
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ
）
第
十
六
巻
『
事
物
と
空
間
、

は
じ
め
に

フ
ッ
サ
ー
ル

『
事
物
と
空
間
』

五
九

一
九

0
0
年
『
論
理
学
研
究
』
出
版
の
際
に
現
象
学
を
記
述
的
心
理
学
と
性
格
づ
け
て
い
た
こ
と
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
反
省
し
、
現
象
学
を

超
越
論
的
哲
学
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
く
時
期
に
あ
た
る
一
九

0
七
年
に
、
彼
が
ゲ
ッ
テ
ィ
ゲ
ン
大
学
で
行
っ
た
講
義
草
稿
か
ら
な
っ
て
い

る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
『
論
理
学
研
究
」
と
中
期
の
主
著
一
九
一
三
年
出
版
の
『
イ
デ
ー
ン

I
』
と
の
ち
ょ
う
ど
中
間
の
年
に
な
さ
れ
た

講
義
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
全
体
の
射
程
か
ら
見
て
も
、
特
記
す
べ
き
多
く
の
内
容
を
も
っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
事
物
と
空
間
』
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
展
開
し
て
い
る
思
想
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る

こ
と
が
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ネ
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
な
が
ら
、
事
物
構
成
と
空
間
構
成
の
段
階
性
に
関
し
て
考
察
し

た
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
没
頭
し
た
こ
の
よ
う
な
現
象
の
き
わ
め
て
入
念
な
分
析
の
内
容
を

こ
こ
で
は
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
通
常
こ
う
し
た
言
い
方
は
、
紙
幅
の
制
約
や
考
察
の
流
れ
か
ら
詳
細
な
議
論
を
あ
え
て
断
念

フ
ッ
サ
ー
ル
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て
（
三
村
）

一
九

0
七
年
講
義
』
（
以
下
、
『
事
物
と
空
間
』
と
略
記
）
は
、

村

に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て

尚

彦



ま
ず
は

す
る
場
合
に
な
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
『
事
物
と
空
間
』
に
あ
っ
て
は
、

う
配
慮
か
ら
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

る
こ
と
は
非
常
に
稀
な
の
で
あ
る
。
「
時
間
に
関
す
る
現
象
学
」
に
お
い
て
は
、
質
、
量
と
も
に
き
わ
め
て
充
実
し
た
先
行
研
究
が
存
在

す
る
の
に
対
し
て
、
「
空
間
の
現
象
学
」
は
、
依
然
未
開
拓
の
部
分
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
本
論
考
で
は
、

『
事
物
と
空
間
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
成
立
過
程
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

第
一
章

空
間
性
の
構
成
が
、
『
事
物
と
空
間
』

に
お
け
る
議
論
の
射
程

フ
ッ
サ
ー
ル
の
論
述
が
あ
ま
り
に
細
か
い
現
象
分

（
あ
る
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
意
図
が
計
り
か
ね
る
と
も
言
え
る
）
と
い

フ
ッ
サ
ー
ル
が
行
っ
た
現
象
記
述
に
沿
っ
た
形
で
、
空
間
構
成
の
議
論
が
な
さ
れ

フ
ッ
サ
ー
ル
が
行
っ
て
い
る
き
わ
め
て
詳
細
な
現
象
分
析
の
一
部
分
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
解
説
を
加
え
な
が
ら
、

の
段
階
で
は
不
完
全
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
を
示
す
こ

と
を
目
標
と
し
た
い
。
な
お
今
回
は
、
眼
球
運
動
的
領
野

o
k
u
l
o
m
o
t
o
r
i
s
c
h
e
s
F
e
l
d
の
構
成
、
伸
縮

D
e
h
n
u
n
g
お
よ
び
転
回

W
e
n
d
u
n
g
に
よ
る
奥
行
き
構
成
に
、
論
述
を
限
定
し
た
い
。
議
論
の
流
れ
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
『
事
物
と
空
間
』
と
い
う

テ
キ
ス
ト
の
成
立
、
お
よ
び
「
空
間
性
は
い
か
に
構
成
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
問
い
の
意
図
に
つ
い
て
論
じ
る
。
次
に
、

事
物
の
空
間
性
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
具
体
的
な
分
析
を
、
特
に
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
概
念
に
注
目
し
な
が
ら

示
し
て
い
く
（
第
二
章
、
能
力
意
識
と
し
て
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
相
関
者
で
あ
る
空
間
）
。
そ
し
て
最
後
に
（
第
三
章
、
多
様
体
論
と
し

て
の
空
間
構
成
論
）
、
『
事
物
と
空
間
』

論
考
の
結
論
を
導
き
出
す
。

の
い
く
つ
か
の
節
の
論
述
を
追
い
な
が
ら
、

階
で
は
不
完
全
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
ど
う
い
っ
た
意
味
で
な
の
か
を
示
し
て
、
本

『
事
物
と
空
間
』

析
に
立
ち
入
っ
て
い
て
問
題
の
全
体
像
を
見
失
い
か
ね
な
い
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数
概
念
の
基
礎
づ
け
を
心
的
作
用
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
得
る
と
主
張
す
る
心
理
学
主
義
P
s
y
c
h
o
l
o
g
i
s
m
u
s
を
批
判
し
、

数
や
論
理
形
式
な
ど
理
念
的
対
象
の
客
観
的
存
在
と
、
そ
れ
を
捉
え
る
意
識
作
用
の
相
関
関
係
を
考
察
し
な
が
ら
、
「
純
粋
論
理
学
の
基

本
概
念
や
理
念
的
諸
法
則
が
そ
こ
か
ら
発
現
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
源
泉
を
解
明
す
る
」

(
X
I
X¥
 
1
,
 
7
)

の
が
、
『
論
理
学
研
究
』
に
お
い
て

フ
ッ
サ
ー
ル
が
構
想
し
て
い
た
現
象
学
で
あ
っ
た
。
客
観
的
な
論
理
学
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
課
題
は
、
そ
の
後
、
認
識
、
認
識
意
味
、

認
識
対
象
に
つ
い
て
の
相
関
関
係
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
を
、
す
な
わ
ち
認
識
体
験
一
般
を
探
究
す
る
こ
と
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
に

伴
い
、
現
象
学
も
認
識
妥
当
性
の
究
極
的
意
味
を
解
明
す
る
超
越
論
的
現
象
学
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
現
象
学
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
的
提
示
と
い
う
性
格
を
有
す
る
『
イ
デ
ー
ン

I
』
は
、
現
象
学
的
方
法
の
導
入
と
そ
れ
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
新
し
い
学
と
し
て

の
現
象
学
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
通
常
、
対
象
や
世
界
の
存
在
を
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
を
行
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
態
度
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
然
的
態
度
naturliche
E
i
n
s
t
e
l
l
u
n
g
と
呼
ぶ
。
自
然
的
態
度
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
諸
学

問
は
、
世
界
の
存
在
措
定
を
無
条
件
に
前
提
し
て
い
る
た
め
、
先
に
述
べ
た
「
認
識
妥
当
性
の
究
極
的
意
味
を
解
明
す
る
」
と
い
う
要
求

一
般
定
立

G
e
n
e
r
a
lthesis
を
遮
断
し
、
あ

に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
世
界
の
存
在
を
措
定
す
る
働
き
、

r. 

ノ‘

ら
ゆ
る
も
の
ご
と
の
存
在
と
意
味
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
れ
て
く
る
純
粋
な
領
域
、
超
越
論
的
意
識
の
領
域
を
獲
得
す
る
現
象

学
的
還
元
と
い
う
方
法
を
遂
行
す
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
体
験
し
て
い
る
も
の
ご
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
超
越
論
的
意
識
に
よ
っ
て
多
様
な
経
験
を
通
じ
て
統
一
的
に
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
形
成
さ

れ
た
も
の
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
い
方
で
は
「
構
成
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
、
捉
え
な
お
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
象
学
が
相
関
関
係
の
ア
・

プ
リ
オ
リ
を
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
識
に
よ
る
対
象
構
成
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
現
象
学
へ
と
移
行
し
て
い
く
時
期
の
ま
っ
た
だ
中
と
言
っ
て
も
よ
い
一
九

0
七
年
夏
学
期
、

フ
ッ
サ
ー
ル
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て
（
三
村
）

フ
ッ
サ
ー
ル
は
ゲ

ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
で
「
現
象
学
と
理
性
批
判
の
た
め
の
主
要
部
分
H
a
u
p
t
s
t
u
c
k
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
講
義
を
行
っ
た
。
後
に
フ
ッ
サ



ー
ル
が
繰
り
返
し
「
事
物
講
義
」

D
i
n
g
v
o
r
l
e
s
u
n
g
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
こ
の
講
義
の
草
稿
（
草
稿
番
号
F
I
と
い
う
記
号
で
分
類
さ
れ

て
い
る
草
稿
群
）
が
、
『
事
物
と
空
間
』
の
主
要
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
講
義
の
序
章
に
当
た
る
『
現
象
学
の
理
念
』
に
お
い
て
は
、

現
象
学
的
還
元
と
い
う
方
法
が
初
め
て
明
確
に
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
事
物
と
空
間
』
に
お
い
て
、
最
初
の
具
体
的
な
現

象
学
的
構
成
分
析
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
こ
の
講
義
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
の
は
、
空
間
内
に
存

在
す
る
事
物
（
的
存
在
者
）
は
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
コ
ッ
プ
や
ペ
ン
と
い
っ

た
事
物
が
目
の
前
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
信
念
を
も
つ
に
は
、
意
識
の
経
験
に
よ
っ
て
コ
ッ
プ
が
ま
さ
に
コ
ッ
プ
と
い
う
空
間
的
事
物

と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
経
験
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
コ
ッ
プ
と
い
う
認
識
対
象
の
統
一
が
ど
の
よ
う
に
成
立

し
て
く
る
の
か
を
問
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
と
密
接
に
連
関
す
る
も
の
と
し
て
、
空
間
の
構
成
が
同
時
に
問
わ
れ
て
く

る
。
事
物
は
、
二
次
元
の
平
面
図
形
で
は
な
く
空
間
内
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
手
前
や
奥
に
共
存
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
他
の

事
物
と
の
空
間
的
な
位
置
関
係
を
必
然
的
に
伴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
序
説
と
結
論
部
分
を
除
い
て
、
六
つ
の
編
か
ら
成
っ
て
い
る
『
事

物
と
空
間
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
進
行
で
空
間
事
物
の
構
成
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
空
間
内
の
外
的
事
物
に
つ
い
て
の
意
識
体
験
と
し
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
範
例
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
知
覚
、
特
に
視
覚
と
触
覚
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
編
で
は
、
知
覚
に
対
す
る
考
察
を
行
っ
て

い
く
に
あ
た
っ
て
必
要
な
基
礎
的
規
定
と
性
格
づ
け
を
提
示
し
て
い
る
。
次
に
第
二
編
に
お
い
て
は
、
「
変
化
せ
ず
に
静
止
し
て
い
る
事

物
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
ケ
ー
ス
を
出
発
点
と
し
て
、
知
覚
お
よ
び
知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
う
。

（
動
い
て
お
ら
ず
）
、
知
覚
者
が
動
い
て
い
る
場
合
と
、
知
覚
者
は
静
止
し
知
覚
さ
れ

た
も
の
が
動
い
て
い
る
場
合
を
考
察
し
、
「
領
野
」

F
e
l
d
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。
こ
れ
は
、
ま
だ
空
間
に
お
け
る
平
面
の
こ
と
で
は

な
く
、
前
経
験
的
な
p
r
a
e
m
p
i
r
i
s
c
h
延
長
を
意
味
す
る
。
第
四
編
に
お
い
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
空
間
構
成
の
問
題
へ
移
っ
て
い
く
。
さ

ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
運
動
的
な
知
覚
系
列
に
お
い
て
の
み
空
間
物
体
が
提
示
さ
れ
る
と
す
る
。
運
動
的
な
知
覚
系
列
、
別
の
言
い
方
を

第
三
編
で
は
、
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
不
動
で
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―
つ
目
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
事
物
は
、
そ
も
そ
も
事
物
の
抽
象
的
な
層
S
c
h
i
c
h
t
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
事
物
を
三
つ
の
層
に
区
分
し
て
い
る
(
I
I
I
"

3
4
7
0

。
時
間
的
な
も
の

r
e
s
t
e
m
p
o
r
a
l
i
s
、
延
長
す
る
も
の

r
e
s
e
x
t
e
n
s
a
、

物
質
的
な
も
の

r
e
s
materialis
の
三
つ
で
あ
る
。
事
物
は
時
間
の
な
か
で
持
続
す
る
存
在
者
で
あ
り
、
事
物
の
「
時
間
持
続
す
る
」
と

『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
物
質
的
な
も
の
と
は
、
因
果
性
の
統
一
と

い
う
性
格
に
関
す
る
考
察
は

し
て
捉
え
ら
れ
る
事
物
の
こ
と
で
あ
る
。
事
物
は
状
況
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
振
る
舞
い
や
状
態
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
の
事
物
は

統
一
と
し
て
の
事
物
の
構
成
を
問
題
に
し
た
の
は
、

ど
の
よ
う
な
素
材
で
で
き
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
性
質
を
有
し
た
も
の
な
の
か
を
告
知
し
て
く
る

b
e
k
u
n
d
e
n
。
こ
う
し
た
因
果
性

で
あ
る
。
そ
し
て
延
長
す
る
も
の

r
e
s
e
x
t
e
n
s
a
と
し
て
の
事
物

構
成
を
扱
っ
て
い
る
の
が
、
『
事
物
と
空
間
』
な
の
で
あ
る
。
延
長
す
る
も
の
と
し
て
の
事
物
に
つ
い
て
は
、
『
イ
デ
ー
ン

I
』

明
瞭
で
あ
る
。
「
事
物
は
、
そ
の
理
念
に
し
た
が
え
ば
、
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
空
間
と
い
う
観
点
で
言
う
と
、
無

限
に
多
様
な
形
態
変
動
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
形
態
お
よ
び
形
態
変
化
が
同
一
的
に
保
持
さ
れ
て
い
る
時
で
も
、
そ
の
位
置

が
無
限
に
多
様
に
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
」

(
I
I
I
,

3
4
8
)

。
本
来
的
な
意
味
で
事
物
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
こ
こ
で
挙
げ
た

構
成
的
層
が
三
つ
と
も
そ
ろ
う
こ
と
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て

フ
ッ
サ
ー
ル
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て
（
三
村
）

か
じ
め
取
り
出
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
る

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

す
れ
ば
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
経
過
系
列
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
空
間
物
体
が
構
成
さ
れ
る
の
か
を
具
体
的
に
考
察
す
る
の
が
、
第
五
編
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
眼
球
運
動
に
よ
る
像
変
化
か
ら
三
次
元
の
空
間
構
成
へ
と
議
論
が
進
行
し
て
い
く
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
は
事
物
の

静
止
お
よ
び
運
動
が
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、
第
六
編
に
お
い
て
、
色
な
ど
の
性
質
が
変
化
す
る
な
か
で
、
純
粋
空
間
が
構
成
さ
れ
る
こ
と

『
事
物
と
空
間
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
あ
っ
て
、
本
論
考
に
関
係
す
る
二
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
を
あ
ら

『
イ
デ
ー
ン

II
』

T, 

ノ‘

の
記
述
が

『
事
物
と
空
間
』
に
お
い
て
は
、
事
物
の
―
つ
の
層
で



、
、
、
、

あ
る
「
延
長
す
る
も
の
」
と
い
う
側
面
が
抽
象
的
に
取
り
出
さ
れ
て
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

『
事
物
と
空
間
』

の

編
者
で
あ
る
ク
レ
ス
ゲ
ス
も
強
調
し
て
い
る
。
「
事
物
講
義
の
分
析
は
、
延
長
す
る
も
の
の
構
成
理
論
に
と
っ
て
必
然
的
な
方
法
的
抽
象

を
一
貰
し
て
保
持
し
続
け
て
い
る
」

(XVI,
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
 d
e
s
 H
e
r
a
u
s
g
e
b
e
r
s
,
 X
I
X
)
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
単
に
三
層
か
ら

な
る
事
物
の
一
っ
の
層
を
取
り
出
し
て
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
物
質
性
と
時
間
性
を
捨
象
し
て
事
物
を

捉
え
、
そ
の
位
置
変
化
や
形
態
変
化
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
本
質
連
関
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
学
と
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
幾
何
学
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
空
間
事
物
構
成
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
動
機
の
―
つ
が
、
幾

何
学
お
よ
び
幾
何
学
空
間
の
基
礎
づ
け
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
己
批
判
に
よ
っ
て
心
理
学
主
義
と
い
う

立
場
を
放
棄
す
る
に
至
る
以
前
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
た
数
学
や
論
理
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
試
み
と
一
致
す
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
事
物
の
構
成
問
題
と
し
て
「
延
長
す
る
も
の
」
と
い
う
抽
象
的
な
―
つ
の
層
を
取
り

上
げ
る
と
き
、
空
間
事
物
の
構
成
問
題
と
幾
何
学
空
間
の
基
礎
づ
け
問
題
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
れ
を
本

論
考
の
―
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
。

二
つ
目
は
、
第
四
編
以
降
で
分
析
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
概
念
の
導
入
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
空
間
表
象
を
め
ぐ
る

議
論
に
お
い
て
、
当
時
の
連
合
心
理
学
者
ベ
イ
ン
が
論
じ
た
筋
肉
感
覚
の
理
論
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
も
の
を

見
た
り
、
触
れ
た
り
す
る
際
、
そ
こ
に
一
定
の
拡
が
り
を
、
色
の
拡
が
り
や
す
べ
す
べ
し
た
と
い
っ
た
一
定
の
感
触
の
拡
が
り
を
感
じ
取

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
般
に
、
空
間
は
そ
う
し
た
色
感
覚
や
触
感
覚
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

ベ
イ

ン
は
空
間
が
成
立
す
る
に
は
色
感
覚
や
触
感
覚
に
さ
ら
に
も
う
―
つ
の
感
覚
が
付
け
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は

筋
肉
感
覚
で
あ
る
。
空
間
的
な
形
や
運
動
を
経
験
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
筋
肉
運
動
の
感
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
筋
肉
感
覚
、
運
動
感
覚
に
も
と
づ
い
て
空
間
表
象
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
議
論
は
、
身
体
の
生
理
学
的
・
解
剖

闊
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
二
号

六
四



く
こ
と
に
し
ょ
う
。

能
力
意
識
と
し
て
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
相
関
者
で
あ
る
空
間

(
V
 gl. 
X
V
I
,
 1
6
1
)

。

六
五

学
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
色
感
覚
と
筋
肉
感
覚
と
の
結
合
は
、
筋
肉
装
置
を
伴
っ
た
感
覚
神

経
が
そ
う
し
た
結
合
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
仮
説
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
認
識
妥
当
性
の
究
極
的

意
味
を
解
明
す
る
た
め
に
現
象
学
的
還
元
を
行
う
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
、
身
体
の
生
理
学
的
事
実
を
あ
ら
か
じ
め
前
提
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
筋
肉
感
覚
、
運
動
感
覚
も
生
理
学
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
の
特
定
箇
所
の
筋
肉
の
収
縮
に
伴
っ
て
感
じ
ら

れ
る
感
覚
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
主
観
に
与
え
ら
れ
る
純
粋
な
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
身
体
と
い
う

事
物
の
運
動
を
感
覚
す
る
と
い
う
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
「
運
動
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
キ
ネ
ー
シ
ス
」

kinesis
と
「
感
覚
」

を
意
味
す
る
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」

aesthesis
の
合
成
語
「
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ

K
i
n
a
s
t
h
e
s
e
」
を
用
い
て
、
現
象
学
的
な
用
法
を
際
立
た

せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

以
上
、
本
論
考
に
お
け
る
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
た
の
で
、
次
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
行
っ
た
具
体
的
な
空
間
構
成
の
議
論
を
見
て
い

『
事
物
と
空
間
』

第
二
章

で
は
、
ま
ず
空
間
事
物
に
つ
い
て
の
意
識
体
験
と
し
て
、
知
覚
の
現
象
学
的
分
析
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
考
察
が
「
現

象
学
的
」
と
呼
ば
れ
る
限
り
、
当
然
、
現
象
学
的
還
元
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
を
行
う
際
に
世
界
の
存
在

信
念
か
ら
獲
得
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
M
o
m
e
n
t
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
想
定
の
も
と
で

知
覚
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
現
出
E
r
s
c
h
e
i
n
u
n
g
で
あ
る
。
空
間
的
な
事
物
は
、
必
ず
あ
る
一
定
の
視
点
か
ら
見

ら
れ
た
特
定
の
一
面
を
介
し
て
現
れ
出
る
。
例
え
ば
国
会
議
事
堂
は
、
正
面
か
ら
見
ら
れ
た
見
え
方
（
わ
れ
わ
れ
が
よ
く
写
真
で
目
に
す

る
桜
田
門
側
か
ら
の
見
え
方
）
と
、
裏
手
（
議
員
会
館
、
地
下
鉄
永
田
町
駅
側
）
か
ら
見
ら
れ
た
見
え
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
国
会
議

フ
ッ
サ
ー
ル
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て
（
三
村
）



的
現
出
、

事
堂
の
す
べ
て
の
側
面
が
、
完
全
に
一
挙
に
知
覚
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
議
事
堂
を
眺
め
て
い
る
場
合
、
本
来

的
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
の
は
、
視
界
に
与
え
ら
れ
て
い
る
議
事
堂
の
一
面
（
正
面
玄
関
側
の
眺
め
）

な
る
。
『
事
物
と
空
間
」

闘
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
二
号

で
あ
る
。
正
面
か
ら
は
見
る
こ
と
の

で
き
な
い
議
事
堂
の
側
面
は
、
呈
示
的
な
内
容
を
欠
い
て
い
る
。
正
面
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
、
国
会
議
事
堂
の
議
員
会
館
や
国
会
図
書

館
側
の
壁
が
塗
装
作
業
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
知
る
由
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
議
事
堂
を
見
る
こ
と
は

不
可
能
な
の
で
あ
り
、
知
覚
で
き
る
の
は
議
事
堂
の
一
面
だ
け
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
外
的
事
物
の
知
覚
に
は
、
本
質

的
に
二
つ
の
契
機
、
「
有
体
的
に
」

leibh
饂
tig

「
本
原
的
に
」

ori
四
n
a
r
与
え
ら
れ
て
い
る
本
来
的
現
出
と
、
呈
示
的
内
容
を
欠
い
て
い

て
空
虚
に
と
も
に
思
念
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
非
本
来
的
現
出
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
二
つ
が
協
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

空
間
的
対
象
の
知
覚
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
議
事
堂
の
知
覚
と
、
演
劇
や
映
画
の
舞
台
に
設
置
さ
れ
た
議
事

堂
の
セ
ッ
ト
の
知
覚
は
、
原
理
的
に
同
じ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
全
体
的
統
一
的
な
空
間
事

物
の
知
覚
を
成
り
立
た
し
め
る
本
来
的
現
出
と
非
本
来
的
現
出
の
必
然
的
な
連
関
で
あ
る
。
本
来
的
現
出
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
事
物

の
一
側
面
が
直
観
的
に
そ
れ
自
体
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
目
の
前
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
当
の
事
物
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
本
来
的
現
出
は
事
物
全
体
で
は
な
く
、
事
物
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
う
し
た
本
来
的
現
出
と
い
う
自
体

所
与
性
が
も
つ
部
分
性
を
、
そ
れ
を
補
完
す
る
自
体
所
与
性
へ
の
要
求
で
あ
る
と
把
握
し
て
、
そ
こ
か
ら
本
来
的
な
現
出
を
必
然
的
に
取

り
ま
い
て
い
る
よ
う
な
、
同
じ
対
象
の
さ
ま
ざ
ま
な
、
そ
れ
以
上
の
可
能
な
現
出
へ
の
地
平
的
な
指
示
と
い
う
構
造
を
導
き
出
す
こ
と
に

で
は
こ
う
し
た
地
平
的
な
指
示
構
造
を
、
未
規
定
的
規
定
と
い
う
形
で
表
現
し
て
い
る
。
「
私
が
―
つ
の
箱
を
統

握
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
箱
は
統
握
に
対
し
て
初
め
か
ら
背
面
と
内
部
を
も
っ
て
い
る
、
し
か
し
た
い
て
い
は
未
規
定
的
に
で
あ
る
」

(XVI,

5
8
)

。
箱
や
家
な
ど
を
知
覚
す
る
際
、
本
来
的
現
出
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
面
の
色
や
デ
ザ
イ
ン
は
は
っ
き
り
規
定
で
き
る
が
、
非
本
来

つ
ま
り
見
え
て
い
な
い
側
面
は
未
規
定
的
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
未
規
定
性
は
絶
対
的
な
未
規
定
性
で
は
な
い
。
家

六
六



の
裏
側
が
実
際
ど
の
よ
う
な
様
子
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
く
と
も
、
そ
の
わ
か
ら
な
い
と
い
う
形
で
の
空
虚
な
志
向
は
、
裏

側
が
何
ら
か
の
色
や
デ
ザ
イ
ン
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
「
規
定
せ
ず
に
予
描
し
て
い
る

v
o
r
z
e
i
c
h
n
e
n
」
(XVI,
5
9
)

。

性
は
未
規
定
と
い
う
性
格
を
通
じ
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
本
来
的
現
出
が
生
じ
る
と
、
そ
れ
に
は
空
虚
な
志
向
と
し
て
の
非

本
来
的
現
出
が
複
合
化
さ
れ
る
。
非
本
来
的
現
出
は
未
規
定
的
規
定
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
本
来
的
現
出
の
地
平
を
成
す
。
し
た
が
っ
て

本
来
的
現
出
自
体
、
非
本
来
的
現
出
な
し
に
は
存
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
出
の
連
続
が
先
へ
と
進
む
と
、
新
し
い
面
（
事
物
の

今
ま
で
知
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
面
）
が
本
来
的
現
出
へ
と
至
り
、
同
時
に
先
ほ
ど
ま
で
非
本
来
的
で
あ
っ
た
も
の
が
規
定
を
被
る
。
以

上
の
よ
う
な
本
来
的
現
出
と
非
本
来
的
現
出
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
、
空
間
事
物
の
知
覚
（
外
的
知
覚
）

こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
担
う
も
の
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
導
入
し
た
の
が
、

六
七

の
本
質
構
造
で
あ
り
、
空
間

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
二

O

世
紀
初
頭
の
生
理
学
的
知
見
に
も
と
づ
い
て
主
張
さ
れ
た
運
動
感
覚
、
筋
肉
感
覚
を
現
象
学
的
に
捉
え
な
お
し
た
の
が
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ

と
呼
ば
れ
る
独
特
の
感
覚
で
あ
る
。
本
来
的
現
出
と
非
本
来
的
現
出
と
が
連
関
す
る
た
め
に
は
、
統
一
的
な
事
物
が
多
様
に
さ
ま
ざ
ま
に

現
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
物
の
多
様
な
現
出
は
、
運
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
一
切
の
空
間
性
は
、
運
動
の

う
ち
で
、

つ
ま
り
客
観
そ
の
も
の
の
運
動
も
し
く
は
『
自
我
』
の
運
動
の
う
ち
で
、
そ
の
運
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
方
向
の
変
化
と
と
も
に
、

構
成
さ
れ
、
与
え
ら
れ
る
」

(XVI,
1
5
4
)

。
目
の
前
の
事
物
が
動
く
、
も
し
く
は
事
物
を
見
て
い
る
知
覚
者
の
わ
た
し
が
動
く
。
こ
の
こ

と
を
通
じ
て
本
来
的
現
出
に
あ
た
る
事
物
の
面
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間
事
物
お
よ
び
空
間
性
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
運
動
と
連
動
し
て
い
る
感
覚
が
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
事
物
を
呈
示
す
る
感
覚
で
は
な
く
、
「
そ
れ
自
身
呈
示
す

る
こ
と
な
し
に
、
呈
示
を
可
能
に
す
る
」

(XVI,
1
6
1
)

も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
赤
と
い
う
色
感
覚
は
、
質
料
契
機
（
青
で
は
な
く
赤

で
あ
る
と
い
う
契
機
）
と
延
長
的
契
機
（
赤
が
一
定
の
拡
が
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
）
と
い
う
二
つ
の
契
機
に
よ
っ
て
、
目
の
前
の
赤
色

フ
ッ
サ
ー
ル
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て
（
三
村
）

性
の
構
成
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
未
規
定



意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

つ
ま
り
部
分
性
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
こ

一
九
一

0
年
代
以
降
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
わ

の
事
物
、
例
え
ば
一
個
の
ト
マ
ト
を
呈
示
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
事
物
が
存
立
す
る
た
め
に
は
、
呈
示
的
感
覚
だ
け
で
は

本
来
的
現
出
と
非
本
来
的
現
出
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
呈
示
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
が
必

要
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
帰
し
た
の
は
、
あ
る
―
つ
の
現
出
が
本
来
的
な
も
の
で
は

あ
る
が
部
分
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
補
完
す
る
働
き
、
言
い
換
え
れ
ば
、
空
虚
な
現
出
を
地
平
的
に
指
示
す
る
と
い
う
働
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
働
き
が
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
概
念
に
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

た
し
は
で
き
る
」

Ich
k
a
n
n
と
い
う
能
力
意
識
の
考
え
方
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
の
章
で
詳
し
く

論
じ
る
が
、
『
事
物
と
空
間
』

の
段
階
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
概
念
で
は
、
空
間
構
成
は
不
完
全
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
自
我
は
身
体
を
自
由
に

動
か
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
外
界
を
知
覚
す
る
と
い
う
能
力
（
「
わ
た
し
は
で
き
る
」
）
を
有
し
て
い
る
」

(IV,
1
5
2
)

。
国
会
議
事
堂

の
正
門
に
立
ち
、
こ
の
建
物
の
裏
側
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
ふ
と
思
い
、
裏
手
に
回
っ
て
み
る
。
こ
う
し
た
単
純
な
こ
と
を

『
イ
デ
ー
ン

II
』
か
ら
の
こ
の
引
用
は
、
身
体
と
い
う
物
体
と
国
会
議
事
堂
と
の
事
実
的
な
位
置
関
係
を

語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
こ
う
し
た
自
由
に
運
動
で
き
る
と
い
う
身
体
の
能
力
の
お
か
げ
で
、
主
観
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
出
の
体

系
と
、
方
向
づ
け
と
を
流
れ
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
」

(IV,
1
5
8
)

も
し
く
は
「
『
わ
た
し
は
で
き
る
』
と
い
う
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
自

由
は
、
意
志
的
な
身
体
運
動
の
可
能
性
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
運
動
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
事
物
現
出
の
産
出
に
も
関
わ
っ
て
い

る
」
と
い
う
よ
う
に
、
現
出
を
産
出
す
る
働
き
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
議
論
の
明
瞭
さ
を
優
先
し
て
事
実
的
な
語
り
口
（
現

象
学
の
枠
を
越
え
た
超
越
的
な
言
い
方
）
を
用
い
て
表
現
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
事
物
を
よ
り
見
や
す
い
位
置
で
見
よ
う
と
思
い
、
顔
を

に
連
動
し
て
、
事
物
の
現
出
は
刻
一
刻
と
変
化
し
て
い
く
。
能
力
意
識

動
か
す
。
そ
の
際
に
感
じ
ら
れ
る
運
動
感
覚
（
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
）

と
し
て
解
釈
さ
れ
た
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
、
こ
う
し
た
現
出
と
感
覚
と
の
間
の
連
動
を
言
い
表
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
特
定
の
現
出
は
、

そ
れ
以
外
の
可
能
な
現
出
の
系
列
の
な
か
で
実
現
さ
れ
た
―
つ
の
現
出
で
あ
る
こ
と
を
、
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向
的
な
背
景
な
の
で
あ
る
」

(
V
I
,
1
6
4
)

。

と
統
握
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

六
九

と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
は
い
つ
で
も
自
由
に
動
く
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
動
く
な
ら
ば
、
現
在
本
来
的
な
も
の
と
し

て
与
え
ら
れ
て
い
る
現
出
は
、
異
な
る
も
の
へ
と
変
化
す
る
。
し
か
し
そ
の
現
出
も
ま
た
同
一
の
事
物
を
構
成
す
る
形
で
連
動
し
て
い
る

い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
、
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
く
。

―
つ
の
事
物
が
、
直
接
的
な
現
前
と
い
う
端
的
な
存
在
確
信
の
う
ち
で
わ
た
し
に
対
し
て
存
在
し
て

い
る
。
わ
た
し
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
を
働
か
せ
な
が
ら
、
と
も
に
経
過
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
呈
示
を
、
と
も
に
帰
属
し
あ
う
も
の
と
し
て
わ

た
し
が
体
験
す
る
と
き
、
多
様
な
仕
方
で
自
己
を
呈
示
す
る
ひ
と
つ
の
事
物
が
顕
在
的
に
現
前
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
保
持
さ
れ
る
。

こ
こ
に
属
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
呈
示
が
変
化
し
て
い
く
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
何
を
含
み
も
っ
て
い
る
の
か
と
問
う
な
ら

ば
、
そ
こ
に
は
隠
さ
れ
た
志
向
的
連
関
（
も
し
…
•
•
•
な
ら
ば
ー
で
あ
る
）
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
認
め
る
だ
ろ
う
。

中
略
|
|
顕
在
的
な
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
能
力
の
体
系
の
う
ち
に
あ
る
が
、
こ
の
体
系
に
は
一
律
調
和
的
に
帰
属

し
あ
う
可
能
的
諸
継
起
の
体
系
が
相
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
現
前
し
て
い
る
事
物
の
端
的
な
存
在
確
信
す
べ
て
の
志

本
章
の
記
述
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
空
間
性
の
構
成
は
、
客
観
お
よ
び
自
我
の
運
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
主
張

し
た
。
運
動
が
現
出
の
多
様
を
可
能
に
し
、
そ
の
う
ち
本
来
的
現
出
と
非
本
来
的
現
出
と
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
連
関
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
空
間
事
物
お
よ
び
空
間
が
捉
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
動
態
的
な
関
係
が
可
能
に
な
る
の
は
、
「
わ
た
し
は
で
き
る
」
と
い
う
キ
ネ
ス
テ

ー
ゼ
的
能
力
体
系
が
事
物
現
出
を
産
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
方
は
、
お
も
に
一
九
一

0
年
代
以
降
、

特
に
発
生
的
現
象
学
と
い
う
構
想
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
と
平
行
し
て
、
成
立
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

フ
ッ
サ
ー
ル
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て
（
三
村
）

「
連
続
的
な
知
覚
に
お
い
て
は
、

一
九

0
七
年
の



は
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

講
義
で
あ
る

『
事
物
と
空
間
』

の
空
間
事
物
の
構
成
論
は
、
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ

ま
ず
は
、
『
事
物
と
空
間
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
空
間
構
成
に
関
す
る
議
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
フ
ッ
サ

ー
ル
は
空
間
構
成
を
「
眼
球
運
動
的
領
野
」
と
三
次
元
空
間
の
二
段
階
に
分
け
て
、
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
領
野
と
空
間
い
ず
れ
の
構
成

に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
体
系
を
、
段
階
的
構
造
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
自
我
の
運
動
が
感
覚
器
官
や

身
体
部
分
ご
と
に
分
節
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
体
系
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
く
と
い
う

理
解
で
あ
る
。
ま
ず
眼
球
が
運
動
し
て
感
じ
ら
れ
る
運
動
の
連
続
体
を
眼
球
運
動
的
体
系
と
す
る
。
そ
し
て
次
に
、
頭
部
運
動
の
体
系
、

最
後
は
歩
い
て
動
き
進
む
身
体
の
体
系
と
い
う
よ
う
に
段
階
を
経
る
こ
と
で
、
空
間
対
象
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
フ
ッ
サ
ー
ル

最
も
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
眼
球
運
動
的
領
野
の
構
成
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
空
間
対
象
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
先
立
っ

た
前
経
験
的
な
次
元
で
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
感
覚
与
件
に
つ
い
て
の
緻
密
な
記
述
を
展
開
し
て
い
る
。
視
覚
領
野
は
、
前
経
験
的

な
質
料
（
例
え
ば
赤
と
い
う
色
感
覚
）
と
そ
の
拡
が
り
（
形
、
大
き
さ
）
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
左
ー
右
、
上
ー
下
と
い

う
二
つ
の
座
標
軸
に
お
け
る
位
置
の
体
系
で
あ
り
、
こ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
二
次
元
的
多
様
体
z
w
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
M
a
n
n
i
g
f
a
l
t
i
g
k
e
i
t
 

と
名
づ
け
て
い
る

(XVI,
1
6
5
)

。
一
定
の
質
料
と
輪
郭
を
も
っ
た
領
野
内
の
具
体
者
F
e
l
d
k
o
n
k
r
e
t
u
m
は
像
Bild
と
呼
ば
れ
、
像
の

変
化
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
像
と
眼
球
運
動
感
覚
（
眼
球
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
）
の
相
関
関
係
が
本
質
的
な
も
の
と
し
て
取
り
出
さ
れ

て
く
る
。
像
の
現
出
だ
け
に
限
定
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
視
覚
的
領
野
が
呈
示
し
う
る
も
の
だ
け
で
事
物
構
成
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思

う
な
意
味
で
な
の
か
。

第
三
章

多
様
体
論
と
し
て
の
空
間
構
成
論
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わ
れ
る
が
、
領
野
お
よ
び
像
が
静
止
し
て
い
て
眼
だ
け
が
動
い
て
い
る
ケ
ー
ス
と
、
逆
に
眼
球
が
静
止
し
領
野
が
動
い
て
い
る
ケ
ー
ス
を

比
較
し
て
み
る
と
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
感
覚
が
事
物
構
成
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
、
現
象

学
的
に
見
れ
ば
、
視
野
に
関
し
て
厳
密
に
同
じ
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
視
覚
的
に
知
覚
さ
れ
た
対
象
の
運
動
と
静

止
を
容
易
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
が
変
化
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
視
覚
像
が
変
化
し
て
い
れ
ば
対
象
が

動
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
経
過
と
像
の
変
動
が
連
動
す
れ
ば
主
観
が
動
い
て
い
る
、
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

〔
静
止
と
運
動
そ
れ
ぞ
れ
の
〕
統
握
に
と
っ
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
視
覚
経
過
は
静
止
と
運
動

を
異
な
る
現
出
へ
も
た
ら
す
手
段
を
自
ら
の
う
ち
に
は
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
上
記
の
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
洞
察
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
客
観
的
位
置
や
客
観
的
空
間
性
の
構
成
は
本
質
的
に
、
身
体
運
動
に
よ
っ
て
、

現
象
学
的
に
表
現
す
れ
ば
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
感
覚
、
持
続
的
な
も
の
で
あ
れ
、
経
過
変
動
す
る
も
の
で
あ
れ
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
経

過
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(XVI, 1
7
6
)

。

七

さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
感
覚
と
像
経
過
と
の
相
関
関
係
を
重
要
な
現
象
学
的
事
実
と
し
て
規
定
し
て
い
く
。
キ
ネ
ス

テ
ー
ゼ
的
な
眼
球
感
覚
K
と
像
経
過
b
の
間
に
は
関
数
的
（
機
能
的
）

funktionell 
(XVI, 1
7
0
)

な
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
単
純
に

客
観
的
な
語
り
方
を
す
れ
ば
、
静
止
し
た
事
物
に
対
応
す
る
視
覚
像
の
場
合
眼
球
を
右
か
ら
左
へ
動
か
せ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
視
覚
像
は

左
か
ら
右
へ
移
動
し
、
眼
を
元
の
位
置
に
戻
せ
ば
像
は
再
び
右
か
ら
移
動
し
て
元
の
位
置
で
静
止
す
る
。
し
か
し
両
者
は
、
内
的
に
結
合

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
ど
ん
な
感
覚
K
も
各
視
覚
像
と
折
り
合
い
が
つ
く

o
_|
|
中
略
—
ー
|
そ
れ
は
同
じ
事
物
で
あ
れ
他
の
事
物

で
あ
れ
、
統
一
的
な
現
出
へ
と
も
た
ら
す
と
い
う
目
的
の
た
め
に
同
じ

K
が
別
の
像
と
結
び
つ
き
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ

フ
ッ
サ
ー
ル
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て
（
三
村
）

実
際
に
視
覚
経
過
だ
け
で
は



う
し
た
考
察
が
教
示
し
て
い
る
の
は
、

K
と
b
は
恒
常
的
な
共
存
関
係
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(XVI,
1
7
7
)

。
眼
球
感
覚
K
と

像
経
過
b
に
お
い
て
は
、
傾
向
性
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
心
理
学
的
な
事
実
で
は
な
く
、
「
む
し
ろ
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
あ
る
種
の
共
属
性
に
関
す
る
現
象
学
的
事
実
」

(XVI,
1
7
8
)

で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
現
象
学
的
事
実
と
し
て
の
共

属
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
個
別
的
な
特
定
の

K
と
b
と
の
間
に
で
は
な
く
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
一
般
と
体
系
と
し
て
の
場
所
の
間
に
な
の
で

場
所
多
様
体
は
絶
対
的
に
不
変
化
な
も
の
で
あ
り
、
た
え
ず
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
場
所
多
様
体
は

K
な
し
に
は

与
え
ら
れ
ず
、
ま
た

K
も
た
だ
変
動
し
な
が
ら
充
実
さ
れ
る
場
所
多
様
体
全
体
な
し
に
は
与
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
限
り
で
確
定
し
た
、

し
か
も
決
し
て
阻
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
連
合
を
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
連
合
は
、
あ
る

K
と

あ
る
場
所
と
の
間
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
場
所
の
拡
が
り
全
体
と
「
K
一
般
」
の
間
に
働
く
連
合
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
た
し
か

に
特
定
の

K
の
こ
と
で
は
な
い
。
と
言
う
の
も
、
「
K
一
般
」
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の

K
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の

K
の

連
続
的
経
過
は
場
所
多
様
体
と
経
験
的
に
―
つ
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る

(XVI, 1
7
9
£
.
)

。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
概
念
の
特
徴
な
い
し
限
界
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
視
覚
領
野
の
変
化
に
お
け
る
秩
序
を
主
導
的
に
担
っ
て
い
る
の
が
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
で
は
な
く
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
一
般
と

連
合
し
て
い
る
場
所
多
様
体
と
し
て
読
み
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
帰
結
さ
れ
る
の
は
、
『
事
物
と
空
間
』
で
の
空
間
は
「
わ

た
し
は
で
き
る
」
と
い
う
能
力
体
系
の
相
関
者
で
は
な
く
、
多
様
体
と
い
う
体
系
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
二
次
元
と
い
う
限
界
内
で
の
統
一
秩
序
と
し
て
眼
球
運
動
領
野
を
記
述
し
た
後
、
次
に
頭
部
の
運
動
、
胴
体
（
上
半
身
）

あ
る
。
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の
運
動
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
で
領
野
を
拡
張
し
て
い
く
。
「
頭
部
は
卓
越
し
た
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
基
本
位
置
を
占
め
、
そ
の
ま
わ
り
に

二
次
元
的
な
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
運
動
面
が
拡
が
る
。
そ
の
際
、
リ
ー
マ
ン
的
視
覚
空
間
が
構
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」

(XVI,
3
1
5
)

。
こ
れ

は
眼
球
運
動
の
構
成
段
階
か
ら
、
頭
部
の
運
動
が
導
入
さ
れ
た
と
き
に
構
成
さ
れ
る
領
野
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
述
で
あ
る
。
第

一
章
で
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
す
で
に
言
及
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
事
物
構
成
に
お
け
る
空
間
性
が
、
幾
何
学
空
間
と
重
な
り
合
っ
て
い

る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
リ
ー
マ
ン
的
視
覚
空
間
と
は
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
し
て
リ
ー
マ
ン
幾
何
学
に
お
け
る
空
間
に

(10) 

他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
領
野
を
拡
張
し
て
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
空
間
は
い
わ
ば
擬
似
的
空
間
で
あ
り
、
な
お
奥
行
き
が
欠
け
て
い
る

と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
る
。
奥
行
き
が
成
立
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
三
次
元
空
間
が
成
立
す
る
に
は
、
前
進
す
る
こ
と

g
e
h
e
n
、

歩
行
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
体
系
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
直
線
的
に
歩
く
こ
と
と
、
事
物
の
回
り
を
歩
き
ま
わ
る
こ
と

と
を
区
別
す
る
。
『
事
物
と
空
間
』

の
な
か
で
こ
の
二
つ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
伸
縮
」
と
「
転
回
」
と
い
う
現
象
と
し
て
詳
細
に
記
述
し

純
粋
な
遠
ざ
か
り
は
、
線
的
変
様
で
あ
る
。
動
機
づ
け
る
状
況
は
、
線
的
な
仕
方
で
無
限
に
変
化
す
る
。
純
粋
な
転
回
は
、
円
環
的

z
y
k
l
i
s
c
h
変
様
で
あ
る
。
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
状
況
は
円
環
的
に
変
化
し
、
純
粋
な
転
回
変
様
の
体
系
に
お
い
て
、
転
回
す
る
像
系
列
を

そ
れ
自
身
の
も
と
へ

〔
元
の
像
状
態
へ
〕
連
れ
戻
す
。

（
内
的
覆
い
隠
し
と
露
出
を
度
外
視
す
れ
ば
）
単
に
収
縮
し
、
無
限
に
ゼ
ロ
と
い
う
限

界
ま
で
収
縮
す
る
の
で
あ
る
。
ゼ
ロ
限
界
に
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
に
無
限
性
が
対
応
し
て
い
る
。
逆
の
方
向
で
言
え
ば
、
像
の
無
限
の

拡
大
化
を
わ
れ
わ
れ
は
も
つ
。
し
た
が
っ
て
い
わ
ば
こ
の
限
界
は
「
無
限
」
で
あ
る
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て
（
三
村
）

単
な
る
遠
ざ
か
り
変
様
に
あ
っ
て
は
、
像
は

て
い
る
。

七

一
方
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
に
は
こ
の
限
界
に



は
、
有
限
な
限
界
が
対
応
す
る
。
現
出
し
て
い
る
側
面
は
同
じ
で
あ
る
。

い
つ
も
「
前
面
」
が
現
出
し
て
い
る
。
客
観
が
他
の
側
面
を

も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
可
能
な
転
回
変
様
に
よ
っ
て
共
に
構
成
さ
れ
て
い
る
お
か
げ
な
の
で
あ
る
。
現
出
系
列
が
円
環
的
な
も
の
で
あ

り
、
円
環
的
に
側
面
ご
と
に
移
行
し
て
い
き
、
最
終
的
に
側
面
の
完
結
性
を
、
す
な
わ
ち
閉
じ
た
物
体
の
表
面
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

(XVI, 2
4
9
£
.
)
 

直
線
的
な
歩
行
は
、
対
象
に
近
づ
い
た
り
、
あ
る
い
は
対
象
か
ら
遠
の
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
が
、
そ
れ
に
連
動
し
て
像
は
拡
大
、
縮
小

を
被
る
。
こ
う
し
た
現
出
系
列
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
伸
縮
と
し
て
記
述
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
領
野
は
無
限
に
拡
張
さ
れ
る
と
し
た
。

転
回
と
は
、
事
物
の
回
り
を
歩
き
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
現
出
系
列
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
見
え
て
い
た
側
面
が
他
の
側

面
に
隠
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
変
様
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
経
過
を
逆
に
た

ど
る
と
、
す
な
わ
ち
逆
向
き
に
回
る
と
、
隠
さ
れ
た
面
が
ふ
た
た
び
現
れ
る
。
隠
さ
れ
て
い
た
面
は
消
え
去
っ
た
の
で
は
な
く
、
保
持
さ

れ
て
い
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
現
出
系
列
は
円
環
的
に
閉
じ
た
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
象
は
見
え
て
い
る
側
面

以
外
に
見
え
て
い
な
い
面
を
も
も
っ
た
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
ま
と
め
」
と
題
さ
れ
た
ご
く
短

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
変
様
は
ど
れ
も
、
眼
球
運
動
的
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
そ
の
他
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
体
系
に
関
係
し
て
い
る
。
前
者

は
単
に
眼
球
運
動
的
領
野
を
構
成
し
、

れ
て
い
る
が
、

後
者
は
、
遠
ざ
か
り
と
転
回
と
し
て
の
伸
縮
の
体
系
、
こ
こ
に
は
す
べ
て
の
方
位
づ
け
が
含
ま

そ
う
し
た
伸
縮
の
体
系
を
、
眼
球
運
動
的
領
野
へ
と
も
た
ら
す
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
二
次
元
的
な
眼
球
運
動
的
領
野

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
三
次
元
の
空
間
領
野
へ
と
変
化
す
る
。
三
次
元
の
空
間
領
野
と
は
、
一
次
元
的
な
線
的
距
離
多
様
体
と
二
次
元
的
に
円
環
的
な
転

い
七
十
三
節
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
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考
の
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
、
日
常
的
な
空
間
経
験
に
迫
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

七
五

つ
ま
り
、
二
次
元
の
眼
球
運
動
領
野
か
ら
移
行
し
て
三
次
元
の
空
間
領
野
が
成
立
す
る
の
は
、
主
観
が
対
象
へ
と
近
づ
い
た
り
対
象
か
ら

遠
の
い
た
り
す
る
直
線
的
歩
行
に
よ
る
一
次
元
的
な
線
的
多
様
体
と
、
対
象
の
回
り
を
歩
く
こ
と
に
よ
る
円
環
的
多
様
体
と
の
結
合
に
よ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
事
物
と
空
間
』

で
の
空
間
構
成
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
が
、
能
力
体
系
で
あ
る
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
相
関

者
と
し
て
空
間
を
捉
え
る
議
論
と
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
線
的
多
様
体
と
円
環
的
多
様
体
と
の
結
合
に
よ
っ

て
三
次
元
空
間
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
発
想
は
、

X
軸

y
軸
に
Z
軸
を
加
え
る
こ
と
で
―
つ
次
元
が
増
え
、
空
間
形
象
を
扱
え
る
と
す

る
代
数
幾
何
学
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
語
ろ
う
と
し
て
い
た
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
直
接
的
な
経
験
に
よ
っ
て

成
立
し
て
く
る
空
間
性
、
日
常
的
な
空
間
経
験
の
成
立
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
が
能
力
意

識
と
し
て
地
平
性
を
可
能
に
し
、
そ
の
相
関
者
と
し
て
空
間
性
を
構
成
す
る
も
の
と
な
る
の
は
、
『
イ
デ
ー
ン

II
』
で
の
考
察
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
の
考
察
対
象
が
、
自
然
主
義
的
態
度
naturlistische
E
i
n
s
t
e
l
l
u
n
g
に
お
け
る
人
間
と
自
然
お
よ
び
、
人
格

主
義
的
態
度
personalistische
E
i
n
s
t
e
l
l
u
n
g
に
お
け
る
人
格
P
e
r
s
o
n
と
周
囲
世
界
U
m
w
e
l
t
で
あ
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
物
質

性
の
層
に
お
け
る
全
き
事
物
と
、
そ
れ
が
意
味
的
価
値
的
な
も
の
と
し
て
人
格
に
出
会
わ
れ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
確
保
し
て
こ

最
後
に
、
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
論
を
簡
単
に
概
観
す
る
こ
と
で
見
出
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
総
括
し
、
本
論

フ
ッ
サ
ー
ル
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て
（
三
村
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

回
多
様
体
と
が
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

(XVI, 2
5
5
)
 

（
傍
点
は
引
用
者
）
。



わ
れ
わ
れ
が
第
一
章
で
確
認
し
た
本
論
考
の
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
は
、
空
間
構
成
と
幾
何
学
空
間
の
構
成
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
概
念
の
導
入
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
『
事
物
と
空
間
』
に
お
い
て
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
を
身
体
部
位
に
応
じ
て
段
階
的
に
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
考
察
様
式
は
、
超
越
的
な
身
体
を
前
提
と
し
て

初
め
て
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
純
粋
現
象
と
し
て
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
身
体
構
成
に
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に

各
領
野
の
段
階
性
に
も
疑
問
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
特
定
の
身
体
部
位
だ
け
を
動
か
し
、
他
の
部
位
は
固
定
し
て
い
る
と
い
う
ケ

ー
ス
は
き
わ
め
て
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
て
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
発
動
は
一
般
に
部
位
に
限
定
さ
れ
た
形
で
起
こ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

(12) い
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ッ
サ
ー
ル
は
場
所
の
全
体
的
拡
が
り
と
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
一
般
の
統
一
秩
序
が
成
立
す
る
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
身
体
部
位
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
全
体
的
統
一
秩
序
が
語
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
仮
に
こ
の
点
を
譲
歩

し
て
も
、
こ
う
い
っ
た
考
察
様
式
を
採
用
す
る
こ
と
は
、

地
平
指
示
機
能
を
割
り
引
い
て
し
ま
う
と
い
う
困
難
に
陥
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
九
一

0
年
代
以
降
の
考
察
を
見
る
に
、
地
平
指
示
機

能
は
「
わ
た
し
は
で
き
る
」
と
い
う
能
力
体
系
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
今
確
認
し
た
よ
う
に
『
事
物
と
空
間
』
で
は
、

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
体
系
は
、
像
経
過
の
連
続
的
多
様
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
空
間
の
成
立
は
一
次
元
と
二
次
元
の
二
つ
の
多
様

体
の
結
合
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
地
平
指
示
機
能
を
、
多
様
体
が
う
ち
に
含
む
形
式
的
完
結
性
に
よ
っ
て
代

替
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
多
様
体
は
形
式
的
な
体
系
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
可
変
的
に
内
実
を
受
け

成
り
立
つ
根
拠
は
、

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
可
変
性
が
地
平
指
示
機
能
を
担
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
が

フ
ッ
サ
ー
ル
が
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
経
過
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
像
経
過
の
連
続
に
よ
っ
て
主
観
が
対
面
す
る
空
間
事

結
び

開
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
二
号

フ
ッ
サ
ー
ル
が
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
概
念
に
追
わ
せ
よ
う
と
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

七
六



0
年
代
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
採
っ
て
い
た
心
理
学
主
義
と

物
の
構
成
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
そ
の
背
後
に
幾
何
学
空
間
の
構
成
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
頭
部
運
動
領
野
が
リ
ー
マ
ン
空
間
と
た
だ
ち
に
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
推
察
さ
れ
る
。

ー
ル
は
空
間
表
象
の
起
源
を
幾
何
学
上
の
概
念
に
も
と
づ
く
数
学
的
演
繹
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
考
え
て
、
心
理
学
主

義
を
採
用
し
、
後
に
は
そ
の
立
場
を
自
己
批
判
し
て
、
現
象
学
を
提
唱
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
事
物
と
空
間
』
に
あ
っ
て
は
、

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
概
念
を
能
力
体
系
と
し
て
捉
え
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
幾
何
学
の
形
式
的
一
般
化
の
理
論
と
し
て
の
多
様

体
論
を
支
え
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
事
物
と
空
間
』
は
、
空
間
構
成
論
と
多
様
体
論
に
も
と
づ
く
空
間
の
構
築
論
と
が
混
在

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
間
の
構
成
論
が
語
ら
れ
る
の
は
、
物
質
的
事
物
の
構

以
上
、
『
事
物
と
空
間
」

の
空
間
構
成
が
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
本
論
の
結
論
は
、

ろ
う
。
ま
た
今
回
は
、
『
事
物
と
空
間
』

『
事
物
と
空
間
』

七
七

フ
ッ
サ

で
の
思
想
の
よ
り
詳
細
な
比
較
考
察
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

の
不
十
分
な
側
面
に
の
み
焦
点
を
当
て
て
き
た
が
、
も
ち
ろ
ん
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
索
全
体
に
と

っ
て
積
極
的
な
意
義
も
多
く
盛
り
込
ま
れ
た
著
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
能
力
体
系
と
し
て
把
握
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
本

来
的
現
出
と
非
本
来
的
現
出
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
後
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ

て
地
平
の
現
象
学
と
し
て
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
萌
芽
を
形
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
領
野
に
お
け
る
視
覚
像
の
純
粋
記
述
は
、
感
覚

与
件
に
関
す
る
受
動
的
総
合
の
分
析
に
多
く
の
点
で
重
な
り
あ
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
し
た
点
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現

象
学
を
静
態
的
分
析
か
ら
発
生
的
分
析
へ
と
深
化
さ
せ
て
こ
と
に
対
し
て
の
内
的
動
因
を
解
明
す
る
こ
と
へ
通
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う

し
た
さ
ら
な
る
課
題
を
明
示
し
た
こ
と
で
、
今
回
の
考
察
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
『
事
物
と
空
間
』
に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て
（
三
村
）

成
を
経
て
身
体
主
観
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
自
由
が
明
確
に
な
る

『
イ
デ
ー
ン

II
』
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

一
八
九



塞
起
米
耐
『
択
蘭
鰭
唇
緑
』
定
尉
ば
+1(

痢
腿
11
歯

や
く

坦
}'\0

キ
ー
全
く
収
緑

(Husserliana)
会
心
S
示
庄
品
~
\
匿
濤
＜
豆
＇
翠
尽
旦
⇒
心
茶
こ
冗
灼
談
心
ロ
ー
い
談
廿
や
’
桐
心
て
一
，
;
入
悩
如

~)j\
凶
ド
姦
性
や

l恰
....)\--1'

怜
以
廿
旦
吾
料
呉

r≪(_j
心°

忘
庄
⇒
心
暢

Ill芯
豆
~
f
-
S
帯
こ
や
埒
~
o

Ed.III: 
Ideen zu einer 

reinen Phanomenologie u
n
d
 phanomenologischen PhilosoPhie. 

Erstes Buch: Allgemeine E
疇

h
r
u
n
g
in 

die 

reinen Phanomenologie, hrsg. v
o
n
 K.Schuhmann, 1976. 

(
要
殴
11
忌
峯
『
ゞ
ト
ー
入

H
』
丙
ヤ
拾
暢
譴
ざ

1
共
ギ
兵
母
,

1
兵
＜
目
等
）

Bd.IV: 
Ideen z

u
 einer reinen 

Phi:inomenologie 
u
n
d
 phi:inomenologischen 

Philosophie. 
Zweites Buch: P

h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 

Untersuchungen zur Konstitution, hrsg. v
o
n
 M.Biemel, 1952. .

 (-1羞
話
料
忌
宦
巡
樹
羞
『

""rド
—
入
口
—
-
』
心
炉
疇
彎

1
1
0
0
1
母
）

Ed.VI: 
D
i
e
 Krisis 

d
e
r
 europi:iischen 

Wissenschaften 
u
n
f
 die 

transzendentale 
Phi:inomenologie. 

E
i
n
e
 Einleitung in 

die 

Phdnomenologische Philosophie, hrsg. v
o
n
 W.Biemel, 1954. 

(
華
俎
芦
・

将
田

l謡
羞
『
m
ー

ロ
心

醤
鱈

母
縣

匁
報

叡
誌

濯
澤

拙
』

丑
認

渥
宴
,

I
千
や
巨
姐
）

Ed.XVI: D
i
n
g
 u
n
d
 R
a
u
m
.
 
Vorlesungen 1907, hrsg. v

o
n
 U.Clasges, 1973. 

B
d
.
X
I
X
 -1: Logische Untersuchungen. Zweiter B

a
n
d
:
 Untersuchungen zur Phanomenologie u

n
d
 Theorie der Erkenntnis. Erster Teil, 

hrsg. v
o
n
 U.Panzer, 1984. 

(-1吋
恣
話
栂
羞
『
訛
碧
瞑
肘
芸
保
』
¥
1'¥11'i{

ヤ
や
嶋

Ill¥忠
,

¥
兵
や

O
紐

l
兵
ギ
匡
母
）

Bd.XXI: Studien zur Arithmetik u
n
d
 Geometrie. 

Text aus d
e
m
 Nachlass(1886-1901), hrsg. v

o
n
 I.Strohmeyer, 1983. 

（→ 
い

キ
ー

ミ
妍

縁
撼

l
澤

『
声

鯰
心

囲
俎

』
旦

恙
斗

叩
苔

袋
心

菜
芦

心
J
G
腟
堀

S
珀

謳
く

芯
ざ

案
裳

囲
絲

拙
S
心
袋

G
性

以
心

>
f¥"起

恕

如
如

訳
「

窓
峰

恕
萄

閤
l艮

」
凶
>
,
吋
担
坦

S
回
姑
起
如
虚
唇
と
ャ
>
i-0 0

←
)
よ
茶

0
ヤ
『
葺
退
ぶ
刈
裂
廿
臣
』

S
く
尺
造
文
＇
阻
縣
剤
遠
翌
晟

1旦
菜
褥
悲
ご
和
菜
ふ
捻
悠

S
贄
雲
鯉
餐
縄
匁
シ
⇔
起
恕
~
~
,
.
J
ャ:;

i-0 0
侶
心

tJE;-1
ド
竹

K
,..L旦

母
:
;
~

-
)
\ 0

キ
ー
ミ
廊
艇
地
茶
「
都
廷

S
慰
峰
拙
」
〈
心
姻
幽

...J¥-.1
S
,
v藍

G
 Ill監
躙
脳
華
俎

G
l

0
ゃ
*s'i-0

「
竹
怜
灼
ド
ー
中
」

Kinas
these

条
痔

r<(1'¥)
菜
心
心
>
,
ぐ

fJ
 ...¥J
如
'
;迅

[]]J旦
睾
ヤ
心
梨
心
ぎ
狙
父
食
,
'
¥

,..L廂
暖
心
感

廿
忌
各
圭
恕
旦
廿

0
¥-.I'¥¥ 

0
キ
ー
全
豆
迦
報
纏
忌
巨
睾
烏
届
製
心
盗
心

J
...¥J

旦
<::!i

0
心
心

1
謳
呈
晦
心
菜

¥-.I;
心
忍
『
贄
雲
匁
遠
廿
巨
』
や
豆

)
¥
0
キ
ー

全
豆
咲
，
'
¥

,..L苺
弄

如
巽

韮
...J¥-.1

::;,i-00 

応
）

Rudolf Bernet, Iso Kern, E
d
u
a
r
d
 Marbach, E

d
m
u
n
d
 Husserl. 

Darstellung seines Denkens, Felix M
e
i
n
e
r
 Verlag, 1989, S.129. 

rt-



フ
ッ
サ
ー
ル

『
事
物
と
空
間
』

に
お
け
る
空
間
構
成
に
つ
い
て

（
三
村
）

七
九

1973, S.163ff. 

(
5
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
二
十
一
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
空
間
に
つ
い
て
の
哲
学
的
試
み

い
が
、
今
回
は
こ
れ
以
上
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
6
)
 
V
 gl. 
G
u
n
t
h
e
r
 N
e
u
m
a
n
n
,
 D
i
e
 p
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 F
r
a
g
e
 n
a
c
h
 d
e
m
 U
r
s
p
r
u
n
g
 d
e
r
 m
a
t
h
e
m
a
t
£
s
c
h
 ,ミ
d
t
思
笞
£ssenschaftlic
営
n

R
a塁
吾
怠
if!assung
bei H
u
s
s
e
r
l
 u
n
d
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
.
 
(Philosophische Schriften, P
H
S
 32) 
,
 Du

n
c
k
e
r
 &, H
u
m
b
l
o
t
 G
m
b
H
,
 1999, S.157 

(
7
)
実
際
の
と
こ
ろ
、
純
粋
現
象
と
い
う
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
記
述
す
る
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
と
思
わ
れ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
「
頭
を

左
右
に
動
か
す
こ
と
で
首
の
辺
り
に
感
じ
る
引
っ
張
ら
れ
た
り
、
縮
ん
だ
り
す
る
よ
う
な
感
覚
」
と
い
っ
た
語
り
方
も
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
だ
か
ら
で

あ
る
。
第
三
章
で
見
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
述
が
き
わ
め
て
理
解
し
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
が
原
因
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。

(
8
)
 
B
e
r
n
e
t
,
 K
e
r
n
,
 M
a
r
b
a
c
h
,
 a.a.O, S.124 
(
邦
訳
、
一
九
三
頁
）

(
9
)
ち
な
み
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
眼
球
運
動
や
上
半
身
の
姿
勢
な
ど
を
現
象
学
的
に
還
元
さ
れ
た
意
味
で
理
解
し
て
い
る
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
引
用
符
つ
き
で

表
記
し
て
い
る
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
象
学
的
な
個
別
分
析
は
自
然
科
学
の
対
応
す
る
研
究
を
、
特
に
感
覚
生
理
学
を
模
範
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

V
 gl. 
G
u
n
t
e
r
 N
e
u
m
a
n
,
 a.a.0, S
.
1
5
7
 

(10)
リ
ー
マ
ン
幾
何
学
は
、
球
面
上
の
幾
何
学
を
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
相
対
性
理
論
に
応
用
さ
れ
た
。
な
る
ほ
ど
フ
ッ
サ
ー
ル
に
好
意
的
に
、

こ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
身
体
の
可
動
部
を
眼
か
ら
頭
部
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
与
え
ら
れ
る
視
覚
像
の
領
野
範
囲
も

拡
が
る
。
首
の
筋
肉
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
頭
部
が
扇
状
に
動
く
の
で
、
視
覚
領
野
が
球
面
的
に
ゆ
が
む
。
そ
れ
ゆ
え
リ
ー
マ
ン
幾
何
学
に
よ
っ
て

問
題
と
さ
れ
る
空
間
と
類
似
し
た
空
間
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
述
は
、
す
で
に
現
象
学
的
な
領

域
を
越
え
出
た
、
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
記
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
選
ば
せ
た
の
は
構
成
さ
れ
る
空
間
と
幾
何
学
空
間
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と

(
1
8
8
6
-
1
9
0
1
)
」（
X
X
I
.
2
6
2
-
3
1
0
)
 
こ
羊
し

i--＝ロ

田
•
鈴
木
•
徳
永
訳
、
『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
』
哲
書
房
一
九
九
四
年
、
二
0
0
頁
。

(
3
)
テ
キ
ス
ト
全
体
に
わ
た
る
議
論
は
、
筆
者
が
現
在
準
備
中
で
あ
る
『
事
物
と
空
間
』
の
翻
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
よ
り
、
吉
川
孝
氏
（
慶
應
義
塾
大
学
）

と
の
共
訳
で
二

0
0
七
年
刊
行
予
定
）
に
お
け
る
解
説
に
、
機
会
を
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
4
)
現
象
学
的
還
元
と
い
う
現
象
学
的
方
法
の
生
成
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
研
究
が
存
在
し
て
い
る
。
一
九
0
五
年
夏
ゼ
ー
フ
ェ
ル
ト
滞
在
中
に
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
現
象
学
派
の
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
、
ダ
ウ
ベ
ル
ト
と
知
覚
の
問
題
に
関
し
て
討
議
す
る
な
か
で
、
現
象
学
的
還
元
が
初
め
て
語

ら
れ
た
と
い
う
の
が
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
。V
g
l
•
K
a
r
l
 S
c
h
u
h
m
a
n
n
,
 H
u
s
s
e
r
l
 u
b
e
r
 P
f
a
n
d
e
r
,
 P
h
a
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
c
a
5
6
,
 M
a
r
t
i
n
u
s
 Nijhoff, 



す
る
動
機
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。

(11)
「
空
間
の
三
次
元
性
は
経
験
の
質
料
と
一
緒
に
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
感
覚
内
容
か
ら
産
出
さ
れ
た
―
つ
の
表
象
で
あ
る
。
し
か

し
同
時
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
表
象
の
産
出
は
、
幾
何
学
上
の
諸
概
念
に
基
づ
い
た
純
粋
に
数
学
的
な
構
築
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
丸
山
徳
次
「
空
間
と
身
体
」
『
フ
ッ
サ
ー
ル
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
枇
界
思
想
社
、
二

0
0
0
年
、
一
―
八
頁
。

(12)
こ
の
点
に
関
し
て
、
一
九
一
六
年
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
草
稿
で
は
改
め
て
い
る
。
「
わ
た
し
が
眼
を
左
上
へ
動
か
そ
う
と
、
眼
の
位
置
を
固
定
し

て
頭
を
左
上
へ
動
か
そ
う
と
、
こ
の
こ
と
は
同
じ
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
°
|
ー
ー
中
略
|
ー
—
完
結
し
た
―
つ
の
視
覚
空
間
を
構
成
す
る
す
べ
て

の
体
系
は
、
共
属
し
て
い
る
」

(XVI.
3
1
5
)

。

〔
付
記
〕

本
論
文
は
、
平
成
十
七
年
度
関
西
大
学
哲
学
会
秋
季
大
会
（
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日
関
西
大
学
図
書
館
ホ
ー
ル
）
に
て
行
っ
た
口
頭
発
表
を
加
筆
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。

本
研
究
（
又
は
本
研
究
の
一
部
）
は
、
平
成
十
七
年
度
関
西
大
学
研
修
員
研
修
費
に
よ
っ
て
行
っ
た
。

開
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
二
号
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