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視
覚
動
詞

「み
る
」
ｏ
「
み
え
る
」
の
意
味
記
述

１
　
は
じ
め
に

動
詞
の
中
で
、
「
み
る
」
「
み
え
る
」
「き
く
」
「き
こ
え
る
」
「
に
お
う
」
「味

わ
う
」
な
ど
、
五
感
に
関
す
る
動
詞
を
感
覚
動
詞

（注
１
）
と
名
づ
け
る
こ
と

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
詞
は
、
あ
る
感
覚
に
よ
っ
て
外
界
の
対
象
を
認
知
す
る

こ
と
を
表
現
す
る
時
に
使
わ
れ
る
。
我
々
の
こ
と
ば
は
、
窮
極
的
に
は
、
す
べ

て
感
覚
に
よ
る
対
象
認
知
に
基
づ
く
判
断
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
日
常
生
活
で

は
、
普
通
、
判
断
の
部
分
だ
け
を
表
現
し
、
そ
の
判
断
が
ど
の
感
覚
に
よ
る
か

ま
で
は
表
現
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
感
覚
動
詞
は
、
認
知
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
そ
の
こ
と
自
体
を
表
現
し
て
い
る
点
で
、
し
か
も
ど
の
感
覚
に
よ
る
か
を
示

し
て
い
る
点
で
、
他
の
動
詞
と
区
別
さ
れ
う
る
。

本
稿
は
、
感
覚
動
詞
の
う
ち
、
視
覚
動
詞
で
あ
る

「
み
る
」
と

「
み
え
る
」

に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
と
用
法
、
自
動
詞
と
他
動
詞
に
よ
る
違
い
な
ど
を
考
察

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
詞
は
、

一日

王

国

互
同

市

果
には）
一園

三

日

市

と
い
う
文
型
を
と
る
。
対
象
と
は
、
外
界
に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激

。
も

蔦

原

伊

都

の
。
こ
と
が
ら
を
い
い
、
主
体
と
は
、
そ
の
対
象
を
認
知
す
る
存
在

（多
く
は

人
）
を
い
う
。
こ
の
主
体
と
対
象
の
二
つ
に
注
目
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

２
　
み
る

「
み
る
」

は
用
途
の
広
い
語
で
、
国
語
辞
典
に
も
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
記
述
は
羅
列
的
で
、
必
ず
し
も
整

っ
た
も

の
と
は
い
え
な
い
。

「
み
る
」

は
目
に
よ
っ
て
対
象
を
認
知
す
る
行
為
を
さ
す
語
で
あ
る
が
、
厳

密
に
は
、
こ
の
行
為
は
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。

同
対
象
の
存
在
を
無
意
志
的
に
認
知
す
る
行
為

①
鳥
は
車
の
前
方
に
死
ん
だ
雀
が

一
羽
、
雨
に
濡
れ
て
こ
ろ
が

っ
て
い
る
の

を
見
た
。
（個
）

②
そ
し
て
、
三
人
の
う
し
ろ
に
、
司
祭
は
自
分
の
同
僚
で
あ
る
ガ
ル
ペ
の
姿

を
見
た
。
（沈
）

こ
れ
ら
の
文
で
は
、
主
体
は
、
対
象
を
目
に
す
る
以
前
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る

認
識
が
な
い
。
見
る
こ
と
イ
コ
ー
ル
存
在
の
認
知
で
あ
り
、
発
見
の
意
味
に
近

い
。
「み
い
だ
す
」
「み
つ
け
る
」
と
い
っ
た
語
に
置
き
か
え
が
可
能
で
あ
る
。

私
は
、
感
覚
動
詞
の
基
本
的
意
味
を
、
こ
の
存
在
認
知
に
あ
る
と
考
え
る
。

子



同
あ
る
時
間
対
象
と
意
志
的
に
か
か
わ
り
あ
う
行
為

③
最
初
は
何
を
し
て
い
る
の
や
ら
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
な
お
よ
く
則
劉
と
、

二
つ
の
人
形
に
接
吻
さ
せ
て
い
る
の
ら
し
く
…
（細
）

④
出
発
の
朝
、
私
は
じ
っ
と
園
子
を
見
て
い
た
。
（仮
）

こ
こ
で
は
、
対
象
を
目
に
入
れ
る
方
法
が
偶
然
か
意
図
的
か
は
問
題
で
は
な
い
。

日
に
入
れ
た
後
、
主
体
が
見
よ
う
と
い
う
意
志
を
持

っ
て
対
象
を
見
る
行
為
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
の

「
み
る
」
は
、
感
覚
動
詞
と
い
う
よ
り
は
、
「走
る
Ｌ
食

べ
る
」
な
ど
意
志
的
な
行
為
を
表
す
動
詞
に
近
く
な
る
。

以
上
述
べ
た
同
国
の
二
分
類

（注
２
）
は
、
視
覚
以
外
の
感
覚
に
も
適
用
で

き
る
。
そ
こ
で
、
以
後
、
動
詞
が
ｌａ＞
の
意
味
で
使
わ
れ
た
も
の
を
、
感
覚
動
詞

の
純
感
覚
的
用
法
、
国
の
意
味
で
使
わ
れ
た
も
の
を
、
感
覚
動
詞
の
意
志
的
用

法
と
呼
ぶ
。

ｌａｌ
と
同
は
連
続
的
で
、
区
別
が
む
ず
か
し
い
が
、
文
を
理
解
す
る

上
で
、

＜ａｌ
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
た
表
現
か
、
国
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
た
表

現
か
の
判
断
は
、
あ
る
程
度
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
み
る
」
を
は
じ
め
と

す
る
感
覚
動
詞
に
は
、
本
来
そ
の
動
詞
が
意
味
し
て
い
る
感
覚

（た
と
え
ば

「
み
る
」
な
ら
視
覚
）
が
問
題
に
さ
れ
な
く
な

っ
た
用
法
が
あ
る
。
そ
れ
ら
も
、

基
本
的
に
は
‐ａ＞
ま
た
は
同
の
用
法
か
ら
転
じ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
用
法
を
、
感
覚
動
詞
の
非
感
覚
的
用
法
と
呼
び
、　

ａｎ
ｂｎ
で
表
す
。
そ
う

す
る
と
、
今
ま
で
羅
列
的
に
並
べ
ら
れ
て
い
た

「
み
る
」
の
い
く
つ
か
の
意
味

が
、
０
と
同
と
い
う
二
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
、

こ
の
よ
う
な
見
方
に
よ
り
、
既
成
の
辞
書
の
記
述
も
参
考
に
し
て
、
「
み
る
」

を
次
の
六
つ
に
意
味
分
類
し
よ
う
と
思
う
。
（注
３
）

＜ａ＞
日
に
よ
っ
て
対
象
の
存
在
を
知
る

《
』
嘩
囃
一
一

同
あ
る
時
間
継
続
し
て
対
象
を
目
に
す
る

《
ｂ２＞てｂ‐

『
拳
れ

一
時
詢

を
す
る

用
法
的
に
見
る
と
、

＜ａ＞
は
純
感
覚
的
用
法
、

＜ａ．
てａ２
は
純
感
覚
的
用
法
に
通
じ
る

意
味
を
も
つ
が
、
視
覚
に
よ
っ
て
い
な
い
の
で
非
感
覚
的
用
法
で
あ
る
。
回
は

意
志
的
用
法
、

＜ｂ．
＜ｂ２
は
意
志
的
行
為
だ
が
視
覚
に
よ
っ
て
い
な
い
の
で
非
感
覚

的
用
法
で
あ
る
。
以
下
、
順
次
意
味
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
対
象
を

と
る
か
細
か
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

＜ａ‐
日
に
よ
っ
て
対
象
の
存
在
を
知
る

前
述
し
た
、
存
在
認
知
に
重
点
の
あ
る
純
感
覚
的
用
法
で
あ
る
。
と
り
う
る

対
象
は
、
視
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
、
音

。
に
お
い
ｏ
味
以
外
の

も
の
す
べ
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
視
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
を
こ
と
ば
と
し
て
表
現
す
る
場
合
の
抽
象
度
や
と
ら
え
方
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
。
「花
」
「人
」
「机
」
「川
」
な
ど
は
、
視
覚
性
と
触
覚
性
を
持

ち
、
普
通
の
意
味
で
存
在
す
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
、　
一
番
自
然
に
と
ら
え

や
す
い
単
位
と
し
て
の
視
覚
対
象
で
あ
ろ
う
。

（以
後
、
こ
の
種
の
対
象
を
「も

の
」
と
表
記
す
る
。
）

⑤
な
ん
と
、
こ
の
男
は
ヒ
ゼ
ン
の
ク
ラ
サ
キ
村
で
二
十
四
人
の
信
徒
た
ち
が

藩
主
か
ら
水
礫
に
処
せ
ら
れ
た
光
景
を
見
た
の
だ
そ
う
で
す
。
（沈
）

⑥
ぞ
う

っ
と
寒
気
を
催
さ
せ
る
肌
の
色
の
白
さ
を
見
る
と
、
俄
に
汗
が
引

っ

込
む
よ
う
な
心
地
も
し
て
…
（細
）

次
に
、
右
例
の
よ
う
に

「も
の
」
よ
り
少
し
抽
象
化
の
進
ん
だ
語
が
対
象
と
な

る
場
合
も
多
い
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
、
個
々
の

「も

の
」
の
あ
り
方
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「光
景
」
は
、
い
く
つ
か
の

「も
の
」
を
全
体
的
に
把
握
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。



「色
の
自
さ
」
は
、
「も
の
」
を

「も
の
」
と
し
て
と
ら
え
ず
、
そ
の
一
面
を
と

り
だ
し
て
性
格
づ
け
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

⑦
日
引
ｆ‐
引
調
翻
矧
「
倒
耐
引
劇
コ
矧
劃
引
劉
を
則
利
と
、
ど
う
し
て
も
一
個
の

独
立
し
た
庵
の
主
人
ら
し
く
は
な
か
っ
た
。
（門
）

③
篇
ぼ
…
劇
衣‐‐創
矧
倒
到
洲
到
引
劃
釧
例
Ⅶ
劃
劃
割
洲
副
測
剰
馴
刻
酬
到

後
尾
に
入
り
こ
ん
で
行
く
の
を
見
た
。
（個
）

こ
れ
ら
の
例
で
は
、

「も
の
」

の
あ
り
方
や
動
き
な
ど
を
、
「と
と
こ
ろ
」
「さ

の
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
体
言
化
し
、

「み
る
」
の
対
象
と
し
て
い
る
。

た
と

え
ば
③
は
、

「鳥
は
…
入
り
こ
ん
で
行
く
白
衣
の
男
を
見
た
」
と
い
う
の
と
意

味
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
③
の
よ
う
な
い
い
方
の
方
が

「も
の
」
の
と
ら

え
方
が
動
的
だ
と
い
え
よ
う
。

◎
土
屋
の
風
詔
を
列
る
と
心
が
穏
や
か
で
な
く
な

っ
て
…

（美
）

⑩
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
こ
の
連
中
が
人
の
心
の
あ
た
た
か
さ
を
見
た
か
ら
で

す
。
（沈
）

右
の
例
の
他
、

「苦
し
み
」
「屈
辱
」
「悲
し
み
」
な
ど
、
内
的
な
心
理
や
感
情

を
対
象
に
と

っ
た
表
現
が
あ
る
。
た
と
え
ば

「苦
し
み
」

で
あ
れ
ば
、

「苦
し

み
」
と
い
う
目
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
直
接
の
視
覚
対
象
に

な
る
人
物
の
顔
つ
き
や
行
動
や
こ
と
ば
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
外
的
状
態
を
総
合

し
て
、
「苦
し
み
を
み
る
」
と
表
現
す
る
。
「み
る
」
の
使
用
範
囲
の
広
さ
は
そ

こ
に
も
現
れ
て
い
る
。
「苦
し
み
を
き
く
」
と
い
え
ば
、　
そ
れ
は
、　
一
般
に
声

と
し
て
出
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
こ
と
ば
と
し
て
語
ら
れ
た
苦
し
み
に
限
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が

「苦
し
み
を
み
る
」
は
、
視
覚
が
中
心
で
は
あ
る
も
の
の
、
他
の
感

覚
も
総
動
員
し
た
全
的
な
認
知
に
使
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
実
に
存
在
す
る
の
は

「も
の
」
で
し
か
あ
り
え
な
い
が
、

そ
の
と
ら
え
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
ほ
ど

「も
の
」
に
属
す

る
語
と
し
て

「
川
」
を
あ
げ
た
。
「川
を
み
る
」
と
い
え
ば
、
「も
の
」
を
対
象

に
と

っ
た
文
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「川
の
流
れ
を
み
る
」
と
い
え
ば
、　
こ
れ

は
、
本
来
は
動
的
な
性
格
を
も
つ

「流
れ
」
と
い
う
、

「も
の
」

で
は
な
い
語

が
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、

「川
の
流
れ
の
清
さ
を
み
る
」
と
い
え
ば
、

今
度
は
、
そ
の

「
川
」
が
持
つ

「清
さ
」
と
い
う
性
質
が
対
象
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の

「も
の
」
の
集
ま
り
や
動
き
を
全
体
的
に
把
握
し

て
で
き
た
語
、
「も
の
」
の
動
的
な

一
面
、
あ
る
い
は
性
質
や
状
態
を
表
し
た

語
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
語
が

「
み
る
」
の
対
象
と
な
る
。

＜ａ．
経
験
す
る

主
体
自
ら
に
お
こ
っ
た
出
来
事
や
体
験
を
対
象
に
と
る
用
法
で
、
「み
る
」

の
視
覚
的
な
意
味
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

①
や
は
り
櫛
田
医
師
の
診
察
の
通
り
で
、
明
く
る
朝
流
産
を
見
た
の
で
あ

っ

た
。
（細
）

⑫
十
四
日
に
な

っ
て
も
ま
だ
時
々
少
量
の
出
血
を
見
、
…
（細
）

対
象
の
と
ら
え
方
は
必
ず
し
も
視
覚
に
よ
ら
な
い
が
、
主
体
の
意
志
と
は
無
関

係
に
起
こ
る
出
来
事
の
認
知
と
考
え
ら
れ
る
。
「
み
る
」
を
使

っ
て
こ
う
い
う

表
現
が
さ
れ
た
場
合
、
主
体
は
、
出
来
事
を
時
間
的
な
幅
の
あ
る
も
の
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
そ
う
い
う
出
来
事
が
自
分
の
身
に
ふ
り
か
か
っ

た
、
起
こ
っ
た
と
い
う
意
識
で
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
認
知

。
発
見

に
重
点
の
あ
る
‐ａ‐
の
用
法
に
通
じ
る
。

こ
れ
が
慣
用
句
的
に
な
る
と
、

⑬
自
分

一
人
馬
鹿
を
見
た
、
欺
さ
れ
た
と
…

（細
）

⑭

「永
居
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ろ
く
な
目
を
見
ま
せ
ん
か
ら
ね
」
（帰
）

と
い
っ
た
表
現
と
な
る
。
⑬
⑭
に
類
す
る
も
の
に

「恥
を
み
る
」

「
ひ
ど
い
目



を
み
る
」
な
ど
が
あ
る
。

⑮
鳥
は
、
夜
明
け
の
寒
さ
に
不
満
げ
に
唸
り
な
が
ら
、
辛
い
夢
を
則
た
。
（個
）

「夢
」
は
、
実
際
に
は
視
覚
に
よ
っ
て
は
認
知
さ
れ
な
い
き
わ
め
て
個
人
的
な

経
験
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
項
に
入
れ
た
。
し
か
し
、
こ

の
項
に
属
す
る
他
の
言
い
方
が
継
続
の

「―
て
い
る
」
形
で
は
使
え
な
い

（
×

「恥
を
み
て
い
る
し

の
に
対
し
、
「夢
を
み
る
」
は
、
「夢
を
み
て
い
る
」
と
継

続
形
で
使
え
る
。

「夢
」
は
、
時
間
的
幅
を
持
ち
、
あ
た
か
も
テ
レ
ビ
の
よ
う

に

「
み
る
」
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＜ａ２
判
断
す
る

⑩
父
は
対
国
劇
刈
を
測
ｕ
＝
と
則
た
時
も
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
（千
）

○
た
と
え
、
信
徒
や
聖
職
者
た
ち
が
私
を
布
教
史
の
汚
点
と
見
よ
う
と
も
、

そ
ん
な
こ
と
は
も
う
ど
う
で
も
よ
い
の
だ
。
（沈
）

「
み
る
」
の
対
象
は
、
普
通

「
を
」
格
を
と
る
が
、
そ
の
下
に

「―
と
」
と
い

う
形
を
う
け
る
こ
と
が
あ
る
。
「―
と
」
の
部
分
は

「
を
」
格
で
示
さ
れ
る
対

象
に
対
す
る
主
体
の
判
断
を
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
○
で
は
、
主
体
で
あ
る

「信
徒
や
聖
職
者
た
ち
」
が

「私
」
に
対
し
て
、
「布
教
史
の
汚
点
」
と
い
う
判

断
を
下
す
。

⑬
嘲
刻
ノ‐
の‐
剖
洲
劇
川
測
と
則
て
、
妙
子
は
写
真
を
抽
出
に
戻
し
て
‥
（細
）

⑩
割
刊
測
到
測
測
測
Ⅶ
劇
劉
Ⅷ
洲
矧
馴
制
馴
刑
刻
洲
到
馴
Ⅶ
劃
副
馴
釧
洲
馴
到
劇

む
ず
か
し
い
と
見
て
…

（細
）

右
の
二
例
で
は
、
「を
」
格
の
部
分
が
な
く
、
「ど
と
」
ま
で
が

一
つ
の
文
と
し

て

「
み
る
」
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
型
と
し
て
は

「と
を
と
と
み
る
」
と

「を
と
み
る
」
の
二

種
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も

「
み
る
」
は
、
「思
う
」
「判
断
す
る
」
と
い
う
よ
う

な
語
で
お
き
か
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
判
断
に
使
わ
れ
る
感
覚
は
、
視
覚
の
場

合
も
あ
る
が
、　
一
概
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。
⑬
な
ど
は

「
ピ
ア
ノ
が
止
ん
だ
」

と
い
う
の
だ
か
ら
聴
覚
に
よ
る
判
断
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
文
型
で
は

「み
る
」

の
視
覚
的
な
意
味
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

‐ａ＞
が
視
覚
的
発
見

だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
心
理
的
発
見
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

や
は
り
０
の
用
法
に
通
じ
る
点
が
あ
る
。

同
あ
る
時
間
継
続
し
て
対
象
を
目
に
す
る

０
が
無
意
志
的
認
知
に
重
点
が
あ
る
純
感
覚
的
用
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
視

覚
に
よ
っ
て
は
い
る
が
、
意
志
的
な
行
為
に
近
く
な

っ
た
同
意
志
的
用
法
で
あ

る
。
主
体
は
、
何
ら
か
の
動
機
な
り
目
的
な
り
を
持

っ
て
対
象
を

「
み
る
」。

そ
こ
が
、
日
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
存
在
を
知
る
と
い
う
＜ａｌ
の
意

味
と
、
根
本
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
同
と
同
は
厳
密
に
は
区
別

し
が
た
い
。
と
も
に
視
覚
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
、
対
象
と
し
て
と
り
う
る
語
は

ｌａ＞
と
全
く
重
な
る
。

し
か
し
、
対
象
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
同
に
入
る
こ
と
が
比
較
的
は
っ
き
り
し

て
い
る
も
の
が
あ
る
。

⑩
節
子
は
そ
の
女
優
の
関
画
を
則
た
こ
と
は
な
か
っ
た
…

（仮
）

④
同
じ
劇
場
で
何
年
か
あ
と
に
見
た
ダ
ン
テ
と
い
う
奇
術
師
の
舞
台
に
は
…

（仮
）

そ
れ
は
右
の
例
の
よ
う
に
、
対
象
が

「も
の
」
で
は
な
く
、
そ
の
実
質
的
な
内

容
を
さ
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
時
は
、
あ
る
程
度
の
時
間
的
な
幅
が
要

求
さ
れ
る
た
め
、
瞬
間
的
な
認
知
の
意
味
に
は
と
り
に
く
く
な
る
。

対
象
が
、
文
字
で
書
か
れ
た

「も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
把
握
す
る
と

い
う
意
味
で
使
わ
れ
た
時
に
も
、
「み
る
」
は
継
続
行
為
を
表
す
こ
と
に
な
る
。



②
宗
助
は
五
六
日
前
、
伊
藤
公
暗
殺
の
号
外
を
見
た
と
き
、
…

（門
）

④
そ
の
ピ
ア
ノ
の
音
色
に
は
、
手
帳
を
見
な
が
ら
作

っ
た
不
出
来
な
お
菓
子

の
よ
う
な
心
易
さ
が
あ
り
…

（仮
）

こ
れ
ら
は
、

「読
む
」
と
い
う
意
味
に
近
い

「
み
る
」
で
あ
る
が
、
対
象
が
文

字
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
こ
う
い
う
意
味
が
で
て
き
た
の
で
あ

っ
て
、

「
み
る
」
の
意
志
的
用
法
と
し
て
ま
と
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ｂ．
調
べ
る

ｏ
試
す

②
そ
し
て
彼
女
は
困
を
引
て
い
る
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
み
た
い
に
下
唇
を
と
が

ら
せ
‘

‥
（個
）

④
印
度
の
占
い
が
水
品
の
玉
を
見
詰
め
て
、
運
命
を
見
る
が
ね
。

（帰
）

同
で
、
み
る
行
為
に
は
、
主
体
の
側
に
、
何
ら
か
の
動
機
や
目
的
が
あ
る
と
述

べ
た
。
右
の
例
で
使
わ
れ
た

「
み
る
」
は
、
対
象
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

求
め
て
い
る
何
か
を
得
る
と
い
う
、
主
体
の
目
的
意
識
が
い
っ
そ
う
は
っ
き
り

し
た
行
為
で
あ
る
。
こ
の
表
現
で
は
、
何
か
を
得
よ
う
と
い
う
、
主
体
の
対
象

へ
の
働
き
か
け
が
中
心
で
、
対
象
か
ら
、
求
め
て
い
る
も
の
を
得
た
か
ど
う
か

ま
で
は
問
題
に
し
て
い
な
い
。
対
象
と
し
て
、
視
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る

「も
の
」

を
と
る
の
は
同
同
と
同
じ
で
あ
る
。
「辞
書
を
み
る
」

「手
相
を
み
る
」

「医
者

が
患
者
を
み
る
」

「先
生
が
試
験
の
答
案
を
み
る
」
な
ど
の

「
み
る
」
は
、
視

覚
性
が
強
く
、
同
と
連
続
的
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
意
味
で

「
み
る
」
が
使
わ
れ
る
場
合
に
は
、
視
覚
で
と
ら
え
ら

れ
な
い
こ
と
が
ら
も
対
象
と
な
る
。

④

「
お
ふ
ろ
、
み
て
く
れ
る
？
」

た
と
え
ば
、
日
常
生
活
の
中
で
よ
く
耳
に
す
る
右
の
よ
う
な
文
で
、
話
し
手
は

「浴
槽
を
み
て
く
れ
」
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。　
こ
の
文
は
、　
１

「
お

ふ
ろ
の
水
の
量
を
み
て
く
れ
」、
２

「
お
ふ
ろ
の
湯
か
げ
ん
を
み
て
く
れ
」

の

二
通
り
に
解
釈
で
き
る
。
１
は
、
水
が
ど
れ
く
ら
い
の
高
さ
ま
で
入

っ
て
い
る

か
見
る
の
だ
か
ら
視
覚
を
使

っ
た
行
為
で
あ
り
、
「
み
る
」

の
視
覚
性
は
生
か

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
２
で
は
、
湯
の
熱
さ
を
調
べ
る
の
だ
か
ら
、
触
覚
を

使
う
こ
と
が
必
要
で
、
「
み
る
」
が
持
つ
視
覚
性
の
意
味
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
同
様
に
、
翌
日
を
み
る
」
「
に
お
い
を
み
る
」
「味
を
み
る
」
「脈
を
み

る
」
な
ど
は
、
「
み
る
」
の
視
覚
性
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
用
法
で
あ
る
。

こ

の
場
合
、
同
じ
行
為
を
表
現
す
る
の
に
異
な

っ
た
対
象
が
使
え
る
。
た
と
え
ば
、

「医
者
が
患
者
を
み
る
」
と

「医
者
が
病
気
を
み
る
」、
「手
相
を
み
る
」
と

「運

命
を
み
る
」、
ま
た
④
は
１

・
２
の
よ
う
に
い
い
か
え
ら
れ
た
。

つ
ま
り

「も

の
」
的
名
詞
と
、
抽
象
的
な
こ
と
が
ら
名
詞
の
ど
ち
ら
で
も
対
象
に
と
れ
る
。

前
者
の
場
合
、

「
み
る
」
は
視
覚
性
の
強
い
国
の
意
味
に
近
づ
く
し
、
後
者
の

場
合
、
逆
に
視
覚
性
が
失
わ
れ
て
調
べ
る
と
い
う
意
味
が
強
く
な
る
。

「み
る
」
が

「と
か
」
と
い
う
文
を
上
に
う
け
る
こ
と
が
あ
る
。
「と
か
」
の

部
分
は
、
主
体
が
ど
う
い
う
目
的
で
対
象
を
見
る
の
か
を
示
し
て
い
る
。

②

「先
方
の
腹
は
、
顔
の
シ
ミ
が
ど
ん
な
程
度
か
、
も
う

一
度
見
た
い
の
や

な
い
か
し
ら
ん
」
（細
）

④
と
う
と
う
剛
馴
劃
剛
馴
劃
劃
到
Ⅶ
馴
′―、―‐釧
測
Ⅶ
創
劃
「
副
馴
洲
劃
劇
釧
副
Ⅷ
Ⅶ
馴

劉
力、‐
則
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。
（雁
）

右
の
二
例
は
、
視
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
対
象
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る

「
み
る
」
は
同
の
意
味
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
繰
り
返

す
が
、
対
象
が
視
覚
性
の

「も
の
」
で
あ
る
時
に
は
、
同
と

＜ｂ．
は
連
続
的
な
の

で
あ
る
。

くｂ２
見
守
る

ｏ
世
話
を
す
る



④

「
…
自
分
が
死
ん
だ
後
は
、
菊
治
さ
ん
が
娘
を
見
て
く
れ
や
し
な
い
か
」

（千
）

⑩
園
子
の
小
さ
い
妹
た
ち
の
英
語
の
剣
引
を
則
て
や
っ
た
り
…

（仮
）

⑪

「悦
ち
ゃ
ん
の
哺
列
ノ‐
周
た
げ
て
る
ら
し
い
」
（細
）

⑫
雪
子
が
…
悦
子
に
掴
ま
っ
て
稽
古
を
見
て
や
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。（細

）

＜ｂ．＞
と
厳
密
に
は
区
別
で
き
な
い
が
、

＜ｂ．＞
よ
り
、
も

っ
と
対
象
に
対
し
て
積
極
的

な
働
き
か
け
が
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
働
き
か
け
の
内
容
は
対
象
に
よ
り
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
⑩
や
⑪
な
ら
、
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
教
え
た
り
、

ま
ち
が

っ
た
と
こ
ろ
を
直
し
た
り
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
④
は
後
述
す
る

「面
倒
を
み
る
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
も
は
や
視
覚
と
は

関
係
の
な
い
行
為
に
な

っ
て
い
る
。

「
み
る
」
が
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
、
「や
る
」
「く
れ
る
」
「も
ら
う
」

な
ど
の
受
給
の
補
助
動
詞
を
伴
う
こ
と
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
、
ｂ．
と
同
様
、
同
じ
行
為
を
表
す
の
に
、
「も
の
」
的
名
詞
と
こ
と
が

ら
名
詞
の
ど
ち
ら
で
も
対
象
に
と
れ
る
。
⑪
⑫
は

『
細
雪
』
の
同
場
面
か
ら
の

引
用
で
、
ピ
ア
ノ
の
稽
古
を
み
る
と
い
う
意
味
な
の
だ
が
、
⑪
で
は

「も
の
」

的
名
詞
で
あ
る

「
ピ
ア
ノ
」
を
、
⑫
で
は
こ
と
が
ら
名
詞
で
あ
る

「稽
古
」
を

対
象
に
と

っ
て
い
る
。

こ
の
意
味
に
属
す
る

「
み
る
」
を
使

っ
た
慣
用
句
的
な
い
い
方
に

「
面
倒
を

み
る
」
が
あ
る
。
「―
の
面
倒
を
み
る
」
と
い
う
形
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

「こ
の
」
の
部
分
に
は
、
植
物

・
動
物

。
人
間
な
ど
生
き
て
い
る

「も
の
」
が

く
る
。

○

「そ
れ
は
跡
へ
綺
麗
な
お
母
さ
ん
が
来
て
、
面
倒
を
見
て
く
れ
ま
す
で
し

ょ
う
」
（雁
）

⑭

「子
供
の
回
倒
を
引
て
も
ら
う
ば
か
り
で
も
、
大
役
だ
か
ら
な
」
（雁
）

や
は
り
、
受
給
の
補
助
動
詞
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。

３
　
み
え
る

他
動
詞

「
み
る
」
に
対
応
す
る
自
動
詞
が

「
み
え
る
」
で
あ
る
。
只
主
体
に

は
）
対
象
が
み
え
る
」
と
い
う
文
形
を
と
り
、
主
体
は
右
の
よ
う
な
形
で
文
上

に
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
表
現
さ
れ
な
い
場
合
の
方
が
多
い
。
し
か
し
、
「
み

え
る
」
と
い
っ
た
時
に
は
、
必
ず
そ
の
文
の
背
後
に
対
象
を
目
に
し
て
い
る
主

体
の
存
在
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

”
ペ
ー
ジ
で
、「
み
る
」
行
為
を
＜ａｌ
同
二
つ
に
わ
け
た
が
、「
み
え
る
」
は
こ
れ

に
対
応
す
る
分
類
が
で
き
な
い
。
こ
の
動
詞
は
、
主
体
の
意
志
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
対
象
が
自
然
に
目
に
入
っ
て
来
る
と
い
う
状
態
を
表
す
。
し
た
が

っ
て
、

同
の
意
志
的
用
法
は
な
い
。
見
よ
う
と
い
う
主
体
の
積
極
的
な
意
志
が
な
い
と

い
う
点
で
、

ｌａ＞
と
重
な
る
点
も
あ
る
が
、
国
が
瞬
間
的
な
認
知
に
意
味
の
重
点

が
あ
る
の
に
対
し
、

「み
え
る
」
は
、　
認
知
を
も
含
め
た
も

っ
と
状
態
的
な
面

が
強
い
。
ま
た
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
可
能
の
意
味
に
な
る
と
、
発
見

・
認
知

と
い
う
同
の
特
徴
は
全
く
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、

「み
え
る
」

は
＜ａ＞
と
も
完
全
に
は
重
な
ら
な
い
た
め
、
そ
の
用
法
を
０
と
表
し
、
次
の
二
つ

に
意
味
分
類
し
よ
う
と
思
う
。
（注
４
）

０
対
象
が
自
然
に
目
に
入
る
　
↓
　
ぐａ．≫ド
ゥ
ド
ゥ
思
わ
れ
る

②
対
象
が
自
然
に
日
に
入
る

⑮
…
山
門
の
背
後
に
さ
し
て
大
き
く
な
い
寺
が
見
え
る
。
（門
）

こ
の
よ
う
な
例
が

「
み
え
る
」
の
一
般
的
な
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ

う
に
、
こ
の
語
は
、
主
体
に
よ
る
対
象
認
知
と
と
も
に
、
対
象
の
存
在
と
い
う



状
態
的
な
意
味
ま
で
を
含
み
も

っ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
対
象
に

「
み
え
る
」

が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
対
象
が
、
主
体
か
ら
距
離
的
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ

っ

た
り
、
何
か
の
か
げ
に
隠
れ
て
一
部
分
だ
け
が
目
に
入

っ
て
い
た
り
す
る
場
合

が
多
い
。
こ
れ
ら
の
意
味
的
特
徴
は
、
後
で
述
べ
る
可
能
動
詞
と
し
て
の

「
み

え
る
」
と
か
か
わ
る
の
で
、
そ
こ
で
改
め
て
ふ
れ
る
。

対
象
と
な
る
語
は
、

「み
る
」
の
同
に
入
る
も
の
と
重
な
り
、
視
覚
で
と
ら

え
ら
れ
な
い
も
の
は
と
れ
な
い
。
ま
た
、
意
志
的
用
法
が
な
い
こ
と
と
も
関
連

す
る
が
、
対
象
が
、
「も
の
」
の
、
時
間
的
幅
を
持
つ
実
質
的
内
容
の
方
を
意

味
す
る
こ
と
も
な
い
。

た
だ
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
、
本
来
は
視
覚
的
対
象
と
は
い
え
な
い
よ
う
な

対
象
を
と
る
場
合
も
あ
る
。

①
母
の
立
場
が
、
そ
の
運
命
的
な
も
の
が
、
今
更
、
伴
子
に
、
は
っ
き
り
見

え
た
。
（帰
）

右
の
例
で
、
「母
の
立
場
、　
そ
の
運
命
的
な
も
の
」
は
、
も
は
や
視
覚
的
対
象

と
は
い
え
ず
、
「み
え
る
」
は
単
な
る
認
知
の
意
味
に
近
く
な
る
。
「
み
る
」
の

場
合
と
同
様
、　
一
口
に
視
覚
的
対
象
と
い
っ
て
も
、
か
な
り
広
い
範
囲
を
含
み

う
る
の
で
あ
る
。

○
菊
治
は
記
憶
で
そ
の
冽
測
が
則
刻
利
の
だ

っ
た
。
（千
）

こ
れ
は
、
対
象
が
日
の
前
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
過
去
の
視
覚
対
象
が
想
像
の

働
き
で

「
み
え
る
」
と
い
っ
て
い
る
ｐ
「目
に
浮
か
ぶ
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味

で
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
で
は
、
実
際
に
は
対
象
が
存
在
し

な
い
の
だ
か
ら
、
視
覚
と
は
い
え
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
主
体
に
だ
け
は
、
対

象
が
あ
た
か
も
眼
前
に
存
在
す
る
よ
う
に

「
み
え
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
、
意
味
的
に
は
、
視
覚
に
よ
る
認
知
の
延
長
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
今
年
の
流
行
は
、
も
う
先
が
見
え
て
い
る
。

⑩
自
分
の
才
能
の
囮
目
が
則
刻
て
し
ま

つ
て
…

（帰
）

○
が
過
去
の
存
在
を
対
象
に
と

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
は
、
現
在
に

お
け
る
未
来
の
認
知
で
あ
る
。
や
は
り
対
象
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
は
眼
前
に

は
存
在
し
な
い
。
⑦
①
⑩
の
よ
う
な
用
法
は
、
後
で
述
べ
る
可
能
動
詞
と
し
て

の
用
法
に
近
い
と
も
い
え
る
。
現
実
の
時
間
帯
で
は
な
い
こ
と
が
、
主
体
に
は

と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

≪ａ．
ド
ウ
ド
ウ
思
わ
れ
る

「
み
え
る
」
に
は
、
「ダ
レ
ナ
ニ
が
ド
ウ
ド
ウ
み
え
る
」
と
い
う
、
そ
の
見
え

方
が
焦
点
に
な

っ
た
い
い
方
が
あ
る
。
「
ド
ウ
ド
ウ
」
の
部
分
は
、
次
の
よ
う

な
い
く
つ
か
の
形
態
が
あ
る
。

Ｄ
形
容
詞
連
用
形
＋
み
え
る

⑩
衣
裳
が
派
手
で
あ
る
か
ら
若
く
見
え
る
と
い
う
の
で
は
…

（細
）

の
助
動
詞
連
用
形
＋
み
え
る

①

一
番
丈
夫
そ
う
に
見
え
る
幸
子
が
…

（細
）

め
…
と
み
え
る

⑫
全
盛
と
見
え
た
大
正
の
末
期
に
は
…

（細
）

④

ロ
ー
ゼ
マ
リ
ー
は
悦
子
の
こ
と
を

「
エ
ツ
コ
、　
エ
ツ
コ
」
と
呼
ん
で
い
た

が
、
調
洲
測
剤
「
刻
引
到
引
ｑ
劇
刈
ｄ
則
刻
て
、
間
も
な
く
、
「
エ
ツ
コ
さ

ん
、　
エ
ツ
コ
さ
ん
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
…
（細
）

の
動
詞
連
用
形
十
て
み
え
る

〇
花
婿
の
風
朱
が
あ
ま
り
爺
川
ｕ
ｄ
則
刻
ｄ
の
で
は
…

（細
）

Ｄ
名
詞
＋
に
み
え
る

⑮
写
真
の
顔
が
…
爺
む
さ
く
、
五
十
歳
以
上
の
珈
川
可
則
刻
剌
ｏ
（細
）



用
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
ド
ウ
ド
ウ
」

の
判
断
は
視
覚
に
よ
る
こ
と
が

多
い
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
④
で
は

「
誰
か
注
意
す
る
者
が
あ

っ
た
」

と
判
断
し
た
の
は
、
今
ま
で

「
エ
ッ
コ
」
と
呼
ん
で
い
た
ロ
ー
ゼ
マ
リ
ー
が
、

「
エ
ツ
コ
さ
ん
」
と
呼
び
方
を
改
め
た
か
ら
で
あ
り
、　
こ
れ
は
聴
覚
が
判
断
の

決
め
手
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
み
え
る
」
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、

判
断
の
方
に
重
点
が
あ
り
、
そ
の
判
断
が
ど
の
感
覚
に
よ
る
か
は
問
題
に
な
ら

な
く
な

っ
た
場
合
も
あ
る
。

「み
る
」
に
も
同
様
の
使
い
方
が
あ

っ
た
。
（
４２
ベ
ー
ジ
参
照
。
た
だ
し

「
み

る
」
の
場
合
、
判
断
を
表
す
部
分
の
形
態
は
、
ほ
ぼ

「を
と
」
に
限
ら
れ
、
「み

え
る
」
の
よ
う
に
多
様
さ
は
な
い
。）
「
み
え
る
」
と

「
み
る
」
で
は
ど
う
違
う

の
だ
ろ
う
か
。

⑩
私
に
は
彼
が
年
よ
り
若
く
見
え
た
。

○
私
は
彼
を
年
よ
り
若
く
見
た
。

右
の
二
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
「
み
え
る
」

で
は
対
象
と
そ
の
対
象
の
あ
り
方

が
前
面
に
お
し
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
み
る
」

で
は
主
体
の
積
極
的
な

判
断
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
う
い

っ
た
表
現
が
さ
れ
た
場
合
、
主
体
に
と

っ
て
主
観
的
に
そ
う
な
の
で
あ

っ
て
、

事
実
は
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
。

こ
こ
で
、
「
み
え
る
」
と
い
う
動
詞
の
特
殊
性
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
る
こ
と

に
す
る
。
金
田

一
春
彦
氏
の
動
詞
の
四
分
類

（
「国
語
動
詞
の
一
分
類
」
『
日
本

語
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
』
所
収
　
麦
書
房
　
昭
五
一
）
で
も
、
「み
え
る
」
は
、

「状
態
動
詞
」
に
属
す
る
や
や
特
殊
な
動
詞
に
な

っ
て
い
る
。
動
詞
で
あ
り
な

が
ら
、
存
在
詞
と
同
様
、
形
容
詞
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
終
止

形
で
現
在
の
状
況
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
、
命
令
形
が
作
れ
な
い
、
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
接
で
き
る
助
動
詞
に
も
制
限
が
あ
り
、
助
動
詞
の
つ
か

な
い
形
か
、
過
去
を
表
す

「
た
」
の
つ
い
た
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。

「た
」
形
が
多
い
の
は
、
小
説
に
お
い
て
は
地
の
文
で
あ
る
が
、

そ
れ
も
、
そ
の
表
現
さ
れ
た
場
面
に
お
け
る
現
在
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
「
み
え

る
」
は
、
そ
の
語
が
使
わ
れ
る
場
面
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
動
詞
で
あ
る
と
い

え
る
。

一
方
で
、

「
み
え
る
」
に
は
、　
主
体
が
対
象
を
目
に
し
て
い
な
く
て
も
使
え

る
用
法
が
あ
る
。
そ
れ
が
可
能
動
詞
と
し
て
の
用
法
で
あ
る
。

④

「う
ん
、
港
の
調
が
則
刻
剌
よ
っ
て
に
、
子
供
は
喜
ぶ
か
も
し
れ
ん
な
」

（細
）

の
私
は
視
力
検
査
表
の
一
番
下
ま
で
見
え
ま
す
。

こ
の
用
法
は

「
み
え
る
」
が
状
態
的
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
で
て
く

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
主
体
が
見
よ
う
と
思
え
ば
見
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
主
体
あ
る
い
は
対
象
の
状
態
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
み
え
る
」

が
、
動
詞
で
あ
り
な
が
ら
形
容
詞
的
で
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
現
在
を
表
す
こ
と

が
で
き
、
助
動
詞
を
伴

っ
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
、
対
象
を
目
に
し

て
い
な
く
て
も
使
え
る
可
能
の
意
味
を
持
つ
こ
と
と
、

「み
る
」
が
そ
の
ま
ま

の
形
で
現
在
を
表
せ
ず
、
助
動
詞
を
伴

っ
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
通

じ
て
い
る
。
「
み
る
」
は
対
象
を
認
知
す
る
こ
と
を
表
す
。
あ
る
人
が
、
「私
は

こ
の
窓
か
ら
山
を
見
た
」
と
い
え
ば
、
そ
の
人
は
今
は
山
を
見
て
い
な
い
が
、

過
去
の
あ
る

一
時
点
に
お
い
て
山
を
実
際
に
目
に
し
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。

「み
る
」
が
助
動
詞
を
伴

っ
て
時
間
的
に
変
容
を
う
け
て
も
、
そ
の
助

動
詞
が
表
現
す
る
時
点
で
、
主
体
の
対
象
認
知
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
あ
る
。

実
際
的
な
対
象
認
知
と
い
う
意
味
を
持
つ
か
ら
こ
そ

「
み
る
」
は
、
助
動
詞
を

伴

っ
て
、
そ
の

「時
」
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「み
え
る
」



に
可
能
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
可
能
を
作
り
出
し
て
い
る
の
が
、

そ
の
場
の
客
観
的
状
況
で
あ
れ
、
見
る
主
体
の
能
力
で
あ
れ

（状
況
と
能
力
と

は
、
表
裏

一
体
で
あ
る
）
、
と
に
か
く
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
な
も
の
だ
か
ら
、
時
間

性
を
超
越
し
て
い
る
。
小
説
の
地
の
文
の
動
詞
は
、
普
通
、
過
去
形
中
心
だ
が
、

「
み
え
る
」

に
関
し
て
は
し
ば
し
ば
現
在
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
も

そ
の
た
め
で
あ
る
。
時
間
を
超
越
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
先
ほ
ど
述
べ
た
、

そ
の
語
の
使
わ
れ
る
場
面
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
す
る
よ

う
だ
が
、
時
間
を
超
越
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
あ
る
特
定
の
時
間
、
特
定
の
場

面
で
用
い
ら
れ
た
時
に
は
、
そ
の
時
そ
の
場
の
状
況
を
表
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。

ま
た
、

「み
え
る
」
が
、
特
定
の
時
間

・
場
所
に
お
い
て
対
象
が
自
然
に
目

に
入
る
と
い
う
②
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
時
に
見
ら
れ
る
、

４５
ペ
ー
ジ
上
段
１

行
１
４５
ペ
ー
ジ
上
段
４
行
で
述
べ
た
特
徴
も
、
こ
の
動
詞
の
可
能
的
意
味
の
表

れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
語
自
体
、
す
で
に
、
人
間
の
感
覚
の
限
界
を
含
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
（注
５
）

４
　
お
わ
り
に

視
覚
動
詞

「
み
る
」

「
み
え
る
」
に
つ
い
て
、
主
に
ど
ん
な
対
象
を
と
る
か

を
中
心
に
み
て
き
た
。

ま
ず
、
「
み
る
」
は
、　
六
つ
に
意
味
分
類
を
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
の
区

別
は
十
分
明
確
だ
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
動
詞
に
は
、
明
ら
か
に
視

覚
に
よ
る
認
知
の
意
味
か
ら
は
ず
れ
た
、
意
志
的
な
行
為
を
表
す
意
味
が
あ
り
、

そ
の
場
合
に
は
、
視
覚
で
と
ら
え
ら
れ
な
い
語
も
、
対
象
に
と
れ
る
。
ま
た
、

お
の
お
の
の
用
法
に
お
け
る
意
味
と
対
象
と
の
結
び
つ
き
は
流
動
的
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「私
は
テ
レ
ビ
を
み
た
」
と
い
っ
た
場
合
、
こ
の
文
は
、
「
テ
レ
ビ

∩
も
の
」
と
し
て
の
）
を
み
つ
け
た
」
「
テ
レ
ビ

（
「も
の
」
と
し
て
の
）
を
み

て
い
た
」
「
テ
レ
ビ

（放
映
さ
れ
て
い
る
内
容
）
を
み
て
い
た
」
「故
障
し
た
テ

レ
ビ
を
調
べ
て
い
た
」
な
ど
、
何
通
り
に
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
ど
の
意

味
に
な
る
か
は
、
文
脈
や
場
面
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
対
象
と
な
る
語
の
多

く
は
、
「
テ
レ
ビ
」
の
例
の
よ
う
に
、　
そ
れ
が
置
か
れ
た
文
脈
や
場
面
に
よ
っ

て
「
み
る
」
の
意
味
を
柔
軟
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
「味
」

「音
」
な
ど
の
よ
う
に
、
視
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り

し
て
い
る
語
を
対
象
に
と
る
場
合
に
は
、
「
み
る
」

の
意
味
が
必
然
的
に
決
定

さ
れ
て
し
ま
う
。

一
方
、
「
み
え
る
」
は
、
敬
語
の

「来
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
使
い
方
は

別
と
し
て
、
他
の
用
法
に
は
す
べ
て
連
続
的
な
面
が
あ
り
、
「
み
る
」

の
よ
う

に
い
く
つ
か
に
意
味
分
類
す
る
こ
と
さ
え
む
ず
か
し
い
。
こ
の
語
は
可
能
と
自

発
の
意
味
を
あ
わ
せ
も
ち
、
文
脈
に
よ
っ
て
、
可
能
の
意
味
が
強
く
な

っ
た
り
、

自
発
の
意
味
が
強
く
な

っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
多
義
動
詞
の
意
味
分
析
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

一
つ
の
動
詞
の

意
味
決
定
に
は
、
そ
の
語
と
結
び
つ
い
て
文
を
形
成
す
る
構
成
要
素
と
な

っ
て

い
る
他
の
語
、
さ
ら
に
は
、
文
が
置
か
れ
て
い
る
前
後
の
文
脈
な
ど
が
深
く
か

か
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
意
味
的
に
共
通
と
さ
れ
る
自
動
詞
と

他
動
詞
を
対
に
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
違
い

が
は
っ
き
り
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
。

感
覚
動
詞
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
基
本
的
な
意
味

（感
覚
に
よ
る
認
知
）
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
と
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
の
基
本
に
な
る
と
い
う

点
で
感
覚
そ
の
も
の
に
興
味
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
視
覚
動
詞
の

み
を
扱

っ
た
が
、
今
後
、
他
の
感
覚
動
詞
に
つ
い
て
も
考
察
を
進
め
、
感
覚
と

い
う

一
つ
の
分
野
に
お
け
る
全
般
的
特
徴
や
、
感
覚
ご
と
の
特
徴
の
記
述
に
ま

で
及
び
た
い
。



注１
　
こ
の
名
称
は

『動
詞
の
意
味

。
用
法
の
記
述
的
研
究
』

（国
立
国
語
研
究
所

。
宮

島
達
夫
。
昭
四
七
）
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

２
　
視
覚
に
つ
い
て
は
、
こ
の
二
つ
以
外
に
、
視
線
を
向
け
る
行
為
が
考
え
ら
れ
る
。

ｏ
爺
さ
ん
は
…
門
の
戸
の
開
い
た
時
、
は
っ
と
思
っ
て
、
湯
呑
を
下
に
置
い
て
、
上

り
の
方
を
見
た
。
（雁
）

こ
の
文
で
は
、
主
体
は
、
対
象
を
目
に
す
る
前
に
、
そ
れ
に
対
す
る
何
ら
か
の
認

識
が
あ
り
、
み
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
目
を
向
け
、
対
象
を
目
に
す
る
。
こ
れ

は
視
覚
と
い
う
感
覚
の
特
殊
性
か
ら
生
ま
れ
る
行
為
で
あ
る
。

３
　
そ
の
他
に

「み
る
」
は
、
「そ
れ
み
た
こ
と
か
」
「今
に
み
ろ
」
「ざ
ま
あ
み
ろ
」

と
い
っ
た
よ
う
な
き
ま
り
文
句
の
中
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
」́
の
場
合
に
も
「み

る
」
の
視
覚
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

４
　
そ
の
他
に
、
対
象
が
人
間
に
限
定
さ
れ
、
話
し
手
の
と
こ
ろ
へ
「来
る
」
と
い
う

意
味
の
敬
語
と
し
て
使
わ
れ
る

「み
え
る
」
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
対
象
で
あ
る
人

に
と
っ
て
は
、
来
る
行
為
は
意
志
的
で
も
、
「み
え
る
」
は
そ
の
対
象
を
迎
え
る
側

か
ら
述
べ
ら
れ
た
敬
語
だ
か
ら
、
や
は
り
無
意
志
的
と
い
え
る
。
歴
史
的
に
み
れ
ば
、

対
象
と
な
る
人
が
主
体
の
視
野
内
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
来
る
と
い
う
意
味
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
普
通
に
使
わ
れ
る

「み
え
る
」
と
は
、
文
法
的
に
も

や
や
性
格
を
異
に
す
る
特
殊
な
用
法
と
い
え
る
。

５

『知
識
の
構
造
』
８０
ベ
ー
ジ
参
照

（沢
田
允
茂

Ｎ
Ｈ
Ｋ
市
民
大
学
叢
書

昭
四
四
）

用
例
収
集
に
用
い
た
小
説

『門
』
　
　
　
　
　
　
　
夏
目
漱
石
　
　
新
潮
文
庫

『仮
面
の
告
白
』
　
　
　
一二
島
由
紀
夫
　
新
潮
文
庫

※
本
稿
中
で
は
、
引
用
例
の
下
に
、
略
し
て
書
名
を
記
し
た
。
な
お
、
何
も
記

し
て
い
な
い
も
の
は
作
例
で
あ
る
。
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験
』

『沈
黙
』

『雁
』
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羽
鶴
』

『帰
郷
」

谷
崎
潤

一
郎
　
新
潮
文
庫

三
島
由
紀
夫
　
新
潮
文
庫

大
江
健
三
郎
　
新
潮
文
庫

遠
藤
周
作
　
　
新
潮
文
庫

森
鴎
外
　
　
　
集
英
社
日
本
文
学
全
集
５
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成
　
　
集
英
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日
本
文
学
全
集
４０

大
仏
次
郎
　
　
集
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社
日
本
文
学
全
集
５４
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