴
氏
田
仲
田
〉

5
0『
広
噂

u
o－
E

】

M
R
Z吋担－

HW門
出
回
目

OEw
ロ
ユ
件
目
白
回
目

ngH1白
血
伊
ド
ロ
戸
ト
向
伊
豆
田
口
恥
・
（
何
回
口

g
－

s
e守
口
江
旬
日
司

富
田
件
。
ユ
白
色

OHHu
母
g
u
」
『
園
・
）
邑

8・
出
吋
骨

HMmou
の
・
。
・

ω同
国
提
出
ロ
「

（
出
）
岡
、
由
。
白
切
回
同
広
明
け
曲
〉

5
0ユ
ゲ
。
ロ
司
氏
ロ
仲
間
口

mw
仲
司
曲
ロ
己
主
府
内
凶
司
日
付
『
宮
汁
吋

o
a
g口仲間
O回
担
ロ
仏
国
三
和
田

σ司
』

oyロ
M
N
・

ω
u
oロ
白
骨
吋
－

z
m
A
Y

F
O国内凶
0
目・

テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
考
証
は
こ
乙
で
は
一
さ
い
省
略
す
る
。
た
だ
一
、
二
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
乙
と
は
、

ωの
マ
l
レ
の
編
纂
し
た

イ
タ
リ
ア
語
テ
キ
ス
ト
は
、
今
日
の
最
良
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
、
ま
た

ωの
ス
ベ
ン
サ
l
の
英
訳
は
そ
の
マ
l
レ
の
テ
キ
ス

ト
の
翻
訳
で
は
な
く
て
、

独
自
の
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
l
ク
に
も
と
づ
く
甚
だ
良
心
的
な
仕
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ωの
ボ
ロ

1

ニ
ャ
版
は
、
十
七
世
紀
に
デ
ュ
・
フ
レ
ス
ネ
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
「
絵
画
論
」

も
の
で
は
な
い
が
、
語
句
を
確
め
る
た
め
に
数
箇
所
に
わ
た
っ
て
照
合
し
た
。

〔

一

〕

の
第
四
版
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
必
ず
し
も
完
全
な

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
は
一
四
三
五
、

六
年
乙
ろ
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
ま

さ
に
新
し
い
芸
術
の
興
隆
期
に
当
っ
て
お
り
、
新
旧
二
様
の
芸
術
様
式
が
共
存
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
コ

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
が
書
か
れ
る
お
よ
そ
十
年
ほ
ど
前
に
、

マ
サ
ッ
チ
オ

（
富
田
曲
目
口
包
0
・

叶

O
B
g
g
o
島

ω目－
c
o
g
s－



。
口
町
内
出
エ
E
l
l
－
お
∞
）
に
よ
っ
て
カ
ル
ミ
ネ
寺
の
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
建
築
家
ブ
ル
ネ
レ
ス
キ
か
ら
遠
近
法
を
学
ん
だ
と
伝
え
ら
れ

る
マ
サ
ッ
チ
オ
は
、
こ
の
壁
画
の
幾
枚
か
ぞ
い
わ
ゆ
る
遠
近
図
法
に
よ
っ
て
構
成
し
、
統
一
さ
れ
た
空
聞
を
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

の
で
あ
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
最
初
の
科
学
的
遠
近
表
現
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
技
法
に
よ
れ
ば
、
遠
一
い
も
の
は
小
さ
く
近
い
も
の

は
大
き
く
見
え
る
と
い
う
人
聞
の
網
膜
像
の
秩
序
が
、
そ
の
ま
ま
画
面
に
導
入
さ
れ
て
、
絵
画
は
あ
た
か
も
自
然
と
同
じ
空
間
告
も
っ
こ

と
が
で
き
る
。
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
カ
ル
、
豆
、
至
守
は
同
時
代
の
画
家
や
そ
れ
に
つ
づ
く
世
代
の
画
家
か
ら
メ
ッ
カ
の
ご
と
く

に
考
え
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、

乙
の
壁
画
の
統
一
的
な
遠
近
表
現
に
対
す
る
当
時
の
驚
異
と
賞
讃
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

同
じ
こ
ろ
彫
金
家
の
ギ
ベ
ル
テ
ィ

（F
2
8
N
O
C
E
Z
H巴
H
U
吋
∞
｜
エ
u
u
）
は
、
サ
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
洗
礼
堂
の
第
二
の
扉
を
完
成

し
、
つ
づ
い
て
第
三
の
扉
の
制
作
に
と
り
か
か
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
第
三
の
扉
は
、
遠
近
法
に
よ
る
空
間
の
処
理
が
リ
リ
ー
フ
の
限
界

を
こ
え
て
絵
画
的
な
効
果
に
接
近
し
て
い
る
た
め
に
、

し
ば
し
ば
「
青
銅
に
よ
る
絵
画
」
と
評
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

ヴ
ァ
サ

l
リ

（
2
0同
色
。
〈
E
R－－
u
－－ー－
u
ヱ
）
も
、
第
三
の
扉
に
つ
い
て
は
そ
の
遠
近
法
上
の
効
果
を
賞
揚
し
て
、
「
美
術
が
自
然
を
模
倣
し
う
る

極
致
を
示
し
て
い
る
」
と
ま
で
評
し
て
い
る
し
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
よ
う
な
絵
画
的
な
扱
い
に
対
し
て
、
彫
金
家
の
彼
に
「
画
家
ギ
ベ
ル

－
ア
ィ

（円、。
H
S
N
O
の
E
r
a昨日立
2
2
m
O
B
E・
）
」
と
い
う
称
号
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ギ
ベ
ル
テ
ィ
の
助
手
を
つ
と
め
た
ウ

ッ
チ
ェ
ロ

（可問。－
o
C
E
m－－
0
5沼
周
l
E吋U
）
も
、
遠
近
法
こ
と
に
前
縮
法
（
同
2
8
5
E
g
g
g）
を
研
究
し
、
当
時
と
し
て
は
お
そ

ら
く
も
っ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
間
題
の
解
決
に
陶
酔
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
の
よ
う
に
遠
近
法
に
異
状
な
興
味
を
示
し
、
か
つ
遠
近
図
法
に
よ
っ
て
絵
画
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
両
家
の
グ
ル
ー
プ
を
、
い
ま
か

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

ハ
O
七



ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
O
八

り
に
十
五
世
紀
初
頭
の
新
興
画
派
と
時
ぶ
な
ら
ば
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
は
そ
の
新
興
絵
画
が
興
隆
し
て
聞
も
な
い
こ
ろ
、
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
新
旧
両
派
が
な
お
共
在
し
て
い
た
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
。
乙
の
新
旧
二
派
が
ζ

の
時
期
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
画
壇
を

お
そ
ら
く
両
分
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
・
ア
ン
ひ
ェ
リ
コ

（
司
自
〉
回

mo
－W0
5∞
下
l

エu
u）

の
場
合
に
象
徴
的
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。

乙
の
画
家
の
作
品
の
中
に
は
、
新
し
い
指
導
原
理
に
則
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
二
者
選
一
の
龍
膳
が
端
的
に
現

わ
れ
て
い
る
。
ア
ン
U
ェ
リ
コ
は
画
面
を
構
成
す
る
場
合
に
、
あ
る
と
き
は
遠
近
図
法
に
よ
り
、
あ
る
と
き
は
そ
れ
に
よ
ら
な
い
で
中
世

期
に
つ
な
が
る
装
飾
的
な
効
果
を
め
ざ
し
て
い
る
。
両
様
式
が
同
一
の
画
面
に
混
在
す
る
こ
と
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
は
、
新
興
絵
画
を
擁
護
し
そ
の
指
導
原
理
で
あ
る
遠
近
図
法
を
解
説
す
る
書
物
と

し
て
書
か
れ
て
い
る
。
遠
近
図
法
の
技
術
が
お
そ
ら
く
は
い
ま
だ
口
伝
的
に
し
か
習
得
さ
れ
な
か
っ
た
時
期
に
、
そ
の
技
術
を
初
め
て
明

文
佑
し
、
さ
ら
に
は
絵
画
に
対
す
る
芸
術
理
論
的
な
取
扱
い
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
が
直
接
与
え
た

具
体
的
な
影
響
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、

つ
づ
く
世
代
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
画
壇
が
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
準
備
し

た
方
向
に
向
っ
て
進
展
し
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
絵
画
理
論
の
面
に
お
い
て
も
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
審
物
は
そ

れ
以
後
の
絵
画
論
の
サ
ン
プ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
（
虫
O
H
O
向

E
E
H
1
5
5
2
2
エ広掴ー－
S
M）
、
ギ
ベ
ル

テ
ィ
、
お
よ
び
レ
オ
ナ
ル
ド

（

U
g阻止
o
E
〈

sa
－4U
M

－－
u

－s
な
ど
の
絵
画
論
は
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
を
無
視
し

て
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
さ
え
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

つ
ま
り
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
新
興
絵
画
に
決

定
的
な
勝
利
を
も
た
ら
し
、

も
早
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
そ
の
逆
転
を
不
可
能
な
ら
し
め
た
書
物
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

っ。



し
か
し
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
た
新
興
絵
両
の
勝
因
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

深
い
考
察
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
恩

ぅ
。
時
代
の
趣
好
が
旧
様
式
か
ら
新
様
式
に
交
替
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
新
興
絵
画
は
ア
ル
ベ
ル

テ
ィ
の
「
絵
．
曲
論
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幾
何
学
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
は
、
点
と
は
何
か
、
線

は
、
比
例
は
と
い
う
よ
う
に
全
く
幾
何
学
的
な
概
念
の
説
明
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
幾
何
学
的
な
基
礎
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
上
に
一

種
の
透
視
図
法
的
な
遠
近
法
を
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
の
遠
近
法
に
よ
れ
ば
、
距
離
に
よ
っ
て
増
減
す
る
対
象
の
大
き
さ
を
幾

何
学
的
な
正
確
さ
で
画
面
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
現
実
と
同
じ
よ
う
な
統
一
的
な
空
聞
を
合
理
的
に
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
新
興
絵
画
は
作
図
の
操
作
そ
の
も
の
も
、
ま
た
作
図
さ
れ
た
画
面
と
自
然
と
の
関
係
も
、
二
重
の
意
味
で
極
め
て
科

学
的
な
絵
一
闘
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
遠
近
法
が
、

し
ば
し
ば
「
科
学
的
遠
近
法

守
口
町
四
回
江
田
岡

5
5宮
n
z
g）
」
と
時

ば
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

〔
一
一
〕

こ
の
よ
う
に
新
興
絵
画
は
幾
何
学
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
勝
因
は
あ
る
。
幾
何
学
は
伝
統
的
に
自
由
諸
科
目
（
〉
邑

5
2白
ロ
）
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
。
新
興
絵
画
は
そ
の
幾
何
学
と
い
う
科
学
（
田
弘
司
自
国
学
聞
の
こ
と
）
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ

て、

一
方
で
は
画
家
の
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
他
方
で
は
絵
画
に
現
実
と
同
じ
空
聞
を
与
え
て
当
時
の
写
実
主
義
を

満
足
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
新
興
絵
画
は
幾
何
学
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
魅
力
と
価
値
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
の
構
造
は
、
幾
何
学
上
の
二
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
視

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
O
九



ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六一

O

界
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
（
四
角
錐
）
形
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
眼
（
一
眼
）
と
そ
の
眼
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
対
象
と
が
つ

く
る
立
体
的
な
図
形
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
構
成
す
る
と
仮
定
し
て
、
乙
れ
を
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
（
E
E
B広叩

4
E
4由
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。

正
方
形
の
窓
か
ら
一
眼
で
屋
外
を
望
む
と
き
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
視
界
は
眼
ぞ
頂
点
と
し
視
野
を
底
辺
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
あ
る

と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
他
は
「
比
例
（
H
M
5
3
R
E出
。
）
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
「
比
例
」
と
い
う
概
念
を
説
明
す
る
た
め

に
非
常
な
昔
、
む
を
払
っ
て
い
る
が
、

今
日
普
通
に
い
わ
れ
て
い
る
回
一
げ
H
口
一
色
と
い
う
意
味
と
同
義
に
解
釈
さ
れ
る
。

ア
ル
ベ
ル
テ

ィ
の
遠
近
法
は
、

乙
の
「
比
例
」
と
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
と
の
二
つ
の
幾
何
学
上
の
概
念
を
結
合
さ
せ
る
乙
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
説
明
を
合
理
的
に
行
う
た
め
に
、
彼
は
「
絵
画
論
」
の
胃
頭
か
ら
、
点
と
は
何
か
、
線
は
、
面
は
と
い
う
命
題
の
幾

何
学
的
な
考
察
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

点
（
匂

SHO）
は
部
分
に
は
切
断
で
き
な
い
図
形
（

g官
芯
）
で
あ
る
が
、
そ
の
点
が
一
列
に
配
列
さ
れ
る
と
き
線

2
5同）

を
つ
く

り
、
線
が
集
っ
て
面
（
閉
口
官
民

E
O）
が
で
き
る
と
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
考
え
る
。
そ
の
説
明
の
仕
方
は
、
点
を
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
結
ん
で
配

〔
コ
一
〕

「
沢
山
の
線
が
よ
る
と
、
沢
山
の
赫
が
集
っ
て
布
を
つ
く
る
よ
う
に
面
を
つ
く
る
」
と
い
う
風
に
、
幾
何
学
上
の
用
語

列
す
る
」
と
か
、

と
し
て
は
極
め
て
素
朴
で
不
完
全
で
あ
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
の
全
体
が
甚
だ
難
解
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る

が
、
彼
は
不
完
全
な
表
現
を
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
反
復
使
用
し
、
比
除
を
交
え
、
と
に
角
今
日
の
初
等
幾
何
学
の
点
、
線
、
面
、
固
体
の

定
議
に
近
い
概
念
を
一
つ
一
つ
の
命
題
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

点
か
ら
線
、
繰
か
ら
面
と
図
形
は
次
第
に
複
雑
に
な
っ
て
ゆ
き
、
固
体
（

g召
O
）
に
い
た
っ
て
も
っ
と
も
複
雑
高
次
の
図
形
と
な
る
。

そ
の
固
体
が
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
見
ら
れ
る
た
め
に
は
光
線
（
同
自
民
複
数
）

の
助
け
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
光
線
の
こ
と



を
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
「
視
の
先
緯
（
同
富
岡
山

4
U
E）
」
と
時
ぴ
、
「
視
を
司
る
若
干
の
先
線
（
包
ロ

Eご
自
民
宮
富
山
自
町
民
民
江
田
－

srB）」

と
も
い
っ
て
い
る
。
そ
の
光
線
の
性
状
や
機
能
に
つ
い
て
は
、
彼
の
鍍
述
は
暖
昧
で
あ
る
。
乙
と
に
光
線
の
機
能
、

つ
ま
り
眼
と
固
体
と

光
穣
と
の
三
者
の
閣
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
彼
の
用
語
よ
り
も
む
し
ろ
理
解
そ
の
も
の
が
甚
だ
不
完
全
で
あ
り
、
か
つ
前
後

で
相
矛
盾
す
る
と
思
わ
れ
る
個
所
す
ら
あ
る
。
光
線
は
固
体
か
ら
出
て
眼
に
入
る
と
い
う
考
え
を
示
し
た
す
ぐ
あ
と
で
、
眠
か
ら
出
て
固

体
に
と
ど
く
特
殊
な
光
線
の
こ
と
に
触
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
自
体
が
と
の
重
要
な
事
柄
に
つ
い
て
の
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
理
解
の
程
度
を

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
乙
の
分
野
の
研
究
者
フ
ァ
ソ

l
ラ
に
よ
る
と
、
当
時
の
視
の
知
覚
現
象
に
関
す
る
一
般
的
な
考
え
方
に
は
ニ

つ
の
伝
統
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
一
つ
は
、
固
体
か
ら
出
る
光
線
が
眼
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
視
の
知
覚
現
象
が
お
き
る
と
考
え
る
立

［四〕

場
で
あ
る
。
こ
れ
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス

（
U
O
B
O一町
EM回
切
・
。
・
ま
O
踊

l
u吋
O
踊
）
起
原
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他
は
、
眼
か
ら
特
殊
な

先
線
が
放
出
さ
れ
て
、
そ
れ
が
固
体
に
当
り
、
更
に
反
射
し
て
眼
に
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
固
体
が
知
覚
さ
れ
る
と
考
え
る
立
場
で
あ

る
。
乙
の
伝
統
は
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス

（
何
回
区
冊
目
色
冊
目
回
・
。
・

uoo癌）

に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
こ
の
ニ
説
の

聞
を
、

つ
ま
り
光
棋
が
固
体
か
ら
出
る
か
眼
か
ら
出
て
眼
に
帰
る
か
と
い
う
両
説
の
聞
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ル
ベ

ル
テ
ィ
自
身
は
、

「
古
代
人
の
聞
で
は
、
光
線
が
眠
か
ら
出
る
か
面
か
ら
く
る
か
と
い
う
こ
と
で
大
い
に
議
論
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
わ
れ

わ
れ
は
も
早
問
題
に
し
な
い
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
、
両
説
の
取
捨
に
触
れ
る
こ
と
を
意
識
的
に
さ
け
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
両
説
を
矛
盾
的
に
採
用
し
て
い
る
と
乙
ろ
に
、
視
の
知
覚
に
関
す
る
ア
ル
ペ
ル
テ
ィ
の
歴
史
的
な
位
置
が
あ
る
。
眼
と
固
体

と
光
線
と
の
相
互
関
係
の
問
題
は
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
よ
り
お
よ
そ
半
世
紀
の
ち
の
レ
オ
ナ
ル
ド
に
お
い
て
は
、
近
代
的
な
形
で
明
確
に
解

決
さ
れ
て
い
る
。
眼
が
光
鰻
を
放
出
す
る
に
し
ろ
そ
う
で
な
い
に
し
ろ
、
光
藤
は
視
の
知
覚
の
源
泉
で
あ
る
。
視
の
知
覚
に
関
係
す
る
光

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

ムノ、



ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

占，、

線
の
こ
と
を
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
「
視
の
光
線
」
と
睦
ん
で
い
る
。
視
の
光
線
は
三
種
に
分
類
さ
れ
る
。
「
末
端
光

線
（
E
N
N山
由
民
同
品
目
。
」
あ
る
い
は
「
外
郭
光
線
令
官
民

Z
E
B
E）
」
、
「
中
間
光
線
令
官
民

B
O島
目
印
）
」
、
お
よ
び
中
心
光
線
令
官

S

n曲目
Eno）
」
で
あ
る
。
（
第
一
図
参
照
）

こ
の
三
種
の
光
線
に
よ
っ
て
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」

は
形
成
さ
れ
る
。
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」

と
い
う
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
正
方
形
の
窓
か
ら
一
眼
で
屋
外
を
望
む
と
き
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
視
界
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
に
ひ
ろ
が

か
ら
外
郭
光
線
は
、

っ
て
い
る
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。
眼
（
一
眼
）
を
頂
点
と
し
、
対
象
が
底
面
で
あ
る
よ
う
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ

「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
の
外
壁
で
あ
る
四
つ
の
三
角
形
を
つ
く
る
光
線
の
こ
と
。
中
間
光
線
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
内
部

-razzi extrem1 
伝沼ziextrinsici) 

-razzo centrico 

-razzi mediani 

を
充
す
光
線
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
底
面
で
あ
る
被
視
面
の
色
で
充
さ
れ
て
い
る
。
中
心
先
線
は
被
視
面

と
垂
直
に
結
び
合
い
、
か
っ
そ
の
中
心
を
通
る
光
線
で
あ
る
。
中
心
光
緯
は
単
数
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
。

「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
と
い
う
考
え
方
が
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
発
案
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
定
さ
れ

な
い
。
そ
の
ζ

と
を
め
ぐ
る
考
察
は
そ
れ
自
体
独
立
し
た
重
要
な
問
題
と
な
り
う
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触

図

れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
が
、
少
く
と
も
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
が
、

「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
に
関

第

す
る
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
発
言
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
日
動
か
な
い
推
定
で
あ
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
以
前

に
お
い
て
は
、
視
は
一
般
に
「
円
錐
体

（
no目
。
）
」
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
眼
を
頂
点
と
し
、
対

〔
五
〕

象
を
円
形
の
底
面
と
す
る
円
錐
体
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
円
錐
体
説
は
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
起
原
と
い
わ
れ

て
お
り
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
以
前
に
お
け
る
伝
統
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
円
錐
体
説
は
ア
ル
ベ
ル

テ
ィ
の
提
唱
し
た
四
角
錐
説
よ
り
も
、
は
る
か
に
人
聞
の
眼
球
の
生
理
に
近
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の



に
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
そ
の
円
錐
体
を
四
角
錐
体
（
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
）
に
お
き
か
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
視
界
が
一
つ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
よ
っ
て
も
の
の
大
き
さ
を
測
定
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
外
郭
光
線
は
単
に
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
の
外
壁
を
つ
く
る
だ
け
で
な
く
、
量
（
宮

gas
大
き
さ
の
こ
と
）
を

測
定
す
る
場
合
の
コ
ン
パ
ス
の
役
目
を
果
し
て
い
る
。
被
視
面
の
量
は
外
郭
光
線
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
量
は
高
さ
で
あ
れ

幅
で
あ
れ
、
外
郭
光
線
の
も
つ
角
度
、

つ
ま
り
眼
を
頂
点
と
す
る
三
角
形
の
角
度
の
大
小
で
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ

lま

「
量
と
い
う
も
の
は
視
の
三
角
形
が
あ
っ
て
初
め
て
見
う
る
も
の
で
あ
る
」
、
と
い
っ
て
い
る
し
、
ま
た
「
三
角
形
の
底
辺
は
被
視

の
量
、
両
辺
は
そ
の
量
の
二
点
か
ら
眼
に
の
び
る
光
線
で
あ
る
」
と
も
い
っ
て
い
る
。

重
要
な
こ
と
は
、

ζ

こ
で
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
「
視
の
ピ
ラ
ミ
フ
ド
」
と
い
う
言
葉
を

「
視
の
三
角
形
（
E
g
m
o
E
4
2
Z
O）
」
と
い
う

言
葉
に
お
き
か
え
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
立
体
で
あ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
平
面
で
あ
る
三
角
形
に
お
き
か
え
て
観
察
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
立
体
を
平
面
に
換
算
し
単
純
佑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
体
幾
何
学
的
な
考
察
を
平
面
幾
何
学
と
し
て

説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
方
で
は
読
者
の
理
解
を
援
け
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
実
彼
自
身
の
理
解
を
も
容
易
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
ち
に
述
べ
る
「
北
例
」
に
つ
い
て
も
、
最
初
は
平
面
幾
何
と
し
て
説
明
し
、
ま
た
遠
近
法
の
作
図
も
平
面
的
な
操
作
に
よ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
円
錐
体
説
の
立
場
で
は
、
底
面
が
円
で
あ
り
、
外
郭
光
線
の
部
分
が
曲
面
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
平
面
幾
何
学
的
な

考
察
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
、
対
象
と
距
離
と
の
逆
比
例
的
な
関
係
が
観
察
さ
れ
に
く
い
。

つ
ま
り
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
、
「
視
の
円
錐
体
」

を
一
見
不
合
理
な
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
に
お
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
面
幾
何
学
的
な
考
察
を
容
易
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ

の
平
面
三
角
形
の
上
で
こ
そ
、
距
離
と
被
視
の
量
と
の
閣
の
逆
比
例
的
な
関
係
は
明
確
に
観
察
さ
れ
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
第
一
の
功
績

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

ム

ノ、



ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
一
四

． 

は
ζ

の
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
の
提
唱
に
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ア
ル
ペ
ル
テ
ィ
は
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
に
「
比
例
」
の
概
念
を
も
ち
込
ん
で
い
る
。

「
比
例
」
と
い
う
考
え
方
が
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ

の
時
代
に
も
ま
た
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
自
身
に
も
理
解
し
に
く
い
事
柄
で
あ
っ
た
ら
し
い
乙
と
は
、
彼
の
鍍
述
の
し
方
か
ら
う
か
が
う
乙
と
が

で
き
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
例
に
よ
っ
て
説
明
を
く
り
返
し
比
喰
を
交
え
な
が
ら
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
相
似
形
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す

る。

「
あ
る
直
線
が
三
角
形
の
ニ
辺
と
交
っ
て
新
な
三
角
形
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
第
一
の
大
き
な
三
角
形
の
一
辺
に
平
行
し
て
い
る
と
き
、

乙
の
小
さ
な
三
角
形
は
大
き
な
三
角
形
に
確
か
に
比
例
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
三
角
形
の
一
辺
に
平
行
な
直
線
が
乙
の
三
角
形

を
切
る
と
き
、
新
し
い
三
角
形
は
も
と
の
三
角
形
と
相
似
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
で
あ
る
。

「
小
人
は
大
人
に
比
例
す
る
」
、
な

ぜ
な
ら
「
前
腕
に
対
す
る
手
、
頭
部
に
対
す
る
前
腕
と
い
う
風
に
、
全
四
肢
の
聞
に
同
じ
ラ
チ
オ
と
秩
序
な
質
問

gm私自
M
g
R島田町）

が
示
さ
れ
る
か
ら
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
ま
た
「
比
例
す
る
三
角
形
と
は
、
各
辺
と
各
角
が
互
に
ラ
チ
オ
を
含
む
三
角
形
を
い
う
」
と
も
い

っ
て
い
る
。
し
か
し
ラ
チ
オ
を
含
ひ
と
か
、
秩
序
を
色
つ
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
乙
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ

は、

「
互
に
比
例
す
る
も
の
（
二
つ
の
三
角
形
の
ζ

と
）
は
、
い
か
な
る
部
分
も
一
致
す
る
が
、
互
に
異
な
っ
て
い
て
各
部
分
が
一
致
し

な
け
れ
ば
こ
の
ニ
つ
の
も
の
は
比
例
し
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
「
小
さ
な
三
角
形
は
大
き
な
三
角
形
に
た
だ
大
き
さ
と
い
う
点
を

の
ぞ
い
て
は
相
等
し
い

2
g
Z
R
O
E
g
m
o
E
色
目
指
m
昔
話
回
目
p
o
s
o
R
O
O
Z
E
E
唱
自
営
N
N
P
Zロ
曲
】
申
・
と
と
も
い
っ
て
い

る
。
ラ
チ
オ
を
含
む
二
つ
の
三
角
形
は
、
大
き
さ
と
い
う
点
を
の
ぞ
い
て
は
互
に
相
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
得
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
平
面
の
上
で
穫
得
さ
れ
た

「
比
例
」

の
概
念
吾
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
立
体
で
あ
る

「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
の
中
に



も
ち
込
ん
で
い
る
。
い
ま
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
の
底
面
に
平
行
な
面
が
こ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
切
る
と
き
、
底
面
の
量
は
平
行
面
の
上
に

比
例
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
底
面
と
そ
れ
に
平
行
な
面
と
は
、
描
か
れ
る
対
象
と
画
面
と
の
関
係
で
あ
る
。
乙
の
乙

と
を
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
、
「
絵
画
は
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
切
断
面
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
（
E
a
R曲
目
。
白
色
宵

o
n
v
E旦
R
S官
民

0
5

「
切
断
面
に
等
距
離
な
量
は
ど
の
よ
う
な
量
も
画
面
で
は

角田

0
口
同
立
同
曲
目
広
0

4
山
田
町
曲
）
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
両
者
の
関
係
は
、

何
ら
の
変
更
も
な
い
（
邑
百
個
室
自
民

S
2
5島
E
S
S
E－
F
E
R
n
a
o
s
－55
0
回
申
－

Z
1口
Z
E
F
H冊
目
－

g
E白－

E
曲
a
g
o－）」

の
で
あ
る
。
等
距
離
〈

2
5＆
a
g
g
単
数
）
と
い
う
言
葉
は
二
つ
の
面
の
い
か
な
る
部
分
を
と
っ
て
も
等
距
離
で
あ
る
と
い
う
意
味
に

D 

解
さ
れ
、
ま
た
立
体
図
形
に
関
し
て
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
日
の
平
行
面
の
こ
と
に
な
る
。

（
第
二
図

A 

つ
ま
り
二
つ
の
面
司
・
句
、
が
平
行

で
あ
る
と
き
〉
切
一
切
の
H
〉
、
回
、
一
回
、
口
、
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
で
あ
る
。

参
照
）

B 

さ
て
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
が
「
視
の
三
角
形
」
に
換
算
さ
れ
て
観
察
さ
れ
う
る
こ
と
に
つ
い
て

図

は
す
で
に
述
べ
た
。
ま
た
そ
の
「
視
の
三
角
形
」
の
底
辺
は
、
そ
れ
と
平
行
な
交
切
繰
の
上
に
比
例

第
的
に
も
ち
込
ま
れ
る
と
い
う
乙
と
、

つ
ま
り
立
体
図
形
で
い
え
ば
、

寸
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
の
底
面

司
は
、
そ
れ
と
平
行
な
切
断
面
市
、
に
比
例
的
に
も
ち
込
ま
れ
る
と
い
う
乙
と
に
つ
い
て
も
理
解
さ

れ
た
。
司
で
表
わ
さ
れ
る
自
然
は
、
マ
で
表
わ
さ
れ
る
画
面
の
上
に
何
ら
の
変
更
も
な
く
も
ち
込

ま
れ
る
の
で
あ
る
。
大
な
る
世
界
句
は
小
な
る
世
界
旬
、
の
上
に
何
ら
の
変
更
も
な
く
再
現
さ
れ
、
M
M

と
司
、
と
は
た
だ
大
き
さ
と
い
う
点
を
の
ぞ
く
と
互
に
相
等
し
い
も
の
で
あ
る
。

乙
れ
で
遠
近
法
の

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
一
五



ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
一
六

基
礎
理
論
は
説
明
さ
れ
た
。
遠
近
法
の
作
図
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
の
中
で
遠
近
法
の
作
図
法
は
も
っ
と
も
難
解
で
あ
る
。
理
由
の
一
つ
は
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
使
用
し
て
い

る
用
語
に
あ
る
の
で
、
彼
の
語
棄
を
か
り
で
解
説
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
今
日
の
言
葉
に
お
き
か
え
る
と
、
そ
の
遠
近

法
の
作
図
法
は
概
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

最
初
に
任
意
の
短
形

（
a
g
e
g
m
o－o岳
HZFEmo－
－
直
角
の
四
角
形
）
〉
切
の
り
を
描
く
。
（
第
三
図
参
照
）

乙
の
短
形
は
開

か
れ
た
窓
の
よ
う
な
も
の
、
そ
の
窓
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
は
描
こ
う
と
す
る
対
象
を
眺
め
て
い
る
と
仮
定
す
る
。
矩
形
の
中
心
な
E
Z
l

開－
H
1

・国－
H

ロ
曲
目
貸
付
。
中
心
点
）
司
を
と
る
。
一
か
ら
底
辺
切
の
に
垂
線
虫
U

を
引
く
。
旬
。
の
三
分
の
一
の
長
さ
で
切
の
・
の
の
を
割
り
、

を
定
め
、
司
一
∞
－
H
V
F

－－－－
H
V
の
を
結
ぶ
。
乙
の
と
き
司
は
人
の
眼
の
高
さ
、
旬
。
は
ほ
ぼ
身
長
に
相
当
す
る
と
仮
定
す
る
。
人
の
平
均
の
身

長
は
約
三
ブ
ラ
ッ
チ
ァ
で
あ
る
か
ら
、
切
開
・
開
H
Y

－－－－
H

の
は
乙
の
図
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
一
ブ
ラ
ッ
チ
ァ
と
い
う
乙
と
に
な
り
、
ま
た
こ
の

D
 

A 

窓
は
六
ブ
ラ
ッ
チ
ァ
の
大
き
さ
の
窓
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
割
合
を
示
す
だ
け

で
あ
る
。

図

つ
ぎ
に
底
辺
切
の
に
平
行
に
句
、
吋
を
と
り
、
そ
の
延
長
上
に
。
を
定
め
。
吋
を
人
の
眠
か
ら
窓

三
〉
切
の
り
ま
で
の
距
離
と
仮
定
す
る
。
絵
画
は
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
の
交
切
面
で
あ
る
か
ら
、
四

第
辺
形
〉
切
の
ロ
を
画
面
と
す
れ
ば
、
。
は
そ
の
画
面
を
眺
め
る
眼
の
位
置
で
も
あ
る
。
。
肘
・

0
司・・・・

。
の
を
結
び
、
そ
の
各
と
〉
切
と
の
交
点
。
ぞ
円
・
明
、

．．．． 
。
、
と
す
る
。
開
、
句
、

．．．． 
。
、
を
通
り
底
辺

切
の
に
平
行
に

E
w－
E
w－
－
－
七
の
を
切
る
直
線
を
引
く
。
三
角
形
句
切
の
の
内
部
に
で
き
る
多
く
の



小
四
辺
形
は
、

一
ブ
ラ
ッ
チ
ァ
四
万
の
大
き
さ
を
O
点
か
ら
眺
め
た
場
合
の
逓
減
（
白
5
8
8
－g叩
島

Z
2
0
H
O
可
理
由
同
曲
目

ρ
ロ
曲
目
岳
回
全

横
線
の
量
の
継
続
）
の
平
面
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
一
ブ
ラ
ッ
チ
ァ
と
仮
定
し
た
切
開
・
開
司
・
・
・
・
・
阿
の
は
、
次
第
に
縮
小
し

て
表
わ
さ
れ
、
そ
の
縮
小
に
よ
っ
て
距
離
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
で
は
、
こ
の
遠
近
法
の
作
図
法
に
は
幾
つ
か
の
間
題
が
の
こ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
、
司
の
を
人
の
背
丈
と
仮
定
し
て

も
、
そ
の
H
M

点
を
な
ぜ
画
面
の
中
央
に
と
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
き
れ
る
。
】
V

点
は
眼
O
を
頂
点
と
す

る
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
の
中
心
光
掠
の
場
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
画
面

krwnu
の
消
失
点
の
位
置
で
も
あ
る
。
眼
は
画
面
に
向
っ
て

正
し
い
位
置
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
を
四
辺
形
K
F
切
の
り
の
中
央
に
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
乙
の
画
面
に
対
し
て
観
察
者

の
眼
を
正
し
い
位
置
に
お
く
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

l
ノ

（

UOBgwo
〈

g
E
g
o
－80
史
惑

l
E
E）
、
カ
ス
タ

l
ニョ

（〉昆
H
S
仏
冊
目
。
豊
田
関
口

0
3
8掴
l
E
3）、

マ
ン
テ

l
ニ
ャ
宮
田
舎
g
冨
B
Z
m
g
E
U
Z湖
i
－uoa）

な
ど
は
、
司
点
の
設
定
で
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
と
は
作
図
法
を
こ
と
に
し
て
い
る
。
彼
ら
は
乙
の
点
を
よ
り
低
い
位
置
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て

画
面
に
向
う
観
察
者
の
眼
の
位
置
を
低
く
し
た
。
そ
の
た
め
に
画
面
の
人
物
は
観
察
者
を
見
下
し
、
画
中
の
人
物
は
観
察
者
と
は
別
の
空

聞
に
立
っ
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
れ
に
対
し
て
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
作
図
で
は
、
画
面
の
人
物
と
観
察
者
と
は
同
一
の
地
面
に
立
ち
、

同
一
の
空
間
の
中
で
向
い
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
が
ア
ル
ペ
ル
テ
ィ
の
「
歴
史
画
（
室
。
乱
闘
）
」
の
基
本
的
な
構
図
で
あ
る
。

問
題
の
第
二
は
、
な
ぜ
司
の
の
三
分
の
一
の
長
さ
で
凶
の
・
の
の
を
分
割
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
の
身
長

は
平
均
三
ブ
ラ
ッ
チ
ァ
で
あ
る
か
ら
、
人
の
歩
幅
は
そ
の
約
三
分
の
一
の
一
ブ
ラ
ッ
チ
ァ
、
し
た
が
っ
て
人
の
歩
幅
に
ほ
ぼ
等
し
い
鋪
道

の
組
み
石
の
一
辺
が
、
切
開
・
開
司
・
・
・
・
・
H
の
で
あ
る
と
考
．
え
る
と
よ
い
。
組
み
石
を
も
っ
と
小
さ
な
四
辺
形
と
考
え
れ
ば
、
切
の
を
も
っ
と
小

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
一
七



さ
く
分
割
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
一
八

一
そ
う
重
要
な
第
三
の
問
題
は
、

眼
。
と
切
司
・
・
・
・
の
と
を
結
ん
で
つ
く
る
刷
、
・
『
・
・
・
・
の
、
と
い
う
点
は
い
か
な
る
点
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
四
辺
形
〉
切
の
り
を
窓
と
し
、

い
ま
か
り
に
そ
の
窓
に
ガ
ラ
ス
が
は
ま
っ

る
。
（
第
四
図
参
照
）

て
い
る
と
仮
定
す
る
。
そ
の
窓
ガ
ラ
ス
を
九
十
度
回
転
さ
せ
て
横
面
図
を
考
え
る
と
、
り
は

kr
に
重
な
り
の
は
切
に
重
な
る
こ
と
に
な

横
面
図
〉
切
の
り
と
い
う
窓
の
下
端
か
ら
、
乙
の
窓
に
直
角
に
一
ブ
ラ
ッ
チ
ァ
の
間
隔
で
遠
ざ
か
る
開
・
円
・
・
・
・
。

の
に
一
ブ
ラ
ッ
チ
ァ
の
棒
”
の
を
立
て
る
。

を
と
り
、

眼
。
か
ら
河
口
を
眺
め
る
と
、

そ
の
河
口
と
い
う
長
さ
は
、
乙
の
窓
ガ
ラ
ス

の
上
で
は

m
d、
と
し
て
マ
ー
ク
さ
れ
る
。
こ
れ
は
先
の
「
比
例
」
の
個
所
で
説
明
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
同
様
な
理
由
に
よ
っ
て
、

開
・
同
町
・
・
・
・
・
同
の
点
は
窓
ガ
ラ
ス
の
上
旬
・
『
・
・
・
・
・
円
と
し
て
マ
ー
ク
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
こ
こ
で
窓
ガ
ラ
ス
を
も
と
の
位
置
〉
切
の
り

AD 

。、福一』 n, 
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に
も
ど
す
と
（
第
三
図
参
照
）
、

切
開
と
い
う
距
離
は
切
と
関
、
を
通
る
平
行
線
の
間
隔
と
し
て
、

ま
た
切
吋
と
い
う
距
離
は
円
・
明
、
を
通
る
平
行
線
の
間
隔
と
し
て
、

以
下
同
様
に
表
わ
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

図

こ
の
開
、
－
H
Y
－－－－－

q
と
い
う
点
の
設
定
は
、

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
図
法
の
中
で
も
っ
と
も

四

重
要
な
事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、

ζ

の
刷
、
・
『
・

．．．． 
。
、
に
相
当
す
る
点
が
、

第

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
時
代
に
往
々
何
ら
の
根
拠
も
な
く
て
設
定
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
鍛
述
が

「
絵
画
論
」
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
人
に
よ
っ
て
は
開
、
を
任
意
に
と
り
、
回
開
、

の
三
分
の
ニ
の
間
隔
で
開
、
司
、
を
と
り
、
さ
ら
に
そ
の
三
分
の
二
の
間
隔
で
司
、
。
、
を
と
り
、
以
下



同
様
に
と
っ
て
ゆ
く
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ゆ
く
と
、
そ
の
間
隔
は
つ
ぎ
の
間
隔
に
対
し
て

だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
間
ち
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
目
白

E
J
E誌
の
意
味
は
明
か
に
さ
れ
な
い

の
設
定
は
幾
何
学
的
に
正
確
で
あ
る
。

が
、
乙
の
場
合
の
作
図
の
基
礎
は
不
確
定
で
あ
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
刷
、
司
・
・
・
・
。
、

由回一宮崎玄
M
V
R
H
日開国一宮

と
な
る

乙
の
原
理
を
利
用
し
て
、

い
ま
舗
道
に
面
し
た
建
物
を
描
く
な
ら
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
順
序
で
作
図
す
る
。
（
第
五
図
参
照
）
句
、
吋
は

人
の
背
丈
の
高
さ
と
仮
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
眼
の
点
。
か
ら
眺
め
る
と
人
が
舗
道
上
い
か
な
る
地
点
に
立
っ
て
い
よ
う
と
も
、
人
の

身
長
は
句
、
吋
の
線
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。
す
べ
て
三
ブ
ラ
ッ
チ
ア
の
比
例
的
な
量
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
人
の
背
丈
の
二
倍
の
高
さ
の

建
物
は
各
地
点
に
お
い
て
人
の
背
丈
の
二
倍
で
あ
る
か
ら
、

建
物
の
間
口
を
適
当
に
と
っ
て
、

二
倍
づ
っ
司
吋
の
上
に
と
り
、
各
点
を
結
ぶ
と
背
丈
の
二
倍
の
建
物
の
輪
郭
が
で
き
あ
が
る
。

C 

図

0 －－－－ー」ーーーー－－ p 

マ尽き
B 

五第

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

D' A’ 

そ
の
両
端
か
ら
司
、
同
ま
で
の
間
隔
を

ま
た
平
面
図
が
円
形
の
プ
ー
ル
が
あ

る
と
す
る
。
そ
の
プ
ー
ル
を
眼
。
が
眺

め
た
と
き
の
遠
近
関
係
は
、

つ
ぎ
の
よ

図

う
に
し
て
作
図
さ
れ
る
。
（
第
六
図
参

占，、

照
）
原
理
は
建
物
の
場
合
と
同
じ
で
あ

第
る
。
正
方
形

ωkrd、
の
を
描
き
、
切
の

上
の
目
も
り
と
同
じ
目
も
り
で
切
〉
、
を

割
る
。
そ
の
正
方
形
の
上
に
プ
ー
ル
を

六
一
九



ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
二

O

比
例
的
な
大
き
さ
に
描
き
、
そ
の
目
も
り
と
の
交
点
に
相
当
す
る
点
を
三
角
形
司
一
切
の
内
の
目
も
り
に
探
し
て
結
び
合
せ
る
と
、
眼
O
か

ら
眺
め
た
場
合
の
プ
ー
ル
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
切
の
を
細
か
く
分
割
す
れ
ば
、
よ
り
正
確
な
図
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
必
要
以

上
に
細
か
く
分
割
す
る
乙
と
は
徒
出
刀
で
あ
る
。

乙
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ル
ペ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
は
、
「
視
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
と
「
比
例
」
と
い
う
幾
何
学
上
の
二
つ
の
概

念
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
絵
画
が
幾
何
学
と
結
び
つ
い
た
と
い
う
乙
と
は
、
蓋
し
ニ
面
の
意
義
を
も
っ
。
絵
画
は
幾
何
学
と

結
び
つ
く
乙
と
に
よ
っ
て
、
先
ず
当
時
の
写
実
主
載
を
満
足
さ
せ
た
。
距
離
に
よ
っ
て
増
減
す
る
対
象
の
表
現
で
あ
れ
、
ま
た
そ
の
遠
近

の
表
現
で
あ
れ
、
自
然
の
統
一
的
な
空
聞
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
絵
画
は
あ
た
か
も
自
然
そ
の
も
の
と
し

て
新
し
い
魅
力
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。門

七
〕

絵
画
が
幾
何
学
巻
利
用
し
幾
何
学
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
、
芸
術
思
想
史
の
面
で
別
の
波
紋
を
投
じ
る
結
果
と
な
る
。

幾
何
学
と
い
う
学
聞
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絵
画
も
ま
た
一
つ
の
学
問
で
あ
る
と
い
う
画
家
の
側
の
自
覚
を
時
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
絵
画
は
新
し
い
価
値
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

幾
何
学
は
古
代
末
期
か
ら
中
世
を
通
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
自
由
語
科
目
（
〉
邑
ロ
Z
B
H
C
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
き
た
。
三
学
と
称
さ

れ
た
詩
学

（司
ogrw）
、
論
理
学
（
F
O包

g
）
、
修
辞
学
（
河
骨
骨
骨
O
弘

S
）
、
と
四
科
と
称
さ
れ
た
音
楽
（
冨

g
k
s、
算
数
（
〉
島
田
町
民

S
）



天
文
学
〈
k
p
曲可

8
0
E同
）
及
び
幾
何
学
（
の

g
s
o
E
m）
の
七
科
目
は
、
こ
れ
ら
の
学
問
自
体
が
い
わ
ゆ
る
技
能
諸
科
目
（
〉
昆
冨

gnl

自
山
口
宮
）
に
対
し
て
伝
統
的
に
一
種
の
優
越
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
絵
画
（

E
2
R
S
や
彫
刻

3
2
－Z
E）
は
、
首
働
を
伴
う
技

術
的
芯
科
目
で
あ
り
、
知
識
に
対
す
る
技
能
、
精
神
に
対
す
る
肉
体
の
位
置
に
お
か
れ
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画

論
」
に
お
い
て
絵
画
が
幾
何
学
と
結
び
つ
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
技
能
科
目
と
し
て
し
か
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
絵
画
が
、
乙
の
書
物

に
お
い
て
自
由
諸
科
目
の
一
つ
で
あ
る
幾
何
学
と
結
び
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
絵
画
自
体
が
自
由
科
目
と
し
て
の
資
格
を

得
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

厳
密
に
い
え
ば
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
の
中
で
は
、
絵
画
が
自
由
科
目
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
明
確
な
形
で
は
主
張
さ
れ
て

い
な
い
。
が
、
彼
は
「
第
三
の
書
」
の
中
で
、
画
家
は
幾
何
学
を
修
得
す
べ
き
は
も
ち
ろ
ん
の
乙
と
、

つ
と
め
て
修
辞
学
者
や
詩
人
と
交

友
し
、
自
由
諸
科
目
の
勉
学
に
励
げ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
を
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。
絵
画
が
そ
れ
自
体
自
由
諸
科
目
の
一
つ
で

あ
る
と
い
う
乙
と
の
明
確
な
自
覚
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も
そ
の
仲
間
入
り
を
要
求
す
る
だ
け
の
姿
勢
は
十
分
と
と
の
え
ら
れ
て

い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
姿
勢
は
幾
何
学
と
い
う
学
聞
に
よ
っ
て
こ
そ
支
え
ら
れ
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
と
ほ
と
ん

ど
同
時
代
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
チ
ェ
ン
ニ

l
ニ
（
の
自
国

g
o
＆

U
B闘
の

g包
昆
ロ
弓
踊
l
E
U
U調
）
の
「
絵
画
論
（
叶

gt

ロ
曲
宮
内

r
E
H
H
E
E肖
匝
）
」
の
中
に
も
、
絵
画
が
自
由
諸
科
目
に
加
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
平
は
あ
る
。

し
か
し
チ
ェ
ン
ニ

l

由
一
の
不
平
は
、
た
か
だ
か
絵
画
を
音
楽
と
比
較
す
る
こ
と
以
上
に
は
で
て
い
な
い
し
、
ま
し
て
や
絵
画
の
た
め
に
自
由
諸
科
目
の
席
を
要

求
す
る
だ
け
の
積
極
的
な
理
由
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
レ
ス
コ
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
技
術
と
材
料
を
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
テ
ェ
ン
ニ

l
ニ
の
書
物
の
中
で
は
、
絵
画
は
依
然
と
し
て
技
能
諸
科
目
の
中
の
絵
画
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の

ア
ル
ペ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

ー，、



ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

~ ノ、

「
絵
画
論
」
で
は
、
（
た
と
え
蔚
茅
悶
で
あ
る
に
せ
よ
）
絵
聞
は
幾
何
学
と
い
う
学
同
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
自
体
学
同
と

な
り
得
る
と
い
う
自
覚
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
乙
の
自
覚
は
時
代
と
共
に
次
第
に
明
確
な
形
を
と
り
、
た
と
え
ば
レ
オ
ナ
ル
ド
の
場
合
で

は
絵
画
は
自
由
科
目
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
時
と
し
て
は
ひ
し
ろ
そ
れ
を
越
え
る
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

絵
画
に
自
由
科
目
と
し
て
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
技
能
諸
科
目
に
等
し
く
数
え
ら
れ
て
き
た
彫
刻
と
の
聞
の
パ
ラ

ン
ス
が
破
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
絵
画
と
彫
刻
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
久
レ
く
技
能
諸
科
目
の
中
の
姉
妹
芸
術
と
し
て
考
え
ら
れ
て

き
た
。
彫
刻
は
遠
近
法
つ
ま
り
幾
何
学
を
必
要
と
し
な
い
。
絵
画
が
自
由
科
目
と
し
て
の
可
能
性
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
彫
刻
に
対
す

る
絵
画
の
優
越
性
を
主
張
す
る
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
乙
の
思
想
も
ま
た
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
の
中
に

蔚
芽
的
に
一
示
さ
れ
て
い
る
。
比
較
の
焦
点
は
、
何
れ
の
芸
術
が
よ
り
多
く
の
困
難
脅
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
各
芸
術
に
架
せ
ら

れ
た
精
神
的
な
負
荷
の
軽
重
に
よ
っ
て
い
る
。
「
乙
の
ニ
つ
の
芸
術
（
絵
画
と
彫
刻
の
こ
と
）
は
、
互
に
関
係
し
互
に
育
て
合
っ
て
い
る
。

し
か
し
私
は
画
家
の
仕
事
の
方
が
よ
り
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
画
家
の
天
才
の
万
に
よ
り
高
い
位
置
を
与
え
よ
う
」
と
。

〔
八
〕

絵
画
の
方
が
よ
り
困
難
な
芸
術
で
あ
る
と
い
う
理
由
は
す
で
に
明
か
で
あ
る
。
絵
画
は
遠
近
法
と
い
う
幾
何
学
を
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

芸
術
比
較
論
も
ま
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
芸
術
思
組
史
の
上
で
大
き
な
問
題
と
な
る
。
単
に
絵
画
と
彫
刻
の
聞
だ
け
で
な
く
、
詩
や
音
楽

や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

を
も
変
え
て
論
点
は
非
常
に
複
雑
な
様
相
を
示
し
て
く
る
。
が
、
と
り
わ
け
絵
画
と
彫
刻
の
ニ
芸
術
の
聞
の
優
劣
問
題
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド

円
九
〕

（
冨
正
也

gm冊
目
。

ω
5
5同H
O件
即
日
卓
司

l
－ua品
）
を
そ
の
渦
中
に
ま
き
込
み
、
つ
づ
く
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ア
カ

デ
ミ
ー
に
も
ち
込
ま
れ
て
、
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
芸
術
に
つ
い
て
は
、
色
々
な
こ
と
が
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
芸
術
思
想
史
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
絵
画
が

学
問
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
科
目
の
席
を
要
求
し
始
め
、
そ
の
こ
と
か
ら
芸
術
相
互
間
の
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
て
、
そ
の

閣
の
優
劣
問
題
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芸
術
に
関
す
る
近
代
的
な
意
識
の
展
開
は
、
最
初
こ
の
よ
う
な
姿
を
と
っ
て
い
る
。

波
紋
は
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
に
よ
っ
て
投
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
一
）
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
出
・
』
胆
巳
g
口町田
wvHE
切
・
〉
－
ro円
江
田
開
Z
E
R
O
関
口
口
目
立
HHORO江田口町。
ωoF吋広広口・

（O
Bロ
g
帥ロ回目民同四ロ

NC吋
WHHHH回付向。田口
F
K
E
o
u
同）・

4弓
芯

P
5
3・
も
今
日
な
お
定
評
が
あ
る
が
、
参
照
す
る
機
会
を
得
て
い
な
い
。

な
お
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
絵
画
論
」
の
原
審
名
は
、

U
m
w
E
O
Z
S
な
い
し
U
O
H
E
噌
幹

Z
E
と
な
っ
て
い
て
、
厳
密
に
は
「
絵
画
に
つ
い
て
」

と
訳
さ
れ
る
が
、
便
宜
上
「
絵
両
論
」
と
訳
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

（
二
）
た
と
え
ば
近
著
で
は
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
7

ー
が
、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
遠
近
法
を
、
田
口
広
口
広
但

3
2
M
M
g民
話
と
呼
ん
で
、

こ
れ
を
古
代
の
遠
近

法
三
回
5
3
2
3
0
a
a
と
中
世
の
遠
近
法

3
3
4自
主
語
か
ら
区
別
し
て
い
る
。

F
E
M
E
r
g
a
g
p
g
s
ω
Z
Z
R

司

OH印刷》由同内包〈
0
・］
F
由一凶

ω”吋，酔
σ山田胸骨ロ・

（
三
）
点
、
線
、
面
、
国
体
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

れ
て
い
る
。
（
〉
江
田
g
g
z
p
U自
の
g
H
O”
国
－

u
U
Z向。
H
H
g
F
E一吋丘
o
p
u
o
Q担円
O
E
S
H
V
E－o
g
U
F
0
2
5
〈日付釘四件口－

w
回・）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
い
し
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
始
ま
る
と
い
わ

（
四
）
岡
仁
三
位
宮
丘
四
bw
同CHa－－

E
け円。品店
NHO口
AWW
旬
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制
・
ロ
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Z
E
g
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H
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凹
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口
沼
u
c
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町
民
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O
仏
胆
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ロ
含

m
w
E
R
O
R
E－胆剛，
H
E
n
o
s胆－

L
ロ
《
F
o
h
r
a
》
丘
0・
5
b
l
m
o
g－
巴
邑
・
）

（五）

v
a
m
w
冨削
H
H
F
5片手”

H
E同
oazNEBWHM担何－
H∞－
uu『

OV口
問
・

ω句。ロ白血ア

H
E
P
－
国
8
M円
。
ロ
o
w
H
4
2
9
5・

（
六
）
ラ
テ
ン
交
に
よ
る
あ
る
テ
キ
ス
ト
で
は
、

m
z
u
R
Z
3－
ユ
宮
口
凹
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
ラ
テ
ン
文
の
他
の
テ
キ
ス
ト
で
は

g
σ
8
2
z
t

民
自
ロ
切
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
共
に
意
味
は
不
明
で
あ
る
。

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

占ノ、



ア
ル
ペ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
に
つ
い
て

六
二
四

（
七
）
こ
の
時
期
の
遠
近
図
法
と
絵
画
と
の
関
係
は
実
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
る
。
遠
近
図
法
は
単
に
絵
画
の
骨
格
を
支
え
る
だ
け
で
ゐ
っ
て
、
絵
画
は

む
し
ろ
そ
れ
以
後
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
問
題
は
別
に
し
て
も
、
写
笑
主
議
絵
画
の
理
論
書
で
あ
る
筈
の
こ
の
時
期
の
絵
画
論
の
中
に

す
ら
、
真
の
絵
画
は
む
し
ろ
遠
近
法
を
越
え
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
意
識
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
問
題
の
考

察
は
筆
者
に
お
い
て
別
途
に
準
備
さ
れ
て
い
る
。

（
八
）
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
「
絵
画
論
」
の
外
に
「
彫
刻
論
（
り
日
HEω
冨
吉
田
）
」
を
書
い
て
い
る
。
し
か
し
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
が
全
面
的
に
絵
画
の
優
越

を
認
め
て
い
た
こ
と
は
、
本
文
で
述
べ
た
理
由
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
十
六
世
記
の
著
述
家
ボ
ル
ギ
l
ニ
（
同
耐
え
な
色
。

ωoaEHFHH

盟
店
員
四
・
）
色
絵
画
と
彫
刻
と
の
比
較
論
の
箇
所
で
、
絵
画
の
支
持
者
と
し
て
の
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
を
伝
え
て
い
る
o
r
B胆

P
E
n
F
S
H－】
M
R
a
s
p
h
v
g
g官同日目
8
0剛
容
O
R
E
S
Z
S
R
E
E
ぐ
宮
ロ
同
・
岡
、

o
E
C
P
E勾・

（
九
）
同
同
自
由
〉
－
M
N

伊口宮
0
3
同Z
a－
－
及
ぴ
拙
稿
「
レ
オ
ナ
ル
ド
の
芸
術
比
較
論
に
つ
い
て
」
（
「
美
学
」
第
九
巻
第
四
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

何日間
M
O帥
0

・H
印∞A

H
W

（
本
研
究
は
、
九
州
大
学
文
学
部
谷
口
鉄
雄
教
授
の
指
導
で
、
昭
和
三
十
五
年
度
の
文
部
省
科
学
研
究
費

の
一
部
で
あ
る
。
）

（
個
人
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
研
宛

l 


