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知
覚
動
詞
「
見
え
る
」
と

　
　
　
「
聞
こ
え
る
」
の
語
彙
的
意
味
に
つ
い
て畠　

山　

真　

一

　

本
論
文
は
、
最
も
典
型
的
な
知
覚
動
詞
で
あ
る
「
見
え
る
」

と
「
聞
こ
え
る
」
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
、
そ
の
語
彙
的
な
意

味
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
は
ス
ル
形
で
発
話
時
を
指
示

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
あ
る
」
や
「
い
る
」

の
よ
う
な
状
態
動
詞
的
な
ふ
る
ま
い
を
見
せ
、
そ
の
一
方
で
、

状
態
動
詞
に
は
見
ら
れ
な
い
開
始
を
表
現
す
る
局
面
動
詞
ハ

ジ
メ
ル
と
の
承
接
を
許
し
、
感
覚
的
な
把
握
の
開
始
局
面
を

指
定
可
能
で
あ
る
。
次
の
例
文
を
見
よ
。

⑴　
ａ
＊
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
が
あ
り
ハ

ジ
メ（
注
1
）
タ
。

ｂ　

そ
の
山
脈
の
麓
、
黄
い
ろ
い
材
木
の
積
ま
れ
て

あ
る
あ
た
り
に
、
低
い
工
場
が
見
え
は
じ
め
た

（「
隠
火
」）。

ｃ　

や
が
て
、
家
々
の
戸
が
勢
い
よ
く
開
い
て
、
学

校
へ
行
く
子
供
の
声
が
路
に
聞
こ
え
は
じ
め
た

（「
あ
る
心
の
風
景
」）。

（1b）
と
（1c）
が
見
せ
る
ハ
ジ
メ
ル
と
の
承
接
可
能
性
は
、
状
態
動

詞
で
は
な
く
動
態
動
詞
が
持
つ
典
型
的
な
性
質
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
状
態
動
詞
と
動
態
動
詞
の

性
質
を
併
せ
持
つ
「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
が
、
ま
さ

に
動
作
動
詞
性
と
存
在
動
詞
と
し
て
の
性
質
を
融
合
さ
せ
た

語
彙
的
意
味
を
持
つ
こ
と
を
主
張
す
る
。

　

本
論
文
の
構
成
は
次
の
と
お
り
。
次
節
に
お
い
て
、
対
応

す
る
他
動
詞
で
あ
る
「
見
る
」・「
聞
く
」
の
語
彙
的
意
味
の

視
点
か
ら
「
見
え
る
」・「
聞
こ
え
る
」
の
意
味
構
造
を
考
察

す
る
。
続
く
２
節
で
は
、
虚
構
移
動
の
観
点
か
ら
「
見
え
る
」

と
「
聞
こ
え
る
」
の
意
味
構
造
を
分
析
す
る
。
３
節
で
は
、
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１
節
お
よ
び
２
節
で
得
ら
れ
た
意
味
構
造
を
元
に
、
こ
れ
ら

の
動
詞
が
持
つ
状
態
性
と
動
態
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後

に
4
節
で
、
ま
と
め
を
お
こ
な
う
。

１　

対
応
す
る
他
動
詞
か
ら
見
た
「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」

の
意
味

　
「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
は
、
意
味
的
に
も
形
態
的
に

も
「
見
る
」
と
「
聞
く
」
に
対
応
す
る
（
早
津1989

）。
本
節

で
は
、「
見
る
」
と
「
聞
く
」
の
対
照
に
も
と
づ
い
て
、「
見
え
る
」

と
「
聞
こ
え
る
」
の
意
味
構
造
を
分
析
す
る
。

　

直
感
的
に
は
、「
見
る
」
と
い
う
動
詞
は
、
視
覚
的
探
索
活

動
に
加
え
、
主
体
に
よ
る
対
象
の
視
覚
的
把
握
を
意
味
す
る

よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
次
の
例
文
は
、主
体
で
あ
る
「
校
長
」

に
よ
る
「
騎
手
の
顔
」
の
視
覚
的
把
握
を
意
味
す
る
よ
う
に

見
え
る
。

⑵　

校
長
は
雪
か
ら
来
る
強
い
反
射
を
透
し
て
鋭
く
ま
っ
さ

き
の
旗
手
の
顔
を
見
た
（
大
礼
服
の
例
外
的
効
果
」）

し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
飯
田
（1997

）
と
小
出

（2006

）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
見
る
」
が
視
覚
的
把

握
を
意
味
し
な
い
ケ
ー
ス
は
数
多
く
存
在
す
る
。
次
の
例
文

を
見
て
み
よ
う
。

⑶　

窓
の
外
を
見
た
が
、
何
も
見
え
な
か
っ
た
。

⑶
は
、
全
く
の
正
文
で
あ
り
、
矛
盾
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ

の
デ
ー
タ
は
、「
見
る
」
の
視
覚
的
把
握
の
側
面
が
キ
ャ
ン
セ

ル
可
能
で
あ
り
、
語
彙
的
な
意
味
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
語

用
論
的
な
意
味
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

一
方
、「
見
え
る
」
に
関
し
て
は
、次
の
文
は
矛
盾
文
と
な
る
。

⑷
#
窓
が
見
え
た
が
、
見
え
な
か
っ（
注
2
）
た
。

こ
れ
は
、「
見
え
る
」
が
視
覚
的
な
把
握
を
語
彙
的
に
持
っ
て

い
る
こ
と
を
示
す
。

　

⑶
と
⑷
は
、「
見
る
」
と
「
見
え
る
」
が
視
覚
探
索
活
動
の

２
つ
の
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ
語
彙
化
し
た
動
詞
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
探
索
活
動
と
し
て
の
側
面
を
語

彙
化
し
た
動
詞
が
「
見
る
」
で
あ
り
、
視
覚
的
探
索
活
動
が

成
功
し
た
後
の
視
覚
的
把
握
を
「
見
え
る
」
が
語
彙
化
し
て

い
る
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
る
（
飯
田1997;

小
出2006

）。

　

こ
の
状
況
は
、「
聞
く
」
と
「
聞
こ
え
る
」
に
関
し
て
も
全

く
同
様
で
あ
る
。
次
の
例
文
を
見
よ
。

⑸　
ａ　

じ
っ
と
隣
の
部
屋
に
耳
を
澄
ま
せ
て
聞
い
て
み

た
が
、
何
も
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
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ｂ
#
歌
声
が
聞
こ
え
た
が
、
聞
こ
え
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、聴
覚
的
探
索
活
動
を
「
聞
く
」

が
語
彙
化
し
、
探
索
活
動
が
成
就
し
た
後
の
聴
覚
的
な
把
握

を
「
聞
こ
え
る
」
が
語
彙
化
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

２　

知
覚
的
把
握
と
は
何
か 

―
虚
構
移
動
の
観
点
か
ら
―

　

寺
村
（1982

）
は
、「
見
る
」
や
「
聞
く
」
の
よ
う
な
感
覚

動
詞
は
、「
あ
る
対
象
を
目
ざ
し
て
の
感
覚
・
感
情
の
動
き
」

を
表
現
す
る
と
主
張
し
、
受
身
表
現
に
お
い
て
主
体
が
カ
ラ

格
に
よ
っ
て
マ
ー
ク
さ
れ
る
こ
と
を
、
そ
の
証
拠
と
し
て
提

出
し
て
い（
注
3
）
る
。

⑹　

先
方
か
ら
見
ら
れ
る
心
配
の
な
い
一
瞥
を
与
え
な
が

ら
、伸
子
は
微
か
な
戸
惑
い
を
心
の
隅
に
感
じ
た
。（「
信

子
」）

⑹
の
「
先
方
か
ら
」
の
部
分
は
、
微
細
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
動
作
主
を
示
す
ニ
を
伴
う
「
先
方
に
」

に
入
れ
替
え
て
も
ほ
と
ん
ど
意
味
の
変
化
が
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

カ
ラ
と
ニ
の
交
替
は
、「
聞
く
」
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
る
。

次
の
例
文
を
見
よ
。

⑺　

今
晩
の
会
議
の
目
的
は
、
だ
い
た
い
も
う
ガ
イ
ヤ
ア
ル

君
か
ら
聞
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
こ
う
し
て
、
諸

君
に
お
集
ま
り
を
願
っ
た
と
い
う
の
は
、
諸
君
の
智
慧

を
拝
借
し
て
、
モ
ン
・
ブ
ラ
ン
登
山
の
、
嶄
新
奇
抜
な

方
法
を
発
見
し
た
い
た
め
な
ん
で
す
。（「
ノ
ン
シ
ャ
ラ

ン
道
中
記
―
モ
ン
ブ
ラ
ン
登
山
の
巻
」）

⑺
に
出
現
す
る
カ
ラ
は
、
先
の
例
と
同
様
に
、
ほ
ぼ
意
味
の

違
い
な
く
ニ
に
置
き
換
え
可
能
で
あ
る
。

　

寺
村
（1982

）
は
、⑹
に
例
示
さ
れ
る
よ
う
な
カ
ラ
格
が
「
起

点
」
を
表
す
と
解
釈
し
、
起
点
を
表
す
カ
ラ
格
が
動
作
主
を

示
す
ニ
格
と
交
替
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
見
る
」や「
聞
く
」

の
よ
う
な
感
覚
動
詞
に
「
何
ら
か
の
対
象
を
目
指
し
て
の
動

き
」、
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
移
動
動
作
が
係
わ
っ
て
い
る
と

考
え
た
。

　

同
様
の
指
摘
は
、
英
語
圏
で
の
議
論
で
も
見
ら
れ
る
。
例

え
ば
、Gruber

（1967

）
やJackendoff 

（1983

）
は
、
視
覚

動
詞
（look

やsee 

な
ど
）
に
関
し
て
、
前
置
詞
と
の
共
起
関

係
を
ベ
ー
ス
に
、
心
的
な
移
動
動
詞
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
を
受
け
、T

alm
y

（2000

）
は
、
心
的
な

移
動
に
対
し
て
虚
構
移
動
（fi ctive m

otion

）
と
い
う
名
前
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を
与
え
、
包
括
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
研
究
を
日

本
語
の
視
覚
表
現
に
適
用
し
た
も
の
に
松
本（2004

）が
あ
る
。

　

で
は
、「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

次
の
文
が
示
す
よ
う
に
、「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
は
、

カ
ラ
格
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
荒1983;

松
本2004;

高
橋

2008

）。
⑻　
ａ　

京
都
の
大
学
の
教
授
が
し
ば
ら
く
泊
っ
て
い
た

旅
館
の
窓
が
岸
本
の
部
屋
か
ら
見
え
た
。（「
新

生
」）

　
　

ｂ　

長
良
川
博
士
の
声
が
、
学
者
た
ち
の
後
か
ら
聞

こ
え
た
。（「
海
底
大
陸
」）

　

本
論
文
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
に
も
と
づ
き
、「
見
え
る
」

と
「
聞
こ
え
る
」
に
関
し
て
も
、
あ
る
種
の
虚
構
移
動
が
関

わ
っ
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
移
動
を
、
松
本
（2004
）
に
倣

い「
視
覚
的
放
射
」と「
聴
覚
的
放
射
」と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　

た
だ
し
、「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
に
関
し
て
は
、
そ

の
放
射
の
方
向
性
に
関
し
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
視
覚
的

放
射
が
問
題
と
な
る
先
の

（8a）
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
放
射

の
起
点
が
カ
ラ
格
（「
横
手
の
窓
か
ら
」）
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
て
い
る
が
、
聴
覚
的
放
射
が
問
題
と
な
る

（8b）
で
は
、
反
対

に
聴
覚
刺
激
の
起
点
が
カ
ラ
格
で
表
現
さ
れ
て
い
る
（
高
橋

2008

）。

　

こ
の
逆
転
現
象
は
、「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
に
関
し

て
虚
構
移
動
の
方
向
性
が
逆
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解

釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
見
え
る
」に
お
け
る
視
覚
的
放
射
は
、

「
見
る
」
主
体
か
ら
視
覚
刺
激
へ
の
虚
構
移
動
で
あ
る
が
、「
聞

こ
え
る
」
に
お
け
る
聴
覚
的
放
射
は
、聴
覚
刺
激
か
ら
「
聞
く
」

主
体
へ
の
虚
構
移
動
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
放
射
の
方
向
性
に
つ
い
て
違
い
は
あ
る
も
の

の
、「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
は
、
両
者
と
も
に
感
覚
的

な
放
射
物
が
刺
激
の
根
源
と
結
び
つ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
動
詞
と
結
び
つ
く
ニ
格
は
ど
の
よ
う
に
分

析
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、「
見
え
る
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
次
の
例
を
見
て

欲
し
い
。

⑼　

あ
あ
ご
ら
ん
、あ
す
こ
に
プ
レ
ア
デ
ス
が
見
え
る
。（「
銀

河
鉄
道
の
夜
」）

こ
の
例
で
は
、
視
線
を
形
成
す
る
放
射
物
が
移
動
し
、
ニ
格

で
マ
ー
ク
さ
れ
る
「
あ
す
こ
」
に
到
達
し
、
視
野
域
を
形
成

す
る
「
あ
す
こ
」
の
中
に
刺
激
対
象
で
あ
る
「
プ
レ
ア
デ
ス
」
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が
存
在
す
る
と
解
釈
で
き
る
（
奥
田198 （
注
4
）

3

）。
こ
の
状
況
は
、

次
の
よ
う
に
図
示
で
き
る
。

　

⑽
⑽
に
図
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
視
覚
的
放
射
の
着
点
は
ニ
格
で

マ
ー
ク
さ
れ
、
そ
の
中
で
特
に
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
が
向
け
ら
れ

て
い
る
対
象
（
刺
激
主
体
）
が
ガ
格
で
マ
ー
ク
さ
れ
る
と
解

釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

⑽
に
図
示
さ
れ
た
状
況
の
向
き
を
逆
転
さ
せ
た
も
の
が
、

「
聞
こ
え
る
」
で
示
さ
れ
る
状
況
で
あ
る
。
次
の
例
を
見
て
み

よ
う
。

⑾　
ａ　

そ
う
い
う
ど
ら
声
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
聞
こ
え

た
。（「
病
院
風
景
」）

　
　

ｂ　

が
さ
が
さ
し
た
、
け
れ
ど
も
親
切
そ
う
な
、
大

人
お
と
な
の
声
が
、
二
人
ふ
た
り
の
う
し
ろ
で

聞
こ
え
ま
し
た
。（「
銀
河
鉄
道
の
夜
」）

⑾
の
２
つ
の
例
文
は
、音
の
発
生
源
（
刺
激
対
象
）
を
ガ
格
で
、

そ
し
て
、
そ
れ
が
存
在
す
る
場
所
（
聴
覚
域
）
が
ニ
格
も
し

く
は
デ
格
で
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

　

⑿

視野域

刺激対象

知覚 
主体視覚的放射

聴覚域

刺激対象

知覚 
主体聴覚的放射
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こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
見
え
る
」と「
聞
こ
え
る
」

は
、
放
射
の
向
き
と
い
う
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
刺
激
対
象

の
存
在
、
知
覚
域
、
知
覚
者
の
３
つ
の
関
与
者
を
語
彙
化
し

て
い
る
。

　

し
か
し
、
知
覚
者
が
文
中
に
出
現
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な

く
、
以
下
の
例
文
の
よ
う
に
、
対
比
の
文
脈
や
あ
る
種
の
強

調
の
場
面
に
の
み
観
察
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

⒀　
ａ　

そ
れ
か
ら
数
日
間
、
青
洲
は
加
恵
の
と
こ
ろ
を

訪
ね
な
か
っ
た
が
、
乳
の
裂
傷
を
縫
っ
た
患
者

の
枕
許
に
じ
っ
と
坐
っ
て
動
か
な
い
夫
の
姿
が

加
恵
に
は
見
え
る
よ
う
で
あ
っ
た
。（「
華
岡
青

洲
の
妻
」）

　
　

ｂ　

私
、
聞
こ
え
る
よ
。

こ
れ
は
感
情
・
感
覚
動
詞
に
一
般
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
動
詞
の
ス
ル
形
に
観
察
さ
れ
る
人
称
制
限
に
よ
っ

て
、
知
覚
者
が
一
人
称
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る

（
畠
山2012

）。

３　
「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
に
見
ら
れ
る
状
態
と
動
作

の
二
重
性

　

前
節
で
の
議
論
か
ら
、「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
が
状

態
動
詞
と
動
態
動
詞
の
性
質
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
こ
と
が

説
明
可
能
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
ス
ル
形
が
発
話
時
指
示
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
状

態
動
詞
性
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
動
詞
が
「
刺
激
対
象
が

知
覚
域
に
存
在
す
る
」
と
い
う
状
態
を
語
彙
化
し
て
い
る
か

ら
と
説
明
で
き
る
。「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
は
刺
激
対

象
が
位
置
す
る
空
間
を
ニ
格
に
よ
っ
て
マ
ー
ク
可
能
で
あ
る

が
、
こ
の
デ
ー
タ
も
、
知
覚
域
に
お
け
る
存
在
を
語
彙
化
し

て
い
る
と
い
う
本
論
文
で
の
立
場
を
裏
付
け
る
。
次
の
例
文

が
示
す
よ
う
に
、
存
在
を
表
現
す
る
ア
ル
は
、
そ
の
存
在
の

場
所
を
表
現
す
る
格
助
詞
と
し
て
ニ
格
を
要
求
す
る
（
寺
村

1982;

奥
田1983;

益
岡
・
田
窪1992

）。

⒁　
ａ　

大
宮
の
別
荘
も
鎌
倉
に
あ
っ
た
。（「
友
情
」）

　
　

ｂ
＊
大
宮
の
別
荘
も
鎌
倉
で
あ
っ
た
。

⒂　
ａ　

あ
あ
ご
ら
ん
、
あ
す
こ
に
プ
レ
ア
デ
ス
が
見
え

る
。（「
銀
河
鉄
道
の
夜
」）

　
　

ｂ
＊
あ
あ
ご
ら
ん
、あ
す
こ
で
プ
レ
ア
デ
ス
が
見
え
る
。

⒃　
ａ　

そ
う
い
う
ど
ら
声
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
聞
こ
え

た
。（「
病
院
風
景
」）
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ｂ　

そ
う
い
う
ど
ら
声
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
聞
こ
え
た
。

た
だ
し
、

（16b）
が
例
示
す
る
よ
う
に
、「
聞
こ
え
る
」
に
関
し
て

は
場
所
の
デ
格
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
現
象
に
関
し
て
は
、

「
音
」
の
出
現
・
存
在
に
は
必
ず
何
ら
か
の
活
動
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
活
動
に
フ
ォ
ー
カ
ス
が
あ
た
っ
た
場
合
は
デ
格
が

使
用
さ
れ
る
と
本
稿
で
は
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
奥
田
（1983

）
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
場
所
ニ
…
ガ
見
え
る
／
聞
こ
え
る
」
と
い
う
構
文
パ

タ
ー
ン
は
、存
在
構
文
に
非
常
に
近
い
性
質
を
持
つ
。
例
え
ば
、

先
の
「
あ
す
こ
に
プ
レ
ア
デ
ス
が
見
え
る
」
は
「
あ
す
こ
に

プ
レ
ア
デ
ス
が
あ
る
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
状
態
」
の
典
型
で
あ
る
存
在
を
語
彙
化
す

る
が
故
に
、「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
は
状
態
動
詞
性
を

示
す
の
だ
が
、
動
態
動
詞
と
同
様
の
性
質
を
持
つ
と
い
う
点

は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
、「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
が
両
者
と
も
に
虚

構
移
動
の
側
面
を
語
彙
化
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
⑽
お
よ
び
⑿
に
図
示
さ
れ
て
い
る
視
覚
的
放
射

と
聴
覚
的
放
射
は
、心
的
で
は
あ
る
も
の
の
何
ら
か
の
「
活
動
」

を
意
味
し
て
い
る
た
め
、「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
が
動

態
動
詞
の
特
質
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、こ
れ
ら
の
動
詞
に
承
接
す
る
シ
ハ
ジ
メ
ル
は
、視
覚
的
・

聴
覚
的
放
射
の
開
始
局
面
を
表
現
す
る
。
た
だ
し
、「
見
え
る
」

の
場
合
は
、
視
覚
的
放
射
の
開
始
局
面
を
意
味
す
る
だ
け
で

な
く
、
刺
激
対
象
の
視
覚
域
へ
の
侵
入
を
意
味
す
る
場
合
も

あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
場
合
は
、
知
覚
者
の
移
動
に
伴
っ
て
、

刺
激
対
象
が
視
覚
域
へ
と
侵
入
し
て
き
て
い
る
と
い
う
局
面

が
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⒄　

眠
り
に
静
ま
っ
て
い
る
鹿
苑
寺
本
堂
を
あ
と
に
、
唐
門

の
前
を
と
お
っ
て
、
私
は
金
閣
へ
の
道
を
辿
っ
た
。
金

閣
が
見
え
は
じ
め
た
。（「
金
閣
寺
」）

こ
の
文
が
表
現
す
る
事
態
は
、「
私
」
と
金
閣
寺
の
間
に
視
覚

的
放
射
が
確
立
し
は
じ
め
た
こ
と
に
加
え
、「
私
」
が
移
動
す

る
に
し
た
が
っ
て
、「
金
閣
寺
」
が
視
野
域
に
侵
入
し
は
じ
め

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

⒄
の
よ
う
な
例
は
、
お
そ
ら
く
「
聞
こ
え
る
」
に
は
存
在

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、聴
覚
は
指
向
性
が
乏
し
い
た
め
、

「
聴
覚
域
へ
の
侵
入
」
の
よ
う
な
微
妙
な
局
面
を
感
知
し
に
く

い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
（
松
本2004

）。
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４　

お
わ
り
に

　

本
論
文
で
は
、「
見
え
る
」
と
「
聞
こ
え
る
」
に
つ
い
て
、

そ
の
状
態
動
詞
性
と
動
態
動
詞
性
に
つ
い
て
虚
構
移
動
の
観

点
か
ら
考
察
を
加
え
た
。

【
注
】

（
注
１
）
本
稿
に
お
い
て
は
、
作
例
で
な
い
限
り
、
括
弧
内

に
引
用
文
献
の
作
品
を
入
れ
る
。

（
注
２
）
本
論
文
で
は
、
#
は
許
容
で
き
な
い
文
を
示
す
。

（
注
３
）
渡
辺
（1983

）
お
よ
び
荒
（1983
）
も
カ
ラ
格
と

の
共
起
関
係
か
ら
同
様
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

（
注
４
）
（
奥
田1983, P.288

）
は
、
「
認
知
活
動
を
し
め

す
動
詞
（
み
る
、
み
う
け
る
、
み
え
る
、
み
あ
た

る
、
な
が
め
る
、
の
ぞ
む
、
み
つ
け
る
、
み
い
だ

す
、
発
見
す
る
、
み
と
め
る
、
し
る
、
き
く
、
き

こ
え
る
、
か
ん
じ
る
な
ど
）
を
ひ
ろ
げ
る
に
格
の

名
詞
は
、
そ
の
動
詞
と
の
関
係
に
お
い
て
、
認
知

を
う
け
る
物
あ
る
い
は
現
象
や
状
態
の
あ
り
か
を

し
め
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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