
を
支
え
る
〈
招
へ
物
〉
と
し
て
の
完
成
度
の
高
さ
を
評
価
、
以
後
の
谷
崎

潤
一
郎
文
学
の
道
標
と
な
る
。

（
前
近
代
的
な
）
因
果
論
を
否
定
し
つ
つ
も
、
〈
大
い
な
る
意
味
の
う
そ
〉

し
て
読
む
必
要
が
あ
る
。
夏
目
漱
石
作
品
の
、
現
実
離
れ
し
た
苛
烈
な

二発

介
と
の
、
各
々
の
小
説
観
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
っ
た
。

ロ
ッ
ト
を
重
視
す
る
谷
崎
潤
一
郎
と
、
詩
的
精
神
を
憧
憬
す
る
芥
川
龍
之

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
プ
ロ
ッ
ト
と
は
時
間
的
順
序
よ
り
も
因
果
関
係
に

重
点
が
あ
る
も
の
を
指
す
。
本
論
争
は
、
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
プ

石
評
と
し
て
だ
け
見
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
観
と

た
。
ス
ト
ー
リ
ー
が
時
間
的
順
序
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
た
出
来
事
の
継
起

う
そ
の
方
が
価
値
が
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
単
な
る
夏
目
漱

を
最
も
多
量
に
持
ち
得
る
も
の
は
小
説
で
あ
る
と
私
は
信
じ
る
〉
と
し

の
小
説
は
招
へ
物
で
あ
る
。
然
し
小
な
る
真
実
よ
り
も
大
い
な
る
意
味
の

建
築
的
の
美
し
さ
で
あ
る
〉
と
述
べ
、
〈
凡
そ
文
学
に
於
い
て
構
造
的
美
観

は
な
く
、
浪
漫
的
理
想
論
で
あ
る
と
し
て
、
〈
先
生
（
夏

H
漱
石
、
筆
者
注
）

明
治
四
十
三
年
九
月
六
日
）
に
お
い
て
、
夏
目
漱
石
作
品

の
私
の
傾
向
と
し
て
小
説
は
成
る
べ
く
細
工
の
入
り
組
ん
だ
も
の
、
神
巧

明
治
四
十
三
年
、
谷
崎
潤
一
郎
は
処
女
評
論
「
『
門
』
を
評
す
」
（
「
新
思

潮
」
第
一
号

「
そ
れ
か
ら
」
「
門
」
に
描
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
主
義
的
現
実
論
で

鬼
工
を
弄
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
面
白
く
な
い
〉
と
前
置
き
し
た
上
で
、

〈
筋
の
面
白
さ
は
、
云
ひ
換
へ
れ
ば
物
の
組
み
立
て
方
、
構
造
の
面
白
さ
、

る
「
話
の
筋
」
（
プ
ロ
ッ
ト
）
論
争
を
展
開
す
る
。
谷
崎
潤
一
郎
は
〈
近
頃

は
じ
め
に |

〈
お
伽
噺
の
家
〉

の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
1

谷
崎
潤
一
郎

「
痴
人
の
愛
」

論

録
」
）
と
芥
川
龍
之
介
（
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
）
は
、
い
わ
ゆ

そ
し
て
昭
和
二
年
、
雑
誌
「
改
造
」
を
舞
台
に
、
谷
崎
潤
一
郎
（
「
饒
舌

中

谷

元

宜



大
正
十
三
年
三
月
二
十

H
＼
六
月
十
四

H
、

値
観
は
終
生
一
貰
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
谷
崎
潤
一
郎
文
学
に
と
っ
て
事

さ
ら
に
言
え
ば
、
告
白
す
べ
き
事
実
を
、
中
心
を
持
た
な
い
断
片
の
諸

る
な
ら
、
語
る
べ
き
過
去
の
出
来
事
に
構
成
的
に
関
与
し
、
解
釈
学
的
変

容
を
加
え
て
過
去
を
制
作
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
谷
崎
潤
一
郎
の
採
る
虚
構

の
小
説
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
あ
り
の
ま
ま
の
客
観
的
事
実
な
ど

は
な
く
、
物
語
行
為
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
解
釈
学
的
事
実
の
み
が

存
在
す
る
。

だ
か
ら
、
例
え
ば
、
〈
私
（
河
合
譲
治
、
筆
者
注
）
は
此
れ
か
ら
、
あ
ま

り
世
間
に
類
例
が
な
い
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
私
達
夫
婦
の
間
柄
に
就
い

て
、
出
来
る
だ
け
正
直
に
、
ざ
つ
く
ば
ら
ん
に
、
有
り
の
ま
、
の
事
実
を

書
い
て
見
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
私
自
身
に
取
っ
て
忘
れ
が
た
な
い

貴
い
記
録
で
あ
る
と
同
時
に
、
恐
ら
く
は
読
者
諸
君
に
取
っ
て
も
、
き
っ

と
何
か
の
参
考
資
料
と
な
る
に
違
ひ
な
い
〉
と
い
う
冒
頭
を
持
つ
「
痴
人

の
愛
」
（
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

の
ス
タ
イ
ル
と
す

と
す
る
。
語
り
の
趣
向
を
凝
ら
し
た
物
語
行
為
を
追
究
、
そ
の
文
学
的
価

一
括
り
に
さ
れ
、
作
品
内
に
お
け
る
そ
の
意
味
性
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
き

た
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
、
〈
西
洋
人
〉
と
異
質
の
概
念
と
し
て
〈
混
血

ヤ
モ
ン
ド
〉
で
〈
ウ
エ
イ
ト
レ
ス
の
卵
〉
と
し
て
働
い
て
い
た
時
分
に
見

初
め
、
や
が
て
引
き
取
る
。
〈
N
A
O
M
I
と
書
く
と
ま
る
で
西
洋
人
の
や
う

だ
〉
か
ら
始
ま
り
、
〈
名
前
が
ハ
イ
カ
ラ
だ
と
な
る
と
、
顔
だ
ち
な
ど
も
何

譲
治
は
、
浅
草
千
束
町
の
銘
酒
屋
の
娘
ナ
オ
ミ
を
、
〈
カ
フ
エ
エ
・
ダ
イ

児
〉
を
位
置
づ
け
、
こ
の
視
点
か
ら
作
品
を
読
み
直
し
て
み
た
い
。

多
出
す
る
〈
西
洋
人
〉
の
イ
メ
ー
ジ
や
西
洋
崇
拝
の
影
に
隠
れ
、
ま
た
は

て
〈
混
血
児
〉
の
意
味
に
注
目
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
「
痴
人
の
愛
」
に

「
痴
人
の
愛
」
に
関
す
る
数
多
く
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
未
だ
か
つ

ー

関
係
と
捉
え
て
配
置
す
る
の
が
私
小
説
（
心
境
小
説
）

単
な
る
手
記
に
は
あ
り
え
な
い
構
造
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

実
そ
の
も
の
と
い
う
事
実
は
存
在
し
な
い
。

月
一
日
ー
十
四
年
七
月
一

H
)

大
正
十
三
年
十
一

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
〈
有
り
の
ま
、
の
事

実
〉
と
い
う
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
言
語
化
、
共
同
化
、
構
造
化
さ
れ
た
解

本
稿
に
お
い
て
、
譲
治
の
単
な
る
手
記
で
あ
っ
た
は
ず
の
叙
述
が
、

か
に
し
て
文
学
化
さ
れ
小
説
と
な
り
え
た
か
を
考
察
す
る
。
そ
こ
に
は
、

釈
学
的
事
実
を
叙
し
た
物
語
と
な
る
の
だ
。

辿
る
よ
う
な
名
作
群
を
経
て
、
物
語
作
家
と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
も
の

自
ら
の
文
学
活
動
を
開
始
し
た
谷
崎
潤
一
郎
は
、
昭
和
初
年
代
の
稜
線
を

自
然
主
義
文
学
全
盛
の
明
治
四
十
年
代
に
、
反
自
然
主
義
を
標
榜
し
て

中
断
後
、
「
女
性
」
第
六
巻
第
五
号

S
第
八
巻
第
一
号

云〇

vヽ



対
立
の
構
図
を
委
細
を
尽
く
し
て
語
ら
せ
る
。

あ
っ
た
。
譲
治
の
意
識
は
、
〈
西
洋
人
〉
と

H
本
人
と
い
う
植
民
地
主
義
的

-
/ ,  

う
ぢ
や
な
い
の
か
、
活
動
の
女
優
だ
と
云
ふ
噂
も
あ
る
し
混
血
児
だ

「
女
優
か
し
ら
？
」

0
「
何
だ
ら
う
あ
の
女
は
？
」

ル』 処
か
西
洋
人
臭
く
、
さ
う
し
て
大
そ
う
悧
巧
さ
う
に
見
え
、
「
こ
ん
な
所
の

女
給
に
し
て
置
く
の
は
惜
し
い
も
ん
だ
」
と
考
へ
る
や
う
に
な
っ
た
〉
や
、

加
え
て
〈
そ
の
体
つ
き
が
一
層
西
洋
人
臭
い
〉
と
語
る
こ
と
か
ら
、
譲
治

に
と
っ
て
は
、
ナ
オ
ミ
の
〈
名
前
〉
・
〈
顔
だ
ち
〉
・
〈
体
つ
き
〉
が
〈
西
洋
人
〉

の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
見
初
め
や
が
て
引
き
取
る
決
定
的
な
理
由
に

日
本
人
の
象
徴
的
な
姿
で
あ
る
。
物
語
中
、
譲
治
は
ナ
オ
ミ
を
〈
西
洋
人
〉

に
す
べ
く
語
学
を
は
じ
め
様
々
に
教
育
を
施
す
が
、
そ
れ
は
、
ナ
オ
ミ
だ

平
成
十
三
年
四
月
二
十
三
日

岩
波
書
店
）

『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

の
過
程
そ
の
も
の
で

な
二
項
対
立
の
構
図
の
上
位
概
念
を
、
ナ
オ
ミ
を
媒
体
と
し
て
身
体
化
す

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
作
者
は
、
譲
治
に
そ
の
意
識
裡
に
あ
る
二
項

し
か
し
な
が
ら
、
ナ
オ
ミ
の
〈
名
前
〉
・
〈
顔
だ
ち
〉
・
〈
体
つ
き
〉
と
い
っ

た
外
見
を
、
〈
大
そ
う
悧
巧
さ
う
〉
な
〈
西
洋
人
〉
の
よ
う
だ
と
評
価
し
た

の
は
、
譲
治
の
み
な
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
譲
治
の
主
観
的
な
視
線
に

0
「
ナ
オ
ミ
ち
ゃ
ん
、
お
前
の
顔
は
メ
リ
ー
・
ピ
グ
フ
ォ
ー
ド
に
似
て

「
混
血
児
か
し
ら
？
」
（
五
）

0
「
だ
っ
て
、
帝
劇
の
女
優
だ
っ
て
云
ふ
話
ぢ
や
な
い
か
。
…
え
、
さ

と
を
混
血
児
み
た
い
だ
っ
て
さ
う
云
ふ
わ
よ
」
（
二
）

こ
と
、
言
わ
ば
〈
自
己
植
民
地
化
〉
（
小
森
陽

「
似
て
ゐ
る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
け
れ
ど
、

で
も
み
ん
な
が
私
の
こ

け
で
は
な
く
彼
自
身
の
身
体
を
も
含
め
、
徹
底
し
て
〈
西
洋
人
〉
化
す
る

い
る
ね
」
（
中
略
）

譲
治
の
こ
の
有
様
は
、
ま
さ
し
く
〈
西
洋
人
〉
を
憧
憬
す
る
大
正
期
の

血
児
〉
と
い
う
評
価
に
甘
ん
じ
て
い
る
。

る。 な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
人
の
住
居
は
〈
お
伽
噺
の
家
〉
と
名
づ
け
ら
れ

周
囲
の
人
間
、
言
い
換
え
れ
ば
他
者
・
〈
世
間
〉
は
、
ナ
オ
ミ
に
〈
西
洋

人
〉
と
似
て
非
な
る
〈
混
血
児
〉
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。
〈
西
洋
人
〉

と
い
う
評
価
を
享
受
し
て
も
何
ら
不
思
議
の
な
い
場
面
に
お
い
て
で
さ
え

も
、
ナ
オ
ミ
は
、
客
観
的
視
座
（
会
話
文
）
か
ら
は
い
つ
も
決
ま
っ
て
〈
混

声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

も
、
譲
治
以
外
の
客
観
的
視
座
に
あ
る
登
場
人
物
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
一
面
的
な
評
価
で
あ
り
、
作
品
全
体
を
俯
廠
し
て



を
考
慮
し
な
い
。

得
な
い
結
果
な
の
で
す
。

う
。
僕
等
の
多
く
は
日
本
に
生
ま
れ
て

H
本
の
道
徳
と
云
ふ
も
の
を

は
な
人
間
に
生
み
つ
け
た
罪
は
、
誰
が
負
ふ
べ
き
も
の
な
の
で
せ

云
ふ
人
も
あ
り
ま
す
。
が
、
も
し
さ
う
な
ら
ば
僕
等
を
そ
ん
な
か
た

た
、
〈
世
間
〉
は
〈
「
え
、
君
、
そ
の
女
は
ダ
ン
ス
で
な
け
り
や
あ
呼
べ
な
い

の
か
？
」
〉
と
、
ナ
オ
ミ
を
〈
混
血
児
〉
か
つ
〈
娼
婦
〉
で
あ
る
と
捉
え
て

譲
治
は
〈
西
洋
人
〉
と
〈
混
血
児
〉
の
差
異
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
ナ

オ
ミ
が
〈
世
間
〉
か
ら
受
け
た
〈
混
血
児
〉
と
い
う
客
観
的
評
価
の
内
実

譲
治
の
一
人
称
語
り
か
ら
な
る
作
品
で
あ
る
た
め
に
、
我
々
読
者
に

は
、
譲
治
の
主
観
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
過
し
た
情
報
し
か
与
え
ら
れ

な
い
の
は
自
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
が
ナ
オ
ミ
に
つ

い
て
の
主
観
と
客
観
と
い
う
二
つ
の
評
価
を
設
定
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ

こ
に
、
〈
混
血
児
〉
を
扱
っ
た
他
の
作
品
「
本
牧
夜
話
」
（
「
改
造
」
第
四
巻

も
い
る
。

僕
等
が
排
斥
さ
れ
る
の
は
血
が
不
純
で
あ
る
た
め
で
は
な
い
、
さ

主
人
公
デ
イ
ッ
ク
が
身
の
上
話
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

〈
世
間
〉
か
ら
の
ナ
オ
ミ
の
評
価
は
、
全
て
〈
混
血
児
〉
で
あ
る
。
ま

二
号

「
混
血
児
だ
と
す
る
と
、
女
優
ぢ
や
な
い
な
」
(
+
三
）

こ
こ
で
、
譲
治
の
主
観
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
、
〈
西
洋
人
〉
と
異
質
の
、

確
認
し
て
お
く
。

ま
ず
、
谷
崎
潤
一
郎
作
品
「
一
と
房
の
髪
」
（
「
婦
女
界
」
第
三
十
三
巻
第

大
正
十
五
年
二
月
一
日
）
に
注
目
し
た
い
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、

う
思
ふ
の
は
僕
等
の
ひ
が
み
で
、
混
血
児
に
は
低
能
な
子
供
や
不
良

少
年
が
多
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
世
間
が
厭
が
る
の
で
あ
る
と
、

知
ら
ず
、
さ
う
か
と
云
つ
て
西
洋
流
の
教
育
も
充
分
に
は
受
け
て
ゐ

な
い
の
で
す
か
ら
、
低
能
児
に
な
り
、
不
良
児
に
な
る
の
は
巳
む
を

さ
う
云
つ
て

S
は
、
冷
や
か
す
や
う
に
私
の
顔
を
覗
い
て
、

〈
世
間
〉
と
い
う
客
観
的
視
座
か
ら
提
示
さ
れ
る
〈
混
血
児
〉

の
意
味
を

「
ナ
オ
ミ
？
…
ぢ
や
あ
や
つ
ば
り
混
血
児
か
な
」

（
中
略
）

な
ど
に
見
ら
れ
な
い
作
者
の
作
意
が
あ
る
。

「
え
、
君
、
そ
の
女
は
ダ
ン
ス
で
な
け
り
や
あ
呼
べ
な
い
の
か
？
」

昭
和
三
年
十
二
月
四
日
＼
四
年
六
月
十
九

H
)

り
や
帰
さ
ん
よ
」
（
中
略
）

と
云
ふ
説
も
あ
る
ん
だ
が
、
そ
の
女
の
巣
を
云
ひ
給
へ
。
云
は
な
け

第
七
号

大
正
十
一
年
七
月
一
日
）
、
「
肉
塊
」
（
「
東
京
朝

H
新
聞
」

正
十
二
年
一
月
一
日

S
四
月
二
十
九
日
）
、
「
蓼
喰
ふ
虫
」
（
「
大
阪
侮
日
新

聞
」
「
東
京
日
日
新
聞
」

＝ ~----

大



愛
の
空
間
と
し
て
だ
け
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
譲
治
を
翻
弄
す
る
〈
世

「
痴
人
の
愛
」
に
描
か
れ
た
〈
お
伽
噺
の
家
〉
は
、
譲
治
と
ナ
オ
ミ
の

谷
崎
潤
一
郎
作
品
に
お
い
て
、
〈
不
純
〉
・
〈
低
能
〉
・
〈
不
良
〉
．
〈
日
本
の

道
徳
と
云
ふ
も
の
を
知
ら
ず
〉
・
〈
西
洋
流
の
教
育
も
充
分
に
は
受
け
て
ゐ

な
い
〉
と
さ
れ
る
〈
混
血
児
〉
は
、
〈
大
そ
う
悧
巧
さ
う
〉
な
〈
西
洋
人
〉

注
(
1
)

か
ら
対
賠
的
な
位
置
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

作
者
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
混
血
児
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
多
分
に
ナ
オ
ミ
へ

と
内
位
さ
せ
た
。
ナ
オ
ミ
の
振
る
舞
い
を
一
見
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
白
で

あ
る
。
そ
れ
な
の
に
譲
治
は
、
〈
世
間
〉
か
ら
〈
混
血
児
〉
の
よ
う
だ
と
さ

れ
る
ナ
オ
ミ
に
つ
い
て
の
客
観
的
評
価
に
耳
を
傾
け
ず
、
主
観
的
に
〈
西

洋
人
〉
の
よ
う
に
〈
た
い
そ
う
悧
巧
さ
う
に
見
え
〉
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

そ
こ
に
全
て
の
悲
喜
劇
が
胚
胎
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
。
譲
治
の

意
識
構
造
と
、
作
品
構
造
は
噛
み
合
わ
な
い
。
こ
の
圃
顧
こ
そ
が
作
者
の

注
(
2
)

作
意
で
あ
り
、
私
小
説
の
方
法
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
て
い
る
。
内
的
経
験

（
個
人
的
実
在
）
と
外
的
世
界
（
公
共
的
真
理
）
、
つ
ま
り
、
主
観
と
客
観

の
二
分
法
に
よ
っ
て
、
作
品
内
部
に
遠
近
感
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

間
〉
と
対
立
し
て
、
作
品
を
構
造
化
し
て
い
る
。
ナ
オ
ミ
と
共
に
〈
西
洋

人
〉
へ
の
夢
を
育
ん
だ
〈
お
伽
噺
の
家
〉
と
、
そ
の
似
て
非
な
る
〈
混
血

児
〉
と
し
て
し
か
ナ
オ
ミ
を
評
価
し
な
い
〈
世
間
〉
と
の
乖
離
が
、

や
が

て
譲
治
の
生
活
を
破
綻
さ
せ
て
し
ま
う
。
〈
お
伽
噺
の
家
〉
は
、
言
わ
ば
、

舌

し
か
し
、
明
治
時
代
の
説
話
的
「
お
伽
噺
」
か
ら
芸
術
性
の
高
い
「
童

せ
、
明
治
児
童
文
学
を
代
表
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。

譲
治
が
ナ
オ
ミ
に
汚
れ
の
な
い
永
遠
の
愛
を
求
め
た
夢
の
空
間
で
あ
っ
た

と
同
時
に
、
作
品
構
造
的
に
は
、
〈
世
間
〉
と
拮
抗
し
て
物
語
を
成
立
さ
せ

る
重
要
な
概
念
で
あ
っ
た
。

一
般
的
に
、
「
お
伽
噺
」
に
は
、
現
実
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
汚
れ
な
き
世
界

を
語
っ
た
も
の
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
「
痴
人
の
愛
」
の
〈
お
伽
噺

の
家
〉
に
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
付
与
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
作
者
を
取
り

ま
ず
、
児
童
文
学
界
に
お
け
る
そ
の
有
様
に
つ
い
て
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
室
町
時
代
の
「
御
伽
草
子
」
か
ら
の
系
譜
に
あ
る
明
治
時
代

の
「
お
伽
噺
」
は
、
明
治
時
代
中
頃
以
降
、
巌
谷
小
波
が
そ
の
用
語
を
定

着
さ
せ
、
概
念
形
成
し
た
と
さ
れ
る
。
巌
谷
小
波
作
品
は
前
代
の
粗
悪
な

子
ど
も
用
文
学
を
排
し
、
「
お
伽
噺
」
と
い
う
呼
称
を
世
間
に
広
く
流
布
さ

る。 巻
く
同
時
代
的
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
も
う
少
し
別
の
側
面
も
見
え
て
く

る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
同
時
代
的
意
味
を
探
っ
て
お
き
た
い
。

作
品
構
造
上
の
〈
お
伽
噺
の
家
〉

2
 

の
意
味
は
以
上
見
て
き
た
通
り
で
あ



現
で
あ
る
。
「
痴
人
の
愛
」
の
〈
お
伽
噺
の
家
〉
も
、

や
は
り
絵
画
的
で
、

な
い
が
、
同
時
代
の
〈
お
伽
噺
〉
観
の
一
っ
と
し
て
認
識
し
て
お
き
た

第
七
号
大
正
十
年
七
月
一
日
）

で
あ
る
中
国
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
表

前
近
代
的
な
〈
絵
の
や
う
な
国
〉
（
「
鶴
唄
」

型
に
、
和
辻
哲
郎
が
い
か
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
の
か
否
か
は
知
る
由
も

「
中
央
公
論
」
第
三
十
六
年

大
正
八
年
六
月

話
」
へ
と
、
日
本
児
童
文
学
の
質
的
向
上
を
目
指
し
た
鈴
木
三
重
吉
主
宰

「
赤
い
鳥
」
が
大
正
七
年
七
月
に
創
刊
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
創
刊
か

ら
大
正
十
二
、
三
年
頃
ま
で
に
、
〈
「
お
伽
噺
」
は
、
完
全
に
「
童
話
」
と
い

う
用
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
〉

(
8
本
児
童
文
学
学
会
編
『
日
本
児
童
文
学

昭
和
五
十
一
年
四
月
二
日

噺
」
に
対
す
る
童
話
、
文
部
省
唱
歌
に
対
す
る
童
謡
、
臨
画
模
写
に
対
す

る
自
由
画
、
綴
方
教
育
に
お
け
る
範
文
模
倣
に
対
す
る
自
由
選
題
主
義
な

ど
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
、
旧
態
の
先
行
文
化
に
対
す
る
対
抗
文
化
の

出
現
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
あ
っ
た
。
「
痴
人
の
愛
」
に
お
け
る
〈
お
伽

噺
〉
の
理
解
・
解
釈
に
は
、
通
時
的
と
い
う
よ
り
、
同
時
代
的
・
共
時
的

把
握
が
必
要
な
の
だ
。

味
〉
作
品
で
〈
お
伽
噺
〉
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
る
。
〈
お
伽
噺
の
お
爺
さ

ん
や
お
嬬
さ
ん
の
住
ん
で
ゐ
る
村
〉
（
「
蘇
州
紀
行
」

十
四
年
第
三
号

大
正
八
年
三
月
一

8
)
、
〈
お
伽
噺
の
や
う
な
山
水
や
楼

閣
や
人
物
〉
（
「
西
湖
の
月
」

「
中
央
公
論
」
第
三

「
改
造
」
第
一
巻
第
三
号

一
日
）
な
ど
で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
言
説
と
隣
接
し
な
が
ら
、

か
つ
、
日
本
人
と
擬
似
〈
西
洋
人
／
混
血
児
〉
が
混
在
す
る
植
民
地
的
な

注
(
3
)

擬
似
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
空
間
で
あ
る
。

大
正
十
一
年
十
一
月

一
日
）
は
、
津
田
左
右
吉
が
『
竹
取
物
語
』
を
〈
世
態
小
説
〉
で
あ
る
と

で
、
〈
竹
取
物
語
は
、
「
写
実
的
」
と
い
う
こ
と
を
特
長
と
す
る
世
態
小
説

に
評
価
せ
ら
れ
る
〉
と
反
駁
し
た
。
醜
く
汚
れ
た
人
間
世
界
と
永
遠
に
美

し
い
天
上
世
界
の
対
比
を
述
べ
、
『
竹
取
物
語
』
は
〈
人
の
手
の
及
び
難
い

て
、
和
辻
哲
郎
は
、
〈
お
伽
噺
〉
と
い
う
タ
ー
ム
を
現
実
（
現
象
）
世
界
を

超
越
し
た
世
界
を
指
し
示
す
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

言
わ
ば
、
そ
れ
に
は
哲
学
的
意
味
合
い
が
あ
る
よ
う
だ
。
現
実
（
現
象
）

世
界
の
向
こ
う
側
に
あ
る
イ
デ
ア
が
、
和
辻
哲
郎
の
捉
え
た
『
竹
取
物
語
』

の
世
界
の
本
質
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
痴
人
の
愛
」
の
〈
お
伽
噺
の
家
〉
の
造

の
で
は
な
く
、
ま
た
奇
を
術
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
文
脈
か
ら
判
断
し

こ
の
よ
う
な
同
時
代
的
状
況
の
中
、
谷
崎
潤
一
郎
は
自
ら
の
〈
支
那
趣

和
辻
哲
郎
の
用
い
る
〈
お
伽
噺
〉
は
、
決
し
て
幼
稚
な
発
想
に
よ
る
も

世
界
〉
を
描
い
た
〈
お
伽
噺
〉
で
あ
る
と
結
論
し
た
。

で
は
な
い
。
そ
の
相
反
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
お
伽
噺
と
し
て
の
み
正
当

規
定
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
上
代
か
ら
の
神
仙
諏
の
系
脈
を
押
さ
え
た
上

概
論
」

東
京
書
籍
）
。
そ
こ
に
は
、
「
お
伽

伽
噺
と
し
て
の
竹
取
物
語
」
（
「
思
想
」
第
十
四
号

さ
ら
に
も
う
一
っ
触
れ
て
お
き
た
い
。
大
正
十
一
年
、
和
辻
哲
郎
「
お

云四



べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
作
家
・
詩
人
の
批
評
鑑
賞
は
感
想
や
印
象
に
と

大
正
九
年
、
岡
崎
義
恵
「
古
文
学
の
新
研
究
」
（
「
国
学
院
雑
誌
」
第
二
十

文
は
概
ね
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
古
文
献
の
本
文
批
判
・
訓
詰
注
釈

な
ど
を
中
心
と
す
る
文
献
学
は
、
そ
れ
自
体
に
価
値
が
あ
る
有
意
義
な
基

る
と
は
言
い
難
い
。
古
典
文
芸
研
究
は
、
古
典
を
文
芸
作
品
と
し
て
捉

え
、
そ
の
内
的
本
質
に
迫
り
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
典
文

芸
に
宿
る
精
神
は
、
明
治
・
大
正
時
代
に
お
い
て
は
、
国
文
学
者
に
よ
っ

て
と
い
う
よ
り
も
、
作
家
・
詩
人
の
優
れ
た
批
評
鑑
賞
に
よ
っ
て
導
き
出

さ
れ
た
場
合
が
多
い
。
国
文
学
者
は
、
こ
の
よ
う
な
直
観
的
批
評
に
学
ぶ

ど
ま
り
、
体
系
的
認
識
に
欠
け
る
。
ゆ
え
に
、
古
典
文
芸
研
究
は
、
芸
術

礎
的
作
業
を
包
括
し
た
学
問
で
は
あ
る
が
、
古
典
文
芸
研
究
の
究
極
で
あ

云五

大
正
十
年
前
後
に
お
け
る
〈
お
伽
噺
の
家
〉
の
〈
お
伽
噺
〉
の
背
景
に

て
、
作
者
が
本
作
品
を
構
想
し
、
作
品
構
造
を
組
み
立
て
る
際
、
譲
治
と

け
た
こ
と
の
意
味
は
、
や
は
り
大
き
い
。
「
名
づ
け
」
は
そ
の
「
も
の
」
「
こ

と
」
の
性
質
を
決
め
る
。
通
時
的
の
み
な
ら
ず
、
共
時
的
意
味
を
多
分
に

と
い
う
よ
う
に
、
や
が
て
は
失
わ
れ
て
い
く
そ
の
名
称
と
同
じ
く
、
譲
治

と
ナ
オ
ミ
の
二
人
の
生
活
は
形
を
変
え
て
い
く
。
本
作
品
は
、
記
憶
の
中

や
は
り
そ
の
ま
ま
〈
お
伽
噺
〉
の
舞
台
で
あ
り
、
〈
お
伽
噺
〉
か
ら
童
話
へ

背
負
っ
た
〈
お
伽
噺
〉
と
い
う
タ
ー
ム
を
冠
し
た
〈
お
伽
噺
の
家
〉
は
、

ナ
オ
ミ
の
、
や
が
て
は
失
わ
れ
る
愛
の
拠
点
を
〈
お
伽
噺
の
家
〉
と
名
づ

あ
る
同
時
代
的
意
味
は
、
以
上
見
て
き
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
た
が
っ

六
巻
第
五
号
大
正
九
年
五
月
十
五
日
）
に
注
目
し
た
い
。
岡
崎
義
恵
論

た
可
能
性
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

様
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。

わ
け
、
哲
学
者
で
あ
っ
た
和
辻
哲
郎
の
思
想
を
許
容
し
た
国
文
学
界
の
有

十
号

昭
和
四
十
四
十
年
十
月
一
日
）
と
い
う
分
析
把
握
が
あ
る
。
と
り

大
正
期
に
お
け
る
古
典
研
究
ー
」

「
国
語
と
国
文
学
」
第
四
十
二
巻
第

さ
て
、
〈
大
正
期
に
は
津
田
左
右
吉
と
和
辻
哲
郎
と
い
う
二
つ
の
思
想

的
主
体
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
日
本
文
化
の
意
味
を
見
極
め
よ
う
と

H

本
の
古
典
に
立
ち
む
か
っ
た
〉
（
杉
山
康
彦
「
和
辻
哲
郎
と
津
田
左
右
吉
ー

注
(
4
)

、。し

家
的
直
観
を
超
え
、
科
学
的
芸
術
学
の
厳
正
さ
に
よ
っ
て
理
論
的
・
体
系

注
(
5
)

的
に
作
品
世
界
を
捉
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
が
岡
崎
義
恵
論
文
の
要
旨
で
あ
る
。
非
常
に
象
徴
的
な
言
い
方
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
る
国
文
学
界
の
有
様

が
、
国
文
学
を
専
門
と
し
な
い
哲
学
者
・
和
辻
哲
郎
の
発
言
を
要
請
し
た

感
も
否
め
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
昭
和
期
の
谷
崎
潤
一
郎
は
、
数

多
く
の
作
家
と
同
様
に
古
典
文
芸
に
傾
倒
、
『
源
氏
物
語
』
訳
に
計
三
度
も

取
り
組
む
よ
う
に
な
る
。
大
正
末
期
に
お
け
る
国
文
学
を
中
心
と
す
る
各

分
野
の
融
合
が
、
谷
崎
潤
一
郎
の
日
本
古
典
回
帰
の
一
っ
の
契
機
と
な
っ



表
現
（
傍
線
筆
者
）
を
使
っ
て
い
る
。

伽
噺
の
家
〉

へ
の
切
な
る
想
い
は
、
そ
の
繊
細
な
言
語
選
択
に
表
出
し
て

い
る
。
譲
治
の
語
り
は
、
現
在
か
ら
過
去
の
出
来
事
を
語
る
と
い
う
体
裁

を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
語
り
に
お
い
て
、
過
去
の
両
者
の
関
係
を
説
明
す

る
際
、
《
肉
体
関
係
》
と
い
う
明
確
な
表
現
を
用
い
ず
、
次
に
示
す
曖
昧
な

こ
の
〈
痴
〉

の
世
界
の
中
に
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
、
譲
治
の
〈
お

界
を
選
ん
だ
〉
と
述
べ
て
い
る
。

に
代
わ
る
拠
点
と
し
て
、
他
の
介
入
を
許
さ
な
い

〈
痴
〉
と
い
う
内
的
世

空
間
と
し
て
の
〈
夢
〉
（
お
伽
噺
の
家
）
が
崩
壊
し
た
と
き
、
譲
治
は
そ
れ

版
）
に
お
い
て
、
ナ
オ
ミ
の
〈
淫
ら
な
男
関
係
が
暴
露
さ
れ
〉
、
〈
「
お
伽
噺

に
し
た
が
っ
て
、
実
現
不
可
能
な
望
み
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
〉

て
、
〈
ナ
オ
ミ
の
肉
体
だ
け
に
魅
了
さ
れ
る
〈
痴
人
〉
が
出
現
〉
し
、
〈
現
実

の
家
」
は
譲
治
の
〈
夢
〉
を
託
し
た
空
間
で
あ
っ
た
が
、
ナ
オ
ミ
の
成
長

潤
一
郎
論
伏
流
す
る
物
語
』

平
成
四
年
六
月
三
十

8

双
文
社
出

永
栄
啓
伸
は
「
『
痴
人
の
愛
』
ー
追
憶
の
『
お
伽
噺
の
家
』

I
」
(
『
谷
崎

む
す
び
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

に
あ
る
〈
お
伽
噺
の
家
〉
に
刻
ま
れ
た
空
間
履
歴
を
書
き
留
め
る
作
業
に

る。 を
、
譲
治
の
〈
肉
体
〉
と
い
う
語
に
持
つ
観
念
に
見
定
め
る
こ
と
が
で
き

し
や
す
く
、
か
つ
明
確
な
表
現
を
意
識
的
に
避
け
て
い
る
。
そ
の
理
由

〇
察
し
の
い
、
読
者
の
う
ち
に
は
、
既
に
前
回
の
話
の
間
に
、
私
と
ナ

る
で
せ
う
。
（
五
）

〇
私
と
ナ
オ
ミ
が
始
め
て
さ
う
云
ふ
関
係
に
な
っ
た
の
は
そ
の
明
く
る

年
、
ナ
オ
ミ
が
取
っ
て
十
六
歳
の
年
の
春
、
四
月
の
二
十
六

H
で
し

た
。
（
五
）

〇
兎
に
角
そ
れ
に
依
つ
て
見
る
と
、
私
と
彼
女
と
が
切
っ
て
も
切
れ
な

い
関
係
に
な
っ
た
の
は
、
大
森
へ
来
て
か
ら
第
二
年
目
の
四
月
の
二

と
云
ふ
言
葉
―
つ
も
交
さ
な
い
で
、
暗
黙
の
裡
に
さ
う
云
ふ
結
果
に

な
っ
た
の
で
す
。
（
五
）

譲
治
は
こ
の
語
り
に
お
い
て
、
《
肉
体
関
係
》
と
い
う
読
者
が
最
も
理
解

〇
極
め
て
自
然
に
執
方
が
執
方
を
誘
惑
す
る
の
で
も
な
く
、
殆
ど
此
れ

十
六
日
な
の
で
す
。
（
五
）

オ
ミ
が
友
達
以
上
の
関
係
を
結
ん
だ
か
の
や
う
に
想
像
す
る
人
が
あ

―奏



し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
さ
れ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。

云七

揚
し
て
く
る
中
で
、
〈
混
血
児
〉
た
ち
が
い
か
な
る
差
別
・
偏
見
に

り
に
語
ら
れ
た
セ
リ
フ
で
あ
る
。
譲
治
が
〈
肉
体
〉
と
い
う
語
に
与
え
て

譲
治
は
、
ナ
オ
ミ
の
精
神
性
に
す
で
に
失
望
し
て
い
る
現
在
か
ら
の
語

り
に
お
い
て
で
さ
え
も
、
こ
の
よ
う
な
観
念
が
付
与
さ
れ
た
〈
肉
体
〉
か

む
こ
と
を
依
然
と
し
て
拒
否
し
た
。
こ
こ
に
顕
在
化
す
る
の
は
、
譲
治
の

繊
細
な
言
語
選
択
と
、
〈
お
伽
噺
の
家
〉
で
の
〈
罪
の
な
い
〉
ナ
オ
ミ
と
の

美
し
い
生
活
へ
の
郷
愁
で
あ
る
。
記
憶
の
中
に
美
し
く
あ
る
ナ
オ
ミ
と
の

生
活
を
、
た
と
え
そ
れ
が
汚
れ
て
し
ま
い
、
今
は
過
去
の
時
間
の
中
に
し

か
な
い
と
し
て
も
、
譲
治
は
美
し
く
そ
し
て
貴
重
な
想
出
と
し
て
大
切
に

年
九
月
[
日
付
不
詳
]

戦
争
及
び
第
一
次
冊
界
大
戦
等
を
経
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高

れ
、
実
践
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
日
清
•
H

露

生
み
、
人
種
・
民
族
に
変
質
を
き
た
す
と
い
う
反
対
意
見
が
示
さ

民
族
間
の
雑
婚
は
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
不
調
和
な
個
体
を

を
生
み
出
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
識
者
か
ら
、
異
人
種
・
異

ら
形
成
さ
れ
る
《
肉
体
関
係
》
と
い
う
表
現
を
、
両
者
の
関
係
に
組
み
込

と
は
、
日
本
人
を
優
秀
人
種
に
す
る
た
め
に
西
洋
人
と
の
混
血
児

登
場
し
、
公
的
、
私
的
に
様
々
に
議
論
さ
れ
た
。
「
黄
白
雑
婚
論
」

石
川
半
次
郎
）

の
「
黄
白
雑
婚
論
」
が

い
る
観
念
は
、
精
神
性
の
欠
如
を
意
味
す
る
。

(
l
)
明
治
二
十
年
前
後
、
高
橋
義
雄
『
日
本
人
種
改
良
論
』
（
明
治
十
七

注 看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
〈
や
っ
ぱ
り
育
ち
の
悪
い
者
は
争
は
れ
な
い
、
千
束
町
の
娘
に

は
カ
フ
エ
エ
の
女
給
が
相
当
な
の
だ
、
柄
に
な
い
教
育
を
授
け
た
と
こ
ろ

で
何
に
も
な
ら
な
い
〉
と
い
う
〈
あ
き
ら
め
〉
を
抱
い
た
時
、
嘆
息
混
じ

の
奥
行
き
に
、
作
者
一
流
の
プ
ロ
ッ
ト
観
、

い
わ
ば
〈
構
造
的
美
観
〉
を

立
項
に
よ
る
作
品
の
構
造
化
に
、
か
つ
ま
た
、
そ
れ
ら
の
同
時
代
的
意
味

な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
。
（
七
）

る
。
〈
西
洋
人
〉
／
〈
混
血
児
〉
、
〈
お
伽
噺
の
家
〉
／
〈
世
間
〉
と
い
う
対

る
姿
態
の
美
し
さ
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
こ
に
は
精
神
的
の
何
物
も

羅
列
に
陥
ら
ず
、

そ
の
物
語
行
為
に
お
い
て
見
事
に
小
説
化
さ
れ
て
い

は
彼
女
の
皮
膚
や
、
歯
や
、
唇
や
、
髪
や
、
瞳
や
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ

さ
う
で
す
、
私
は
特
に
『
肉
体
』
と
云
ひ
ま
す
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ

本
作
品
は
、
譲
治
の
一
人
称
語
り
に
よ
っ
て
現
在
か
ら
過
去
の
出
来
事

を
語
る
と
い
う
体
裁
を
採
り
な
が
ら
も
、
決
し
て
断
片
的
な
私
的
内
容
の



照
し
た
。

双
文
社
出
版
）
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。

抄
』
に
み
る
竹
取
物
語
の
影
」
（
『
『
春
琴
抄
』
の
研
究
』

平
成
七

お
け
る
『
竹
取
物
語
』
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
修
「
『
春
琴

年
十
一
月
二
十
五
日

(
5
)
菊
田
茂
男
「
岡
崎
義
恵
1

日
本
文
芸
学
の
提
唱
ー
」
（
「
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
」
第
五
十
七
巻
第
八
号

平
成
四
年
八
月
一

H
)
を
参

（
「
中
央
公
論
」
第
四
十
八
年
第
六
号
昭
和
八
年
六
月
一
日
）
に

と
の
関
係
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
春
琴
抄
」

ら
れ
、
そ
の
差
異
が
消
滅
す
る
よ
う
で
あ
る
。

大
正
十
三
年

(
3
)
〈
人
形
浄
瑠
璃
〉
の
舞
台
に
つ
い
て
、
「
蓼
喰
ふ
虫
」
に
〈
―
つ
の
お

世
界
〉
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
文
学
に
お
い
て
は
、

昭
和
初
年
代
に
な
る
と
、
〈
お
伽
噺
〉
と
〈
童
話
〉
が
同
列
に
用
い

(
4
)
ち
な
み
に
、
「
痴
人
の
愛
」
の
譲
治
は
、
ナ
オ
ミ
に
と
っ
て
の
〈
お

伽
噺
の
家
〉
を
〈
籠
〉
に
喩
え
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
『
竹
取
物
語
』

（
な
か
た
に

伽
噺
の
国
ー
何
か
童
話
的
な
単
純
さ
と
明
る
さ
と
を
持
つ
幻
想
の

傍
点
を
省
略
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

説
」
〉
と
し
て
い
る
。

本
稿
引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
全
三
十
巻
（
昭
和
五
十
六
年
五
月

二
十
五
日
＼
五
十
八
年
十
一
月
十

H
も
と
の
ぶ
／
城
星
学
園
高
等
学
校
教
諭
）

中
央
公
論
社
）
に
拠
り
、

十
一
月
一
日
）
に
お
い
て
、
作
者
は
本
作
品
を
〈
一
種
の
「
私
小

(
2
)
「
痴
人
の
愛
は
し
が
き
」
（
「
女
性
」
第
六
巻
第
五
号

[
付
記
]
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