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「
円
」
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
態
の
中
で
最
も
美
し
く
力
強
い
形
態
だ
と
い
わ

れ
て
い
る
。
美
学
者
や
芸
術
家
、
あ
る
い
は
芸
術
心
理
学
者
た
ち
の
よ
う
な

識
者
が
言
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
た
い
て
い
の
人
は
「『
円
』
と
い
う
形
は
、

美
し
い
も
の
で
あ
り
、
力
強
い
も
の
な
の
で
あ
る
。」
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
自
然
や
事
物
の
中
に
見
ら
れ
る
「
円
」
が
、
な
ぜ
美
し
く
、

力
強
い
の
か
、
形
態
の
も
つ
秘
密
を
視
覚
的
に
明
快
に
説
明
し
て
い
る
も
の

は
少
な
い
。

「
円
」
と
い
う
形
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
幾
何
学
」
で
は
、
一
点
か
ら
等
距

離
の
あ
る
点
の
軌
跡
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
机
上
の
学
習
で
は
、
鉛

筆
な
ど
で
線
や
点
を
描
い
て
い
る
が
、「
幾
何
学
」
で
は
可
視
的
な
も
の
で
は

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
点
は
、
概
念
で
あ
っ
て
場
所
を
占
め
る
も
で
は

な
い
。
ま
た
、
直
線
は
離
れ
て
い
る
二
点
を
結
ぶ
最
短
の
距
離
と
い
う
概
念

で
あ
っ
て
、
同
様
に
現
実
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
円
」
は
美
し
い
形
で
あ
る
と
、
昔
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
に

は
、「
円
」
と
い
う
形
態
の
な
か
に
は
、
人
々
に
美
的
な
感
情
や
力
強
さ
を
訴

え
か
け
る
秘
密
が
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
た
だ
そ
れ
を
多
く
の
人
た
ち
が
頷
う
な
ず
く

よ
う
な
視
覚
的
な
説
明
が
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
と
推
察
さ
れ
る
。

芸
術
家
は
、
自
然
の
秘
密
や
事
物
の
内
部
に
潜
む
目
に
見
え
な
い
関
係
や

そ
の
本
質
を
直
感
的
に
見
抜
く
力
を
も
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

芸
術
家
が
探
究
し
よ
う
と
す
る
そ
の
秘
密
こ
そ
が
、
一
般
的
な
能
力
し
か
与

え
ら
れ
て
い
な
い
私
た
ち
見
る
も
の
の
魂
を
魅
了
す
る
わ
け
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
の
芸
術
家
ブ
ル
ー
ノ
・
ム
ナ
ー
リ
（
一
九
〇
七
―
一
九
九
八
）

は
、
事
物
や
自
然
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
秘
を
探
り
出
す
、
そ
う
し
た
天
賦

の
才
能
が
あ
っ
た
人
で
、
ま
た
、
発
見
し
た
秘
密
を
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
分

か
り
や
す
く
説
き
明
か
し
て
く
れ
る
《
秘
密
の
解
説
者
》
で
も
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、『
円
』
と
い
う
小
さ
な
本
が
あ
る
。

こ
の
本
は
、
ム
ナ
ー
リ
が
、
身
辺
の
い
ろ
い
ろ
な
事
物
か
ら
自
然
の
造
形

物
に
至
る
い
ろ
い
ろ
な
事
物
、
あ
る
い
は
古
今
東
西
の
記
録
な
ど
の
中
か
ら
、

「
円
」
に
関
連
す
る
モ
チ
ー
フ
を
集
め
た
目
で
見
る
「『
円
』
の
小
百
科
事
典
」

で
あ
る
。
文
章
に
よ
る
説
明
は
で
き
る
だ
け
抑
制
さ
れ
て
い
て
、
見
る
人
が

自
分
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
働
か
せ
て
、
意
味
を
読
み
取
る
よ
う
に
仕
掛

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
本
を
見
る
人
は
、
あ
ま
り
説
明
な
し
に
「『
円
』
の
力

強
さ
や
美
し
さ
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
一
点
か
ら
等
距
離
に
あ
る
点
の
軌
跡
と
い
う
不
可
視
で
理
念
的

説
明
で
は
な
く
、
そ
の
力
学
的
な
様
相
を
視
覚
的
な
材
料
を
通
じ
て
具
体
的

な
説
明
を
し
て
く
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
一
点
の
写
真
を
例
に
と
っ
て
み
る
。

ア
フ
リ
カ
の
人
々
が
円
陣
を
描
い
て
踊
っ
て
い
る
。
人
々
が
形
成
し
て
い

る
の
は
、
ま
さ
に
幾
何
学
で
い
う
中
心
か
ら
等
距
離
に
あ
る
点
の
軌
跡
の
形

態
で
あ
る
。
中
心
に
磁
場
が
働
き
、
中
心
と
目
に
見
え
な
い
緊
張
と
い
う
糸

で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
、
人
々
が
円
陣
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分

か
る
。

ま
た
、
も
う
一
枚
で
は
、
中
央
と
お
ぼ
し
き
と
こ
ろ
に
物
売
り
か
、
大
道

芸
人
が
い
て
、
人
々
が
円
陣
を
成
し
て
い
る
。
な
ぜ
円
陣
を
作
っ
て
並
ん
で
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い
る
の
だ
ろ
う
か
。
見
物
人
た
ち
は
、
中
央
に
い
る
人
物
と
常
に
い
ち
ば
ん

近
い
距
離
に
位
置
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
幾
何
学
で
い
う
「
円
」
を
自
然
に

形
成
す
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
心
と
い
ち
ば
ん
密
接
な
関

係
を
保
と
う
と
す
る
意
思
の
連
鎖
が
円
形
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
同
じ
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
も
の
が
、
中
心
か
ら
等
距
離
で
描
い
た
形
態
が
「
円
」

で
あ
れ
ば
、
当
然
外
か
ら
の
力
を
反
発
し
、
滑
ら
か
に
運
動
す
る
の
で
あ
り
、

最
も
美
し
い
形
態
で
あ
る
こ
と
は
だ
れ
で
も
分
か
る
の
だ
。

ム
ナ
ー
リ
は
、
こ
の
よ
う
に
自
然
や
事
物
の
形
態
に
隠
さ
れ
て
い
る
法
則

性
を
、
視
覚
的
な
要
素
を
用
い
て
、
人
に
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
正
方
形
の
不
可
思
議
を
集
め
た
『
正
方
形
』
と
い
う
本
も
あ
る
。

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ム
ナ
ー
リ
は
、
自
然
そ
の
も
の
へ
の
深

い
観
察
に
よ
っ
て
、「
木
」
の
生
長
の
法
則
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、「
木
」
は
、
生
長
の
過
程
で
幹
か
ら
二
本
、
三
本
（
あ
る
い
は
三
本
以
上

の
こ
と
も
あ
る
）
と
枝
分
か
れ
し
な
が
ら
大
き
く
な
っ
て
い
く
が
、
枝
分
か

れ
す
る
と
き
、
枝
は
幹
か
ら
遠
く
、
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、
細
く
な
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。「
木
」
を
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
ど
ん
な
樹
木
で
あ
っ
て

も
、
ほ
と
ん
ど
の
「
木
」
は
ム
ナ
ー
リ
が
発
見
し
た
法
則
ど
お
り
の
形
に
な

っ
て
い
る
。
冬
に
葉
っ
ぱ
が
落
ち
た
枯
れ
木
の
姿
を
見
れ
ば
、
だ
れ
で
も
納

得
す
る
だ
ろ
う
。
言
わ
れ
れ
ば
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
の
た
と
え
の
よ
う
に
、

だ
れ
で
も
「
な
ん
だ
、
そ
ん
な
こ
と
か
」
と
片
付
け
て
し
ま
い
そ
う
な
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
普
段
見
慣
れ
て
い
る
自
然
を
注
意
深
く
観
察
し
て
、
こ

の
よ
う
な
法
則
性
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
特
別
な
才
能
を
与
え

ら
れ
た
《
探
究
者
》
だ
け
に
可
能
な
こ
と
だ
ろ
う
。

自
然
や
事
物
な
ど
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
通
じ
る
の
で
あ
る
が
、
観
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
普
段
は
見
落
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
よ
う
に
な
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
科
学
の
始
ま
り
で
あ
り
、
芸
術
の
始
ま
り
で
も
あ
る
。

ム
ナ
ー
リ
の
手
法
は
、
だ
れ
も
が
気
が
つ
か
な
い
視
点
か
ら
得
た
内
容
を
や

さ
し
い
内
容
に
変
え
て
我
々
に
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

「
木
」の
生
長
の
こ
の
法
則
を
知
れ
ば
、
大
人
で
も
子
ど
も
で
も
、「
木
を
描

く
」こ
と
は
、
そ
れ
以
前
に
比
べ
れ
ば
少
し
は
苦
労
に
は
感
じ
る
と
し
て
も
、

楽
し
い
も
の
だ
と
い
っ
そ
う
感
じ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ム
ナ
ー
リ
は
、
こ

の「
木
」の
生
長
の
法
則
の
発
見
を『
木
を
か
こ
う
』（
至
光
社
刊
）と
い
う
本
に

ま
と
め
て
い
る
。
ム
ナ
ー
リ
の
独
創
性
が
優
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
法
則
を「
遊

び
と
造
形
」
活
動
に
結
び
付
け
て
、
子
ど
も
の
た
め
の
造
形
活
動
《
木
を
つ
く

ろ
う
》
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
発
展
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
、
来
日
し
た
一
九
八
五
年
に
、
ム
ナ
ー
リ
が
日
本
で
初
め
て

《
木
を
つ
く
ろ
う
》
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
た
の
が
、
こ
ど
も
の

城
の
「
円
形
劇
場
」
で
あ
っ
た
の
も
不
可
思
議
な
縁
で
あ
る
。

岩
崎
清
（
い
わ
さ
き
き
よ
し
）

美
術
出
版
社
、
平
凡
社
な
ど
を
経
て
、
昭
和
60
年
に
東
京
の
青
山
に
創
設
さ
れ
た
「
こ
ど

も
の
城
」
に
造
形
事
業
部
長
と
し
て
入
る
。
子
ど
も
の
造
形
活
動
の
指
導
や
、
ブ
ル
ー
ノ
・

ム
ナ
ー
リ
展
、
フ
ラ
ン
ツ
・
チ
ゼ
ッ
ク
展
の
開
催
を
手
が
け
る
。「
21
世
紀
の
感
性
を
考
え
る

会
」
代
表
と
し
て
毎
月
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
。「
日
本
ブ
ル
ー
ノ
・
ム
ナ
ー
リ
協
会
」

代
表
。
現
在
武
蔵
野
美
術
大
学
非
常
勤
講
師
。
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