
。

「
見
ゆ
」
の
意
味
を
古
語
辞
書
で
し
ら
寺
へ
る
と
ま
ず
、
「
見
え
る
」
と
あ
り
、

次
に
、
「
見
ら
れ
る
・
い
ら
っ
し
ゃ
る
．
結
婚
す
る
・
思
わ
れ
る
」
と
い
う
様

註
①

に
あ
っ
て
複
雑
で
謀
る
・

私
は
今
、
「
見
ゆ
」
の
意
味
を
し
ら
べ
る
の
に
、
万
葉
集
で
の
「
見
ゆ
」
の

対
象
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
よ
う
と
し
た
・
本
論
は
、
い
わ
ば
そ
の

研
究
の
作
業
過
程
に
お
け
る
中
間
報
告
で
あ
る
。

源
頼
朝
の
「
箱
根
路
を
わ
が
越
え
く
れ
は
伊
豆
の
海
や
沖
の
小
島
に
波
の
寄

る
見
ゆ
」
と
い
う
歌
は
、
万
葉
調
の
歌
の
一
例
だ
と
思
う
が
、
↑
」
の
雄
大
な
風

景
に
接
し
た
時
の
卒
直
な
歌
の
響
き
と
共
に
、
「
見
ゆ
」
の
使
い
方
に
も
万
葉

調
が
こ
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
「
沖
の
小
島
に
波

の
寄
る
」
が
作
者
の
「
見
ゆ
」
の
対
象
と
考
え
ら
れ
る
。

万
葉
集
に
は
、
「
見
ゆ
」
叉
は
そ
の
活
用
形
を
含
む
歌
で
百
九
十
二
首
（
一

首
に
二
個
あ
る
も
の
が
二
首
あ
る
の
で
百
九
十
四
例
）
あ
る
“
そ
の
対
象
を
全

部
と
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
間
に
共
通
す
る
要
素
が
見
つ
か
ら
な
い
か
と
い
う
こ

と
、
つ
ま
り
、
「
ｌ
見
ゆ
」
「
見
ゆ
ｌ
」
と
い
う
時
の
ｌ
を
整
理
分
類

し
、
「
見
ゆ
」
の
意
味
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に
、
「
見
ゆ
」
の
対
象
を
大
別
し
て
お
く
。
「
見
ゆ
」
の
対
象
は
普

通
、
風
景
が
多
い
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
万
葉
集
で
は
七
十
五
首

あ
る
。

万
葉
集
に
お
け
る
「
見
ゆ
」
の
対
象建

風
景
以
外
を
人
物
と
動
植
物
そ
の
他
の
場
合
に
分
け
、
全
体
を
三
大
別
す

る
。
例
え
ば
、

み
ゆ

○
稲
日
野
も
行
き
過
ぎ
が
て
に
思
へ
れ
ば
心
恋
し
き
か
こ
の
鳥
所
見
念
毘
国

歌
観
番
号
、
以
下
同
じ
傍
線
漢
字
は
「
み
ゆ
」
）
の
場
合
、
直
接
の
対
象
を

烏
と
見
て
、
風
景
の
中
に
入
れ
、

み
え

○
妹
が
当
り
今
ぞ
吾
が
行
く
目
の
み
だ
に
我
に
見
こ
ぞ
事
間
は
ず
と
も
（
届
冒
）

な
ど
は
人
物
対
象
の
類
に
入
れ

○
鴬
の
音
き
く
な
べ
に
梅
の
花
わ
ぎ
へ
の
そ
の
に
咲
き
て
散
る
美
由
（
旨
＄
）

な
ど
は
動
植
物
の
類
に
入
れ
る
。

前
述
の
通
り
、
風
景
対
象
の
場
合
は
百
九
十
四
例
中
七
十
五
例
で
全
体
の
三

十
八
・
六
％
に
当
り
、
人
物
の
場
合
が
全
体
の
五
十
二
％
に
当
る
百
一
例
に
な

り
、
数
に
於
い
て
は
最
高
で
あ
る
。
動
植
物
の
例
は
十
五
例
で
、
全
体
の
七
・

七
％
で
あ
る
。
た
だ
、

○
も
か
り
舟
沖
こ
ぎ
く
ら
し
妹
が
島
か
た
み
の
浦
に
か
け
る
た
づ
美
由
（
旨
＄
）

な
ど
は
、
「
た
づ
」
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
風
景
対
象
の
中
に
入
れ
て

考
え
た
。

こ
の
様
に
万
葉
集
中
の
「
見
ゆ
」
を
含
む
歌
全
部
を
あ
げ
て
大
別
す
る
と
、

そ
の
パ
ー
セ
ン
テ
イ
ジ
は
、

１
風
景
・
・
…
…
・
…
引
例
．
閉
め
訳

部

一

男

三

八



○
た
び
に
し
て
物
恋
し
き
に
山
も
と
の
あ
け
の
そ
ほ
船
お
き
に
こ
ぐ
所
見

（
国
司
つ
）

は
、
巻
三
の
高
市
黒
人
の
歌
で
あ
る
。
同
巻
開
巻
の
柿
本
人
麻
呂
の
一
連
の

旅
の
歌
な
ど
は
、
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
が
、
広
い
海
を
見
た
時
の
感
動
と
共

に
、
旅
の
感
傷
や
、
や
る
せ
な
い
望
郷
の
念
が
漂
よ
っ
て
い
る
か
に
感
じ
ら
れ

る
。
海
を
「
見
ゆ
」
の
対
象
と
し
て
考
え
る
時
に
は
、
万
葉
時
代
の
旅
の
苦
難

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
犬
養
孝
氏
は
、
一
‐
地
理
と
風
土
」

註
上

と
題
し
て
次
の
様
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
潮
と
波
と
の
苦
難
恐
怖
と
戦
い
つ
つ
塩
飽
の
島
々
や
小
豆
島
を
過
ぎ
て
広
大

な
播
磨
灘
へ
出
て
も
、
ま
だ
撚
磨
五
泊
と
つ
ぎ
く
印
南
野
か
け
て
の
姉
々
た

る
播
磨
の
海
岸
線
な
し
に
は
、
あ
ま
ざ
か
る
・
ひ
な
の
・
な
が
ぢ
ゆ
・
恋
ひ

来
る
・
発
想
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
広
大
な
海
波
が
や
が
て
淡
路
島
山
に
よ

っ
て
せ
ば
ま
り
ゆ
く
明
石
大
門
、
し
か
も
、
潮
の
工
合
で
は
一
夜
も
潮
待
ち

２
人
物
…
・
・
…
…
由
旨
協
・
圏
ら
訳

３
動
植
物
そ
の
他
．
：
勗
例
と
唖
誤

と
な
る
。

以
下
右
の
順
に
今
少
し
細
か
く
「
見
ゆ
」
の
対
象
蕗
見
て
行
く
。

風
景
の
中
で
最
も
多
い
の
は
約
半
数
に
の
ぼ
る
海
、
及
び
そ
の
周
辺
で
あ

り
、
そ
こ
に
働
く
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
十
五
例
で
あ
り
、
そ
の
歌
に
次
の

番
号
の
も
の
で
あ
る
。

１
２一

一
３
３
３
０
３
８
２
５
４
９
２
６
７
３
５
６
３
７
３
９

３
Ｆ
ワ
６
６
０
７
７
５
０
つ
Ｊ
６
６
６
７
８
８
９
９
０
２
２
３
１
９
７
６
４
４

５
５
５
ト
ｏ
７
５
１
Ｏ
Ｕ
Ｏ
Ｏ
ハ
Ｊ
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
７
９
－
Ｏ
１
２
４

２
２
２
２
２
ゞ
３
９
９
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
３
３
３

７
９
２
０
７
５
０

９
０
７
９
１
５
０

５
６
６
８
０
３
４

・
》
３
３
３
４
４
４

先
に
あ
げ
た
人
磨
や
黒
人
の
歌
に
も
郷
土
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
が
多
い
。

記
紀
に
見
ら
れ
る
望
郷
の
歌
が
、
い
ず
れ
も
古
代
国
家
の
行
事
の
一
つ
で
あ
る

天
皇
の
「
国
見
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
岩
波
「
日
本
文
学

註
翰

史
。
Ⅲ
．
古
代
Ｉ
」
そ
の
他
で
、
土
橋
寛
氏
の
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
所
で

あ
る
。

○
吾
妹
子
を
い
さ
み
の
山
を
高
み
か
も
や
ま
と
の
不
所
見
国
遠
み
か
も
（
堂
）

○
と
ぶ
烏
の
あ
す
か
の
里
を
お
き
て
い
な
ぱ
君
が
当
り
は
不
所
見
か
も
あ
ら
む

（
『
、
）

な
ど
九
首
の
中
の
「
国
」
や
「
里
」
は
郷
里
で
あ
り
、
遠
い
、
な
つ
か
し
い

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恐
怖
の
瀬
戸
な
し
に
は
二
つ
の
地
名
を
、
『
よ
り
。

見
ゆ
』
に
よ
っ
て
動
的
に
表
出
せ
し
め
、
心
情
の
躍
動
を
は
か
る
呼
吸
は
理

解
し
得
な
い
。
ま
し
て
や
、
と
う
て
い
風
光
明
媚
観
光
内
海
の
族
で
は
な

く
、
当
時
の
『
あ
ま
ざ
か
る
夷
』
か
ら
久
々
に
見
る
『
や
ま
と
』
の
遠
望
で

あ
る
：
．
…
。
」

右
の
説
明
は
、
「
見
ゆ
」
を
考
え
る
時
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

こ
の
様
に
、
風
景
対
象
の
「
見
ゆ
」
は
、
単
に
空
間
的
距
離
の
み
で
な
く
、

心
理
的
距
離
，
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
今
日
の
会
話
に
用
い

ら
れ
る
。

「
こ
の
写
真
で
は
あ
の
山
が
丘
に
見
え
る
。
」
な
ど
の
「
見
え
る
」
と
は
趣
を

異
に
す
る
。

次
に
国
。
郷
土
・
夫
（
叉
は
妻
）
の
い
る
士
地
、
都
な
ど
を
「
見
ゆ
」
の
対

象
に
し
た
も
の
が
九
例
あ
る
。

４
８
２
１
６
１
８
０
４

４
７
４
４
７
４
－
４
０
２
３

９
２
３
４
６
７
４

１
３
○
Ｊ
・
３
３
４

三

九

、



所
で
あ
る
。

○
ひ
ば
り
上
る
春
辺
と
さ
や
に
な
り
ぬ
れ
ば
都
も
美
要
受
か
す
た
な
び
く

（
辛
辛
四
や
）

右
は
「
都
」
が
対
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
は
全
部
、
妹
叉
は
背
の
家
を
そ

の
中
に
含
む
土
地
を
対
象
と
し
て
い
る
歌
の
共
通
し
た
特
色
で
あ
る
。

○
み
吉
野
の
高
城
の
山
に
白
雲
は
行
き
伽
か
り
て
棚
引
け
る
所
見
ａ
別
）

は
、
純
粋
に
雲
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、

○
朝
月
日
向
ひ
の
山
に
月
立
て
る
所
見
遠
妻
を
持
ち
た
る
人
し
見
つ
つ
し
ぬ
ぱ

む
（
届
震
）

は
、
単
に
月
だ
け
を
見
て
い
る
の
で
な
く
て
、
妹
や
背
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し

て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
然
現
象
を
「
見
ゆ
」
の
対
象
と
す
る
場
合
、
そ

の
対
象
は
、
遠
い
も
の
・
か
す
か
な
も
の
。
あ
こ
が
れ
な
ど
に
対
す
る
作
者
の

気
持
が
あ
る
。

山
野
を
対
象
に
し
た
場
合
は
十
二
例
あ
る
。

右
に
は
、
山
野
の
周
辺
、
叉
、
そ
こ
に
い
る
人
、
煙
な
ど
も
含
め
る
。

○
足
引
の
山
に
も
野
に
も
み
か
り
人
さ
つ
矢
た
ぱ
さ
み
乱
れ
た
る
所
見
Ｇ
喝
）

次
に
、
風
、
雲
、
夜
、
月
な
ど
天
然
現
象
と
し
た
も
の
は
十
八
例
あ
る
。

（
・
印
は
月
牟
一
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

７
３
３
８
３
４
５
１
１
４
８
３
８
５
５
２
３
０

１
５
９
６
８
９
９
７
０
１
６
２
０
２
２
２
２
６

３
３
３
０
０
２
２
５
７
７
１
２
２
２
６
１
１
１

１
１
１
１
１
１
１
２
２
３
３
３
４
４
４

８
２
７
８
２
９
７
１
７
４
つ
Ｊ
っ
Ｊ

４
６
２
９
８
７
７
９
０
２
０
１

２
９
９
０
８
１
３
８
９
０
５

１
１
２
３
３
３
４
４

四
○

の
様
に
、
そ
こ
に
出
て
く
る
人
は
常
に
複
数
で
あ
り
、
叉
、
そ
の
群
が
動
い

て
い
る
。
こ
れ
は
、
海
を
対
象
に
し
た
歌
の
場
合
で
も
同
じ
で
め
る
。
そ
の

他
、
海
を
対
象
に
し
た
時
と
同
じ
く
、
広
い
、
は
る
か
な
か
な
た
を
対
象
に
し

て
い
る
。

以
上
、
見
ゆ
の
対
象
を
風
景
に
し
た
場
合
そ
の
対
象
に
共
通
す
る
特
色
は
、

「
遠
い
も
の
。
広
い
も
の
・
あ
一
」
が
れ
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

に
す
対
る
作
者
の
空
間
的
距
離
と
共
に
、
心
理
的
距
離
に
お
け
る
感
動
が
表
現

さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
諺
フ
。

次
に
人
物
を
対
象
に
し
た
場
合
を
見
よ
う
。
↑
」
れ
に
は
百
一
例
が
あ
る
。
ま

ず
こ
の
百
一
例
の
中
で
、

○
ひ
と
よ
に
は
再
び
美
要
農
父
母
を
お
き
て
や
長
く
あ
が
別
れ
な
む
命
曾
）

の
様
に
親
子
兄
弟
友
人
等
を
対
象
に
し
た
も
の
は

９
４
７
９
１
７
０

４
２
０
０
９
０
２

１
７
８
８
８
２
２

４
４

の
七
首
し
か
な
く
、
九
十
三
％
が
、
妹
叉
は
背
を
「
見
ゆ
」
の
対
象
に
し
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

○
袖
ふ
る
が
見
べ
き
限
り
吾
は
あ
れ
ど
そ
の
松
が
枝
に
隠
れ
た
り
け
り
（
路
冷
）

註
③

北
山
茂
夫
氏
の
説
に
よ
る
と
「
戸
主
は
棉
役
の
か
湧
ら
な
い
生
産
者
と
し
て

の
女
を
、
で
き
る
・
だ
け
自
家
に
お
き
た
か
つ
た
の
だ
。
」

と
あ
り
、
貴
族
間
の
政
略
結
婚
だ
け
で
な
く
庶
民
に
お
い
て
も
当
間
の
恋
愛

の
前
後
に
横
た
わ
る
苦
悩
が
い
か
に
重
苦
し
か
っ
た
が
わ
か
る
。

○
吾
が
忠
ふ
人
に
知
ら
せ
や
玉
匝
開
き
あ
け
つ
と
夢
に
し
所
見
（
＄
ご

○
物
も
ふ
と
人
に
は
美
要
猫
下
紐
の
下
ゆ
恋
ふ
る
に
月
ぞ
へ
に
け
る
（
亀
吊
）

な
ど
に
、
当
時
の
恋
の
苦
悩
か
ら
逃
れ
ん
と
す
る
一
種
の
信
仰
的
な
習
慣
が

’

｜’



ﾛ

見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
場
合
の
特
色
は
、
背
を
対
象
と
す
る
三
十
九
首
中
の
三
分

の
二
に
当
る
二
十
六
首
が
、
、
背
を
夢
の
中
に
「
見
ゆ
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
之
は
、
妹
を
「
見
ゆ
」
の
対
象
と
し
た
時
も
同
様
で
あ
る
。
妹
を
「
見

ゆ
」
の
対
象
に
し
た
五
十
六
首
の
中
で
約
五
分
の
四
の
四
十
四
例
が
夢
の
中
に

お
い
て
で
あ
っ
て
、
「
人
物
は
妹
・
背
が
大
部
分
で
あ
る
こ
と
」
「
人
物
の
七

割
強
が
夢
の
中
に
お
い
て
百
あ
る
こ
と
」
は
人
物
対
象
の
場
合
の
注
意
す
ぺ
き

事
実
で
あ
ろ
う
。
今
こ
れ
を
歌
の
番
号
で
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
、
９
６
５
９
４
１
２
５
２
６
１
７

Ａ
背
．
過
田
皐
詔
豹
調
帥
切
虹
却
釦
両
劃
（
鵡
例
）

１
１
２
２
２
２
３
３
３
３
３

０
６
８
３
９
０
６
２
９
↑
９
４
２
０
４
０
６
８

Ｂ
夢
．
面
影
の
中
の
背
・
お
鉛
麺
齢
鰐
、
河
両
弱
記
汚
田
部
師
部
妬
蛎

２
２
２
２
２
２
２
２
２

９
０
０
１
３
１
８
９
７

石
哩
詑
詔
犯
唖
、
兜
卯
（
妬
例
）

２
３
３
３
３
３
３
３
３

３
３
９
８
９
０
４
２
８
９
２
６

Ｃ
妹
．
田
鋤
剖
蛇
“
記
銘
妬
“
池
虹
ね
（
狸
例
）

１
１
１
２
２
３
３
３
３
３
３

１
２

↑
１
２

０
０
１
２
－
－
４
７
１
６
０
９
２
４
１
７
５
５

，
夢
・
面
影
の
中
の
妹
・
幻
鯛
弼
鏥
鉛
娼
柘
祀
皿
唾
蝿
”
麺
和
知
堀
却
却

写
Ｊ
ワ
』

７
４
２
６
４
５
２
９
７
７
５
８
１
７
８
８
７
８
２
２
３
９
７
５
８
２

知
怨
麹
羅
狸
狸
狸
狸
班
鉦
乖
池
麺
麺
麺
韮
韮
鵡
皿
韮
辨
遜
池
鏥
鏥
“
（
“
例
）

○
空
蝉
の
人
目
し
げ
く
は
い
ば
玉
の
夜
の
夢
に
を
つ
ぎ
て
所
見
こ
そ
（
臼
ｇ
）

、

’
’

○
門
立
て
て
戸
は
さ
せ
れ
ど
も
盗
人
の
え
り
た
る
穴
ゆ
入
り
て
所
見
け
む

（
四
胃
再
、
）

○
今
さ
ら
に
寝
め
や
我
背
子
あ
ら
玉
の
全
夜
も
お
ち
ず
夢
に
所
見
こ
そ
（
臼
巴
）

○
吾
妹
子
を
夢
に
見
来
と
倭
路
の
わ
た
り
瀬
ご
と
に
手
向
け
わ
が
す
る
ｇ
路
）

○
国
遠
み
た
暫
に
あ
は
ず
夢
に
だ
に
吾
に
所
見
こ
そ
相
あ
は
む
日
ま
で
に

．
（
塑
昌
辛
画
）

以
上
の
歌
は
、
前
述
の
一
種
の
信
仰
を
表
わ
し
、
い
ず
れ
も
、
「
見
え
る
・

見
ら
れ
る
」
と
い
う
視
覚
的
な
も
の
を
超
え
て
、
「
見
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う

心
境
で
あ
る
。

叉
現
実
に
、
「
見
ゆ
」
の
対
象
に
し
た
時
も
、

○
か
づ
き
す
る
海
子
は
の
れ
ど
も
わ
た
つ
み
の
心
を
得
ね
ば
所
見
と
い
は
な
く

に
（
国
Ｓ
）
と
い
う
髻
嘘
歌
や
、

○
か
ぎ
ろ
ひ
の
ほ
の
か
に
所
見
て
わ
か
れ
な
ぱ
も
と
な
や
恋
ひ
む
あ
ふ
時
ま
で

は
（
圃
獣
）
ゞ

の
類
、
ほ
か
に
．
暗
圏
曽
閉
ｇ
魁
の
歌
な
ど
は
燕
「
見
ゆ
」
が
、
会

う
・
会
い
に
来
る
」
に
近
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
様
に
思
う
。
こ
れ
は
、
風

註
蝉

景
対
象
の
場
合
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

以
上
人
物
対
象
の
場
合
を
ま
と
め
る
と
、
「
見
ゆ
」
の
対
象
は
、
「
遠

い
・
か
す
か
な
」
又
そ
れ
だ
け
「
憧
れ
の
強
い
」
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
と

い
え
よ
》
フ
。

動
植
物
を
「
見
ゆ
」
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
は
次
の
十
五
首
あ
る
。
前
の

十
二
首
が
植
物
、
後
の
三
首
が
動
物
で
あ
る
。

６
５
９
７
５
４
０
６
７
９
７
７
０
１

１
２
３
７
８
０
４
６
８
８
５
１
９
３
８

４
４
４
５
８
１
３
０
０
０
２
５
８
５
１

８
１
１
１
１
２
２
４
４
４
４
４
１
３
４

○
河
津
鳴
く
か
み
な
び
河
に
影
所
見
て
今
や
さ
く
ら
む
山
ぶ
き
の
花
（
玉
硝
）

○
吾
勢
子
に
見
せ
む
と
思
ひ
し
梅
の
花
そ
れ
と
も
所
見
ず
雪
の
降
れ
れ
ば

（
一
幸
閏
⑦
）

な
ど
は
植
物
作
あ
る
が
こ
の
ほ
か
、
萩
・
桜
・
橘
・
ゆ
り
・
紅
葉
な
ど
が
そ

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
右
の
二
例
だ
け
で
な
く
、
「
見
ゆ
」
の
状
態
は
、

四
菫



「
ほ
の
か
に
」
で
あ
り
、
影
で
あ
り
、
「
散
る
．
隠
れ
る
．
見
え
ぬ
」
と
い
う

場
合
で
あ
る
の
が
特
色
で
あ
る
、
動
物
の
場
合
も
、

○
春
去
れ
ば
も
ず
の
草
ぐ
き
所
見
ね
ど
も
吾
は
見
や
ら
む
君
が
あ
た
り
は

（
』
、
④
『
）

の
如
く
、
「
か
く
れ
て
見
え
ぬ
」
状
態
で
あ
る
。
動
植
物
の
場
合
、
な
ぜ
こ

う
な
の
か
、
偶
然
な
の
か
そ
れ
は
明
確
に
は
わ
か
ら
ぬ
。
対
象
と
作
者
の
間
の

距
離
は
、
風
景
対
象
の
場
合
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
大
き
な
空
間
的
距
離
や
、
人

物
対
象
の
時
の
よ
う
な
心
理
的
距
離
は
顕
著
に
見
ら
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
コ
ゾ

ア
ド
系
に
そ
の
対
象
の
方
向
を
考
え
る
時
、
風
景
や
人
物
が
、
ソ
系
や
ァ
系
に

多
く
と
ら
れ
た
の
に
比
べ
て
、
今
の
場
合
は
ド
系
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
今

ま
で
の
様
に
そ
の
対
象
に
対
す
る
作
者
の
気
持
に
共
通
す
る
特
色
を
あ
げ
る

と
、
「
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
不
安
定
な
．
見
え
な
い
」
も
の
に
対
す
る
気
持
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。

風
景
・
人
物
・
動
植
物
の
い
ず
れ
に
も
入
ら
ぬ
も
の
が
三
首
あ
る
。

○
吾
が
思
ひ
を
人
に
知
ら
せ
や
玉
匝
開
き
あ
け
つ
と
夢
に
し
所
見Ｇ

里
・
既
出
）

Ｃ
白
縫
の
筑
紫
の
綿
は
身
に
つ
け
て
い
ま
だ
は
着
ね
ど
暖
か
に
所
見
（
出
巴

○
筑
波
ね
に
そ
が
ひ
に
美
由
流
あ
し
ほ
山
あ
し
か
る
と
か
も
さ
わ
見
延
な
く
に

（
四
四
℃
』
）

右
の
順
序
に
Ｘ
Ｙ
Ｚ
と
す
る
と
Ｘ
Ｙ
Ｚ
に
共
通
す
る
こ
と
は
対
象
が
風
景
・

人
物
・
動
植
物
の
い
ず
れ
に
も
入
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
Ｘ
Ｙ
は
加
工
品
を
対
象

と
し
て
い
る
。
又
、
Ｙ
Ｚ
に
お
い
て
は
「
見
ゆ
」
が
、
直
前
に
連
用
修
飾
語
を
も

つ
の
が
共
通
す
る
特
色
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
共
通
点
は
百
九
十
四
例
中
他
に

例
を
見
な
い
。

右
の
三
首
の
中
で
「
白
縫
の
・
・
・
…
」
に
つ
い
て
若
干
の
べ
る
。
こ
の
歌
は
、

四
二

斉
藤
茂
吉
の
『
万
葉
秀
歌
』
に
も
出
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
万
葉
集
故
證

で
、
岸
本
由
豆
流
が
、
「
之
は
競
に
た
と
え
て
女
性
に
対
す
る
瞳
が
れ
を
詠
ん

だ
も
の
か
」
と
い
う
説
を
出
し
た
と
こ
ろ
。
真
渕
は
、
「
綿
そ
の
も
の
」
に
対

註
⑥

す
る
あ
↑
」
が
れ
で
あ
る
と
言
っ
た
由
で
鬼
る
。
契
沖
は
万
葉
代
匠
記
で

「
綿
ノ
功
用
ヲ
ホ
ム
ル
ナ
リ
」

と
い
い
、
叉
、

温
和
ノ
相
ア
ル
人
ハ
打
見
ル
ョ
リ
仁
愛
ア
リ
ヌ
ヘ
ク
オ
ホ
ュ
レ
ハ
世
ノ
誠
ト

モ
成
ヌ
ヘ
キ
歌
ナ
リ
」

と
も
説
い
て
い
る
。

前
述
し
た
Ｘ
Ｙ
に
共
通
す
る
性
質
、
Ｙ
Ｚ
に
共
通
す
る
性
質
か
ら
見
て
も
、

叉
、
「
見
ゆ
」
の
対
象
の
多
く
が
万
葉
集
に
お
い
て
は
熱
情
的
に
慕
う
異
性
叉

は
そ
の
面
彰
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
私
に
と
っ
て
は
岸
本

由
豆
流
説
も
捨
て
難
い
。
、

以
上
、
実
例
の
三
割
位
し
か
出
さ
ず
に
の
べ
た
の
で
論
旨
の
徹
底
し
な
か
っ
た

所
も
あ
ろ
う
が
、
「
見
ゆ
」
の
対
象
を
整
理
し
た
時
、
共
通
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
対
象
の
特
色
を
箇
条
書
き
に
し
て
ま
と
め
る
と
次
の
様
に
考
え
ら
れ
る
。

ｌ
風
景
（
空
間
的
距
離
を
お
い
て
）

広
い
。
遠
い
。
な
つ
か
し
い
も
の

２
人
物
（
精
神
的
・
空
間
的
距
離
を
お
い
て
）

相
愛
の
異
性
、
七
割
強
が
「
夢
」
の
中

特
に
あ
こ
が
れ
・
恋
ル
さ
．
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
て
い
る
も
の

３
動
植
物
的
距
離
を
お
い
て
、
た
だ
し
距
離
は
不
定
）

か
く
れ
た
も
の
・
は
か
な
い
も
の
．
あ
こ
が
れ
の
強
い
も
の

1

｜’



ゞ
小
論
は
七
月
一
百
の
立
命
館
日
本
文
学
会
研
究
会
（
第
十
三
回
）
で
発
表
し

た
も
の
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
■
文
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
後
に
小
論
の
不

備
な
点
に
つ
い
て
御
指
導
賜
わ
っ
た
国
崎
望
久
太
郎
先
生
、
及
び
、
・
小
論
を
ま

と
め
る
に
当
っ
て
最
初
か
ら
種
々
有
益
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
い
た
ゴ
い
た
長
田
ゞ

久
男
氏
の
御
厚
意
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
て
稿
を
閉
じ
る
。

Ｌ
一

註
１
・
角
川
「
古
語
辞
典
」
「
見
ゆ
」
の
項

註
２
．
「
解
釈
と
鑑
賞
」
鈍
年
５
月
号
、
妬
頁

註
３
．
「
日
本
文
学
史
」
・
Ｉ
・
古
代
篇
・
古
代
歌
謡
・
哩
頁

・
註
４
・
「
解
釈
と
鑑
賞
」
瓢
年
、
月
号
・
妬
頁

〃
註
５
．
「
見
ゆ
」
が
積
極
的
な
、
叉
、
そ
れ
だ
け
感
動
的
な
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
例
で
あ
る
。
作
者
と
対
象
の
間
の
距
離
が
狭
ぱ
め
ら
れ
て
く

る
時
に
、
そ
れ
が
「
結
婚
す
る
」
意
味
に
使
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
古
今
集
や
平
安
朝
の
物
語
の
中
の
歌
に
、
「
見
ゆ
」
が

終
止
形
で
使
わ
れ
て
い
る
例
が
少
な
く
（
調
査
未
了
で
早
急
な
推
論

・
は
下
せ
な
い
が
）
「
見
ゆ
」
叉
は
そ
の
活
用
形
の
下
に
、
「
か
な
」

「
ら
む
」
「
む
」
な
ど
、
作
者
の
意
識
を
強
く
押
し
出
し
た
辞
が
つ

け
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
万
葉
集
の
「
見
ゆ
」
の
使
い
方
と
対

照
を
な
す
傾
向
で
あ
ろ
う
。

右
の
様
な
推
定
は
予
想
で
あ
っ
て
、
今
後
の
研
究
上
の
問
題
と
し

て
一
往
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。

註
６
．
「
契
沖
全
集
」
号
３
噛
頁

（
八
月
一
三
日
）

四
二二

》
一
幸

〆


