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丁
度
『
假
象
』
の
概
念
が
、
必
ず
『
界
面
』
の
概
念
を
豫
冒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
楼
に
、
『
複
製
』
は

本
質
的
に
『
原
作
』
を
豫
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ご
も
、
美
な
る
も
の
は
假
象
で
は
な
い
、

標
津
身
一
つ
の
濁
宙
な
る
『
現
象
』
若
く
は
『
描
凝
せ
ら
れ
た
も
の
』
で
あ
る
ご
考
へ
ら
れ
る
様
に
、

一
つ
の
美
術
品
の
複
製
も
（
こ
の
小
論
丈
に
於
て
は
、
私
は
除
り
細
部
の
考
察
に
入
り
込
む
こ
ご
を

欲
し
な
い
故
に
、
問
題
を
軍
に
美
術
の
、
し
か
も
主
ビ
し
て
絡
書
に
限
ら
う
ご
思
ふ
の
で
あ
る
が
）
唯

だ
そ
の
襟
な
、
形
ご
色
の
特
殊
な
る
翌
日
こ
し
て
の
み
見
ら
れ
る
限
り
、
夫
れ
盲
身
一
つ
の
喜
界
な

る
美
術
作
品
こ
し
て
、
故
に
、
そ
の
限
り
に
於
て
、
『
複
製
』
こ
し
て
受
取
ら
れ
て
は
み
な
い
の
で
あ
る
。

複
製
ご
し
て
受
取
ら
れ
る
限
り
、
縛
れ
に
は
こ
こ
ま
で
も
、
原
作
へ
の
一
致
が
要
求
せ
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
に
『
複
製
』
な
る
も
の
、
存
在
條
件
が
あ
る
。
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哲
學
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第
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エ
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二

　
然
る
に
今
日
吾
々
の
持
つ
複
製
は
、
怖
ら
く
凡
て
、
原
作
を
精
密
に
寓
し
て
は
み
な
い
。
例
へ
ば
、

レ
オ
ナ
ル
ド
オ
の
作
品
の
種
々
の
摸
寓
に
は
，
原
作
の
持
つ
カ
が
多
く
失
は
れ
て
る
る
の
み
な
ら

す
、
構
圖
に
於
け
る
深
き
」
用
意
」
が
養
親
せ
ら
れ
た
こ
ご
は
、
ミ
ラ
ァ
ノ
の
『
最
後
の
晩
餐
』
に
於
て
、
も
、
’

ル
ウ
ヴ
ル
の
『
巌
窟
の
聖
簿
』
に
於
て
．
為
同
榛
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
こ
の
例
は
‘
極
め
て
多
い
。
．

寓
書
崩
に
依
る
複
製
に
於
て
も
．
例
へ
ば
明
暗
の
細
部
が
落
ち
一
て
、
原
作
の
滑
か
な
、
丸
味
が
急
調
な
㌧

ゐ
醤
比
に
墾
へ
ら
れ
る
場
合
は
極
め
て
多
く
、
色
刷
に
於
て
は
、
之
に
加
へ
て
色
調
の
相
異
が
原
作

の
表
は
す
も
の
を
著
る
し
く
墾
へ
る
場
合
は
極
め
て
多
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
、
藝
術
研
究
の
勤
象
ご
し
て
複
製
が
輕
親
せ
ら
れ
る
理
由
で
め
る
○
藝
術
を
研
究
す
る

も
の
は
、
唯
だ
原
作
に
糠
ら
ね
ば
な
ら
な
い
○
複
製
の
如
き
も
の
に
撃
っ
て
は
、
藝
術
家
に
依
っ
て

作
ら
れ
π
も
の
を
完
全
に
知
る
こ
ご
は
出
來
な
い
ご
考
へ
し
め
る
理
由
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
然

し
、
何
等
の
疑
ひ
も
、
こ
の
常
識
を
待
伏
せ
て
み
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
確
か
に
、
複
製
を
通
し
て
は
、

原
作
の
持
つ
凡
て
の
意
味
を
知
∵
り
つ
く
す
こ
ご
は
不
可
能
で
も
あ
ら
う
。
け
れ
ご
も
、
原
作
を
通

し
て
な
ら
ば
、
藝
術
家
自
身
の
表
は
し
た
も
の
、
凡
て
を
完
全
に
知
る
こ
ご
が
出
摩
る
の
で
あ
ら

う
か
。
原
作
ご
は
何
で
あ
る
か
。
　
N
つ
の
原
作
を
『
原
作
』
だ
ら
し
め
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
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一
つ
の
緯
童
無
心
へ
ば
．
ミ
ラ
ブ
ノ
の
帰
最
後
の
晩
餐
』
が
書
か
れ
だ
の
は
、
こ
の
慌
な
壁
書
ε
し
て

の
、
｝
つ
の
特
殊
な
る
、
如
何
な
る
他
の
も
の
を
以
て
も
換
へ
る
こ
ご
の
毘
來
な
い
、
特
殊
な
る
視
畳

的
意
昧
が
自
ら
凝
血
し
た
こ
ご
で
あ
る
。
立
ち
夫
れ
が
、
形
ご
色
の
、
全
く
特
殊
な
る
統
一
ご
し
て

の
こ
の
絡
が
書
一
か
れ
た
こ
ご
で
あ
り
、
ま
た
公
衆
に
見
ら
れ
る
こ
ご
で
あ
る
Q
量
れ
が
、
こ
の
絡
が

外
界
に
在
る
も
の
ご
成
る
こ
ご
で
あ
り
、
外
面
に
在
る
も
の
ご
し
て
意
識
せ
ら
れ
る
こ
ご
で
あ
る
。

　
昨
日
見
た
，
レ
ォ
ナ
ル
ー
3
オ
の
『
最
後
の
晩
餐
』
を
、
今
日
も
亦
見
る
の
は
、
こ
の
意
味
の
實
現
な
る

が
故
で
あ
る
。
こ
の
絡
ε
し
て
の
視
畳
的
意
味
の
意
識
が
、
酔
罵
味
は
無
限
に
そ
の
意
味
こ
し
て
意

昧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
故
に
）
，
無
限
に
反
覆
せ
ら
れ
得
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
。
怖
ら
く
、
今

日
こ
の
壁
書
を
見
る
彼
は
、
二
二
も
ま
た
こ
の
櫓
を
見
る
ご
云
ふ
で
あ
ら
う
。
同
時
に
彼
は
、
『
凡

て
の
入
』
が
、
彼
ご
均
し
く
、
『
そ
の
絡
』
を
見
る
こ
ご
を
豫
幽
す
る
で
あ
ら
う
Q
　
一
つ
の
意
昧
の
無

限
な
る
持
綾
を
豫
出
す
る
こ
ご
は
、
語
を
換
へ
て
言
へ
ば
、
一
つ
の
意
味
が
、
そ
の
意
味
ご
し
て
意
味

し
な
い
果
て
を
考
へ
得
な
い
こ
ご
は
、
必
然
的
に
、
そ
の
意
昧
の
普
遍
を
豫
想
す
る
こ
ご
を
、
憶
想
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．
怖
ら
．
く
、
然
し
、
一
つ
の
絡
書
が
吾
々
に
見
え
る
の
は
、
早
れ
が
一
つ
の
物
禮
な
る
が
故
で
あ
る
。

そ
の
、
檜
ご
し
て
の
、
絡
具
ご
下
地
ご
の
結
合
が
、
吾
々
が
護
れ
を
見
る
ε
否
ご
に
拘
ら
す
、
倣
然
こ
し

　
　
　
原
作
定
複
製
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
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折
ロ
學
研
究
　
　
酌
単
百
山
ハ
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

て
存
在
す
る
故
に
、
何
人
も
亘
れ
を
見
る
こ
ご
が
出
磨
る
の
で
あ
る
ご
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

こ
の
常
識
は
、
果
し
て
眞
實
を
捉
へ
て
る
る
で
あ
ら
う
か
。
然
し
、
如
何
な
る
『
物
燈
』
が
考
へ
ら
れ

る
に
は
し
て
も
、
吾
々
の
目
は
、
そ
の
覗
心
的
表
象
を
離
れ
て
、
別
に
、
物
禮
性
な
る
も
の
を
見
る
こ
ε

は
出
來
な
い
。
見
る
も
の
に
取
っ
て
は
、
唯
だ
、
見
る
外
は
無
い
、
激
ち
、
形
ビ
色
の
合
「
、
郎
ち
説
蝿
的

醤
象
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
色
及
び
形
の
合
↓
は
、
下
地
ご
檜
具
の
物
盤
が
存
在
す
る

故
に
、
初
め
て
そ
れ
に
存
在
を
支
持
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
ε
言
は
れ
る
で
も
あ
ら
う
。
け
れ

ざ
も
、
戚
官
の
樹
象
な
ら
ざ
る
物
膿
は
無
い
Q
形
ご
色
の
合
「
ご
し
て
見
ら
れ
る
乙
を
豫
想
せ
ざ

る
物
膿
を
考
へ
る
三
は
出
來
な
い
。
　
一
つ
の
風
景
、
若
く
は
、
入
物
な
ざ
ε
し
て
の
意
昧
を
持
た
な

い
物
騰
そ
の
も
の
は
無
い
。
絡
書
こ
し
て
の
意
味
に
糠
っ
て
成
立
し
な
い
『
繕
叢
こ
し
て
の
物
艘
』

は
無
い
。
細
る
物
禮
が
あ
る
故
に
、
そ
の
人
物
ご
し
て
の
視
畳
的
意
昧
が
支
へ
ら
れ
る
の
で
は
な

い
。
そ
の
人
物
ε
し
て
の
親
畳
的
意
味
が
あ
る
故
に
、
そ
れ
を
支
へ
る
物
膿
が
考
へ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
物
膿
が
存
在
す
る
故
に
、
形
ご
色
が
見
え
る
の
で
あ
る
ご
考
へ
ら
れ
る
の
は
、
否
、
一
般
に
種

々
の
知
畳
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
ビ
考
へ
ら
れ
る
の
は
、
本
末
の
顛
倒
で
あ
る
。
そ
の
物
心
の
考

へ
の
底
に
は
、
既
に
、
或
る
形
ご
色
が
、
若
く
は
、
種
々
な
る
知
畳
の
内
容
が
豫
寵
せ
ら
れ
て
る
る
こ
ど

を
看
魁
す
る
の
で
あ
る
。
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層
吾
々
が
、
咋
日
一
つ
の
野
馬
を
見
、
今
日
も
亦
一
っ
の
脅
然
を
見
、
そ
れ
セ
同
一
の
盲
然
で
あ
る
ご

思
ふ
の
は
、
前
後
の
経
験
を
結
び
付
け
る
固
膿
を
聯
想
す
る
こ
と
な
し
に
は
考
へ
ら
れ
な
い
ご
言

ふ
の
は
、
有
り
勝
ち
な
見
解
で
あ
る
。
之
れ
を
考
へ
な
い
な
ら
ば
、
昨
日
の
表
象
ご
今
日
の
表
象
が
、

全
く
同
じ
も
の
ご
し
て
意
識
せ
ら
れ
る
の
は
、
除
り
に
も
不
思
議
で
あ
る
ご
言
は
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
け
れ
ざ
も
彼
は
、
な
せ
、
こ
の
關
係
を
不
思
議
で
あ
る
ご
思
ふ
前
に
、
昨
日
も
今
日
も
、
彼
れ
の

謂
ゆ
る
『
同
一
の
物
禮
』
を
見
る
二
ご
、
成
っ
た
こ
ビ
そ
の
事
の
不
思
議
を
思
は
な
い
の
で
あ
る

か
。
輝
き
の
心
馳
が
不
可
解
で
あ
る
な
ら
ば
、
之
れ
も
亦
不
可
解
で
は
な
い
か
。
否
，
直
接
な
意
識

の
彼
方
に
、
意
識
を
超
越
す
る
物
禮
の
考
へ
ら
れ
る
こ
ご
こ
そ
、
更
に
驚
く
べ
き
不
可
解
で
は
な
い

か
。
　
物
膿
が
不
墾
に
在
れ
ば
こ
そ
、
『
同
一
な
る
絡
書
』
が
見
え
る
の
で
あ
る
ご
言
ふ
素
朴
な
る
實
，

在
論
者
は
、
そ
の
物
膿
が
そ
の
様
な
性
質
を
持
つ
こ
ご
を
如
何
に
し
て
知
る
の
で
あ
る
か
。
昨
日

の
表
象
は
咋
日
消
え
た
○
　
現
に
見
る
自
然
が
、
昨
日
見
た
自
然
で
あ
る
ご
言
ふ
の
は
、
現
在
の
表
象

に
、
既
知
戚
情
の
様
な
、
再
認
の
意
識
が
俘
ふ
か
ら
で
は
な
い
か
。
　
物
膿
が
、
そ
の
様
な
性
質
を
持
つ

こ
ご
を
保
糾
す
る
の
は
、
實
に
、
こ
の
同
「
の
意
識
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
保
讃
せ

ら
れ
る
『
物
膿
の
同
↓
性
』
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
保
謹
す
る
表
象
の
「
同
一
性
そ
の
も
の
を
謹
明
せ
ん

こ
す
る
の
は
、
戒
む
べ
き
循
環
論
で
あ
る
∪

　
　
　
原
作
建
複
製
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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哲
墨
・
碑
究
　
、
第
百
山
ハ
十
・
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蹴

、
興
野
ε
下
地
ε
の
結
合
が
一
定
不
鍵
な
る
が
故
に
、
昨
日
見
た
絡
ご
今
日
見
る
絵
こ
の
同
吋
が

保
存
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
ざ
考
へ
る
彼
は
、
古
き
管
腔
作
品
が
今
日
如
何
に
原
状
を
失
ひ
つ
〉
あ

る
か
に
注
意
す
る
時
、
怖
ら
く
彼
れ
の
考
へ
が
如
何
に
不
確
か
で
あ
る
か
に
氣
付
か
ね
ば
な
る
ま

い
っ
絡
．
書
は
、
書
家
が
最
後
の
筆
を
措
た
時
か
ら
、
直
ち
に
、
徐
々
に
、
彼
れ
の
書
い
た
絡
書
、
即
ち
原
作

の
破
損
を
加
へ
て
る
る
の
で
あ
る
。
　
フ
ィ
イ
ー
3
ラ
ァ
も
言
ふ
、
『
藝
術
作
品
は
、
個
人
的
な
る
藝
術
家

意
識
の
全
学
か
ら
、
瞬
間
的
な
る
、
藝
術
的
意
識
の
最
高
の
表
現
こ
し
て
現
れ
、
こ
の
意
識
の
、
目
に
見

え
、
持
績
す
る
記
念
物
こ
し
て
暫
く
墨
黒
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
全
禮
の
ま
、
現
れ
る
こ
ご
の

出
來
な
い
意
識
そ
の
も
の
は
存
績
し
な
い
。
實
に
、
如
何
な
る
人
も
生
命
を
、
淡
し
て
、
全
量
の
ま
、

固
持
す
る
こ
ご
は
出
　
來
な
い
、
滅
亡
も
、
若
く
は
輩
な
・
る
忘
却
も
、
防
ぐ
こ
ご
は
出
馬
な
い
○
彼
に
淺

存
す
る
も
の
は
唯
だ
、
断
片
的
な
果
敢
な
き
記
號
の
み
で
あ
る
。
藝
術
作
品
ご
錐
も
平
岡
に
洒
さ

れ
る
。
幾
分
か
長
き
存
在
を
伸
ば
す
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
完
成
の
単
寧
か
ら
、
徐
々
解
る
破
壊
に

遭
遇
し
、
最
も
長
く
黒
黒
す
る
も
の
も
、
幾
許
も
な
く
破
壊
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
』
ご
。
　
（
O
ぴ
臼
⊆
δ
切
。
－

葺
舞
ヨ
7
9
く
§
≦
①
見
。
箒
鳥
興
げ
ま
㊦
囮
日
g
§
内
善
。
・
江
く
）

　
實
に
ミ
ラ
ァ
ノ
の
『
最
後
の
晩
餐
』
は
、
今
日
壁
面
に
凌
さ
れ
て
る
る
も
の
か
ら
は
レ
オ
ナ
ル
ド

ォ
が
書
い
た
も
の
は
、
到
底
見
出
し
得
ま
い
ε
も
思
は
れ
る
程
、
舞
茸
が
剥
落
し
、
形
が
傷
つ
け
ら
れ
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て
る
ゐ
ゆ
．
、
か
く
思
ふ
の
は
、
然
し
、
何
故
で
あ
る
か
。
　
な
せ
そ
れ
を
、
レ
オ
ナ
ル
ド
オ
が
書
い
た
儘
の

壁
書
こ
し
て
は
受
取
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
確
か
に
殴
れ
は
、
維
具
の
剥
落
を
知
る
か
ら
で
あ
ら

う
。
如
何
に
し
て
知
る
の
で
あ
る
か
。
歴
史
の
記
述
や
人
の
言
ふ
庭
に
諜
る
の
で
あ
る
か
。
，
然

し
夫
等
の
傳
説
や
黒
垂
が
正
戦
に
承
認
せ
ら
れ
る
の
は
、
夫
れ
が
事
實
で
あ
る
こ
ご
が
確
め
ら
れ

る
か
ら
で
あ
ら
う
。
壁
書
の
現
状
が
、
維
具
の
都
落
し
た
こ
ご
を
意
識
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。

今
日
吾
々
の
見
る
も
の
は
、
レ
ォ
ナ
ル
ド
ォ
が
書
い
た
上
を
、
平
等
ご
抹
草
ご
が
謬
る
べ
き
加
工
を

窪
し
た
も
の
で
あ
り
、
レ
オ
ナ
ル
ド
オ
が
筆
を
措
い
た
日
の
原
駿
は
、
如
何
な
る
人
も
最
早
再
び
見

る
こ
ご
は
出
鼻
な
い
。
夫
れ
に
も
拘
ら
す
、
夫
れ
を
、
絡
具
が
剥
落
し
て
み
る
ご
言
ふ
、
レ
オ
ナ
ル
ー
3

オ
は
、
凡
て
の
部
分
を
、
今
日
よ
り
も
遇
か
に
明
晰
に
惨
い
だ
に
違
ひ
な
い
ご
思
ふ
の
で
あ
る
。
け

れ
ざ
も
遺
れ
は
、
彼
が
書
い
だ
も
の
を
知
り
、
二
つ
の
も
の
を
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
現
朕
に
立
っ

て
、
原
作
セ
、
そ
の
維
の
過
去
を
、
『
さ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
』
を
、
そ
れ
を
書
い
た
レ
オ
ナ
ル

ド
ォ
の
意
志
の
ぎ
、
、
な
る
も
の
を
、
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
現
駿
の
表
は
す
も
の
こ
、
全
然
異
れ
る

も
の
を
で
は
な
く
、
現
状
を
一
つ
の
養
鯉
ご
す
る
意
味
の
、
蒔
き
現
れ
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
藝

術
作
品
の
『
修
補
』
に
意
昧
が
あ
る
ご
言
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
薙
か
ら
派
、
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

素
よ
レ
、
如
何
に
要
求
す
る
に
は
し
て
も
、
レ
オ
ナ
ル
ド
オ
は
既
に
死
ん
だ
。
吾
々
の
要
求
は
、
軍
に
、

　
　
　
原
作
定
複
製
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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哲
ハ
思
f
研
究
　
　
第
菅
鑓
ハ
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
・

よ
り
明
断
な
る
も
の
に
廃
す
る
憧
憬
に
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
○
た
や
、
こ
、
に
確
め
得
る
こ
ご

に
、
黒
具
の
現
に
表
は
す
も
の
を
超
越
し
て
、
『
レ
ォ
ナ
ル
ド
オ
が
書
い
た
も
の
』
が
存
賊
す
る
こ
ご

で
あ
る
。
巌
壁
の
様
に
測
落
し
て
も
、
そ
れ
が
、
或
る
蓮
っ
π
墨
家
の
、
『
蓮
つ
π
最
後
の
晩
餐
』
ざ
見

ら
れ
な
い
の
は
、
『
レ
．
オ
ナ
ル
ド
オ
の
最
後
の
晩
餐
』
が
『
剥
落
』
し
だ
こ
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
思
ふ
の
は
、
一
つ
の
判
断
で
は
あ
ら
う
。
然
し
、
こ
の
知
識
の
背
後
に
は
、
よ
り
精
密
な
輪
廓
…
ご

九
四
ご
、
多
檬
な
る
色
彩
へ
の
親
畳
的
要
求
が
あ
る
。
　
恣
に
要
求
す
る
の
で
は
な
い
。
『
残
れ
る
も

の
』
が
そ
の
要
求
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
精
密
に
残
さ
れ
た
部
分
の
喚
び
起
す
態
度

が
、
不
明
瞭
な
る
部
分
に
よ
っ
て
自
然
，
の
進
展
を
妨
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
種
々
な
る
夜
景
や
、

霧
の
中
の
事
件
の
如
き
、
不
明
瞭
性
を
幸
く
も
の
に
於
て
は
、
斯
か
る
要
求
を
意
識
し
な
い
の
で
あ

る
。
　
け
れ
ご
も
何
故
に
、
そ
れ
ご
は
逆
に
、
剥
落
に
依
っ
て
見
え
な
い
部
分
を
見
る
こ
ご
が
、
彼
れ
の

そ
の
絶
に
臨
む
態
度
を
規
定
し
な
い
か
ご
問
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
○
剥
落
し
た
る
部
分
ご
は
、

然
し
、
見
え
ざ
る
部
分
の
こ
ε
で
あ
る
。
か
、
る
部
分
が
あ
る
ご
は
、
實
に
、
視
畳
が
作
用
し
な
い
こ

ご
で
ぼ
な
い
か
。
見
え
る
部
分
を
見
ざ
ら
ん
こ
ビ
を
要
求
す
る
如
き
視
畳
を
吾
々
は
考
へ
得
る

で
あ
ら
う
か
。

　
『
霊
歌
以
前
』
が
あ
る
ざ
考
へ
ら
れ
る
の
は
檜
書
の
意
味
の
無
限
な
る
同
一
性
が
考
へ
ら
れ
る
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の
で
あ
る
。
遠
い
昔
に
レ
ォ
ナ
ル
ド
ォ
が
書
い
π
も
の
を
、
・
今
、
吾
々
が
見
る
ご
言
ふ
の
は
、
こ
の
無

限
な
る
絡
叢
の
意
昧
の
同
一
性
を
確
信
す
る
こ
ε
で
あ
る
。
若
し
強
て
疑
ふ
者
が
あ
る
な
ら
ば
、

ミ
ラ
ァ
ノ
の
『
最
後
の
晩
餐
』
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
ォ
の
も
の
か
、
否
か
ご
言
ふ
様
な
疑
ひ
を
指
挿
む
こ

ビ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
Q
ル
ゥ
ヅ
ル
の
『
巖
窟
の
聖
母
』
を
摸
寓
で
あ
る
ご
言
ふ
驚
く
べ
き
異

説
は
事
實
現
れ
た
の
で
あ
る
。
　
け
れ
ご
も
吾
々
が
、
早
耳
の
も
の
を
レ
ォ
ナ
ル
ド
オ
の
作
品
こ
し

て
疑
ひ
得
な
い
の
は
、
そ
の
作
贔
の
表
は
す
も
の
が
吾
々
の
中
に
記
憶
せ
ら
れ
る
、
立
ち
、
吾
々
を
通

し
て
生
き
る
『
レ
オ
ナ
ル
ド
オ
』
の
要
求
す
る
機
な
『
レ
オ
ナ
ル
ド
ォ
の
偉
大
性
』
を
充
た
す
か
ら

で
あ
る
。
彼
を
措
い
て
は
が
、
る
偉
大
な
る
、
さ
う
し
て
特
殊
な
る
絡
書
を
書
き
得
た
人
を
決
定

し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ご
も
問
題
は
、
そ
の
偉
大
な
る
書
家
が
、
レ
オ
ナ
ル
ド
ォ
ご
言
ふ
名

を
持
っ
て
る
た
入
で
あ
る
か
否
か
で
は
な
い
◎
　
こ
の
偉
大
な
る
絡
書
を
書
き
残
し
た
書
家
が
あ

る
こ
ご
・
で
あ
る
。
そ
れ
を
疑
ひ
得
な
い
の
は
、
如
何
な
る
歴
史
的
知
識
に
寄
る
の
で
も
な
く
、
自
分

が
夫
れ
を
見
る
か
ら
で
あ
る
Q

　
定
め
し
薙
に
、
例
の
異
論
が
私
を
待
受
け
る
で
あ
ら
う
。
逸
れ
が
見
え
る
の
は
、
壷
金
ご
下
地
ご

の
結
合
が
存
在
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
絡
具
が
落
ち
て
多
く
の
部
分
が
傷
つ
け
ら
れ
て
み
る
ご

は
言
へ
、
夫
が
ま
だ
、
こ
の
偉
大
な
る
書
家
の
作
品
で
あ
る
ご
認
め
ら
れ
る
の
は
、
如
何
な
る
摸
擬
か

　
　
　
原
作
定
複
製
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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折
口
學
研
一
究
　
　
猿
解
百
山
ハ
十
七
號
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

ら
も
匿
上
せ
ら
れ
た
偉
大
な
る
も
の
を
見
出
し
得
る
だ
け
の
馬
具
が
凌
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
や
支
那
の
維
書
史
に
於
て
、
多
く
の
例
が
見
出
さ
れ
る
様
に
、
全
然
作
品
が
亡
び
去
っ
て
し
ま

へ
ば
、
如
何
に
偉
大
な
る
作
品
ご
錐
も
、
再
び
見
る
こ
ご
は
出
來
な
い
筈
で
あ
る
ご
。
然
し
、
果
し
て

さ
う
で
あ
ら
う
か
。
確
か
に
、
絡
叢
吏
に
於
け
る
か
、
る
事
書
は
、
聡
警
や
布
の
『
物
膿
』
が
、
国
書
の

無
限
な
る
存
綾
を
保
有
す
る
も
の
で
は
な
い
ご
言
．
ふ
吾
々
の
意
見
に
、
最
も
明
晰
な
謹
糠
を
掌
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
然
し
、
｝
つ
の
偉
大
な
る
望
事
が
、
讐
へ
災
調
の
爲
に
失
は
れ
だ
こ
し
て
も
、
干
れ

が
一
、
旦
存
在
し
た
以
上
、
入
々
の
記
憶
が
夫
れ
を
果
し
て
失
ひ
切
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
糟
の
機

な
，
特
殊
な
．
人
を
驚
か
す
場
面
を
書
家
が
捉
へ
た
こ
ご
が
、
夫
れ
を
表
は
す
配
電
が
、
そ
の
様
に
特
殊

な
、
創
見
に
充
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
ご
が
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
人
物
そ
の
他
の
表
出
が
力
に
充
ち
て

み
た
こ
ご
が
、
果
し
て
人
類
の
深
き
記
憶
か
ら
漕
え
去
る
で
あ
ら
う
か
。
現
に
ミ
ラ
ア
ノ
の
最
後

の
晩
餐
が
．
種
々
な
る
陽
解
に
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
・
モ
ル
ゲ
ン
の
銅
版
書
に
寓
さ
れ
た
機
に
、
若
く
は
レ
ム

ブ
ラ
ン
ト
の
小
下
心
に
、
構
圖
に
於
け
る
或
る
共
通
を
示
し
た
標
に
で
も
。
又
こ
の
偉
大
な
る
伊

太
利
亜
人
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
全
市
の
嘱
望
に
よ
っ
て
、
垂
き
初
め
て
完
成
し
な
か
っ
た
バ
ラ
ッ
ツ
ナ
・

デ
ラ
・
シ
ニ
ョ
オ
別
や
の
壁
書
．
『
ア
ン
ギ
ャ
ア
ソ
ィ
の
戦
』
の
中
心
を
爲
す
『
旗
の
戦
』
の
、
今
は
、
夫
れ

さ
へ
郷
在
も
分
ら
な
い
下
畑
が
、
ル
ゥ
ヴ
ル
所
藏
の
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
摸
爲
ご
傳
は
る
紫
煙
に
移
り
、
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又
彼
れ
の
『
ア
マ
ツ
ォ
、
矛
ン
の
戦
ひ
』
の
部
厚
に
痕
を
留
め
る
様
に
（
ミ
ュ
ン
へ
．
ン
、
ア
ル
テ
・
ピ
ナ
コ
、

テ
エ
ク
）
o
若
く
は
、
ヤ
ン
・
プ
ン
・
ア
イ
ク
の
『
ア
ル
ノ
．
ル
フ
ィ
ニ
イ
の
婚
約
』
の
（
一
四
三
四
年
、
倫
敦
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
レ
リ
イ
）
姿
見
に
後
姿
を
見
る
特
殊
な
る
見
方
が
、
『
フ
レ
マ
ル
レ
の
書
家
』
の
、
『
洗

禮
者
約
翰
ご
施
主
ア
ン
フ
・
ド
・
ワ
ア
ル
』
や
、
（
一
四
三
入
年
、
マ
ド
ソ
ヨ
ド
、
プ
ラ
ー
3
オ
）
ゴ
ラ
ス
ケ
ス
『
ラ

ス
・
メ
ニ
イ
ナ
ス
』
や
、
（
」
六
五
六
一
七
年
、
プ
ラ
ド
ォ
）
テ
イ
チ
ア
ン
の
『
ア
ル
フ
チ
ン
ゾ
・
ド
・
フ
ェ
ラ
ラ

ご
μ
オ
ぞ
ド
・
デ
ィ
ア
ン
ク
ィ
』
な
ご
に
傳
は
る
機
に
で
も
、
多
く
の
、
後
に
來
る
書
家
ε
公
衆
の
記
憶

に
残
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
。
記
憶
こ
そ
重
大
で
あ
る
。
け
れ
こ
も
記
憶
ざ
は
何
で
あ
る
か
Q
之

に
就
て
は
、
例
へ
ば
生
理
學
的
心
理
學
・
者
が
、
大
鷹
皮
質
に
残
さ
れ
る
痕
跡
．
に
於
て
そ
の
説
明
を
試

み
た
機
に
、
種
々
な
る
立
場
が
種
々
な
る
説
明
を
試
み
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
凡
て
夫
れ
み
＼

に
興
味
ε
意
義
を
持
つ
努
力
で
は
あ
ら
う
。
然
し
結
局
，
記
憶
の
本
質
は
、
大
謄
皮
質
の
痕
跡
ご
言

ふ
が
如
き
も
の
で
は
な
く
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
過
去
の
経
瞼
内
容
の
固
定
的
な
る
残
留
［
ご
言
ふ
が

如
き
も
の
で
も
な
く
、
唯
だ
、
震
る
、
周
題
の
謝
象
こ
し
て
の
親
畳
的
意
味
が
、
へ
意
味
な
る
が
故
に
、
意
味

せ
ざ
る
時
を
考
へ
得
な
い
故
に
）
無
限
な
る
實
現
を
意
志
す
る
こ
ε
で
あ
る
。
過
去
に
返
し
て
考

へ
ら
れ
た
素
意
的
意
味
の
意
志
、
そ
れ
が
親
畳
の
世
界
に
於
け
る
記
憶
の
本
質
で
あ
る
。
大
騰

皮
質
の
痕
跡
ご
は
、
之
が
肉
罷
化
し
て
考
へ
ら
れ
π
の
で
あ
る
。
記
憶
と
は
意
味
の
無
限
性
で
あ

　
　
　
原
作
ミ
複
製
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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哲
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研
究
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日
山
ハ
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

る
。
物
農
ご
は
、
實
に
、
こ
の
意
馬
の
無
限
性
が
外
界
に
投
射
し
て
考
へ
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

外
界
、
則
ち
室
間
は
、
時
間
ご
共
に
、
凡
て
の
意
昧
の
形
式
で
あ
る
。
硯
畳
願
意
昧
は
、
そ
の
現
れ
の
高

き
段
階
に
穿
て
は
．
常
に
軍
な
る
目
の
作
用
で
は
な
く
て
、
同
時
に
、
身
膿
の
他
の
動
き
得
る
部
分
、
殊

に
も
手
に
於
け
る
、
目
の
働
き
ビ
「
致
す
る
蓮
動
、
即
ち
、
鰯
畳
的
意
味
の
現
れ
で
あ
る
。
　
二
つ
の
意

昧
の
結
合
が
現
れ
る
時
，
帥
ち
、
外
界
に
在
る
も
の
ご
し
て
意
識
せ
ら
れ
る
時
、
人
は
之
を
名
付
け
て

『
物
髄
』
ビ
呼
ぶ
。
凡
て
の
藝
術
的
意
味
の
現
れ
が
、
高
き
段
階
に
於
て
は
、
絡
書
．
彫
刻
。
そ
の
他
種
々

な
る
『
藝
術
作
品
』
帥
ち
、
種
々
な
る
物
腱
に
於
け
る
表
現
ご
成
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
美
術
家

が
良
馬
に
於
て
見
る
も
の
を
、
若
く
は
彼
れ
の
絡
霞
的
想
像
を
、
維
具
ご
布
に
於
て
物
膿
化
す
る
ご

は
、
彼
の
内
な
る
表
象
を
、
彼
ご
は
濁
立
に
外
界
に
在
る
物
争
を
利
用
し
て
、
導
く
傳
達
的
な
る
も
の

ご
し
や
う
ご
試
み
る
の
で
は
な
く
、
絡
書
的
意
味
が
純
粋
に
意
味
す
る
時
は
が
く
あ
る
外
は
な
い

の
・
で
あ
る
。
主
観
的
な
る
内
的
表
象
が
、
之
ピ
關
係
な
き
物
膿
を
得
て
、
初
め
て
子
達
性
を
拾
ひ
上

げ
る
ご
言
ふ
の
で
は
な
い
。
そ
の
表
象
の
底
な
る
意
昧
の
先
歯
性
が
、
耳
蝉
性
を
持
つ
か
ら
で
あ

る
、
語
を
換
へ
て
言
へ
ば
、
夫
れ
が
藝
術
作
品
の
物
禮
性
を
生
む
か
ら
で
あ
る
。
　
ミ
ラ
ア
ノ
の
最
後

の
晩
餐
が
偉
大
な
る
糟
書
た
り
得
る
の
は
、
實
に
こ
の
硯
畳
的
意
味
の
無
限
性
、
語
を
換
へ
て
言
へ

ば
、
こ
の
全
世
界
に
亙
る
（
サ
ン
タ
・
マ
ア
リ
ア
．
デ
ル
亨
グ
ラ
ァ
チ
エ
の
薄
暗
き
食
．
堂
を
訪
ふ
こ
ご
に



よ
る
、
若
く
は
種
々
の
複
製
を
見
る
こ
ご
に
よ
る
、
全
世
界
に
亙
る
）
『
記
憶
』
の
爲
で
あ
る
。
こ
の
壁

の
絡
を
レ
ォ
ナ
ル
ー
3
オ
が
書
い
た
こ
言
ふ
の
は
、
吾
が
表
象
ご
し
て
の
親
窮
鼠
意
味
を
過
去
に
返

し
て
考
へ
る
の
で
み
る
。
過
去
ご
は
然
し
、
客
槻
化
せ
ら
れ
た
意
味
の
意
志
で
あ
る
。
之
を
名
付

け
て
レ
オ
ナ
ル
ー
3
オ
ご
言
ふ
の
で
あ
る
○
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讐
へ
、
一
つ
の
甘
々
が
如
何
に
新
し
く
、
如
何
な
る
惜
む
べ
き
憂
化
か
ら
も
自
由
で
あ
る
ご
考
へ

ら
れ
る
に
は
し
．
て
も
、
吾
々
は
、
そ
の
維
の
全
き
廣
さ
及
び
深
さ
を
見
姦
し
淀
ε
は
思
ふ
二
ご
は
三

論
な
い
。
事
實
．
吾
々
は
そ
こ
に
、
無
限
の
深
底
に
連
り
、
無
限
の
籏
が
り
を
持
つ
も
の
を
、
（
恰
も
、
夜
の

自
然
の
一
角
が
。
懐
中
電
燈
の
光
に
よ
っ
て
吾
々
の
前
に
現
れ
る
様
に
）
輩
に
そ
の
一
部
に
於
て
、
言

は
華
、
…
つ
の
戚
投
詞
的
な
る
全
図
を
、
若
く
は
幾
舜
か
よ
り
高
き
段
階
の
姿
に
於
で
捕
へ
る
の
み

な
の
で
あ
る
。
古
西
若
く
は
．
一
時
間
だ
け
が
過
ぎ
る
中
に
も
、
吾
々
に
面
す
る
そ
の
檜
の
内
容
は
、

明
か
に
そ
の
豊
か
さ
ご
深
さ
を
増
加
す
る
の
で
あ
る
。
（
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
見
ら
れ
る
も
の
、
深

さ
は
見
る
も
の
、
深
さ
で
あ
る
）
。
實
に
叫
つ
の
為
術
作
品
は
、
そ
こ
か
ら
、
私
自
身
が
、
否
、
人
類
全
般

が
、
無
限
に
見
出
し
て
行
く
も
の
＼
さ
う
し
て
見
盤
さ
れ
る
時
の
無
い
総
計
で
あ
る
。
　
一
つ
の
三

豊
め
、
そ
の
輪
廓
ご
九
昧
ご
色
彩
ε
に
．
即
い
て
、
無
限
に
多
様
な
る
も
の
が
、
そ
の
糟
の
前
に
宿
る
べ

　
　
　
原
作
書
複
製
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
ニ
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き
人
々
に
よ
っ
て
、
果
て
も
な
く
作
ら
れ
て
行
く
。
唯
だ
ご
二
ま
で
も
、
見
ら
れ
る
も
の
が
ミ
ラ
ァ

ノ
の
最
後
の
晩
餐
な
る
限
り
、
如
何
に
そ
の
内
容
の
深
さ
を
加
へ
て
も
，
ミ
ラ
ァ
ノ
の
最
後
の
晩
餐

ご
し
て
の
意
昧
の
領
域
を
越
え
な
い
の
み
で
あ
る
。

　
こ
の
『
ミ
ラ
ァ
ノ
の
、
レ
ォ
ナ
ル
ド
オ
の
最
後
の
晩
餐
』
ビ
し
て
の
、
特
殊
な
る
絡
書
的
雨
戸
の
無

限
性
こ
そ
、
實
に
こ
の
壁
書
の
、
一
般
に
、
一
つ
の
藝
術
作
品
の
、
そ
の
作
壁
ご
し
て
の
特
殊
な
る
藝
術

的
意
味
の
無
限
性
こ
そ
，
藝
術
作
品
の
『
画
一
性
』
の
、
語
を
換
へ
て
言
へ
ば
『
原
作
性
』
の
、
本
宮
な
の

で
あ
る
。
そ
の
作
品
の
存
綾
の
、
時
間
に
於
け
る
或
る
一
面
を
固
形
化
し
た
も
の
を
指
す
の
で
は

な
く
、
か
、
る
一
つ
の
厭
態
を
超
越
し
、
そ
れ
を
「
つ
の
歌
内
ご
し
て
表
は
す
も
の
、
全
盤
を
、
噺
る

ま
で
も
な
く
、
現
’
れ
切
る
果
て
の
な
い
全
紙
を
、
言
ふ
の
で
あ
る
。
　
レ
ォ
ナ
．
ル
ド
ォ
の
最
後
の
晩
餐

を
、
寄
歌
に
於
て
は
、
最
早
書
か
れ
た
日
の
ま
、
な
る
原
作
で
は
な
い
こ
ご
を
明
知
す
る
に
も
拘
ら

す
、
省
ほ
そ
れ
を
疑
ひ
も
無
く
、
原
作
ε
言
ふ
の
は
、
そ
の
意
味
の
無
限
性
を
意
味
す
み
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
う
し
て
青
れ
が
、
同
時
に
、
複
製
を
、
一
つ
の
絡
書
を
、
或
る
作
品
の
『
複
製
』
淀
ら
し
め
る
も
の
で

あ
る
。
吾
々
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
オ
の
最
一
六
の
晩
餐
の
一
つ
の
色
刷
を
見
て
、
極
め
て
粗
悪
な
る
色
刷

を
さ
へ
も
，
ミ
ラ
ァ
ノ
の
も
の
こ
は
全
く
別
の
一
つ
の
作
品
ε
見
倣
す
代
り
に
、
よ
り
大
い
な
る
確

信
の
裡
に
、
レ
オ
ナ
ル
ド
オ
の
壁
画
の
『
複
製
』
で
あ
る
ε
は
思
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
さ
う
し
て
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産
れ
を
思
は
す
も
の
は
、
原
作
を
原
作
た
ら
し
め
る
も
の
、
帥
ち
レ
レ
オ
ナ
ル
ド
オ
の
最
後
の
晩
餐
こ

し
て
の
、
特
殊
な
る
重
書
適
意
昧
そ
の
も
の
で
あ
る
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
意
味
の
、
全
膿
で
は

な
く
て
、
或
る
段
階
の
慧
味
を
表
は
す
『
複
製
』
で
あ
る
。

　
「
つ
の
複
製
が
、
そ
の
原
作
に
一
致
す
る
こ
ご
．
原
作
そ
の
も
の
、
如
く
で
も
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

複
製
は
原
作
の
表
は
す
も
の
、
全
量
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
複
製
ご
し
て
、
最
も
止
れ
た
る
も
の

こ
言
は
れ
る
で
あ
ら
う
2
致
す
る
ご
は
然
し
如
何
な
る
こ
ご
な
の
で
あ
る
か
Q
二
つ
の
も
の
、
、

例
へ
ば
長
さ
が
精
密
に
一
致
す
る
の
は
、
一
つ
の
雨
脚
器
の
尖
端
の
擾
り
を
、
二
つ
の
も
の
、
振
り

に
於
て
見
る
、
郎
ち
、
二
つ
の
も
の
に
於
て
、
『
一
つ
の
長
さ
』
を
見
る
邑
で
あ
る
様
に
。
．
二
つ
の
も
の

》
形
が
、
夫
れ
を
全
く
重
ね
合
は
し
得
る
程
精
密
に
一
致
す
る
の
も
、
『
重
り
合
ふ
こ
ε
』
の
成
立
が
、

換
言
す
れ
ば
『
一
つ
の
形
』
が
、
二
つ
の
も
の
、
一
致
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
標
に
。
藝
術
作
品
の

複
製
が
原
作
に
一
致
す
る
ご
言
ふ
の
も
、
二
つ
の
異
れ
る
作
品
の
間
に
於
て
、
之
を
包
面
す
る
、
一
つ

の
藝
術
的
意
昧
を
見
る
の
で
あ
る
。
さ
き
の
二
つ
の
場
合
に
於
い
て
の
標
に
、
こ
、
に
見
出
さ
れ

る
一
つ
の
藝
術
的
意
味
は
、
軍
に
原
作
の
み
が
見
ら
れ
る
問
は
夫
れ
ご
氣
付
か
れ
ざ
る
、
複
製
を
三

っ
て
初
め
て
現
れ
る
、
】
．
一
つ
の
も
の
を
超
越
し
、
し
か
も
そ
の
二
つ
の
も
の
、
底
に
在
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
意
味
を
共
有
す
る
故
に
、
複
製
は
軍
な
る
『
別
の
作
品
』
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
作
品
の
『
複

　
　
　
原
作
ミ
複
製
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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製
』
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
を
共
有
す
る
ざ
は
、
原
作
こ
し
て
意
識
せ
ら
れ
た
檜
書
的
意
味
が
、
複
製
ご
し
て
延
長

す
る
の
で
あ
る
。
原
作
の
與
へ
る
表
象
が
記
憶
に
残
存
し
、
（
大
騰
皮
質
の
痕
跡
ご
し
て
残
留
し
）
、
複
，

製
の
與
へ
る
も
の
を
之
に
照
し
て
，
重
ね
合
し
て
、
一
致
を
知
る
ご
言
ふ
の
で
は
な
い
。
原
作
ε
し

て
現
れ
た
意
昧
の
意
識
性
が
、
複
製
こ
し
て
、
一
つ
の
新
し
き
姿
を
取
る
の
で
あ
る
Q

　
「
つ
の
意
昧
を
共
有
す
る
と
言
ふ
、
　
つ
の
意
味
の
現
れ
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
二
つ
の
異
れ
る

も
の
こ
し
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、
（
一
つ
の
『
原
作
』
を
、
昨
日
ご
今
日
ご
反
覆
し
て
見
る
時
に
、
．
唄
つ
の

も
の
、
、
反
覆
せ
ら
れ
た
経
験
こ
し
て
彊
別
せ
ら
れ
る
の
こ
共
に
）
意
味
の
必
然
な
る
形
式
で
あ
る
。

一
つ
の
親
畳
的
意
昧
は
、
嘗
て
も
言
っ
た
襟
に
、
無
限
な
る
意
志
の
自
由
に
よ
っ
て
創
造
せ
ら
れ
る
、

藁
つ
の
特
殊
な
る
表
象
性
で
あ
る
。
　
そ
の
意
味
が
意
寄
す
る
ご
は
、
そ
の
特
殊
な
る
表
象
が
、
無
限
・

め
背
景
に
暑
し
て
自
己
を
限
定
す
る
、
自
己
の
姿
を
浄
上
ら
せ
る
こ
ε
で
あ
る
。
　
吾
々
は
然
し
、
噸

つ
の
意
味
ご
、
同
時
に
、
他
の
意
味
を
意
識
す
る
こ
ご
は
出
塁
な
い
。
　
「
っ
の
意
味
は
他
の
意
味
に

質
し
て
本
質
的
に
排
他
的
で
あ
る
。
語
を
換
へ
て
言
へ
ば
、
一
つ
の
覗
畳
的
意
味
の
、
否
、
一
般
に
、
一

つ
の
国
号
的
意
味
の
背
後
に
於
て
、
他
の
特
殊
な
る
競
畳
的
、
馬
術
的
意
味
を
意
識
す
る
こ
ご
は
出

家
な
い
。
よ
り
高
く
、
馬
術
一
般
の
背
後
に
、
他
の
特
殊
な
る
丈
化
現
象
を
位
置
せ
し
め
得
な
い
の



141

は
こ
の
故
で
あ
る
。
　
意
味
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
、
唯
だ
，
よ
り
高
き
意
昧
あ
る
の
み
で
あ
る
。
　
換

言
す
れ
ば
、
無
限
な
る
意
志
あ
る
の
み
で
あ
る
Q
よ
り
高
き
意
味
ご
は
、
よ
り
低
き
意
味
に
封
し
て
、

常
に
無
限
の
意
志
で
あ
る
。

　
「
つ
の
意
味
の
異
れ
る
現
れ
は
、
異
れ
る
醤
象
ご
し
て
現
れ
る
外
は
な
い
。
け
れ
ざ
も
若
し
夫

れ
が
、
右
に
．
想
定
し
た
様
に
、
原
作
そ
の
も
の
、
如
く
精
密
な
複
製
こ
し
て
現
れ
る
な
ら
ば
、
例
へ
ば

粘
土
の
原
型
が
青
銅
彫
刻
こ
し
て
移
さ
れ
る
場
合
の
機
に
、
讐
へ
そ
の
存
在
の
場
所
ご
材
料
の
違

ひ
を
全
然
無
睨
し
得
な
い
に
は
し
て
も
、
そ
の
作
品
と
し
て
意
圖
せ
ら
れ
た
も
の
が
全
然
同
】
な

る
が
故
に
、
軍
な
る
複
製
ご
し
て
“
な
く
、
寧
ろ
均
し
く
原
作
ご
し
て
承
認
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
然

し
種
々
な
る
藝
術
の
部
門
に
於
て
は
、
維
書
に
於
け
る
謡
歌
が
明
か
に
例
を
示
す
様
に
、
複
製
は
そ

の
作
品
の
本
質
的
な
る
骨
性
に
於
て
も
、
窪
々
の
姿
に
嘗
て
原
作
ご
相
異
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
作
に
於
て
見
出
し
得
る
も
の
、
凡
て
を
複
製
に
於
て
見
南
口
す
こ
ご
は
困
難
で
あ
る
Q
癒
作
の

中
な
る
或
る
も
の
を
敏
く
、
故
に
叉
、
原
作
の
持
た
な
い
或
る
も
の
を
持
つ
、
一
つ
の
新
し
き
も
の
を

見
る
の
で
あ
る
○

　
最
後
の
晩
餐
の
、
ミ
ラ
ァ
ノ
の
壁
蚕
か
ら
、
之
ご
精
密
な
る
一
致
を
歓
い
で
る
る
複
製
に
目
を
移

す
時
、
吾
々
は
直
ち
に
、
二
つ
の
も
，
の
》
相
異
を
意
識
す
る
。
し
か
も
全
く
蓮
つ
た
も
の
を
で
は
な

　
　
　
原
作
ミ
複
製
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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鵬
く
、
一
つ
の
も
の
、
異
れ
る
姿
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
『
ミ
ラ
ァ
ノ
の
レ
ォ
ナ
ル
ド
ォ
の
最
後
の

　
晩
餐
』
ビ
し
て
の
、
特
殊
な
る
覗
畳
的
意
味
の
領
域
内
に
湿
て
、
こ
の
高
き
意
味
に
統
「
せ
ら
れ
た
こ

　
つ
の
業
態
を
見
る
の
で
あ
る
。
　
原
作
、
複
製
の
庭
別
は
、
罵
れ
故
に
．
絡
書
の
如
き
比
較
的
明
瞭
な
も

　
の
に
於
て
も
、
普
通
に
考
へ
ら
れ
易
い
程
二
二
た
る
も
の
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
遙
か
に
流
通
的
で
あ

　
る
。
唯
だ
、
原
則
ご
し
て
、
原
作
が
複
製
に
比
べ
て
こ
の
領
域
の
、
よ
り
多
き
部
分
を
占
め
る
の
み
で

　
あ
る
。

　
　
さ
う
し
て
そ
こ
に
、
複
製
に
甥
す
る
批
難
が
起
き
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
複
製
は
（
種
々
な
る
論

　
黙
を
含
ん
だ
警
急
を
暫
く
措
く
が
）
寓
眞
に
於
て
は
、
明
暗
の
細
部
を
失
ひ
、
色
刷
に
於
て
は
色
調
の

　
一
致
を
敏
く
例
が
多
い
に
は
し
て
も
、
爾
ほ
、
偉
大
な
る
美
術
家
の
偉
大
な
る
原
作
の
意
味
を
多
量

　
に
も
含
ま
な
い
で
あ
ら
う
か
◎
た
し
か
に
原
作
は
、
極
め
て
七
海
に
、
複
製
よ
り
も
，
よ
り
多
く
『
原

　
作
性
』
を
含
ん
で
は
み
る
。
け
れ
ご
も
常
に
さ
う
で
は
な
い
。
　
ラ
フ
ァ
エ
ロ
・
モ
ル
ゲ
ン
の
、
ミ
ラ

　
ァ
ノ
の
『
最
後
の
晩
餐
』
の
銅
版
書
に
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
オ
の
原
作
か
ら
は
、
最
早
再
び
見
出
し
得
な

　
い
細
部
を
精
密
に
残
し
て
さ
へ
も
み
る
Q
し
か
も
こ
の
種
の
例
は
少
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
青

　
’
銅
彫
刻
が
賂
ぽ
そ
の
「
例
で
あ
り
得
る
様
に
、
或
る
特
殊
な
る
芸
術
作
品
を
除
い
て
は
、
（
夫
れ
さ
へ

　
も
疑
問
で
あ
る
が
）
完
成
當
時
の
原
作
を
見
卜
す
こ
ご
は
殆
ご
不
可
能
で
あ
る
。
如
何
な
る
檜
書



も
、
如
何
に
よ
く
保
存
せ
ら
れ
た
も
の
こ
雛
も
、
長
き
時
間
の
経
過
の
中
に
、
絡
具
の
表
面
．
絵
…
具
ご
布

の
問
に
於
け
る
、
静
か
な
、
し
か
も
永
績
的
な
物
理
學
的
、
化
學
蘭
辛
々
を
全
然
防
ぎ
得
淀
で
あ
ら
う

か
Q
否
、
軍
に
夫
れ
の
み
で
は
な
い
。
如
何
な
る
卓
立
家
、
乃
至
は
公
衆
も
、
本
質
的
に
、
卸
ち
、
意
昧
の

先
験
性
に
規
定
せ
ら
れ
て
、
彼
れ
の
隣
人
か
ら
庭
遷
せ
ら
れ
た
、
特
殊
な
見
方
、
故
に
叉
特
殊
な
作
風

を
持
っ
て
る
る
Q
原
作
者
自
身
が
そ
の
製
作
に
於
て
意
味
し
た
も
の
、
凡
て
を
、
導
入
も
再
び
見

出
し
得
な
い
こ
ご
は
本
質
的
で
あ
る
。
否
，
原
作
者
自
ら
ご
錐
も
，
連
日
の
如
く
今
日
も
立
見
る
こ

ε
は
隠
魚
な
い
。
彼
れ
の
見
方
は
進
展
す
る
。
彼
れ
の
作
品
は
破
損
す
る
。
作
者
淀
る
彼
が
、
昨

日
の
ま
、
の
姿
に
於
て
彼
れ
の
『
原
作
』
を
見
る
こ
ご
は
出
営
な
い
。
け
れ
ざ
も
簸
れ
故
に
、
原
作

が
存
在
し
な
い
ご
は
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
藝
術
史
そ
の
他
の
藝
術
研
究
が
有
も
得
な
い
ご

は
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
か
Q
原
作
を
原
作
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
唯
だ
そ
の
作
品
ご
し
て
の
藝
衛

的
意
味
で
あ
る
。
け
れ
ざ
も
淫
逸
的
意
味
が
無
限
の
同
「
性
を
持
つ
8
言
ふ
の
は
、
普
通
に
考
へ

ら
れ
易
い
様
に
、
凡
て
の
入
に
、
全
然
一
律
的
な
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
ご
言
ふ
こ
ご
で
は
な
い
。

漁
れ
み
＼
の
個
人
に
特
有
な
見
方
の
下
に
、
『
同
一
な
る
も
の
』
が
、
實
に
　
つ
の
藝
術
的
意
味
の
、
無

限
に
廣
く
し
て
深
き
領
土
が
開
か
れ
て
行
く
こ
ご
で
あ
る
o

1垂b’

原
作
定
複
製

一
九
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私
が
ミ
ラ
ァ
ノ
の
最
後
の
晩
餐
に
於
て
見
出
し
た
の
ご
全
く
同
一
な
る
内
容
を
、
私
の
隣
人
が

見
出
す
こ
ご
は
出
　
來
な
い
檬
に
、
私
自
身
が
、
そ
の
複
製
に
於
て
見
出
す
も
の
が
、
原
作
の
輿
へ
π
も

の
ご
違
ふ
の
は
當
然
で
あ
る
。
重
れ
を
通
し
て
．
そ
の
檜
の
筆
を
云
い
だ
日
の
、
レ
ォ
ナ
ル
ド
ォ
の

全
禮
を
知
り
盤
す
こ
ご
は
不
可
能
で
あ
る
。
　
け
れ
ご
も
、
そ
の
様
な
意
味
に
於
て
の
全
週
を
知
b

得
る
者
は
、
如
何
な
る
原
作
を
見
る
に
は
し
て
も
、
全
世
界
に
於
て
、
ま
π
永
久
に
、
み
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
全
膿
を
知
り
得
る
ご
言
ふ
、
そ
の
實
軍
に
一
つ
の
嘉
島
に
過
ぎ
な
い
濟
持
の
爲
に
、
人
は
藝
術

奥
，
そ
の
他
の
藝
術
研
究
を
試
み
る
の
で
は
な
い
。
　
唯
だ
『
或
る
も
の
』
を
、
そ
の
作
品
ご
し
て
の
軍

術
的
意
昧
の
一
面
を
、
豊
田
な
る
｝
面
を
、
知
）
得
る
爲
に
で
も
、
藝
術
は
、
十
分
正
當
に
研
究
せ
ら
る

べ
く
、
さ
う
し
て
事
實
そ
の
外
は
無
い
の
で
あ
る
Q
そ
の
全
戸
を
知
り
盤
す
こ
と
は
、
如
何
な
る
個

入
に
も
．
不
可
能
で
あ
る
。
唯
だ
、
全
人
類
の
努
力
が
、
そ
れ
を
知
ら
う
ご
無
限
に
も
意
志
す
る
の
み

で
あ
る
。

　
凡
ゆ
る
惜
む
べ
き
鍵
化
か
ら
爵
由
な
る
原
作
を
、
研
究
の
環
象
と
し
て
持
ち
得
る
こ
と
は
幸
幅

で
あ
る
。
同
時
に
然
し
、
種
々
な
る
理
由
に
依
て
、
複
製
ご
、
之
に
も
近
き
原
作
を
見
る
外
も
無
き
位

概
に
在
る
者
は
、
悦
ん
で
（
唯
だ
、
標
々
の
、
原
作
の
意
味
を
趣
ひ
な
い
爲
の
、
用
意
の
裡
に
）
之
を
研
究
す

べ
き
で
あ
ら
う
。
　
眞
に
開
か
れ
た
目
を
持
つ
人
に
取
っ
て
は
、
一
枚
の
寓
眞
、
若
く
は
色
刷
の
、
複
製



ご
難
も
．
實
に
屡
々
、
彼
が
一
生
の
カ
を
傾
け
て
、
爾
ほ
蹴
る
程
多
く
、
そ
の
『
原
作
』
の
意
味
を
潜
め
て

み
る
の
で
あ
る
。
　
複
製
そ
の
も
の
、
側
に
於
て
も
、
（
勿
論
、
私
は
爲
眞
術
に
糠
る
複
製
を
言
ふ
の
で

あ
る
が
）
今
日
よ
り
も
遙
か
に
多
く
原
作
の
意
味
を
傳
へ
る
時
が
來
る
で
あ
ら
う
。
怖
ら
く
、
今
後

原
作
を
…
履
耐
久
的
な
ら
し
め
る
爲
に
、
下
地
ご
煙
具
、
メ
デ
ィ
ウ
ム
等
の
製
造
ご
、
作
品
保
存
の
方

法
に
憎
し
て
、
よ
り
よ
き
努
力
が
重
ね
ら
れ
る
ご
共
に
、
乱
れ
ざ
全
く
同
じ
程
度
の
、
完
成
へ
の
希
望

ご
困
難
の
逸
弾
に
於
て
、
原
作
そ
の
も
の
、
如
き
複
製
を
産
出
す
べ
き
研
究
が
進
め
ら
る
べ
き
筈

で
あ
る
故
に
。
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