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二
「
一

で
は
「
斎
藤
喜
博
に

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を

「
学

ま
に
模
倣
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
た
し

可
能
で
あ
ろ
う
か
？
　

，」
れ
ま
で
可
能
で
あ

っ
た
ろ
う
か

た
、
実
践
を
導
く

「教
授
学
」

あ

つ
た
。

ぃ
ま
た
何
を

「学
ぶ
」
こ
と
が
願
い
と
さ
れ
て
き
た
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あ

る
ろ
う
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べ
て
の
人
々
の
共
通
の
願
い
の
一
つ
で
あ

っ
た

藤
喜
博
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
そ
の
ま

に
は
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
果
し
て

か
？
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私
が
そ
の
曲
を
選
ん
だ
理
由
を
説
明
し
た
。
先
生
の
顔
は
曇

っ
て
来
た
。
私
は
私
の
説
明
が
先
生
の
心
を
満
足
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
を

感
じ
て
い
た
。

「海
の
場
面
な
ら
海
に
ち
な
ん
だ
題
名
の
音
楽
。
山
の
場
面
な
ら
山
に
ち
な
ん
だ
音
楽
。
雪
な
ら
雪
の
音
楽
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
と
ら

わ
れ
る
の
で
す
か
。
な
ぜ
、
自
分
の
感
性
を
も
つ
と
自
由
に
解
放
で
き
な
い
の
で
す
か
。
海
の
場
面
を
よ
り
よ
く
表
現
で
き
る
た
め
な
ら

ば
、
な
に
も
水
と
関
係
の
あ
る
音
楽
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。」

先
生
の
批
判
は
私
の
胸
に
こ
た
え
た
。
そ
れ
は
芸
術
表
現
の
機
微
に
つ
い
て
、
い
か
に
自
分
が
浅
薄
な
理
解
し
か
持

っ
て
い
な
か
っ
た

か
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
痛
烈
な
告
発
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

子
ど
も
の
創
造
的
な
表
現
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
教
師
が
芸
術
や
子
ど
も
の
事
実
に
対
し
て
自
由
な
と
ら
わ
れ
な
い
精

神
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
し
な
や
か
な
日
で
子
ど
も
の
事
実
を
ま
っ
す
ぐ
に
凝
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

海
の
場
面
な
ら

「松
原
遠
く
…
…
」
雪
の
場
面
な
ら

「
雪
や
こ
ん
こ
…
…
」
で
は
あ
ま
り
に
形
式
的
説
明
的
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
表
面

的
な
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
真
に
子
ど
も
の
豊
か
な
表
現
を
ひ
き
出
す
実
践
に
は
な
り
え
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

教
師
が
長
い
問
「
そ
ん
な
形
式
的
な
仕
事
を
続
け
て
い
け
ば
、
教
師
に
之
っ
て
き
わ
め
て
だ
い
じ
な
想
像
力
も
い
つ
の
間
に
か
枯
渇
す

る
一
そ
し
て
人
間
の
魂
を
失

っ
た
ひ
か
ら
び
た
表
現
の
形
骸
だ
け
が
、
も

ρ
と
も
ら
し
い
衣
装
を
ま
と

，っ
て
横
行
す
る
。　
　
　
　
　
　
′

‘
先
生
は
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
先
生
は
き
っ
と
そ
う
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
と

私
は
思

っ
た
げ
・　
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実
践
の
質
は
教
師
の
も
つ
文
化
や
芸
術
の
セ
ン
ス
と
す
る
ど
く
対
応
す
る
。
な
ら
ば
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
お
の
れ
の
セ
ン
ス
を
み
が

い
て
い
つ
た
ら
い
い
の
か
。
巨
き
な
障
壁
が
私
の
行
手
に
立
ち
ふ
さ
が

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
し
か
し
私
は
そ
れ
に
立
ち
向
か
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
立
ち
向
か
う
こ
と
に
よ
つ
て
ハ
ど
こ
か
に
道
は
開
け
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
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，
　
　
，
‐

/´
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斎
藤
喜
博
に
お
け
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
と
は
、
斎
藤
喜
博
が
自
ら
の
自
我
を
賭
け
、
長
い
年
月
を
掛
け
て
、
自
ら
の
力
で
そ
の

世
界
を
形
成
し
、
そ
の
世
界
に
お
け
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
と
し
て
形
成
し
て
き
た
、
そ
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
な
の
だ
。
と

す
る
と
、
そ
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
私
達
が

「
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
形
成
の
過
程
を

「
学
ぶ
」
こ
と
を
通
し
て
、

私
達
び
と
り
ひ
と
り
が
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
ら
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
自
ら
鍛
え
、
自
ら
の
自
我
と
世
界
を
形
成
し
て
い
く

こ
と
で
は
な
い
か
？

以
下
は
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を

「
学
ぶ
」
こ
と
を
願
い
つ
つ
試
み
る
省
察
で
あ
る
。

一
、

い
か
な
る
理
論
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
か
？

い
ま
仮
に
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を

「
学
ぶ
」
と
は
、
た
だ
既
に
形
成
さ
れ
た

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
模
倣
す
る
こ
と

で

は

尽
く
さ
れ
ず
、
自
ら
が
そ
れ
ら
を
形
成
す
る
こ
と
だ
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
の
研
究
も
理
論
も
、
私
達
が

自

ら
　
″

の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
形
成
す
る
こ
と
を
促
す
時
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
助
け
る
時
、
は
じ
め
て
私
達
に
と

っ
て
真
の
存
在
理
由

を
も

つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

私
達
の
求
め
て
い
る
理
論

・
研
究
は
―
―
も
し
そ
れ
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
―
―

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
分
り

や
す
く
説
明
し
て
く
れ
る
理
論
、
殊
に
た
だ
説
明
す
る
だ
け
で
事
足
れ
り
と
す
る
理
論
、
で
は
な
く
て
、
私
達
自
身
が

「
み
る
」
と

「
み

え
る
」
を
自
ち
形
成
す
る
こ
と
を
少
し
で
も
助
け
促
し
て
く
れ
る
理
論
な
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

も

つ
と
も
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
理
論
も
そ
れ
な
り
に
、
現
時
点
で
は
、
存
在
理
由
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
み
る
」
と
か
、

「
み
え
る
」
と
い
う
事
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
人
に
広
く
知
ら
せ
、
説
得
的
に
そ
の
重
要
性
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
理
論
で
あ

る
。
な

ぜ
な
ら
、‐
教
育
の
世
界
で
は
、
未
だ
に
、
「
み
る
」
と
，
パ
‐「

み
え
る
」
の
存
在
も
重
要
性
も
認
め
な
い
よ
う
な
考
え
方
を
採
る
人
々
は
多

い
わ
け
だ
し
、
そ
う
い
う
人
々
が
教
育
実
践
に
携
わ
り
、
教
育
を
研
究
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
、
そ
れ
な
り
に
存
在

理
由
が
あ
る
、
と
い
っ
た
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
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し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
論
は
、
も
し
た
だ
そ
れ
だ
け
に
留
ま
る
な
ら
、
教
育
実
践
に
お
け
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
の
重
要
性
を

既
に
強
く
確
信
し
て
い
て
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
何
と
か
し
て
自
ら
の
も
の
と
し
た
い
と
願
い
、
も
が
き
苦
し
ん
で
い
る
人
に
と

っ
て
は
、

あ
ま
り
大
き
な
意
味
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
人
は
い
う
だ
ろ
う
。
「
重
要
だ
と
い
う
こ
と
は
も
う
間
か
な
く
て
も
よ

い
。
私

が

知
り
た
い
の
は
、
そ
れ
と
私
が
ど
う
や
っ
て
身
に
つ
け
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」
と
。
　
　
　
　
　
　
「

。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
私
達
に
最
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
理
論
は
、
私
達
自
身
が

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
と
に
お
い
て
少
し
で
も
進

歩
し
、
豊
か
に
な
る
こ
と
を
促
し
助
け
て
く
れ
る
理
論
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
仮
に
、
私
達
が
い
ま
、
未
だ
、
み
な
い
し
、
み
え
な
い
し
、
「
み
る
力
」
を
持
た
な
い
と
し
よ
う
。
そ
し
て
、
授
業
実

践

の

場
に
お
い
て
、
あ
る
事
実
を
前
に
し
て
、
そ
の
事
実
を
よ
く
み
て
い
る
誰
か
が
、
た
だ
、

「
よ
く
み
よ
／
」
　

・
　

　

‥

と
だ
け
言

っ
た
と
し
よ
う
。
‘
，
１
　
　
‐
，
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¨
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‘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨
　

マ

そ
の
こ
と
ば
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
も
、
ぼ
ん
や
つ
と
し
て
い
た
私
達
に
と
っ
て
は
、
よ
く

「
み
る
」
た
め
の
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は

「
み
る
」
を
促
じ
助
け
る
・。
も

っ
と
も

「
よ
く
み
よ
／
」
と
の
こ
と
ば
を
、
テ
ー
プ

レ
コ
ー
ダ
ー
で
繰
り
返
し
聞
か
さ
れ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
い
そ
れ
程
の
助
け
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
実
践
の
事
実
を
よ
く
み
て
い
る
人
が
、
そ
の
場
で

「
よ

く
み
よ
」
と
い
っ
て
く
れ
た
時
、
私
達
の
‐
「
み
る
」
が
促
さ
れ
、
助
け
と
な
る
の
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，　
　
Ｌ

「
だ
が
、
「
よ
く
み
よ
／
」
と
い
う
こ
と
ば
だ
け
で
は
ま
だ
、
十
分
と
は
全
く
い
え
な
い
。
「
よ
く
み
よ
／
」
に
加
う
る
に
、
さ
ら
に
何
か

こ
と
ば
に
い
い
表
わ
し
う
る
こ
と
は
な
い
も
の
か
？
　
そ
し
て
、
そ
れ
が
理
論
、
研
究
と
な

っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
も
の

か

。？
　
‘
　

　

　

　

「

二
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」

実
践
と
研
究
の
基
盤
で
あ
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
来
た
。

は
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研
究
者
も
実
践
者
も
、
み
え
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
研
究
者
に
つ
い
て
い
え
ば
―
―

研
究
そ
の
も
の
が
、
実
践
に
お
け
る
創
造
の
触
媒
で
あ
り
、
実
践
に
お
け
る
創
造
の
、
実
践
家
の
間
の
、
伝
え
合
い
の
媒
介
で
あ
る
、

と
い
う
性
格
を
も

っ
て
い
る
。

実
践
に
お
け
る
創
造
は
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
と
す
る
と
、
研
究
者
が
研
究
に
お
い
て
研

究

者

の
役
割
を
十
分
に
果
た
す
た
め
に
は
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に

つ
い
て
深
い
理
解
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
た
め

に

は
、

自
ら
も

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
の
体
験
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
自
ら
の
体
験
な
く
し
て
は
、
研
究
者
自

身
が
確
信
を
持

つ
こ
と
の
で
き
る
研
究
を
創
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
は
実
践
研
究
に
不
可
欠

で
あ

り
、
そ
の
根
底
的
な
基
盤
な
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
実
践
者
に
つ
い
て
は
ど
う
か
―
―

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
な
し
に
、
豊
か
な
実
践
は
不
可
能
だ
。

こ
の
こ
と
を
今
更
こ
こ
で
論
じ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
″

た
だ
、
逆
に
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
が
あ
れ
ば
よ
り
よ
い
実
践
の
創
造
も
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
て
お
い
て
も

よ

い
だ
ろ
う
。

な
ぜ
可
能
か
？
　
　
　
　
‐

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
が
あ
れ
ば
、
実
践
者
は
さ
ま
ざ
ま
に
事
実
を
創
る
こ
と
を
試
み
る
な
か
で
、
ア
」れ
で
は
な
い
」
「あ
れ
で
も
な

　

。

い
」
と
探
索
し
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に
適

っ
た
事
実
を
発
見
し
た
時
に
は
、
「
そ
れ
だ
／
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
が
あ
れ
ば
、
子
ど
も
が
い
ろ
い
ろ
試
み
る
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
創
り
出
し
、
そ
の
中

か

ら

実
践
者
が
よ
し
と
す
る
も
の
を
選
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
も
あ
る
。

一
た
と
え
ば
、
斎
藤
喜
博
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
…
…
私
は
、
子
ど
も
た
ち
の
足
音
を
よ
く
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

『
い
ま
の
足
音
は
だ
め
だ
、
そ
ん
な
足
音
が
あ
る
か
』
と
言

っ
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た
り
、
い
い
音
に
な

っ
て
く
る
と
、
『
そ
れ
が
い
い
ん
だ
、
今
の
音
は
き
れ
い
だ
』
と
指
摘
し
、
ほ
め
て
や
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。
そ

う
す
る
と
子
ど
も
た
ち
は
、
『
あ
あ
そ
う
か
、
さ

つ
き
の
は
乱
暴
か
、
そ
う
言
え
ば
快
く
な
か
っ
た
な
。
今
度
の
は
い
い
音

だ
。
気

持

が
い
い
な
』
と
い
う
ふ
う
に
な

っ
て
い
く
。

こ
ち
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
向
う
に
伝
わ
っ
て
い
っ
て
、
向

こ
う
が
、
フ
）れ
か
』
と
推

察

し

工
夫
し
て
表
現
し
て
い
く
わ
け
で
す
。」
（斎
藤
喜
博
　
一
九
七
九
年
　
八
四
ベ
ー
ジ
）
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
，

こ
う
し
て
、
子
ど
も
と
共
同
し
て
、
創
造
的
な
実
践
の
事
実
を

つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
が
あ
れ
ば
、
実
践
も
、
原
則
的
に
は
、
で
き
る
の
だ
、
と
い
っ
て
よ
い
。

―
　
　
　
　
　
　

ｒ́
　
　
，
‐

そ
こ
で
、
そ
れ
ほ
ど
に
重
要
な

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
は
、
実
践
と
研
究
の
中
で
、
い
か
に
し
て
創
り
出
さ
れ
て
い
く
の
か
、
と
い

う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
・
・
　
　
　
‐‐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

い
い
か
え
れ
ば
、
私
達
自
身
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
創

っ
て
行

っ
た
ら
よ
い
の
か
を
わ
か
る
こ
と
が
、
私
達

に
と
っ
て
非
常
に
大
切
に
な

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
　
　

１
一
『
‘
　

　

　

　

‐，
　
　
　
　
　
　
‐
　

，　
　
　
　
　
　
　
・
・
‐

‐

そ
の
た
め
に
は
い
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に
つ
い
て
ま
ず
わ
か
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ド
　
　
　
、
　

　

・

¨

，‐
‐

‐
，
　

ｒ
　

‐

ｒ．　
三
、
「
み
る
」
は
創
造
的
な
体
験
で
あ
る
　
　
一―‘

「
み
る
」
と
は
、
そ
れ
ま
で
み
て
い
な
が

っ
た
も
の
ご
と
を

「
み
る
」
こ
と
で
あ
つ
、
そ
う
し
た
体
験
を
通
し
て
、
そ
れ
ま
で
み
え
て
い

な
か
っ
た
も
の
を
■
み
え
る
」
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
，　
　
　
　
　
７ｒ
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
　

　

　

　

　

‐
　
　
．

「
み
る
」
は

「
み
え
る
」
を
創
り
出
す
創
造
的
な
体
験
な
の
だ
。

「
み
る
」
は
、
は
じ
め
は

一
定
の
努
力
を
要
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ま
で
み
え
て
い
な
か

っ
た
も
の
を

「
み
る
」
た
め
に
は
、
自
己
の

世
界
の
、
小
さ
い
な
が
ら
も
、
ひ
と
つ
の
変
革
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
自
明
と
し
て
き
た
こ
と
を
改
め
て
し

か
と

「
み
る
」
、
シ」れ
ま
で
気
づ
か
な
か

っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
て

「
み
る
」
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
自
己
の
世
界
の
変
化
の
は
じ
ま
り
で

も
あ
る
。
新
ら
た
に

「
み
る
」
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
自
明
と
し
、
そ
の
よ
う
に
気
づ
か
ぬ
、
そ
う
い
う
世
界
に
生
き
て
い
た
自
我
を
否



T・

イ
⌒

ヽ

定
し
、
新
げ
た
な
世
界

へ
と
脱
け
出
し
て
い
く
端
緒
で
も
あ
る
。
だ
が
、
ひ
と
が
自
己
の
世
界
を
変
え
る
こ
と
に
は
必
ず
抵
抗
が
あ
る
。

「
み
る
」
が
努
力
を
要
す
る
の
は
そ
の
た
め
だ
。

だ
が
、
み
て
い
な
か
っ
た
も
の
を

「
み
る
」
こ
と
で
、
み
え
て
い
な
か
っ
た
も
の
を

「
み
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
「
み
え
る
」
よ

う

に

す
る
こ
と
で
、
次
第
に

「
み
る
」
努
力
を
特
別
に
し
な
く
て
も
、
自
然
に

「
み
え
る
」
よ
う
に
な
る
、
そ
れ
が

「
み
る
力
」
の
形
成
な
の

だ
。
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
よ
う
に

「
み
え
る
」
世
界
の
創
造
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

武
田
常
夫
は
、
「
子
ど
も
が

『
見
え
る
』
と
い
う
こ
と
」
と
題
す
る

一
文
の
中
で
、
斎
藤
喜
博
の

「
謙
虚
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
を

よ

く
見
る
こ
と
で
す
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
、
武
田
自
身
の
教
育
の
仕
事
の
中
で
、
次
第
に
深
く
理
解
さ
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
（武
田
常
夫
　
一
九
七
七
年
）

そ
の
一
節
に
、
「焦
点
を
定
め
て
見
る
こ
と
」
と
い
う
、
月
見
草
が
花
び
ら
を
開
く
の
を
見
た
際
の
美
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ

れ

て

い
る
。

あ
る
夕
、
利
根
川
の
川
原
の
道
を
歩
い
て
武
田
と
二
人
で
帰
宅
の
途
に
あ

っ
た
斎
藤
は
、

月
見
草
を
見
る
こ
と
に
武
田
を
誘
う
。
二
人
　
％

は
な
ら
ん
で
腰
を
お
ろ
す
。
「
月
見
草
な
ど
見
あ
き
る
く
ら
い
見
て
い
た
」
武
田
は
そ
こ
で

「
ぼ
ん
や
り
と
煙
草
を
す

っ
た
。」
だ
が
、
十

分
も
た
た
な
い
間
に
月
見
草
が
音
も
な
く
花
を
開
い
て
い
る
こ
と
に
武
田
は
気
づ
き
、
「
あ
れ
」
と
驚
く
。
斎
藤
は
い
う
。

「
ぼ
ん
や
り
見
て
い
て
も
、
花
の
開
く
よ
う
す
は
わ
か
り
ま
せ
ん
よ
。　
一
つ
だ
け
じ
っ
と
見

つ
め
る
の
で
す
。」
（同
前
書
　
一
五
五
ベ
ー
ジ
、

傍
点
・
引
用
者
）
　

′　
　
　
　
　
¨

武
田
は
、
ひ
と
み
を
こ
ら
し
て

一
つ
の
花
を
見
る
。
そ
し
て
、
そ
の
花
が
花
び
ら
を
目
の
前
で
開
く
の
を
は
じ
め
て
見
る
。
斎
藤
は
こ

う
い
う
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

「
月
見
草
に
か
ぎ
ら
ず
、
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
は

一
つ
の
こ
と
を
ね
ば
り
づ
よ
く
見

つ
づ
け
て
い
く
こ
と
で
す
ね
。
あ
れ
も
こ
れ
も

と
欲
ば

っ
た
り
、
い
ち
ど
に
大
き
な
こ
と
を
や
ろ
う
な
ど
と
気
負

っ
て
も
だ
め
な
ん
で
す
ね
。
小
さ
な
こ
と
を
ね
ば
り
づ
よ
く
、
ば
か
ば

か
し
い
よ
う
な
努
力
を

つ
み
上
げ
て
い
か
な
い
か
ぎ
り
、
ほ
ん
も
の
を
つ
か
む
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
と
ぼ
く
は
思
い
ま
す
ね
。」
（同

前
書
　
一
五
六
ペ
ー
ジ
）　
　
　
　
　
　
　
　
．

r⌒
｀
、



武
田
は
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
る
。
「先
生
は
、
月
見
草
の
こ
と
を
た
と
え
に
し
な
が
ら
、
じ
つ
は
、
仕
事
の
こ
と
、
教

師
の
生
き
方
、
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
わ
た
し
は
思
っ
た
。」
（同
前
書
一
五
一ハ
ペ
ー
ジ
）

斎
藤
が
若
い
頃
、
月
見
草
の
花
が
開
く
と
き
音
が
す
る
と
い
う
話
を
確
か
め
る
た
め
に
何
日
も
川
原

へ
通
っ
た
と
い
う
挿
話
を
思
い
起

し
た
武
田
は
ヽ
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
レ、
る
い
　
　
」
‐
　

―
■
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
　

，

「
ひ
と
に
よ
つ
て
は
、
月
見
草
の
花
が
咲
く
と
き
に
音
を
た
て
よ
う
と
立
て
ま
い
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
調
べ
て
何
の
得
に
な
る
か
と
い
う

か
ｔ
ｔ
れ
な
い
”
ｔ
か
し
わ
た
し
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
そ
う
し
た
行
為
の
底
を
つ
き
う
ご
か
す
自
然
の
い
と
な
み
に
対
す
る
か
ぎ
り
な

い
憧
憬
と
愛
着
、
事
実
を
と
こ
と
ん
突
き
つ
め
な
け
れ
ば
ひ
き
さ
が
ら
な
い
執
着
心
、
そ
の
た
め
の
執
拗
な
努
力
を
ぬ
き
に
し
て
斎
藤
喜

博
な
る
資
質
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
わ
た
し
は
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

一
見
ば
か
ば
か
し
い
よ
う
な
努
力
を

一
つ
一
つ
つ
み
上
げ

て
行
く
行
為
を
ぬ
き
に
し
て
人
間
の
精
神
を
確
た
る
も
の
に
は
ぐ
く
む
す
べ
な
ど
あ
り
は
し
な
い
と
思

っ
た
の
で
あ
る
。」
（同
前
書
　
一
五

六
―
七
バ
ー
ジ
〉
‐
′
●
‐‐
・
―

・ヽ
，
一　
　
・―
―
　
］
―
　
一　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

こ
の
エ
ピ
ソ
■
ド
に
は
、
武
田
の
こ
と
ば
に
も
あ
る
よ
う
に
、
斎
藤
喜
博
の

「
み
る
」
の
本
質
が
、
ひ
い
て
は
、
斎
藤
喜
博
の
本
質
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の

‐
だ
２
一
私
は
思
う
。
（注
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

・
斎
藤
喜
博
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に
は
、
斎
藤
喜
博
の
人
間
と
そ
の
生
き
方
が
、
ま
た
、
そ
の
自
我
と
世
界
が
、
込
め
ら
れ
て
い

る
の
だ
´

‐そ
し
て
い
そ
の
自
我
と
世
界
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

「
み
る
」
と
い
う
創
造
体
験
に
よ
っ
て
創
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
そ
う
私

は
思
う
ギ
「■

卜

‐
′

・■

■

咄
　
″
ｌ

ｒ
ｉ
，‐　

・
「
　

ｒ

，

四
、

何

を

「
み
る
」

の
か
、

何
が

「
み
え

る
」

の

か

多
種
多
様
な

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
が
あ
る
。
た
だ
、
す
べ
て
の

「
み
る
」

る
」
の
だ
と
い
う
こ
と
、
コ
型
兄
す
る
」
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
み
え
る
」

容
の
豊
か
さ
を
認
め
る
立
場
と
つ
な
が

っ
て
い
る
。
（注
３
）

に
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は

「直
か
に
み

に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「知

覚
」
の
内

くヽ



で
は
、
「
み
る
」
に
お
い
て
は
、　
一
体
、
何
を

「
み
る
」
の
か
？
　
人
間
の

「
み
る
」
内
容
の
す
べ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
種
類
の
す

べ

て
、
を
こ
こ
で
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
自
体

一
つ
の
大
き
な
研
究
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

し

か
し
、
た
と
え
ば
、
授
業
に
か
か
わ
り
の
あ
る
範
囲
に
限
定
し
て
も
、
私
達
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
ろ
も
ろ
の

「
何
」
を
考
え
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。

自
然
の
事
物
を

「
み
る
」。
「
月
見
草
を
見
る
」
も
そ
の
一
つ
。
「冷
め
た
く
」
「
自
然
科
学
的
」
「
客
観
的
」
に

「
み
る
」
の
も

一
つ
で

あ
り
、
「暖
か
く
」
コ
バ
術
的
」
「
文
学
的
」
ヨ
日
楽
的
」
に

「
み
る
」
、
あ
る
い
は
、
「
主
観
的
」
に

「
み
る
」
の
も
ま
た

一
つ
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
事
物
の
、
陰
と
な
っ
て
直
接
に
は
み
え
て
い
な
い
Ｌ

こ
ろ
を

「
み
る
」。
「厚
み
」
を

「
み
る
」。
物
事
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面

や
契

機
を

「
み
る
」
。

文
化
的
な
所
産
を

「表
現
」
と
し
て

「
み
る
」。
子
ど
も
の
絵
を

「
み
る
」
も
ま
た
そ
の
一
つ
。
そ
れ
は
絵
を

「
み
る
」
だ
け
で

は

な

く
、
そ
の
絵
を
描
い
た
子
ど
も
の
世
界
を

「
み
る
」
こ
と
で
も
ぁ
る
。
メ
ル
ロ
ー

・
ポ

ン
テ
イ
は
書
い
て
い
る
。
「
私
は
絵
を
見
る
と

い

う
よ
り
は
む
し
ろ
、
絵
に
従

っ
て
、
絵
と
と
も
に
見
て
い
る
」
（Ｍ
・
メ
ル
ロ
＝
ボ
ン
テ
イ
　
一
九
一ハ
六
年
　
一一六
一
ベ
ー
ジ
）
の
だ
と
、
そ

し

て
，、
絵
と
と
も
に
見
る
こ
と
を
通
し
て
、
私
達
は
、
そ
の
絵
を
描

い
た
子
ど
も
と
と
も
に
世
界
を

「
み
る
」
の
で
も
ぁ
り
、
ま
た
そ
の
子

ど
も
の
世
界
を

「
み
る
」
の
で
も
あ
り
、
そ
の
子
ど
も
の
世
界
に
住
み
つ
く
の
で
も
あ
り
、
そ
う
し
て
、
そ
の
子
ど
も
を

「
み
る
」
の
で

も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
，

以
上
の
こ
と
は
、
科
学

・
芸
術
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
全
く
同
様
に
妥
当
す
る
。
科
学

・
芸
術
を
学
ぶ
と
は
、
科
学

者
や
芸
術
家
の
世
界
に
住
み
つ
く
こ
と
で
も
あ
り
、
科
学

・
芸
術
に
従

っ
て
、
科
学

・
芸
術
と
と
も
に

「
み
る
」
こ
と
で
も
ぁ
る
の
だ
。

理
念
、
本
質
を

「
み
る
」。
た
と
え
ば
、
自
墨
で
黒
板
上
に
描
い
た

一
つ
の
具
体
的
な
二
等
辺
三
角
形
を
見
て
、
コ
一等
辺
三
角
形
」
そ

の
も
の
を
観
る
。

人
間
と
し
て
、
教
師
と
し
て
、
子
ど
も
を

「
み
る
」。
子
ど
も
が
そ
の
時
々
に
、
何
を
ど
う
考
え
、
ど
う
感
じ
て
い
る
か
、
ど
う

す

る

で
ぁ
ろ
う
か
を
見
透
す
。
子
ど
も
の
思
い
や
考
え
を

「
み
る
」。
子
ど
も
の
表
情
を

「
み
る
」。

∩

/⌒ヽ



)

教
師
と
し
て
教
材
だ
け
を
み
て
、
子
ど
も
が
そ
の
教
材
を
ど
の
よ
う
に

「
み
る
」
だ
ろ
う
か
を

「
み
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

こ
う
し
て
挙
げ
れ
ば
限
り
が
な
い
。
そ
し
て
、
ど
の
一
つ
を
と
り
挙
げ
て
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
詳
し
い
研
究
を
必
要
と
す
る
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
テ
し
た
も
ろ
も
ろ
の

「
み
る
」
に
お
い
て
優
れ
て
い
た
斎
藤
喜
博
が

「
人
と
人
と
の
間
」
の

「気
」
を

「
み
る
」
こ
と

に
お
い
て
特
に
優
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

「
気
」
、
そ
れ
は
、　
一
般
に
は

「
気
分
」
（ボ
ル
ノ
ー
）
と
か

「雰
囲
気
」
（
テ
レ
ン
パ
ツ
Ｃ

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
近
い
。
（注
４
）

「
気
」
の
、
日
本
語
に
お
け
る
用
例
と
し
て
木
村
敏
が
挙
げ
て
い
る
も
の
に
次
の
例
が
あ
る
。
　
　
　
‐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

「
気
が
あ
る
、
気
の
多
い
、
気
が
利
く
、
気
落
ち
、
気
お
く
れ
、
気
軽
な
、
気
が
重
い
、
気
が
沈
む
、
気
が
張
る
、
気
が
ふ
さ
ぐ
、
気

が
強

い
、
気
が
弱
い
、
気
が
長
い
、
気
が
短
い
、
気
楽
、
気
苦
労
、
気
ざ
わ
り
、
気
の
毒
、
気
構
え
、
気
疲
れ
、
気
を

つ
か
う
、
気
が

つ
く
、
気
に
な
る
、
気
が
か
り
い
気
が
ね
、
気
乗
り
、
気
味
悪
い
、
気
が
す
る
、
気
が
な
い
、
気
が
す
む
、
気
が
向

く
、
気

が

も

め

る
、
気
に
入
る
、
気
に
か
け
る
、
気
に
さ
わ
る
、
気
に
す
る
、
気
を
く
ば
る
、
気
を
持
た
せ
る
、
気
を
ま
わ
す
、
気
を

つ
け
る
、
気
に

病
む
、
等
々
」
（木
村
敏
　
一
九
七
二
年
　
三
ハ
七
ペ
ー
ジ
）
　

‐　
　
　
　
　
　
　
・　

　

‐
　

，
　

「
・
、
一
　

『

　́
　
　
‘

木
村
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
表
現
さ
れ
て
い
る

「
気
」
は
大
部
分
自
分
以
外
の
相
手
と
の
関
連
で
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、

そ
の
多
く
が
、
自
分
自
身
の

「
気
分
」
が
相
手
側
の
事
情
の
み
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
様
子
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘

し

て

い

る
。
そ
し
て
、　
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
気
に
お
い
て
、
自
己
と
相
手
と
は
、
い
っ
さ
い
の
言
語
的
、
表
情
的
伝
達
に
先
立

っ
て
、
根
源
的
、
絶
対
的
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
自
分
の
気
に
生
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
相
手
の
気
に
生
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
相
手
の
気
の
動
静
は
そ
の
ま
ま
自
分
の
動

静
と
し
て
自
党
さ
れ
る
」
（木
村
敏
　
一
九
七
八
年
　
一
六
六
ベ
ー
ジ
）
と
。
ま
た

「気
」
は

「
個
人
を
超
え
、
個
人
を
含
む
よ
う
な
雰

囲

気

的
な
性
質
を
も

っ
た
も
の
」
と
も
、
「
人
と
世
界
の
間
、
人
と
人
と
の
間
の
出
来
事
」
Ｌ
も
と
ら
え
て
い
る
。

斎
藤
喜
博
は

「気
」
を

「
み
る
」
の
に
優
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
斎
藤
は
こ
う
書
い
て
い
る
。



∩
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「
…
…
私
は
授
業
中
の
学
校
の
廊
下
を
歩
い
て
い
く
と
、
教
室
の
ほ
う
を
み
な
い
で
歩
い
て
行

っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
室
の
授
業
の

大
体
の
空
気
は
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
室
と
は
反
対
側
を
向
い
て
歩
い
て
い
く
の
だ
が
、
コ
』
の
教
室
は
緊
張
し
集
中
し

て

い

る
』
と
か
、
コ
）
の
教
室
は
だ
れ
た
授
業
を
し
て
い
る
』
と
か
、
背
中
で
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
（斎
藤
喜
博

一
九
六
九

年
　
一
〇
ベ
ー
ジ
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

こ
の

一
文
を
読
ん
で
、
確
か
め
る
こ
と
も
な
し
に
直
ち
に
、
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
か
、
「非
科
学
的
だ
」
と
批
判
す

る
人
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
が

「気
」
と
い
う
人
間
的
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け

で
あ
ろ
う
。

斎
藤
喜
博
は

「気
」
を

「
み
る
」
に
優
れ
て
い
た
。

「
気
」
を

「
み
る
」
こ
と
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
相
手
を
生
か
し
て
心
と
心
を
共
振
さ
せ
、
共
振

の
場

の

な
か
か
ら
先
方
の
心
が
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
認
識
の
道
」
（島
崎
敏
樹
　
一
九
七
六
年
　
二
四
〇
ベ
ー
ジ
）
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
「
主

客
未
分
」
の

「
相
貌
的
認
識
」
に
お
い
て
、
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
と

一
体
に
な
り
つ
つ
他
者
の
心
を
感
じ
と
る
こ
と
　
Ｊθ

に
優
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　

・

こ
こ
で
、
斎
藤
喜
博
が

「気
」
を

「
み
る
」
に
優
れ
て
い
た
こ
と
を
特
に
論
証
す
る
積
り
は
な
い
。
た
だ
、
も
し
私
達
が
、
斎
藤
喜
博

の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に
学
ぶ
と
い
う
の
な
ら
、
も
ろ
も
ろ
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
と
と
も
に
、
「気
」
を

「
み
る
」
と

「気
」

が

「
み
え
る
」
も
学
ぼ
う
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
く
。

・

五
、
「
み
る
」

の
積
み
重
ね
と
沈
澱
か
ら

「
み
え
る
」

は
生
ま
れ
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

「
み
え
る
」
は

「
み
る
」
の
程
度
で
あ
る
、
と
の
解
釈
も
あ
る
（注
５
）。
「
み
え
な
い
」

と
つ
ひ
と
つ
の

「
み
る
」
の
性
質
の
形
容
を
な
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
の
よ
う
で
あ
る
。

か
ら

「
を
え
る
」
ま
で
の
程
度
の
変

化

は
、

こ
の
解
釈
は
、
「
よ
く

み
え

る
」
「
み
る
」
と ひ



「
よ
く
み
え
な
い
」
「
み
る
」
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
・

あ
る
い
は
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

し
か
し
私
は
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
の
か
か
わ
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
転
化
し
つ
つ
発
展
し
て
い
く
能
動
性
と
受
動
性

と

の

関
係
と
し
て
と
ら
え
た
い
、
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
み
る
」
は
能
動
的
な
働
ら
き
で
あ
る
の
に
、
「
み
え
る
」
は
受
動
的
な
働
ら
き
で

あ
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
。

こ
の
考
え
は
、
努
力
し
て

「
み
る
」
が
、
努
力
せ
ず
と
も

「
み
え
る
」
に
、
さ
ら
に
、
み
よ
う
と
し
な
く
て

も

「
み
え
て
し
ま
う
」
に
転
化
し
て
い
く
こ
と
、
即
ち
、
「
み
る
」
の
発
展
深
化
の
過
程
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

斎
藤
喜
博
は
書

い
て
い
る
。

「
…
…

『
見
る
』
は
数
医
者

口
注
、
「土
手
医
者
」
と
の
対
比
ｕ
に
な

っ
て
、
目
を
こ
ら
し
て
よ
く
み
、
そ
の
な
か
か
ら
努
力
し
て
見

つ
け

出
す
こ
と
で
す
。
『
見
え
る
』
の
場
合
は
、
意
識
し
な
く
も
見
え
て
く
る
、
向
う
が
呼
び
か
け
て
く
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
そ
の
人

の

経
験
と
か
、
知
識
と
か
教
養
と
か
ヽ
ね
が
い
と
か
が
も
と
に
あ

っ
て
、
す
ぐ
れ
た
勘
と
し
て
結
集
さ
れ
た
結
果
出
て
く
る
も
の
で
す
。

実
践
者
で
あ
る
教
師
は
、
ま
た
教
育
研
究
者
の
場
合
も
、
こ
の

『
見
る
』
と

『
見
え
る
』
の
二
っ
の
能
力
を
持

つ
こ
と
に
、
最
大
の

ね
が
い
を
持
ち
、
努
力
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
事
実
に
従

っ
て
見
る
努
力
を
し
、
そ
の
積

み
上
げ
の
結
果
と
し
て
、
『
見
え
る
』
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
の
す
ぐ
れ
た
芸
術
と
か
仕
事
と
か
か
ら
も
学
び
続

け

‐‐
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
し
よ
う
。」
（斎
藤
喜
博
　
一
九
七
九
年
　
九
八
ペ
ー
ジ
）
　

　

　

　ヽ
　
　
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
の
相
互
転
化
に
よ
る
発
展
深
化
は
、　
一
般
的
に
い
え
ば
、
受
動
的
な

「
み
え
る
」
を
基
盤
と
し
、
出
発
点
と
し

つ
つ
、
そ
こ
に
能
動
的
な

「
み
る
」
の
営
み
が
な
さ
れ
、
そ
の
営
み
を
通
じ
て
、
更
に
、
初
め
の

「
み
え
る
」
よ
り
も
高
度
な
、
し
か
も

受
動
的
な

「
み
え
る
」
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
経
過
を
た
ど
る
。
「
み
え
る
」
は
、
「
み
る
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
生
に
お
い
て
生
き
ら
れ

た
体
験
の
沈
澱
で
あ
る
、
と
い
つ
て
よ
い
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
が
子
ど
も
に
お
い
て
最
も
貧
し
く
、
お
と
な
に
お
い
て
最
も
豊
か
だ
と
い
う
こ
と
を

必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。

林
竹
二
の
こ
と
ば
を
思
い
起
す
の
で
あ
る
。

J′
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「
学
校
教
育
の
中
に
お
け
る
子
供
の
不
幸
は
…
…
感
受
性

（あ
る
い
は
可
能
性
）
の
か
た
ま
り
で
あ
る
子
供
が
、
不
思
議
に
感
受
性
を
欠

く
教
師
た
ち
の
指
導
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
教
師
た
ち
の
感
受
性
の
涸
渇
は
、　
一
種
の
職
業
病
か
も
し
れ
な
い
ピ

（林
竹
二
　
一
九
七
七
年
　
一一
一
ペ
ー
ジ
）

斎
藤
喜
博
は

「動
物
的
な
感
覚
」
と
か
、
時
に
は
ユ
「
モ
ラ
ス
に
、
「
昆
虫
的
な
勘
」
と
か
の
重
要
さ
を
説
い
た
。
ま
た
、
「
毛
穴
の
開

い
て
い
る
こ
と
」
の
必
要
性
を
説
い
た
。

こ
れ
は
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
が
、　
一
面
で
は
、
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
く
べ
き
、
文

化

的
に
高
度
な
能
力
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
持

つ
と
と
も
に
、
他
面
で
は
、
現
代
の
社
会
に
お
い
て
お
と
な
達
が
失

っ
て
き
て

い

る
感

受

性
、
人
間
と
し
て
の
全
体
性
に
基
づ
く

「
野
生
の
」
能
力
で
あ
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
私
達
が

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を

学

ぶ

こ
と

は
、　
一
面
で
は
、
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
達
の
失

っ
た

「
野
生
の
」
能
力
を
取
り
も
ど
す
と
い
う
こ
と
も
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
「
み
る
」
は
ま
た
、
全
体
的
で
根
源
的
な

「
み
る
」
を
、
私
達
の
生
に
お
け
る
端
緒
の

「
み
る
」
を
、
生
き

な

お

す
こ
と
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

文
化
的
な

「
み
る
」
、
野
生
の

「
み
る
」
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
み
る
」
は
、
い
ま
の

「
み
え
る
」
を
も
と
に
し
つ
つ
、
さ

ら

に

よ

く
　
″

「
み
る
」
こ
と
で
ぁ
り
、
さ
ら
に
よ
く

「
み
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
の

「
み
え
る
」
よ
り
も
さ
ら
に
よ
く

「
み
え
る
」
よ
う
に

な

る

こ
と

な

の
だ
。

六
、
「
み
る
」
に
よ
り

「
み
え
る
」
を
生
み
出
す
に
は
ど
う
す
べ
き
か

「
み
え
る
」
は

「
み
る
」
の
沈
澱
で
あ
り
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
が
斎
藤
喜
博
の
自
我
と
世
界
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
と

し

た

ら
、
そ
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
学
ぶ
と
は
、
斎
藤
に
な
ら

つ
て
「
み
る
」
こ
と
を
通
し
て
「
み
え
る
」
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
斎
藤
の
世
界
に
入
り
、
住
み
込
む
、
移
り
住
む
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
の
直
観
力
を
さ
ら
に
鋭
く
す
る
に
は
、
「
熟
達
し
た
実
践
家
が
現
象
に
近
づ
く
と
こ
ろ
に
注
目
し
、
そ
れ
に
続
く
、
彼

の

こ

と
ば
に
よ
る
説
明
を
よ
く
研
究
す
る
こ
と
」
（Ｆ

∽
●
】£
２
Ｆ
欄

８
ヽ
二
ｕ
・８
３

で
で
き
よ
う
、
と
ス
ピ
ー
ゲ

ル
ベ
ル
ク
は
書
い
て
い
る
。



た
し
か
に
、
私
達
の
多
く
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
学
ぼ
う
と
努
め
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
の
深
浅
は
、
そ
の

「
み
る
人
」
と

「
み
ら
れ
る
も
の
ご
と
」
と
の
か
か
わ
り
の
深
浅
に
よ
り
規

定

さ
れ
る
。

そ
し
て
、
「
す
べ
て
の
観
察
あ
る
い
は
観
察
者
が
同
じ
よ
う
に
価
値
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
観
察
の
鋭
さ
は
、
そ
の
人
格
的

な

か

か
わ
り
の
程
度
に
と
も
な

っ
て
増
大
す
る
。」
（Ｚ
ｏ
『鮎
ｏ口
一ｏ
Ｆ

バ
〓
】褐
∞
ｏ
・じ

斎
藤
喜
博
は
、
教
育
実
践
に
そ
の
自
我
を
賭
け
て
い
た
。
そ
れ
が
、
「
み
る
」
に
集
中
と
緊
張
を
生
み
、
深
く
豊
か
な

「
み
え
る
」
を
生

み
出
し
て
い
っ
た
。
‥

「
み
え
る
」
を
生
み
出
す
道
は
、
い
ま

「
私
は
こ
う
み
る
」
と

「
私
に
は
こ
う
み
え
る
」
を
出
発
点
と
し
、
そ
の
「
み
る
」
と
「
み
え
る
」

を
克
服
し
、
更
に
よ
く

「
み
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、　
一
層
よ
く

「
み
え
る
」
よ
う
に
な

っ
て
い
く
こ
と
し
か
な
い
。
そ

れ

は
、
「
み
る
」

と

「
み
え
る
」
に
敢
え
て
自
我
を
賭
け
、
危
険
を
冒
す
こ
と
に
よ

つ
て
、
集
中
と
緊
張
を
生
み
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
自
我
を
鍛
え
て
い

く

，こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
そ
の
人
の
世
界
を
創

っ
て
い
く
こ
と
な
の
だ
。

研
究
授
業
に
お
い
て
、
ほ
か
の
人
々
に
は
ほ
ん
の
さ
さ
や
か
な
出
来
事
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
、
斎
藤
喜
博
は
、
「感
動
し

ま

し

た
ね
え
―
―
」
と
嘆
声
を
あ
げ
て
、
心
か
ら
の
感
動
を
表
わ
し
て
語
り
か
け
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
を

「
み
る
」
こ
と
も
そ
れ
に
感
動
す

る
こ
と
も
知
ら
な
い
人
々
を
驚
か
せ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ま
た
、
ほ
か
の
人
々
が
気
づ
か
な
い
よ
う
な
、　
一

見
さ
さ
い
な
こ
と
に
、
心
か
ら
の
怒

‐
り
を
示
し
て
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
周
囲
の
人
々
を
戸
惑
わ
す
よ
う
な
こ
と
も
あ

っ
た
。

斎
藤
の
そ
う
し
た
感
情
表
現
が
、
誇
張
で
あ

っ
た
と
は
私
に
は
と
て
も
思
え
な
い
ｐ
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
斎
藤
の
生
き
て
い
る
世

界
が
、
そ
う
し
た

「
さ
さ
や
か
な
出
来
事
」
や

「
さ
さ
い
な
こ
と
」
が
拡
大
さ
れ
意
味
づ
け
ら
れ
、
深
い
感
動
や
激
し
い
怒
り
を
生
み
出

す
も
の
と
し
て

「
み
え
る
」
点
に
お
い
て
、
同
席
し
て
い
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
は
少
し
も
み
え
な
か

っ
た
他
の
人
々
の
生
き
て
い
る
世
界

と
は
異
質
の
世
界
で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
斎
藤
の
世
界
と
そ
の
よ
う
に
は
み
え
な
か
っ
た
人
々
の
世
界

と
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
の
質
の
ち
が
い
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
斎
藤
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に
学
ぶ
と
は
、
斎
藤
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
な

る

で
あ

ろ



ρ
し

ヽ
『
ノ

。

七
、
斎
藤
喜
博

の
世
界
と
は
、

い
か
な
る
世
界

か

斎
藤
喜
博
の
世
界
と
は
、
い
か
な
る
世
界
か
？

そ
れ
を
学
ぶ
最
も
よ
い
道
の
ひ
と
つ
は
、
斎
藤
喜
博
の
歌
集
を
よ
む
こ
と
で
あ
る
、
と
私
は
思
う
。
（注
６
）

そ
れ
に
代
え
て
こ
こ
で
は
、
武
田
常
夫
の
と
ら
え
た
斎
藤
喜
博
の
世
界
を
以
下
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。
や
や
長
い
引
用
に
な
る
が
お

許
し
い
た
だ
き
た
い
。

「
斎
藤
先
生
に
と

っ
て
、
も
う
川
原
の
道
も
、
利
根
川
の
流
れ
も
、
静
か
な
や
す
ら
ぎ
の
場
所
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
わ
た
し
な
ら

ば
と
う
の
昔

つ
ぶ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
重
い
荷
を
背
お
い
、
わ
た
し
な
ら
お
そ
ら
く
発
狂
し
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
ほ
ど
の
さ
ま
ざ

ま
の
攻
撃
や
中
傷
や
策
謀
の
も
た
ら
す
痛
み
に
耐
え
て
仕
事
に
立
ち
向

っ
て
お
ら
れ
る
先
生
の
姿
は
い
か
に
も
孤
独
で
あ
り
、
凄
惨
に

す
ら
見
え
た
の
で
あ
る
。
実
践
と
は
疵

つ
く
こ
と
な
の
だ
、
と
わ
た
し
は
思

っ
た
。
す
く
な
く
と
も
、
教
師
が
、
教
育
現
場
を
と
り
ま

く
社
会
的
な
状
況
を
す
る
ど
く
意
識
し
、
そ
れ
と
の
葛
藤
を
決
意
す
る
こ
と
を
ぬ
き
に
し
て
、
教
師
の
実
践
な
ど
あ
り
え
な
い
と
わ
た

し
は
思

っ
た
の
で
あ
る
。

激
烈
な
怒
り
と
疵

つ
き
が
、
斎
藤
先
生
の
内
部
で
荒
れ
狂
い
、
沸
騰
し
、
そ
の
ほ
と
ば
し
る
憤
怒
が
結
晶
し
て

『
私
の
教
師
論
』
と

い
う
比
類
な
い
た
た
か
い
の
文
章
群
を
生
み
だ
し
て
い
っ
た
。
実
践
と
は
、
あ
れ
狂
う
現
実
と
の
衝
突
を
媒
介
と
し
て
、
自
分
を
ふ
と

ら
せ
て
い
く
こ
と
な
の
だ
。
そ
う
い
う
た
た
か
い
の
つ
ら
さ
と
疵

つ
き
と
を
代
償
と
し
て
教
師
は
ど
の
よ
う
な
困
難
に
も
退
か
ぬ
強
靱

な
意
志
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思

っ
た
の
で
あ
る
。

実
践
は
そ
れ
が
明
確
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
反
応
す
る
人
た
ち
の
内
面
を
も
赤
裸
に
霧
呈
す
る
。
『
私
の
教
師
論
』
に

お

い

て
、
教
師
の
形
式
性
、
観
念
性
、
鈍
感
さ
、
身
勝
手
さ
、
そ
う
い
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
悪
し
き
側
面
は
、
数
々
の
事
実
を
通
し
て
完
膚
な

き
ま
で
に
あ
ば
き
出
さ
れ
批
判
さ
れ
る
。
そ
の
批
判
を
支
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
は
、
島
小
の
実
践
に
よ

っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
思
想

ｒ
ｔ



な
の
だ
と
わ
た
し
は
思
う
。」
（武
田
常
夫
　
一
九
七
一
年
　
一
一一七
―
八
ペ
ー
ジ
）

斎
藤
喜
博
の
世
界
と
は
、
そ
の
喜
怒
哀
楽
の
世
界
で
も
あ
る
の
だ
。

そ
し
て
そ
う
し
た
世
界
が
、
子
ど
も
の
一
言
に
心
か
ら
感
動
す
る
と
と
も
に
、
教
師
の
心
な
い
仕
草
の

一
つ
に
激
し
い
怒

る
、
感
情
の
彩
の
濃
い

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
生
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
感
情
の
彩
こ

「
み
え
る
」
を
可
能
に
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
人
間
で
あ
る
教
師
や
研
究
者
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
は
、
た
だ
単
に
、
技
術
的
で
断
片
的
な
こ
と
、
感
情

を
伴
わ
な
い
機
械
的
な
こ
と
、
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
、
ひ
と
つ
の

「
み
え
る
世
界
」
に
住
み
込
む
こ
と
を
意
味
す

る

こ
と

に

な

る
。

八
、
「
み
る
」
と

「
み
え
る
世
界
」
に
住
み
込
む
こ
と
で
あ
る

斎
藤
喜
博
は

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に

つ
い
て
こ
う
語

っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

「
■
…
教
師
が
別
の
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
は
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
と
別
の
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
は
見
え
な
い
。
や
は

り
子
ど
も
と

一
体
に
な
っ
て
い
な
い
と
よ
く
見
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
教
師
が
自
分
の
持

っ
て
い
る
も
の
、
自
分
の
ね
ら
い
、
自
分

の
課
題
と
い
う
も
の
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
相
手
の
子
ど
も
の
心
や
身
体
と
、
教
師
と
し
て
の
自
分
の
心
身
と
を

一
つ
に
し
て
し
ま
わ

な
い
と
だ
め
で
す
。
だ
か
ら
教
師
は
、
あ
る
程
度
幼
児
的
に
な
ら
な
い
と
、
ど
う
も
見
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

Ｌ
…
…
母
親
な
ど
は
、
赤
ち
ゃ
ん
と
い
つ
も

一
体
に
な

っ
て
い
る
の
で
見
え
る
の
で
す
。
大

へ
ん
よ
く
見
え
ま
す
。
そ
う
い
う
子
ど
も

と

一
体
に
な

っ
て
い
る
、
そ
こ
か
ら
の
見
え
る
と
い
う
こ
と
も
非
常
に
重
要
に
な
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。」
（斎
藤
喜
博
　
一
九
七
九
年

一
二
九
―

一
四
一
ベ
ー
ジ
）

子
ど
も
を

「
み
る
」
こ
と
、
子
ど
も
が

「
み
え
る
」
こ
と
に

つ
い
て
、
斎
藤
が
子
ど
も
と

「
一
体
に
な
る
こ
と
」
を
強
調
し
て
い
た
こ

と
は
、
是
非
、
注
目
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は

「
子
ど
も
の
世
界
」
に

「住
み
込
む
」
こ
と
、
「
入
り
込
む
」
こ
と

が

「
み
え
る
」

,は

そ り

が を

鋭 向
レヽ け

J5
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説
か
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、　
つ
ぎ
の
一
節
も
思
い
起

こ
さ
れ
る
。

学
校
の
玄
関
前
の
築
山
に
の
ぼ

っ
て
た
わ
む
れ
て
い
る
子
ど
も
達
を
み
て
、
「
明
る
く
楽
し
そ
う
だ
」
と
喜
ん
だ
先
生
達
と
、
「
悪
い
こ

と
だ
、
困
る
」
と
憤

っ
た
先
生
と
が
あ

っ
た
。

斎
藤
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
築
山
に
の
ぼ
る
こ
と
が
善

い
悪
い
、
ま
た
そ
れ
を
と
め
る
こ
と
が
善
い
悪
い
の
問
題
は
別
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
嬉
々
と
し
て
楽

し
そ
う
に
し
て
い
る
の
を
み
て
、
す
ぐ

『
困
る
』
と
感
じ
る
先
生
と

『
楽
し
そ
う
だ
』
と
喜
ぶ
先
生
と
、
ど
ち
ら
が
教
育
者
ら
し
い
で

あ
ろ
う
か
。
私
は
自
分
の
子
ど
も
な
ら

『
あ
あ
楽
し
そ
う
だ
』
と
感
じ
る
先
生
に
預
け
た
い
。
私
の
経
験
で
は
、
そ
う
い
う
先
生
だ
け

が
ほ
ん
と
う
に
よ
い
仕
事
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」
（斎
藤
喜
博
　
一
九
七
〇
年
　
一一七
四
ペ
ー
ジ
）

こ
こ
で
は
、
「嬉
々
と
し
て
楽
し
そ
う
に
し
て
い
る
」
子
ど
も
た
ち
の
世
界
に
入
り
込
み
、
自
ら
の
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
て

「
楽

し

そ

う
だ
」
と
喜
ん
で

「
み
る
」
こ
と
を
す
る
教
師
の
世
界
と
、
子
ど
も
の
世
界
を
遠
く
か
ら
離
れ
て
眺
め
て

「
み
る
」
に
す
ぎ
な
い
教
師
の
　
％

世
界
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
が
ど
う

「
み
る
」
か
は
、
決
し
て
そ
の
ち
が
い
だ
け
に
限
定
さ
れ
は
し
な
い
。
そ
れ
は

結
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
あ
ら
わ
れ
な
の
だ
。
そ
し
て
、
斎
藤
は
、
そ
の
よ
う
に
違
う
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
の
世
界
に
自
ら
を
■
ね
合
わ

せ
、
再
び

一
体
感
を
も

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
を

「
み
る
」
こ
と
を
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
こ
こ
に
は
、
子
ど
も
た
ち
を

「
み
る
」
教
師
た
ち
、

嗜
ら
に
そ
の
子
ど
も
た
ち
と
教
師
た
ち
を

「
み
る
」
斎
藤
喜
博
と
い
う

構
造
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
み
る
」
は
、
斎
藤
喜
博
が
子
ど
も
や
教
師
と

一
体
と
な
る
こ
と
を
通
し
て
為
さ
れ
て
い
る
。

「他
人
知
覚
に
お
い
て
は
、
私
の
身
体
と
他
人
の
身
体
は
対
に
さ
れ
、
言
わ
ば
そ
の
二
つ
で

一
つ
の
行
為
を
な
し
遂
げ
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
。

つ
ま
り
私
は
、
自
分
が
た
だ
見
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
そ
の
行
為
を
、
言
わ
ば
離
れ
た
所
か
ら
生
き
、
そ
れ
を
私

の
行

為

と

し
、
そ
れ
を
自
分
で
行
な
い
、
ま
た
理
解
す
る
わ
け
で
す
。」
（メ
ル
ロ
＝
ポ
イ
ア
イ
　
一
九
一ハ
六
年
　
一
〓
一六
ペ
ー
ジ
）

と
す
れ
ば
、

こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
？

斎
藤
喜
博

の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
、　
つ
ま
り
斎
藤
の
世
界
に
お
け
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
、
「
み
る
」
こ
と
を
願

う

私



達
は
、
斎
藤
喜
博
一と

一
体
に
な
り

「
み
る
」
こ
と
を
通
じ
て
し
か
、
真
に

「
み
る
」
こ
と
は
で
き
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
。
　

，

斎
藤
喜
博
と

一
体
感
を
持

つ
こ
と
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
、
あ
る
時
点
で
、
あ
る
段
階
で
、
あ
る
期
間
、
ど
う
し
て
も
必
要

で
あ

っ

た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
師
匠
と
弟
子
の
関
係
に
も
似
た
関
係
と
し
て
現
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
「教
授
学
研
究
の
会
」
に
は
、
身

体

に

表
わ
れ
る
行
動
の
う
え
で
、
斎
藤
喜
博
に
似
て
い
る
と
の
印
象
を
与
え
る
人
々
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
現
わ
れ
て
来
た
。

ち
ょ
っ
と
し
た
身
振
り
が
似
て
来
た
人
。
た
と
え
ば
、
歩
き
方
の
そ

っ
く
り
な
人
、
腰
に
手
を
当
て
た
後
姿
の
そ

っ
く
り
な
人
。
話
し

り

な

方
、
口
調
が
と
て
も
よ
く
似
て
来
た
人
。
子
ど
も
に
与
え
る
指
示
が
そ
っ
く
り
な
人
。
合
唱
の
指
揮
で
の
身
体
の
動
き

の
そ
っ
く

人
、
な
ど
な
ど
。
　
　
　
　
　
」

そ
れ
ら
は
、
意
識
的
に
学
び
と
ら
れ
た
場
合
ば
か
り
で
な
く
、
無
意
識
的
に
学
び
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
学
ん
だ
多
く
の
人
々
が
、
そ
れ
と
と
も
に

「
み
る
力
」
を
も
ま
た
学
び
と
っ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
、
斎
藤
喜
博
の
世
界
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
入
っ
て
行
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
斎
藤
喜
博
と

一
体
に
な
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
斎
藤
喜
博
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
も
学
ん
で
行

っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
最
早
、
そ
の
斎
藤
喜
博
は
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

九
、
斎
藤
喜
博
は
す
べ
て
を
み
て
い
た
か
？
　
す
べ
て
を
言

っ
た
か
？

ヽ
日
授
業
実
践
に
お
け
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に
は
、
本
質
的
に
厳
し
い
制
約
が
内
在
し
て
い
る
。

授
業
者
が
、
限
ら
れ
た
時
空
で
、
子
ど
も
に

一
定
の
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
で
き
得
る
限
り
の

こ
と
を
為
す
の
が
授
業
実
践
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
業
者
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
は
、
授
業
者

の

「
す

る
」
と

「
で
き

る
」

に
、
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
実
際
、
互
い
に
強
く
制
約
し
合
う
。
授
業
者
は
、
自
ら
が

「
み
え
る
」
こ
と
を
、

即
座
に

「
み
る
」
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
即
座
に
自
ら
が

「
で
き
る
」
こ
と
を

「す
る
」
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、
授
業
者
の

「
み
る
」
は
、
す
べ
て
を

「
み
る
」
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。



"

「
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授
業
は
極
め
て
限
ら
れ
た
時
間
内
に
行
な
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
授
業
実
践
者
が
、
仮
に
も
し
十
分
に
時
間
を
か

け

れ

ば

「
み
え

る
」
は
ず
だ
と
し
て
も
、
そ
の
時
間
内
に
は

「
み
え
な
い
」
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
時
間
内
で
の

「
す
る
」
に

「
で
き
る
」
を
結
び
つ

け
る
こ
と
が
達
成
さ
れ
ず
、
「
で
き
る
」
は
活
か
さ
れ
な
い
で
し
ま
う
。
注
意
深
い

「
み
る
」
の
努
力
の
継
続
を
通
し
て
、
限
ら
れ
た
時

間
内
で
の
、
即
座
の

「
み
え
る
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
厳
し
い
課
題
が
実
践
者
に
課
せ
ら
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

そ
う
い
う
厳
し
い
条
件
下
で
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
は
、
授
業
で
の

「
で
き
る
」
と

「
す
る
」
に
対
応
し
て
、　
つ
ま
り
、
授
業
の

目
的
論
的
構
造
に
制
約
さ
れ
て
、
機
能
的
に
、
構
造
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

斎
藤
喜
博
は
、
授
業
実
践
に
お
い
て
、
す
べ
て
を

「
み
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
平
凡
な
私
達
が
み
て
い
る
こ
と

を
、
み
て
い
な
レ、
と
い

，
こ
と
も
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
多
い
。
斎
藤
自
身
、
そ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
楽
し
そ
う
に
語

る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
あ

っ
た
。
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
が
、
違

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
す
べ
て
は
み
な
い
」、
そ
れ
が

「
み
る
」
な
の
だ
。

月
見
草
を

「
み
る
」
に
お
い
て
、
武
田
に
斎
藤
が
い
っ
た
、
さ
き
の
言
葉
が
思
い
起
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

「
一
つ
だ
け
じ

っ
と
見

つ
め
る
の
で
す
。」

焦
点
化
す
る
こ
と
は
、
「
み
る
」
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
「
み
え
る
」
に
お
い
て
も
成
立
し
て
い
る
の
で
ぁ
る
。

「
み
え
る
」
が

「
み
る
」
の
沈
澱
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
「
み
え
な
い
」
は

「
み
な
い
」
の
沈
澱
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
斎
藤
喜
博
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
は
絶
え
ず
発
展
深
化
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
経
験
の
地
平
構
造
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
も
い
え
る
。

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
は
、
も
う

「
み
な
い
」
と

「
み
え
な
い
」
と
、
ま
だ

「
み
な
い
」
と

「
み
え
な
い
」
と
を
含
意
し

て

い

る

の

だ
。
決
し
て
、
す
べ
て
を
い
ま

「
み
る
」
の
で
も
、
す
べ
て
が
い
ま

「
み
え
る
」
の
で
も
な
い
の
だ
。

同
様
に
、
「
い
う
」
と

「
い
わ
な
い
」
に
つ
い
て
も
、
こ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
こ
と
思
索
に
関
し
て
は
、
な
さ
れ
た
仕
事
―
―
と
い
っ
て
も
、
ア』れ
も
決
し
て
著
作
の
嵩
や
数
と

一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が

―
―
が
偉
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ
の
仕
事
の
な
か
で

〈
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ま

っ
た
こ
と
〉
、
―
―
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
仕
事



を
通
し
、
ま
た
こ
の
仕
事
だ
け
を
介
し
て
、
〈
ま
だ
考
え
ら
れ
な
い
で
い
る
も
の
〉
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
到
来
す
る
も

の
―
―

も
豊
か
な
の
で
あ
る
。」
（Ｍ
・
メ
ル
ロ
＝
ボ
ン
テ
イ
　
一
九
七
〇
年
　
一一天

―
ジ
）
（注
７
）

斎
藤
喜
博
の
実
践
と
思
索
の
仕
事
が
偉
大
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
斎
藤
が

「
言

っ
た
り
書
い
た
り
し
た
こ
と
」
が
豊
か
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
そ
う
し
て

「
言

っ
た
り
書
い
た
り
し
た
こ
と
」
を
通
し
て
、
ま
た
そ
れ
だ
け
を
通
し
て
、
「
ま
だ
、
言
わ
れ
な
い
で

い

る
こ
と
、
書
か
れ
な
い
て
い
る
こ
と
」
と
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば

「
影
」
と
し
て
、
私
達
の
も
と
に
到
来
す
る
こ
と
も
ま
た
、
豊
か
で
あ

る
は
ず
な
の
だ
。

歌
人
は
す
べ
て
を

「
み
る
」
わ
け
で
は
な
い
。
短
歌
は
す
べ
て
を
う
た
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
短
歌
は
、
詠
む
人
を
、
狭
く
そ

の
世
界
に
封
し
込
め
る
の
で
は
な
く
、
詠
む
人
が
自
ら
の
世
界
を
拡
大
し
、
よ
り
豊
か
な
世
界
を
創
る
ン」
と

へ
と
誘
う
。
と

す

れ

ば

ま

た
、
詠
ま
れ
た
短
歌
を
読
む
わ
れ
わ
れ
も
、
そ
の
短
歌
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
歌
人
の
世
界
に
入
り
、
そ
の
歌
人
と
と
も
に
世
界

を

「
み
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
世
界
を
自
ら
よ
り
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・斎
藤
喜
博
は
す
べ
て
を
み
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
斎
藤
喜
博
は
す
べ
て
を
言
い
尽
く
し
書
き
尽
く
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
「
斎
藤
喜
博
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
の
、
そ
の
時
々
の
、
「
現
在
」
は
、
豊
か
な

「
過
去
」
と

「
未
来
」
と
を
地
平
と
し
て
包

含

し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
斎
藤
喜
博
の
世
界
の
豊
か
さ
を
成
し
て
い
る
の
だ
。　
　
　
　
　
　
‐　
　
　
　
　
　
　
　
・
　

′

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
、
ま
た
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
実
践
研
究
、
こ
れ
は
、
斎
藤
喜
博
の
世
界
に
お
け
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
、

ま
た
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
斎
藤
の
こ
と
ば
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
「
ま
だ
な
さ
れ
な
い
で
い
る
こ
と
」
、
ア

れヽ
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
」

と
しヽ
て
、
私
達
の
も
と
に
到
来
す
る
極
め
て
豊
か
な
領
域
な
の
で
あ
る
。

私
達
は
、
斎
藤
喜
博
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
か
ら
、
何
を
ど
う

「学
ぶ
」
べ
き
か
？

お

わ

り

とこ

/´

~｀



′
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斎
藤
喜
博
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
―
―
斎
藤
に
何
が
ど
う
み
え
、
何
を
ど
う
み
て
い
た
か
―
―
を
学
ぶ
こ
と
が
大
切
な
こ
と
、
こ

れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
も
し
私
達
が
私
達
の

「
学
ぶ
」
を
た
だ
そ
れ
だ
け
に
限
定
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
い
く

つ
か
の
問
題
点
が
予
見
さ
れ
て

く
る
。

斎
藤
喜
博
逝

っ
た
今
、
そ
れ
が
果
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
、
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
そ
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
で
す
べ
て
が
尽
く
さ
れ
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
の

「書
い
た
こ

と
」
「
言

っ
た
こ
と
」
が
す
べ
て
を
尽
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

斎
藤
喜
博
は
、
自
己
を
賭
け
、
百
ら
を
傷

つ
け
、
傷

つ
き

つ
つ
自
己
を
鍛
え
る
中
で
、
そ
の
自
我
と
世
界
を
築
い
て
行

っ
た
の
だ
。
そ

の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
に
は
、
そ
の
自
我
と
世
界
の
歴
史
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

私
達
が
学
ぶ
べ
き
な
の
は
、
斎
藤
喜
博
の

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
さ
ら
に
、
斎
藤
が
い
か
に
し
て
自
ら
の

自
我
と
世
界
を
築
き
あ
げ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
私
達
ひ
と
り
ひ
と

り
が
、
自
ら
の
自
我
と
世
界
を
築
き
あ
げ
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

斎
藤
喜
博
の
自
我
と
世
界
の
形
成
を
学
び
、
私
達
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
自
ら
の
自
我
と
世
界
を
新
ら
た
に
自
ら
形

成

す

る
―
―
そ

れ

が
、
本
当
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

そ
う
、
私
は
思
う
。

∧
注
∨

（注
１
）

”ン
」で
は
、
「み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
性
急
に
漢
字
で
表
現
す
る
こ
と
を
意
図
的
に
避
け
る
こ
と
に
し
た
。
従
来
、
私
達

の

「教
授

学
」
研
究
で
は
、
「み
る
」
と

「
み
え
る
」
を
、
「見
る
」
と

「見
え
る
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
、
特
別
の
こ
と
わ
り
な
し
に
、
慣
例
と
な
っ
て
き

て
い
る
。
し
か
し
、
「み
る
」
を
表
わ
す
漢
字
は
、
「見
」
以
外
に
も
、
少
な
く
と
も
二
十
字
程
あ
る
こ
と
が
気
づ
か
れ
る
。
見
慣
れ
た
字
だ
け
で

，
ｂ

、

見
、
査
、
相
、
看
、
展
、
胎
、
視
、
診
、
督
、
察
、
監
、
脇
、
管
、
覧
、
観
、
幅
、



な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
互
い
に
微
妙
に
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
私
達
が
論

じ

て

い
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」
は
果
し
て
ど
れ
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
す
べ
て
に
通
じ
る
漢
字
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
「見
る
」
「相
る
」

「看
る
」
「視
る
」
「診
る
」
「瞥
る
」
「覧
る
」
「観
る
」
な
ど
は
、
私
達
の
地
平
に
用
意
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ

こ
で
は
、
特
に
限
定
な
し
に

「
み
る
」
を
論
ず
る
に
当

っ
て
は
、
漢
字
を
用
い
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
に
し
た
。

ち
な
み
に
、
英
語
で

「
み
る
」
に
当
る
語
と
し
て
は
、
少
く
と
も
、
８

，

ご
ｏ
ｒ
”
Ｆ

モ
”一ｏＦ

ｏ
Ｆ
ｏ
「
ｐ
　
一■
ｃ
Ｆ
　
一３
罵
ｏ，

ｏｘ
”日
目̈
ｐ

一
ｒ
■
９
ｐ

Ｌ
８
８

”
ｒ
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

（注
２
）

筆
者
自
身
、
斎
藤
喜
博
先
生
の
お
宅
の
庭
で
、
「教
授
学
研
究
の
会
」
の
仲
間
違
と
共
に
、
ビ
ー
ル
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
月
見
草

の

開
花
を

「
見
る
こ
と
」
を
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
、
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
懐
か
し
い
思
い
出
が
あ
る
。

（注
３
）

現
在
私
が
学
び
つ
つ
あ
る
現
象
学
と
い
う
学
問
に
は
、
「知
覚
」
と
か

「
み
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
鋭
く
深
く
豊
か
な
研
究
が
多

数
み
ら
れ
る
。
現
象
と
は
、
人
間
に
対
し
て

「現
わ
れ
て
く
る
も
の
」、
す
な
わ
ち
、
「
み
ら
れ
て
い
る
も
の
」
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
「
み
ら
れ

て
い
る
も
の
」
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
人
間
は
い
か
に

「
み
る
」
の
か
を
研
究
す
る
の
が
現
象
学
研
究
の
主
題
の

一
つ
な
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
以
下
の
著
作
を
参
照
。

Ｍ

ｏ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
イ
著

竹
内
芳
郎

・
小
木
貞
孝
訳

『
知
党
の
現
象
学
ｌ
ｏ
２
』
み
す
ず
書
房
　
一
九
六
七
年
、　
一
九
七
四
年
。

（注
４
）

ボ
ル
ノ
ー
著

（藤
縄
千
川
訳
）
『気
分
の
本
質
』
筑
摩
書
房
　
一
九
七
三
年
、
テ
レ
ン
パ
ツ
ハ
著

（宮
本
忠
雄

・
上
国
宣
子
訳
）
『味
と

雰
囲
気
』
み
す
ず
書
房
　
一
九
八
〇
年
　
な
ど
を
参
照
。

（注
５
）

「
『見
え
る
』
と
い
う
こ
と
の
研
究
Ｉ
」
η
教
授
学
研
究
４
』
所
収
）
で
官
坂
義
彦
氏
が
示
さ
れ
た
解
釈
は
こ
れ
で
あ
る
。

（注
６
）
斎
藤
喜
博
全
集
、
第
１５
‐
２
巻
　
国
土
社

一
九
七

一
年
、
を
参
照
。
こ
の
巻
に
は
、
「羊
歯
」
「
證
」
「職
場
」
コ
職
場
』
以
後
」
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。

右
の
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
集
を
初
め
て
通
し
て
読
ん
だ
時
、
私
は
そ
の
一
生
の
鮮
烈
な
パ
ノ
ラ
マ
を
み
た
よ
う
に
感
じ
、
そ
の
追
力
に

圧
倒
さ
れ
る
思
い
が
し
た
。

ま
た
、
つ
ぎ
の
♯
作
に
も
た
い
へ
ん
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。

氷
上
正
著

『斎
藤
喜
博
の
短
歌
と
人
間
』
国
土
社
　
一
九
七
四
年
。

（注
７
）

こ
れ
は
、
メ
ル
ロ
＝
ボ
ン
テ
イ
の

「哲
学
者
の
影
」
と
題
す
る

一
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、　
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
文
章
で
あ
る
。

√ ヽ

イf
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引
鳳
文
献

木
村
敏
著

「人
と
人
と
の
問
』

弘
文
堂
　
一
九
七
二
年

末
村
敏
著

『自
党
の
精
神
病
理
』

紀
伊
国
屋
書
店
　
一
九
七
八
年

斎
藤
喜
博
著

『続
　
童
子
抄
』

全
集
２
　
国
土
社
　
一
九
七
〇
年

斎
藤
喜
博
著

『教
育
学
の
す
す
め
』

筑
摩
書
房
　
一
九
六
九
年

斎
藤
喜
博
著

『教
師
の
仕
事
と
技
術
』

国
土
社
　
一
九
七
九
年

島
崎
敏
樹
著

『
人
格
の
病
』

み
す
ず
書
房
　
一
九
七
六
年

武
田
常
夫
著

『真
の
授
業
者
を
め
ざ
し
て
』

国
土
社
　
一
九
七

一
年

武
田
常
夫
著

『
授
業
者
と
し
て
の
成
長
』

明
治
図
書
　
一
九
七
七
年

林
竹
一一
「教
育
の
再
生
を
も
と
め
て
」
『展
望
』

一
九
七
七
年
十

一
月
号
　
一
六
―
三
四
ベ
ー
ジ
．

Ｍ

・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
イ
著

（滝
浦
静
雄

・
木
田
元
訳
）
『限
と
精
神
』

み
す
ず
書
房
　
一
九
六
六
年

Ｍ

・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
イ
著

（竹
内
芳
郎
監
訳
）
『
シ
ー
ニ
ュ
２
』

み
す
ず
書
房
　
一
九
七
〇
年
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