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田
山
花
袋
｢
平
面
描
写
｣
再
論

-

｢
印
象
描
写
｣

へ
至
る
語
り
手
の
問
題
-

か
つ
て
相
馬
庸
郎
氏
は
､
｢
今
日
の
文
学
史
的
常
識
ほ
､
平
面
描
写
と
は

自
然
主
義
時
代
の
花
袋
が
実
作
の
上
で
力
を
こ
め
て
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
意

図
し
た
方
法
で
あ
り
､
同
時
に
日
本
自
然
主
義
の
代
表
的
｢
理
論
L
の
一
つ

で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
い
る
｣

と
述
べ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
こ
で
い
う

｢
文
学
史
的
常
識
｣
の
述
べ
る
｢
平
面
描
写
｣
の
定
義
と
い
え
ば
､
周
知
の
よ

う
に
花
袋
自
身
の
談
話
筆
記
｢
r
生
｣
に
於
け
る
試
が
中
の
､
｢
単
に
作

者
の
主
観
を
加
へ
な
い
の
み
な
ら
ず
､
客
観
の
事
象
に
対
し
て
も
少
し
も
そ

の
内
部
に
立
ち
入
ら
ず
､
又
人
物
の
内
部
精
神
に
も
立
ち
入
ら
ず
､
た
ヾ
見

た
ま
ゝ
聴
い
た
ま
～
触
れ
た
ま
～
の
現
象
を
さ
な
が
ら
に
措
く
｡
云
は
ば
平

面
的
描
写
｣
と
い
う
こ
と
ば
が
お
お
む
ね
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

根

岸

泰

子

と
こ
ろ
で
､
こ
の
定
義
を
､
｢
生
｣
と
い
う
テ
キ
ス
ト
か
ら
も
一
連
の
花

袋
の
描
写
論
的
発
言
か
ら
も
切
り
離
し
て
受
け
取
っ
た
場
合
､
ふ
つ
う
私
た

ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
｢
平
面
描
写
｣
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
｡
す
な

わ
ち
､
｢
作
者
｣
は
客
観
の
事
象
を
描
き
出
す
場
合
､
そ
の
対
象
の
叙
述
を

｢
作
者
｣
自
ら
の
感
覚
(
見
る
･
聴
く
･
触
れ
る
)
を
介
し
て
認
知
し
う
る
範

囲
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う

な
｢
(
作
中
)
人
物
｣
の
内
面
の
心
理
描
写
(
こ
れ
は
同
じ
談
話
筆
記
の
中
で
｢
内

部
的
説
明
若
し
く
は
解
剖
を
加
へ
｣
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
)
は
作
品
か
ら
排
除
さ

れ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
｢
生
｣
発
表
当
時
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
､
実
は
｢
生
｣

テ
キ
ス
ト
中
に
は
､
こ
の
定
義
上
否
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
作
中
人
物
の
心

理
を
描
写
し
た
部
分
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
｡
こ
の
事
情
は
､
い
わ
ゆ
る

｢
平
面
描
写
｣
を
用
い
て
最
も
成
功
し
た
作
品
と
さ
れ
る
｢
田
舎
教
師
｣
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(
明
4
2
･
1
0
)

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
こ
の
矛
盾
に
着
目
し
､
当
時
の

花
袋
が
｢
平
面
描
写
｣
あ
る
い
は
｢
外
面
描
写
｣
ば
か
り
で
な
く
､
｢
作
者
｣

が
作
中
人
物
の
外
部
内
部
を
観
察
す
る
｢
立
体
描
写
｣

｢
説
明
的
描
写
｣
､

あ
る
い
ほ
徹
底
し
て
作
中
人
物
の
内
的
独
白
の
み
で
通
す
描
写
法
と
い
っ
た

さ
ま
ざ
ま
な
方
向
性
を
理
論
･
実
作
の
両
面
で
模
索
し
て
い
た
事
実
を
挙
げ

て
､
｢
平
面
描
写
｣
と
い
う
描
写
法
は
必
ず
し
も
花
袋
の
描
写
意
識
の
す
べ

て
を
カ
バ
ー
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
の
が
､
相
馬
庸

(&)

郎
氏
や
和
田
謹
吾
民
ら
の
論
で
あ
っ
た
｡

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
｢
平
面
描
写
｣
と
い
う
概
念
に
お
け
る

語
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
､
｢
生
｣
テ
キ
ス
ト
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
､
た
と
え
ば
相

馬
庸
郎
氏
は
､
｢
花
袋
が
本
当
に
や
り
た
か
っ
た
の
は
､
外
面
も
内
面
も
ひ

っ
く
る
め
て
人
間
を
客
観
的
に
描
き
出
す
と
同
時
に
そ
の
意
味
を
も
分
析
す

る
描
写
｣
で
あ
っ
て
､
｢
生
｣

テ
キ
ス
ト
は
こ
の
方
向
性
を
め
ざ
し
た
結
果

で
あ
り
､
｢
平
面
描
写
｣
と
い
う
限
定
は
､
内
面
描
写
の
際
に
と
も
す
れ
ば

主
観
的
な
説
明
に
堕
し
て
し
ま
う
自
己
の
傾
向
を
知
っ
て
い
た
花
袋
が
い
わ

ば
｢
次
善
の
策
｣
と
し
て
打
ち
出
し
た
一
種
の
努
力
目
標
で
あ
る
と
説
明
す

る
｡
以
上
の
よ
う
な
氏
の
論
は
､
実
作
を
離
れ
て
､
日
本
の
自
然
主
義
文
学

に
お
け
る
客
観
描
写
の
一
方
の
代
名
詞
と
し
て
神
話
化
さ
れ
続
け
て
い
る
気

味
の
あ
る
｢
平
面
描
写
｣
と
い
う
概
念
を
検
証
す
る
と
い
う
意
味
で
の
す
ぐ

れ
た
論
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
､
私
が
ひ
と
つ
気
に
か
か
る
の
は
､
氏
の
論

が
花
袋
自
身
の
｢
平
面
描
写
｣
定
義
の
解
釈
に
際
し
て
､
こ
れ
を
｢
外
面
描

写
｣
と
は
ぼ
同
義
の
も
の
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
先
に
あ
げ

た
､
心
理
描
写
を
排
除
し
｢
作
者
｣

の
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
部
分
の

み
に
対
象
の
描
写
を
限
定
す
る
､
と
い
う
｢
平
面
描
写
｣
観
自
体
は
､
氏
に

よ
っ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
私
が
こ
だ
わ
る
の
は
､
｢
『
生
｣

に
於
け
る
試
み
｣
で
の
花
袋
の
｢
単
に
作
者
の
主
観
を
加
へ
な
い
の
み
な
ら

ず
､
客
観
の
事
象
に
対
し
て
も
少
し
も
そ
の
内
部
に
立
入
ら
ず
､
又
人
物
の

内
部
精
神
に
も
立
入
ら
ず
､
た
ヾ
見
た
ま
～
聴
い
た
ま
～
触
れ
た
ま
ヽ
の
現

象
を
さ
な
が
ら
に
描
く
｡
云
は
ば
平
面
的
描
写
､
そ
れ
が
主
眼
な
の
で
す
｣

(
傍
点
稿
者
､
以
下
同
じ
)
中
､
傍
点
部
分
に
主
語
と
し
て
｢
作
者
｣
を
補
う

従
来
の
解
釈
に
対
し
､
こ
れ
を
｢
作
者
｣
だ
け
に
限
定
せ
ず
｢
人
物
｣

(作

中
人
物
)
を
も
含
め
た
両
義
的
な
叙
述
と
見
る
解
釈
が
可
能
な
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
｡

私
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
二
つ
あ
る
｡
ま
ず
､
こ
の
部
分
の
主
体

と
し
て
｢
作
中
人
物
｣
を
も
含
め
得
る
と
す
れ
ば
､
｢
生
｣
テ
キ
ス
ト
中
に

頻
出
す
る
作
中
人
物
の
心
理
描
写
部
分
と
､
花
袋
に
よ
る
｢
平
面
描
写
｣
の

定
義
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
解
消
さ
れ
る
｡
以
前
こ
の
点
に
関
し
て
は
拙
稿
で
論

じ
た
が
､
｢
生
｣
に
お
け
る
複
数
の
作
中
人
物
た
ち
に
対
し
ほ
ぼ
均
等
に
そ

の
視
点
を
取
っ
た
描
写
箇
所
を
分
け
与
え
よ
う
と
す
る
語
り
手
の
志
向
性
の

強
さ
は
､
こ
れ
が
作
者
花
袋
の
強
い
意
図
と
も
と
に
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
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せ
､
そ
れ
が
何
ら
か
の
形
で
｢
『
生
』
に
於
け
る
試
み
｣
に
反
映
し
て
い
な

い
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
｡

も
う
ひ
と
つ
は
､
明
治
三
十
年
代
か
ら
の
花
袋
の
描
写
意
識
の
な
か
で
､

作
品
の
中
で
｢
作
者
｣
が
作
中
の
事
象
に
対
し
て
｢
説
明
｣
や
｢
解
剖
｣
を

行
う
と
い
う
形
で
突
出
す
る
こ
と
を
非
常
に
警
戒
し
て
い
た
と
い
う
点
が
上

げ
ら
れ
る
｡
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
､
読
者
に
と
っ
て
作
中
の
｢
作
者
｣
の

存
在
が
明
瞭
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
を
､
作
家
の
｢
小
主
観
｣
の
あ
ら
わ
れ
と

し
て
花
袋
ほ
常
に
嫌
悪
し
て
い
た
｡
し
た
が
っ
て
､
｢
｢
生
｣

に
於
け
る
試

み｣

の
該
当
部
分
も
､
重
点
ほ
､
客
観
の
事
象
や
人
物
の
内
部
精
神
へ
の
立

ち
入
り
と
い
う
形
で
の
｢
作
者
｣

の
き
わ
だ
ち
に
お
か
れ
て
お
り
､
こ
の
部

分
の
否
定
は
､
｢
作
者
｣

の
突
出
を
伴
わ
な
い
形
で
の
心
理
描
写
-
す
な

わ
ち
､
直
接
作
中
人
物
の
視
点
の
中
に
移
入
し
て
し
ま
う
こ
と
-
へ
の
肯

定
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
で
は
､
ま
ず
こ
の
点
に
関
し
て
､

次
章
で
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し
よ
う
｡

明
治
三
十
四
年
に
､
花
袋
は
中
篇
｢
野
の
花
｣
お
よ
び
そ
の
序
文
を
め
ぐ

っ
て
､
正
宗
白
鳥
と
い
わ
ゆ
る
｢
大
自
然
の
主
観
｣
論
争
を
行
っ
て
い
る
｡

こ
の
論
争
自
体
は
､
二
十
年
代
の
通
遥
と
鴎
外
の
問
に
か
わ
さ
れ
た
没
理
想

論
争
の
変
奏
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
､
こ
こ
で
目
下
の
論
点
に
関

達
す
る
部
分
だ
け
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
｡

花
袋
は
作
品
に
お
け
る
作
者
の
主
観
を
､
小
主
観
と
大
自
然
の
主
観
と
に

二
分
す
る
｡
前
者
は
｢
作
者
の
小
主
張
､
小
感
情
､
小
理
想
､
所
謂
自
然

(
子
チ
ユ
ー
ア
)
の
面
影
を
比
較
的
に
有
し
て
居
ら
ぬ
､
偏
狭
な
､
抽
象
的
な
｣

も
の
で
あ
り
､
し
ば
し
ば
作
品
の
｢
趣
向
｣
と
し
て
読
者
に
意
識
さ
れ
る
｡

そ
れ
に
対
し
後
者
は
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
然
主
義
文
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
作

家
が
問
題
意
識
を
は
っ
き
り
と
持
ち
つ
つ
も
そ
れ
が
具
体
的
な
作
中
人
物
の

心
理
の
推
移
や
事
件
展
開
そ
の
も
の
を
通
し
て
読
者
に
感
得
さ
れ
る
と
い
う

形
を
臥
聾
し
た
か
っ
て
､
広
津
柳
浪
や
小
杉
天
外
(
｢
早
稲
田
派
の
余
風
｣
)

お
よ
び
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
の
よ
う
な
｢
所
謂
主
観
の
情
を
全
く
没
却

し
た
る
純
写
実
の
も
の
｣
､
す
な
わ
ち
作
中
人
物
(
写
生
文
の
場
合
は
作
者
に

ょ
っ
て
写
生
さ
れ
る
対
象
)

の
心
理
描
写
を
全
く
含
ま
な
い
｢
純
客
観
｣

の作

品
と
後
者
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
う
る
｡

そ
れ
で
は
｢
偏
狭
な
､
抽
象
的
な
｣
形
で
あ
ら
わ
れ
る
作
者
の
小
主
観
と

は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
部
分
を
指
す
か
｡
白
鳥
は
こ
れ
を
花
袋
自
身
の

｢
野
の
花
｣
末
尾
に
お
け
る
｢
悲
し
い
の
は
運
命
/
｣
と
い
っ
た
地
の
文
に

お
け
る
詠
嘆
的
叙
述
の
部
分
に
見
て
批
判
し
､
こ
れ
に
対
し
て
花
袋
は
､
こ

れ
は
作
者
そ
の
人
の
生
の
主
観
で
は
な
く
､
作
中
の
主
人
公
(
｢
野
の
花
｣
に

お
け
る
l
人
称
の
語
り
手
)

の
主
観
で
あ
る
ゆ
え
に
作
者
の
小
主
観
の
あ
ら
わ

れ
と
い
っ
た
白
鳥
の
批
判
ほ
的
ほ
ず
れ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
白
鳥
の
読
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み
は
､
｢
野
の
花
｣
が
主
人
公
自
身
の
語
り
に
よ
っ
て
成
る
一
人
称
小
説
で

あ
る
点
を
取
り
落
と
し
て
い
る
と
い
う
花
袋
の
抗
議
は
､
逆
に
､
こ
の
よ
う

な
詠
嘆
的
叙
述
が
主
人
公
を
三
人
称
と
す
る
客
観
小
説
の
中
に
登
場
し
た
場

合
､
作
者
の
直
接
的
な
主
観
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
､
作
品
世
界
へ
の
直
接
介

入
と
し
て
の
小
主
観
と
見
な
し
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
｡

同
様
の
見
解
ほ
､
｢
美
文
作
法
L

(
明
3
9
･
1
1
)
の
｢
小
説
作
法
略
｣
中
の

｢
描
写
｣

の
項
に
も
､
｢
此
の
二
つ
の
描
法
(
一
人
称
の
語
り
と
三
人
称
の
語

り)

の
区
別
を
知
っ
て
､
さ
て
次
に
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
､

小
説
に
は
い
か
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
､
批
評
的
文
字
を
用
ゐ
て
は
な
ら
ん

と
い
ふ
こ
と
だ
｡
叙
述
が
説
明
に
な
る
こ
と
は
そ
れ
は
随
分
あ
る
が
､
批
評

を
下
す
と
､
も
う
作
者
の
小
主
観
の
面
影
が
出
て
､
興
味
が
索
然
と
な
っ
て

了
ふ
も
の
だ
｣

(
(

)
内
稿
者
)
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
｡
こ
れ
を
よ
り
詳

し
く
述
べ
て
い
る
の
が
｢
小
主
観
の
幽
霊
｣
(
明
4
0
･
8
､
｢
文
章
世
界
｣
の

｢
文
章
講
談
｣
)
で
あ
る
｡
彼
は
こ
こ
で
一
例
と
し
て
､
小
品
文
で
星
月
夜
を

描
写
し
て
そ
の
情
感
を
喚
起
し
う
る
よ
う
な
も
の
が
出
来
た
時
､
大
抵
の
人

間
が
こ
れ
に
加
え
て
｢
実
に
美
し
い
〕

｢
噴
美
な
る
か
な
]

｢
あ
は
れ
星
月

夜
の
美
観
｡
｣
と
い
っ
た
｢
自
分
の
感
想
｣
を
つ
け
加
え
る
と
述
べ
､
こ
の
よ

う
な
語
句
に
よ
っ
て
｢
読
者
は
そ
の
一
句
に
妨
げ
ら
れ
て
､
星
月
夜
に
対
す

る
作
者
を
見
る
こ
と
は
出
来
よ
う
が
､
星
月
夜
そ
の
も
の
と
ほ
全
く
の
投
交

渉
に
終
る
｣
と
し
､
こ
れ
を
以
て
｢
小
主
観
の
卑
し
む
べ
き
所
以
｣
と
す
る
｡

以
上
の
よ
う
な
花
袋
の
リ
ア
リ
ズ
ム
観
は
､
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
主

義
か
ら
象
徴
主
義
に
か
け
て
の
文
学
作
品
を
典
拠
と
あ
お
い
だ
こ
と
､
す
な

わ
ち
読
者
に
対
し
語
り
か
け
る
と
い
う
顕
在
的
な
語
り
手
を
消
し
去
り
､
一

定
の
観
察
的
立
場
を
足
場
に
素
材
を
対
象
化
･
客
観
化
し
て
叙
述
す
る
と
い

う
リ
ア
リ
ズ
ム
の
影
響
下
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
と
る
の
は
た
や
す
い

だ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
花
袋
の
リ
ア
リ
ズ
ム
意
識
の
問
題
点
は
､
作
中
の

事
象
に
対
す
る
語
り
手
の
詠
嘆
的
批
評
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
語
り
手
の
読
者

に
対
す
る
語
り
か
け
の
レ
ベ
ル
に
は
達
し
な
い
部
分
に
ま
で
､
｢
作
者
｣

の
存
在
を
見
て
し
ま
う
点
に
あ
る
｡
前
述
の

『
美
文
作
法
｣
で
の
引
用
に
す

で
に
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
､
そ
こ
で
い
う
｢
叙
述
｣
｢
説
明
｣

｢
批
評
｣

と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
概
念
規
定
は
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
｡
事
実
､

後
P
｢
描
写
と
説
明
｣

(
明
4
2
･
9

｢
文
章
世
界
｣
の
｢
イ
ン
キ
壷
｣
)

にな

る
と
､
｢
説
明
｣
の
レ
ベ
ル
す
ら
､
花
袋
に
と
っ
て
は
顕
在
的
作
者
像
を
感

じ
さ
せ
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

何
う
か
説
明
で
な
し
に
､
描
写
で
総
て
の
感
じ
を
顕
は
し
た
い
と
恩

ふ｡

け
れ
ど
説
明
も
ま
た
時
と
し
て
は
一
種
の
描
写
に
な
る
こ
と
が
あ
る
｡

そ
し
て
説
明
的
描
写
が
手
に
入
る
と
､
作
者
の
心
が
け
た
主
観
が
割
合

に
有
効
に
出
て
来
る
場
合
が
多
い
｡
描
写
で
は
何
う
し
て
も
出
な
い
奴
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が
テ
キ
パ
キ
出
て
来
る
｡
例
を
挙
げ
て
見
れ
ば
､
ト
ル
ス
ト
イ
の

『ク

ロ
イ
ツ
エ
ル
ソ
ナ
タ
L
な
ど
が
さ
う
だ
｡
け
れ
ど
あ
れ
を
あ
～
書
か
ず

に
､
描
写
一
方
で
行
っ
て
､
そ
し
て
あ
の
強
い
主
観
が
出
る
や
う
に
出

来
な
い
だ
ら
う
か
｡

何
う
も
難
か
し
い
や
う
に
も
思
は
れ
る
｡

か
れ
は
か
う
思
っ
て
居
る
と
か
あ
～
思
っ
て
ゐ
る
と
か
い
ふ
風
に
書

き
た
く
な
い
｡
作
者
が
作
中
の
人
物
を
人
形
つ
か
ひ
が
人
形
を
つ
か
ふ

や
う
に
つ
か
つ
て
動
か
し
て
居
る
の
を
見
る
と
､
興
味
が
索
然
と
し
て

了
ふ
｡
作
者
は
説
明
し
て
も
好
い
が
､
少
く
と
も
其
説
明
は
作
者
の
説

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

明
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
｡

こ
こ
で
問
題
の
作
中
人
物
の
心
理
描
写
が
登
場
す
る
｡
全
体
を
見
る
か
ぎ

り
､
こ
こ
で
花
袋
が
心
理
描
写
の
作
中
で
の
採
用
を
否
定
し
て
い
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
彼
が
拒
否
し
て
い
る
の
は
､
｢
説
明
｣
に
よ
る
心
理

描
写
で
あ
り
(
そ
れ
と
て
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
ソ
ナ
タ
｣
に
お
け
る
そ
の
有
効
性
は
充

分
認
め
て
い
る
)
､
｢
描
写
｣
に
よ
る
心
理
描
写
､
ま
た
は
｢
作
者
の
説
明
｣

で
は
な
い
説
明
的
描
写
に
よ
る
心
理
描
写
は
む
し
ろ
積
極
的
に
求
め
ら
れ
て

い
る
と
い
え
る
｡

こ
こ
で
､
｢
か
れ
は
か
う
思
っ
て
ゐ
る
｣
と
い
う
表
現
が
花
袋
に
と
っ
て
､

｢
作
者
の
説
明
｣
で
あ
る
と
し
て
否
定
さ
れ
る
理
由
は
､
文
中
の
人
形
つ
か

い
と
い
う
比
喩
に
よ
る
か
ぎ
り
､
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡
人
形

つ
か
い
が
人
形
に
対
し
､
そ
れ
を
自
由
に
支
配
で
き
る
よ
う
な
圧
倒
的
な
優

位
に
立
っ
て
い
る
｡
同
様
に
語
り
手
が
作
中
人
物
の
心
理
を
｢
説
明
｣
す
る

と
い
う
の
は
､
語
り
手
が
作
中
人
物
の
心
理
を
見
通
し
た
上
で
､
語
り
手
独

自
の
判
断
や
批
評
基
準
に
従
っ
て
こ
れ
を
読
者
に
向
か
っ
て
表
現
し
直
す
と

い
う
､
作
中
人
物
を
独
自
の
立
場
か
ら
批
評
･
裁
断
で
き
る
と
い
う
一
種
の

優
位
性
を
語
り
手
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
｢
説
明
｣
と
い
う
形

で
あ
ら
わ
れ
る
､
語
り
手
の
独
自
の
判
断
基
準
の
存
在
を
､
花
袋
は
語
り
手

の
顕
在
性
(
こ
れ
は
作
者
の
｢
小
主
観
｣
へ
と
結
び
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
)
そ
の
も

の
と
し
て
認
知
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢
描
写
｣
と
は
､

語
り
手
が
独
自
の
判
断
基
準
に
よ
っ
て
作
中
人
物
の
心
理
を
｢
説
明
｣
す
る

作
業
以
前
の
段
階
を
示
し
て
い
る
｡
比
愉
的
に
い
う
な
ら
｢
描
写
｣
に
お
け

る
語
り
手
は
､
作
中
人
物
の
上
方
か
ら
批
評
す
る
の
で
な
く
､
そ
の
内
側
に

い
て
彼
自
身
を
演
じ
る
機
能
と
い
え
よ
う
｡
そ
れ
で
は
､
こ
の
よ
う
な
｢
描

写
｣
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
｡

こ
の
具
体
例
は
､
花
袋
が
｢
平
面
描
写
｣
に
統
一
す
る
た
め
に
非
常
に
苦

心
し
た
と
す
る
｢
藁
｣

(
明
4
2
･
1
)
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
は
､
女

房
に
逃
げ
ら
れ
た
指
物
師
が
､
女
の
婚
礼
の
晩
に
衝
動
的
に
そ
の
家
に
放
火

す
る
と
い
う
内
容
の
短
篇
で
あ
る
が
､
作
中
の
男
と
女
の
心
理
描
写
は
た
と
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え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

今
か
ら
十
日
は
ど
前
､
女
が
裸
足
で
(
中
略
)
畑
の
大
根
を
抜
い
て

居
る
と
､
お
い
お
い
と
呼
ぶ
も
の
が
あ
る
｡
振
返
っ
て
見
る
と
､
(
中

略
)
前
の
夫
の
指
物
師
が
見
す
ぼ
ら
し
い
姿
を
し
て
立
つ
て
､
手
招
を

し
て
居
る
｡
話
は
聞
か
ず
と
も
解
っ
て
居
る
｡

簡
潔
で
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
語
り
で
あ
る
が
､
注
意
し
た
い
の
ほ
､
呼
ば
れ
て

振
り
返
っ
た
女
の
ま
な
ざ
し
が
最
初
に
示
さ
れ
､
以
下
は
そ
の
女
の
視
点
を

通
し
て
男
が
見
つ
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
手
法
で
あ
る
｡
そ
し
て
章
が
変
わ

る
と
､
｢
カ
ン
カ
ン
カ
ン

ー
ダ
ブ
ダ
ブ
ダ
ア
ダ
ア
､
｣

と
い
う
鉦
と
念
仏

の
擬
音
語
に
は
さ
ま
っ
て
､
(

)
内
に
男
の
心
中
独
白
が
語
ら
れ
､
地
の

文
を
は
さ
ま
ず
に
痴
音
語
と
独
白
の
二
者
が
交
互
に
続
い
て
ゆ
く
｡
す
な
わ

ち
､
こ
こ
で
語
り
手
は
､
双
方
の
心
理
を
､
女
上
男
の
視
点
描
写
に
よ
っ
て

表
現
し
て
い
る
訳
で
あ
る
｡

視
点
描
写
は
､
直
接
そ
の
人
物
の
内
部
に
語
り
手
が
も
ぐ
り
込
ん
で
､
そ
の

人
物
の
耳
目
を
通
じ
て
そ
の
固
有
の
感
情
と
認
識
を
通
し
て
外
界
を
見
る
手

法
で
あ
る
か
ら
､
外
部
か
ら
そ
の
人
物
を
語
り
手
が
対
象
化
し
て
措
い
て
い

る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
な
く
､
し
か
も
読
者
に
対
し
て
は
ス
ト
レ
ー

ト
に
そ
の
人
物
の
心
理
状
態
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
は
ま
さ
に
先
の

｢
描
写
と
説
明
｣
中
の
｢
描
写
｣
と
し
て
の
心
理
描
写
に
該
当
す
る
と
い
え

よ
う
｡

以
上
述
べ
て
き
た
論
拠
か
ら
､
｢
平
面
描
写
｣
の
定
義
が
作
中
人
物
の
視

点
描
写
を
含
み
得
る
可
能
性
お
よ
び
､
語
り
手
の
顕
在
性
に
対
し
独
特
の
判

断
基
準
を
も
つ
花
袋
の
リ
ア
リ
ズ
ム
観
は
お
お
よ
そ
の
概
略
を
示
し
得
た
と

考
え
る
｡
以
下
､
｢
生
｣

(
明
4
1
･
4
･
1
3
～
7
･
1
9
)
･
｢
妻
｣

(
明
4
1
･
1
0

･
1
4
～
明
4
2
･
2
･
1
4
)
･
｢
田
舎
教
師
｣

(
明
4
2
･
1
0
)
･
｢
縁
｣

(
明
4
3
･

3
･
2
9
～
8
･
8
)
に
捗
る
花
袋
の
長
篇
中
で
､
｢
平
面
描
写
｣
的
語
り
の
諸

相
は
ど
の
よ
う
な
形
で
変
化
し
て
ゆ
く
か
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
と
し
よ
一
笑

｢
生
｣
で
の
語
り
の
特
徴
に
つ
い
て
は
以
前
拙
論
で
述
べ
た
が
､
垂
死
の
老

母
を
中
心
に
そ
の
家
族
達
が
そ
の
ま
わ
り
を
取
り
か
こ
み
つ
つ
､
お
の
お
の

の
人
物
が
交
互
に
視
点
人
物
と
な
り
あ
っ
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
そ
の
構
造
で

あ
る
｡
こ
の
視
点
人
物
と
し
て
の
比
重
は
最
も
多
く
花
袋
自
身
を
モ
デ
ル
と

す
る
次
男
の
釧
之
介
に
片
寄
り
は
す
る
も
の
の
､
他
の
人
物
も
視
点
人
物
と

し
て
の
充
分
な
叙
述
を
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
が
､
語
り
手
自
身
が
き

わ
め
て
主
情
的
で
あ
り
､
か
つ
主
人
公
以
外
の
人
物
の
視
点
描
写
が
ど
く
例

外
的
･
断
片
的
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
｢
蒲
田
｣

(
明
4
0
･
9
)
の
語
り
と

の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
｡

先
に
私
は
､
｢
平
面
描
写
｣
に
お
け
る
｢
見
る
･
聴
く
･
触
れ
る
｣
主
体

を
､
語
り
手
と
作
中
人
物
の
両
方
に
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
し
た
が
､
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｢
生
｣
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
､
語
り
手
自
身
を
感
覚
的
主
体
と
み
な
し
得
る

語
り
の
部
分
は
､
後
者
に
比
較
す
る
と
そ
の
比
重
は
小
さ
い
と
い
え
る
｡
結

論
を
先
走
っ
て
い
う
な
ら
ば
､
こ
の
比
重
は
後
の
作
品
に
な
る
ほ
ど
逆
転
の

様
相
を
見
せ
始
め
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
先
に
述
べ
た
｢
生
｣

の
語
り
を
､
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
即
し
て

考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
私
は
､
先
に
､
老
母
を
中
心
に
家
族
が
そ

の
ま
わ
り
を
取
り
か
こ
み
つ
つ
､
お
の
お
の
が
自
身
の
視
点
を
に
な
っ
て
ゆ

く
構
図
と
述
べ
た
が
､
こ
こ
で
お
の
お
の
が
他
の
作
中
人
物
を
<
見
る
>
と

き
の
あ
り
方
は
比
喩
的
に
い
う
な
ら
き
わ
め
て
浅
彫
り
の
表
現
で
あ
る
と
い

え
る
｡
す
な
わ
ち
､
お
の
お
の
の
人
物
が
独
自
の
立
場
か
ら
他
の
作
中
人
物

を
見
､
ま
た
自
己
自
身
に
つ
い
て
思
い
を
い
た
す
わ
け
だ
が
､
そ
こ
に
ほ
相

互
の
関
連
系
(
対
自
･
対
他
認
識
の
全
体
図
)
の
不
一
致
･
矛
盾
か
ら
生
ず
る
劇

的
(
ド
ラ
マ
チ
カ
ル
)
な
認
識
上
の
葛
藤
は
､
作
中
人
物
相
互
に
と
っ
て
も
読

者
に
と
っ
て
も
は
と
ん
ど
存
在
し
な
い
｡
こ
れ
は
各
人
物
が
も
つ
セ
ル
フ
イ

メ
ー
ジ
お
よ
び
他
者
像
､
あ
る
い
は
読
者
が
語
り
を
通
し
て
知
り
う
る
作
中

人
物
個
々
の
関
連
系
が
､
互
い
に
視
点
を
と
り
合
っ
て
向
か
い
合
う
作
中
人

物
相
互
の
間
で
は
と
ん
ど
食
い
違
う
こ
と
な
く
一
致
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
作
中
人
物
は
､
た
と
え
ば
老
母
の
片
身
分
け
を
め
ぐ
っ
て
つ
か

み
合
い
の
乱
闘
を
演
じ
る
嫁
と
小
姑
と
い
っ
た
動
的
な
場
面
で
す
ら
､
双
方

の
対
自
･
対
他
意
識
そ
の
も
の
は
全
く
揺
れ
動
か
な
い
の
で
あ
る
｡
唯
一
の

例
外
は
､
家
族
か
ら
情
の
強
い
や
か
ま
し
家
と
見
ら
れ
て
い
る
老
母
が
､
新

婚
の
時
期
を
回
想
し
､
夫
と
一
緒
に
臭
を
飼
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
い
っ

た
き
わ
め
て
可
憐
な
場
面
で
あ
り
､
こ
れ
は
読
者
の
彼
女
へ
の
予
断
を
動
揺

さ
せ
る
強
さ
を
持
っ
て
は
い
る
も
の
の
､
老
母
ひ
と
り
の
回
想
で
あ
っ
て
作

中
人
物
の
誰
に
対
し
て
も
語
ら
れ
な
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
た
め
､
家
族
の
老

母
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
う
る
可
能
性
は
最
初
か
ら
断
た
れ
て
い
る
｡

作
者
の
小
主
観
の
介
入
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
避
け
る
た
め
採
用
さ
れ
た
作

中
人
物
た
ち
の
視
点
描
写
と
い
う
技
法
自
体
は
､
個
々
の
作
中
人
物
た
ち
の

異
な
っ
た
関
連
系
を
措
き
得
た
場
合
に
は
劇
(
ド
ラ
マ
)

を
成
立
さ
せ
う
る

可
能
性
を
も
っ
た
技
法
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
花
袋
は
､
核
(
主
人
公
)

と
も
な
り
得
る
老
母
の
内
面
を
家
族
の
中
で
孤
立
さ
せ
､
家
族
全
員
が
老
母

の
病
気
を
悲
し
み
つ
つ
も
そ
の
死
に
よ
っ
て
桂
桔
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
無
意

識
に
願
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
選
択
す
る
こ
と
で
､
劇
的
可
能
性
を
自
ら

封
じ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
え
る
｡
老
母
以
外
の
家
族
た
ち
が
老
母
に
対
す

る
意
識
は
多
少
の
濃
淡
は
あ
れ
は
ぼ
一
致
し
て
お
り
､
そ
の
お
の
お
の
が
相

互
に
視
点
人
物
と
な
る
こ
と
で
､
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
特
権
的
な
主
人
公

と
い
う
存
在
は
溶
解
し
消
滅
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
構
造
は
､
特
定
の
人
物
に

焦
点
を
お
か
ず
､
時
の
経
過
そ
の
も
の
を
描
き
出
す
場
合
に
は
最
も
ふ
さ
わ

し
い
と
い
え
よ
う
｡
｢
｢
生
』
に
於
け
る
試
み
｣

で
彼
が
こ
の
作
の
モ
チ
ー

フ
と
し
て
述
べ
た
｢
一
家
､
親
と
云
ひ
子
と
云
ひ
兄
弟
と
云
ひ
､
と
に
か
く
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同
じ
血
を
連
ね
た
多
く
の
者
が
一
家
を
成
し
て
居
る
､
而
も
そ
の
深
い
関
係

を
有
し
て
集
っ
て
居
る
者
と
雄
､
結
辟
親
は
親
､
子
は
子
､
兄
は
兄
､
弟
は

弟
､
姉
は
姉
､
妹
は
妹
で
､
別
々
に
自
分
の
生
を
ど
う
か
し
て
完
全
に
営
ま

う
と
し
姦
れ
ぐ
に
な
つ
て
居
る
､
集
め
て
見
れ
ば
骨
肉
の
一
家
､
し
か

も
個
々
に
見
れ
ば
自
己
の
生
存
を
本
位
に
し
た
個
人
で
あ
る
-
そ
の
や
う

な
観
念
｣
は
､
ま
さ
に
そ
れ
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
形
式
を
選
び
と
り
､
か
つ
､

視
点
描
写
の
導
入
に
よ
っ
て
｢
徒
ら
に
自
分
の
小
さ
い
主
観
で
濃
薄
を
つ
け

た
り
､
或
は
直
接
わ
か
ら
な
い
内
部
的
現
象
の
説
明
や
解
剖
や
を
す
る
｣
と

い
っ
た
語
り
手
の
顕
在
性
を
も
避
け
得
た
と
い
う
点
で
､
｢
生
｣
は
花
袋
に

と
っ
て
の
成
功
作
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
私
は
､
『
生
』
に
お
け
る
｢
平
面
描
写
｣
が
も
た
ら
し
た

劇
(
ド
ラ
マ
)
性
の
溶
解
･
消
失
と
い
う
一
面
は
､
結
果
的
に
こ
れ
以
降
の

花
袋
の
作
品
を
規
制
し
､
限
定
し
て
ゆ
く
役
割
り
を
に
な
っ
た
と
考
え
る
｡

｢
生
』
で
の
｢
平
面
描
写
｣
が
､
浅
彫
り
と
は
い
え
多
元
視
点
性
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
､
以
降
の
作
で
は
､
語
り
自
体
の
感
覚
描
写
性
と

い
う
特
質
に
比
重
が
か
か
っ
て
く
る
｡
こ
れ
は
､
劇
(
ド
ラ
マ
)
性
を
作
品

か
ら
排
除
し
､
作
中
人
物
問
の
関
連
系
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
を
統
括
的
に
読
者

に
対
し
て
指
し
示
す
｢
説
明
｣
的
語
り
が
排
除
さ
れ
た
結
果
､
統
括
性
･
概

念
性
と
は
対
極
に
あ
る
感
覚
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
急
速
に
浮
上
し
て
き
た
結

果
と
い
え
よ
う
｡

『
妻
』
に
お
い
て
､
そ
の
視
点
は
前
半
は
お
光
(
花
袋
の
妻
リ
サ
か
モ
デ
ル
)

に
､
後
半
は
主
と
し
て
勤
(
花
袋
か
モ
デ
ル
､
『
生
』
の
釧
之
介
に
該
当
)

にお

か
れ
､
わ
ず
か
な
例
外
は
あ
る
も
の
の
､
は
ぽ
こ
の
二
つ
の
視
点
に
よ
っ
て

作
品
は
構
成
さ
れ
て
ゆ
く
｡
こ
の
二
つ
の
関
連
系
は
い
く
つ
か
の
食
い
違
い

は
見
せ
る
も
の
の
｢
諦
め
｣
と
い
う
形
に
よ
っ
て
､
相
互
に
揺
る
が
し
合
う
は

ど
の
葛
藤
は
引
き
お
こ
ら
な
い
｡
そ
の
点
で
｢
生
｣
と
基
本
的
に
同
じ
構
造

を
も
つ
が
､
花
袋
自
身
こ
の
作
品
の
段
階
で
は
､
中
心
人
物
も
背
景
も
眼
中

に
置
か
ず
､
ど
の
人
物
も
平
面
的
に
発
展
さ
せ
た
作
品
(

｢
妻
に
つ
い
て
｣

明
4
2
･
9
､
｢
早
稲
田
文
学
｣
)

と
称
し
て
お
り
､
こ
こ
で
は
｢
平
面
的
｣

とい

う
言
葉
が
決
し
て
相
互
に
葛
藤
を
ま
き
お
こ
さ
ず
静
的
に
並
列
す
る
(
劇

(
ド
ラ
マ
)
性
の
排
除
)
複
数
の
視
点
描
写
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ

て
い
る
｡
｢
平
面
的
｣
と
い
う
言
葉
が
私
の
い
う
浅
彫
り
性
と
は
ぼ
同
義
に

用
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡

多
元
視
点
性
の
意
義
が
後
退
し
た
こ
と
と
平
行
し
て
『
妻
』
に
お
い
て
は
､

固
有
の
感
覚
性
を
そ
な
え
物
語
の
時
空
の
中
に
直
接
身
を
置
く
語
り
手
の
語

り
が
比
重
を
増
し
て
く
る
｡

四
月
の
虞
か
な
日
に
､
山
手
か
ら
濠
端
に
通
ふ
同
じ
路
を
､
新
し
い

一
箇
の
乳
母
車
が
押
さ
れ
て
通
っ
た
｡

黄
格
子
の
唐
桟
の
綿
入
に
､
樺
色
が
か
つ
た
霜
子
の
帯
を
緊
め
た
肥

っ
た
小
樽
の
姿
は
､
柴
垣
､
要
垣
､
棋
殻
垣
､
板
塀
､
冠
木
門
な
ど
の
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あ
る
小
路
か
ら
賑
や
か
な
町
の
通
り
に
際
立
つ
て
鮮
か
に
見
ら
れ
た
｡

車
に
は
咲
子
が
色
の
槌
め
た
肩
掛
に
包
ま
れ
た
ま
～
寝
か
せ
て
あ
る
｡

(
中
略
)

小
刻
に
運
ぶ
足
に
連
れ
て
､
乳
母
車
は
ガ
ラ
ガ
ラ
と
動
い
て
ゆ
く
｡

小
婦
の
心
は
､
押
し
て
居
る
車
よ
り
も
(
中
略
)
遠
く
田
舎
の
藁
葺

の
小
屋
に
あ
っ
た
｡
藁
葺
の
小
屋
に
は
昨
年
生
れ
た
妹
に
乳
を
含
ま
せ

て
､
母
親
が
笑
っ
て
ゐ
た
｡
(
中
略
)
町
の
漬
物
屋
で
杏
の
活
け
た
の

を
売
っ
て
居
る
の
を
母
親
に
せ
び
つ
て
､
一
銭
貰
っ
て
､
自
分
が
買
っ

て
食
っ
て
ゐ
る
ー
ふ
と
前
に
め
づ
ら
し
い
も
の
が
あ
つ
た
の
で
､
思

は
ず
立
留
っ
た
｡
垣
の
傍
に
し
ん
こ
細
工
を
す
る
爺
さ
ん
が
荷
を
卸
し

て
居
て
､
子
供
が
五
六
人
其
周
囲
を
取
巻
い
て
居
る
の
が
眼
に
入
っ
た
｡

(
中
略
)

小
娘
は
久
し
く
立
つ
て
見
て
居
た
｡

車
の
中
の
児
は
､
眼
を
あ
け
て
､
ま
じ
く
と
あ
た
り
を
見
廻
し
た
｡

晴
れ
た
大
空
が
其
の
小
さ
な
明
か
な
瞳
に
映
つ
た
｡
花
の
影
や
ら
木
の

影
や
ら
が
微
か
に
顔
､
衣
､
車
の
上
に
動
く
｡
児
は
時
々
田
心
ひ
出
す
や

う
に
ス
パ
ス
パ
と
乳
を
吸
つ
た
｡

山
手
の
春
の
路
は
絵
の
や
う
で
あ
つ
た
｡
小
路
の
到
る
処
に
花
が
明

か
に
咲
い
て
､
驚
の
声
が
竹
薮
の
中
か
ら
聞
え
た
｡

こ
の
部
分
は
全
体
が
独
立
し
た
一
章
と
な
っ
て
い
る
が
､
場
面
自
体
は
ス
ト

ー
リ
ー
展
開
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
あ
る
ひ
と
コ
マ
の
情
景
描
写
で
あ
る
｡

こ
こ
で
興
味
深
い
の
ほ
､
こ
の
部
分
の
語
り
が
小
蝉
の
心
中
に
移
入
し
た
視

点
描
写
を
取
っ
た
部
分
と
､
小
樽
に
も
赤
ん
坊
に
も
該
当
し
な
い
い
わ
ば
語

り
手
本
人
の
感
覚
的
視
点
の
併
存
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
点
だ
｡
傍
点

部
の
感
覚
的
器
官
の
媒
介
を
指
し
示
す
こ
と
ば
や
､
赤
ん
坊
を
光
と
影
の
う

つ
ろ
い
の
中
に
描
写
す
る
印
象
性
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
｡

語
り
手
に
感
覚
器
官
を
暗
示
す
る
こ
と
で
､
こ
こ
で
語
り
手
は
先
述
し
た

よ
う
に
物
語
の
中
の
時
間
と
空
間
を
作
中
人
物
と
共
有
す
る
立
場
に
立
ち
う

る
｡
作
品
の
テ
ー
マ
が
劇
(
ド
ラ
マ
)
性
を
排
除
し
た
こ
と
で
､
統
括
的
･

説
明
的
語
り
が
駆
逐
さ
れ
､
替
わ
っ
て
そ
れ
と
対
極
的
な
､
固
有
の
感
覚
的

器
官
を
備
え
た
語
り
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
語
り
が
固
有
の
感
覚
的
足
場
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
､
い
う
ま

で
も
な
く
こ
れ
は
写
生
文
に
お
け
る
語
り
手
と
は
異
質
で
あ
り
､
あ
く
ま
で

も
作
品
形
式
上
は
虚
構
性
を
志
向
し
た
語
り
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
作
家
花

袋
の
特
定
の
感
性
を
に
な
う
わ
け
で
は
な
く
､
あ
く
ま
で
も
抽
象
的
な
感
覚

性
そ
の
も
の
が
こ
の
語
り
の
本
質
で
あ
り
､
そ
れ
が
物
語
の
時
空
間
の
中
に

足
場
-
位
置
を
持
つ
と
い
う
点
に
こ
の
語
り
の
独
自
性
が
あ
る
｡

も
う
一
つ
の
特
徴
は
､
こ
の
語
り
の
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
い
う
ま
で
も

な
く
感
覚
性
-
一
種
の
臨
場
感
-
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
れ
は
人
間

の
内
面
を
え
ぐ
る
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
人
間
を
眼
前
の
光
景
の
構
成
要
素
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の
一
部
と
し
て
見
な
す
よ
う
な
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
こ
れ
ほ

人
間
存
在
そ
の
も
の
へ
の
相
対
的
見
方
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ

る
が
､
こ
れ
は
い
っ
た
ん
花
袋
自
身
の
過
去
と
い
う
素
材
か
ら
離
れ
た
『
田

舎
教
師
し

の
中
で
は
､
独
特
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
｡

｢
田
舎
教
師
J
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
､

作
中
人
物
へ
の
視
点
移
入
お
よ
び
感
覚
的
な
語
り
手
は
独
自
の
様
相
を
示
す
■
｡

ま
ず
視
点
移
動
の
点
で
は
､
主
人
公
清
三
を
と
り
ま
く
周
囲
の
人
々
の
視
点

に
よ
っ
て
清
三
が
<
見
ら
れ
る
>
場
面
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
点
で
あ

る
｡
｢
生
｣
と
比
較
し
た
場
合
､
こ
の
ま
わ
り
の
人
々
は
独
自
の
個
性
は
全

く
付
与
さ
れ
ず
､
た
だ
単
に
清
三
の
姿
を
写
し
出
す
鏡
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
『
生
』
と
決
定
的
に
違
う
の
は
､
『
生
』
に
お
い
て
ほ
各
作

中
人
物
の
も
つ
セ
ル
フ
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
と
ん
ど
視
点
の
交
換
に
よ
っ
て
も
変

容
し
な
い
の
に
対
し
､
『
田
舎
教
師
J

の
作
中
人
物
達
は
､
自
己
の
関
連
系

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
清
三
の
イ
メ
ー
ジ
を
映
し
出
す
点
で
あ
る
｡
た
と

え
ば
､
清
三
に
移
入
し
､
清
三
の
関
連
系
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て
い
っ
た

作
中
世
界
が
､
他
の
人
物
の
視
点
に
切
り
か
わ
っ
た
時
､
清
三
は
別
種
の
認

識
主
体
に
よ
っ
て
自
己
を
意
味
づ
け
さ
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
小
学
校
の
教
師

と
い
う
職
業
に
あ
き
た
ら
ず
､
文
学
的
野
心
を
も
っ
て
｢
雲
｣

の
ス
ケ
ッ
チ

を
行
お
う
と
戸
外
に
出
た
清
三
の
視
点
か
ら
関
東
平
野
の
雲
の
変
化
を
見
た

語
り
手
は
､
急
に
視
点
を
野
良
仕
事
を
お
え
た
百
姓
の
そ
れ
に
切
り
替
え
て
､

彼
は
｢
い
つ
も
白
地
の
単
衣
を
着
て
頭
の
髪
を
長
く
し
た
成
願
寺
の
教
員
さ

ん
が
手
帳
を
持
ち
な
が
ら
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
い
く
｣
の
に
ゆ
き
会
う
の
で
あ

る
｡
ま
た
始
め
て
の
職
場
に
緊
張
す
る
清
三
は
生
徒
た
ち
の
視
点
に
よ
っ
て

｢
校
長
の
そ
ば
に
立
つ
て
､
少
し
う
つ
む
き
か
げ
ん
に
､
顔
を
赤
く
し
て
ゐ

る
新
し
い
先
生
は
､
な
ん
と
な
く
困
っ
た
や
う
な
恥
ず
か
し
そ
う
な
様
子
｣

に
見
ら
れ
､
｢
髪
の
伸
び
た
､
額
の
広
い
眉
の
濃
い
そ
の
顔
に
は
一
種
の
努

力
｣
が
見
え
る
と
捉
え
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
な
視
点
描
写
の
特
徴
は
､
清
三
の
内
面
の
野
心
と
､
そ
れ
を
裏

切
っ
て
ゆ
く
肉
体
の
肺
疾
と
い
う
設
定
に
呼
応
す
る
と
共
に
､
花
袋
が
自
身

の
過
去
を
素
材
と
す
る
こ
と
か
ら
ひ
と
ま
ず
離
れ
､
そ
の
意
味
で
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
る
｢
田
舎
教
師
し
を
手
が
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
心
理
的
に
主

人
公
の
客
観
化
が
よ
り
可
能
だ
っ
た
こ
と
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
｡

テ
ー
マ
的
に
も
描
写
的
に
も
､
自
然
の
中
の
一
事
物
と
し
て
の
人
間
の
生

の
は
か
さ
な
を
扱
っ
た
『
田
舎
教
師
』
を
経
た
『
縁
』
に
お
い
て
は
､
花
袋

は
自
己
を
モ
デ
ル
と
す
る
清
の
描
写
に
お
い
て
､
そ
の
客
観
化
を
以
前
の
諸

作
と
比
較
し
て
一
段
と
進
展
さ
せ
て
い
る
｡

次
の
引
用
場
面
は
熊
本
県
に
あ
る
父
の
墓
に
詣
で
た
清
が
追
憶
の
情
に
ふ

け
る
彼
の
視
点
描
写
に
続
く
部
分
で
あ
る
｡

清
は
墓
前
に
脆
い
た
｡
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や
が
て
立
上
っ
て
､
隣
の
墓
石
の
上
に
置
い
た
夏
帽
子
を
取
っ
て
か

ぶ
っ
た
｡
夏
の
日
は
も
う
暑
く
な
り
出
し
た
｡
か
れ
は
門
の
処
で
草
を

む
し
つ
て
居
る
爺
の
処
に
釆
て
､
何
か
l
;
一
口
三
言
言
っ
て
居
た
が
､
そ

れ
も
ほ
ん
の
僅
か
の
間
で
あ
つ
た
｡
や
が
て
笠
松
の
聞
か
ら
街
道
の
方

へ
出
て
行
く
其
の
姿
が
見
え
た
｡

清
の
視
点
描
写
か
ら
な
だ
ら
か
に
接
続
し
っ
つ
､
語
り
手
は
徐
々
に
独
自
の

位
置
を
確
保
し
だ
し
､
や
が
て
そ
の
日
に
よ
っ
て
清
は
完
全
に
対
象
化
さ
れ

て
し
ま
う
｡
し
か
も
語
り
手
は
物
語
の
時
空
内
に
あ
る
松
の
木
に
よ
っ
て
さ

え
ぎ
ら
れ
る
自
己
の
視
界
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
己
の
位
置
を
物
語
内

の
時
空
に
確
定
し
､
き
わ
め
て
感
覚
的
な
臨
場
感
を
獲
得
し
得
て
い
る
と
い

え
る
｡

今
年
の
秋
は
染
々
と
さ
び
し
か
つ
た
｡
今
ま
で
経
て
釆
た
ラ
イ
フ
が

そ
れ
と
な
く
頭
に
繰
返
さ
れ
た
｡
(
略
)

墓
場
を
抜
け
て
､
葉
の
枯
々
に
な
つ
た
桑
畑
の
傍
を
通
っ
て
､
ひ
ろ

い
野
に
行
く
路
が
あ
つ
た
｡
野
に
は
林
が
あ
つ
た
り
､
村
が
あ
つ
た
玖

白
壁
が
と
こ
ろ
♪
く
1
/
に
見
え
た
り
し
た
｡
電
信
柱
の
並
ん
だ
レ
ー
ル

路
に
は
､
を
り
く
汽
車
が
白
い
姻
を
立
て
～
通
っ
た
｡
夕
日
が
秩
父

の
山
に
静
か
に
落
ち
る
頃
､
清
は
一
人
で
よ
く
其
道
を
通
っ
て
野
へ
行

っ
た
｡
夕
暮
の
空
気
の
中
に
く
つ
き
り
と
出
て
居
る
其
姿
は
､
時
に
は

レ
ー
ル
路
の
上
に
長
い
間
立
つ
て
居
る
こ
と
な
ど
も
あ
つ
た
｡

夕
焼
に
其
顔
が
明
る
く
見
え
た
｡

こ
の
部
分
も
先
の
引
用
部
分
と
同
一
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

人
物
を
形
態
と
し
て
よ
り
も
陰
影
と
明
暗
に
よ
っ
て
捉
え
る
描
写
ほ
や
は
り

印
象
的
･
感
覚
的
と
い
え
る
｡
感
覚
的
な
語
り
手
は
､
花
袋
自
身
の
過
去
の

自
己
で
あ
る
清
を
､
完
全
に
風
景
中
の
一
構
成
要
素
と
し
て
客
観
化
し
て
描

写
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
｡
F
蒲
団
｣
に
お
け
る
主
情
的
語
り
手
が
､

視
点
移
動
お
よ
び
感
覚
的
語
り
手
の
分
離
と
い
う
技
法
や
､
『
田
舎
教
師
し

と
い
う
虚
構
作
品
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
己
の
過
去
を
素
材
と
し
つ
つ
､

い
わ
ゆ
る
私
小
説
的
語
り
を
超
克
し
､
そ
の
意
味
で
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な

方
向
性
を
示
す
語
り
を
｢
縁
｣
に
至
っ
て
獲
得
し
た
と
い
え
よ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
よ
う
な
場
面
は
､
清
を
め
ぐ
る
細
君
や
敏
子
(
『
蒲

田
｣
の
芳
子
の
後
身
)
､
馬
橋
(
岡
田
中
の
後
身
)
ら
の
葛
藤
か
ら
清
が
一
人

逃
れ
出
た
､
紀
行
的
部
分
に
の
み
見
ら
れ
る
､
と
い
う
点
は
､
こ
の
作
品
に

お
け
る
感
覚
的
描
写
が
対
象
を
人
事
か
ら
離
れ
た
自
然
を
背
景
と
し
た
場
合

に
し
か
成
立
し
得
な
い
と
い
う
限
界
を
示
し
て
い
る
｡
『
生
L
以
降
の
花
袋

作
品
を
特
徴
づ
け
る
劇
(
ド
ラ
マ
)
性
の
消
失
ほ
､
｢
縁
｣
に
お
け
る
清
の
客

観
描
写
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
続
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

以
上
､
｢
平
面
描
写
｣
と
い
う
花
袋
の
定
義
づ
け
と
実
作
の
問
の
矛
盾
考
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花
袋
の
定
義
づ
け
自
体
を
解
釈
し
な
お
す
こ
と
で
解
消
す
る
作
業
に
始
ま
っ

て
､
花
袋
の
長
篇
に
お
け
る
視
点
描
写
･
感
覚
的
語
り
手
の
分
離
と
そ
の
変

化
を
た
ど
っ
て
み
た
｡
こ
の
稿
で
は
､
｢
平
面
描
写
｣
論
に
続
く
｢
描
写
論
｣

(
｢
早
稲
田
文
学
｣
明
4
4
･
4
)
に
触
れ
る
い
と
ま
が
無
か
っ
た
が
､
徹
底

し
た
感
覚
･
印
象
描
写
を
提
唱
す
る
｢
描
写
論
｣

へ
の
重
点
の
移
動
の
理
由

の
一
端
は
､
『
生
』
に
お
け
る
劇
(
ド
ラ
マ
)
性
の
溶
解
を
論
じ
た
部
分
に

よ
っ
て
示
し
得
た
と
考
え
る
｡

こ
こ
で
扱
っ
た
以
降
の
花
袋
の
作
風
に
つ
い
て
ほ
､
象
徴
的
な
描
写
法
へ

の
転
換
､
宗
教
的
レ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
移
行
等
と
の
定
義
づ
け
が
吉
田
精
一
戚

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
､
私
は
本
質
的
に
｢
生
｣
に
お
け
る
技
法
と
モ

チ
ー
フ
の
完
壁
な
合
致
が
､
後
の
花
袋
.
の
方
向
性
を
決
定
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
｡
象
徴
的
描
法
･
宗
教
的
レ
ア
リ
ス
ム
と
も
に
｢
生
｣
以

降
の
三
部
作
の
中
で
花
袋
が
獲
得
し
て
い
っ
た
も
の
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
｡

と
も
あ
れ
､
自
然
主
義
文
学
に
お
け
る
客
観
描
写
と
い
う
文
学
史
的
定
説

は
､
相
馬
氏
も
い
う
よ
う
に
あ
ま
り
に
も
ー
面
的
な
神
話
と
い
え
よ
う
｡
今

回
私
な
り
に
分
析
し
て
き
た
花
袋
の
描
写
方
法
と
意
識
に
つ
い
て
は
､
こ
れ

が
同
時
代
の
読
者
の
意
識
に
よ
っ
て
(
特
に
い
わ
ゆ
る
私
小
説
の
概
念
の
確
立
期

に
お
い
て
)
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
､
ど
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
た
か
を
､
同

時
代
の
表
出
史
の
中
で
位
置
づ
け
る
作
業
を
次
の
課
題
と
し
て
､
こ
の
稿
を

終
え
た
い
｡
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(
5
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､
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を
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神
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人
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へ
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と
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る
｡

(
6
)

(
4
)
で
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を
｢
蒲
団
｣
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大
自
然
の
主
観
と
い
う
意
識
と
の
矛
盾

に
よ
っ
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た
｡

(
7
)
た
だ
し
同
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談
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記
の
中
で
花
袋
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､
部
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的
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語
り
手
本
人
の
主
情
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し
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あ
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と
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め
て
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る
｡
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8
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8
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･
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声
L

(
桜
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社
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5
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･
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