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形
象
を
描
く
人

人
間
の
本
質
を
尋
ね
る
哲
学
的
人
間
学
は
、
人
間
が
い
か
な
る
点
で
他
の
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
う
る
の
か
を
繰
り
返
し
問

ホ

モ

・

ロ

ク

エ

ン

ス

ホ

モ

・

フ

ァ

ー

ベ

ル

ホ

モ

・

ル

ー

デ

ン

ス

う
て
き
た
。
人
間
と
は
、
言
語
を
話
す
人
で
あ
り
、
道
具
を
工
作
す
る
人
で
あ
り
、
自
発
的
に
遊
戯
す
る
人
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
人
は
像
を
描
く
。
「
描
く
こ
と
」
と
は
、
言
語
に
よ
る
認
識
と
同
様
に
現
実
を
抽
象
化
し
て
把
握
す

る
こ
と
で
あ
り
、
道
具
を
用
い
て
形
を
生
み
だ
す
こ
と
で
あ
り
、
時
間
と
空
間
を
制
御
し
な
が
ら
現
実
か
ら
遊
戯
的
に
距
離

を
と
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
描
く
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
の
根
本
的
な
能
力
が
も
っ
と
も
総
合
的
な
仕
方
で
機
能
し
て

い
る
。も

っ
と
も
、
描
く
こ
と
と
は
、
目
に
見
え
る
像
の
制
作
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
の
作
用
、
あ
る
い
は
音
や
身

体
の
動
き
が
生
み
だ
す
一
連
の
流
れ
や
、
光
と
影
の
相
互
作
用
か
ら
成
る
非
物
質
的
で
形
の
定
ま
ら
な
い
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
ま

た
、
人
間
が
描
き
だ
す
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
過
去
を
想
起
し
未
来
を
構
想
す
る
と
い
う
、
人
間
の

生
の
根
本
的
な
営
為
の
う
ち
に
、
す
で
に
、
世
界
を
―
つ
の
連
続
態
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
内
的
な
作
用
、
す
な
わ
ち
想
像

力
が
働
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
描
く
こ
と
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
含
む
包
括
的
な
意
味
で
の
「
形
象

(11
イ
メ
ー
ジ
）
」
の

ホ
モ
・
ビ
ク
ト
ル

創
造
と
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
と
は
、
形
象
を
描
く
人
で
あ
る
。

描
く
人
の
倫
理
と
冒
険

わ
れ
わ
れ
の
問
い
の
め
ざ
す
も
の
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描
く
こ
と
の
自
由
と
限
界

ハ
ン
ス
・
ヨ
ー
ナ
ス
は
、
描
く
能
力
と
は
、
現
実
か
ら
形
相
を
引
き
離
し
、
形
相
を
、
時
間
と
空
間
の
偶
然
性
に
翻
弄
さ

れ
て
い
る
状
態
か
ら
救
い
出
し
思
う
ま
ま
に
意
味
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
「
自
由
」
の
能
力
で
あ
る
と
し
、
こ
の
自
由
に
、

人
間
と
動
物
と
を
決
定
的
に
分
か
つ
裂
け
目
を
見
い
だ
し
た
。
だ
が
、
描
く
自
由
が
、
人
間
と
動
物
だ
け
で
な
く
、
人
間
と

神
と
を
分
か
つ
裂
け
目
を
も
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

旧
約
聖
書
の
《
創
世
記
》
が
伝
え
る
神
の
天
地
創
造
は
、
「
描
く
」
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
在
れ
」
と
命

ず
る
こ
と
に
よ
る
創
造
で
あ
っ
た
。
神
は
描
か
な
い
。
形
象
を
描
く
と
い
う
人
間
特
有
の
営
み
は
、
聖
性
の
冒
漬
と
真
理
か

ら
の
離
反
の
危
険
を
芋
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
描
く
こ
と
は
長
い
歴
史
の
な
か
で
幾
度
と
な
く
禁
止
さ
れ
、
否
定
さ
れ

て
き
た
。
描
く
自
由
と
は
、
い
か
な
る
も
の
を
も
創
造
す
る
こ
と
の
で
き
る
万
能
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
間
の

描
く
形
象
に
は
、
当
初
か
ら
あ
る
種
の
限
界
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
。

描
く
こ
と
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
し
た
が
っ
て
、
描
く
こ
と
の
限
界
を
見
極
め
、

制
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
形
象
の
倫
理
を
尋
ね
る
問
い
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

倫
理
と
冒
険
の
弁
証
法

そ
の
限
界
を
侵
す
暴
挙
を
注
意
深
く
抑

形
象
の
倫
理
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
表
象
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
、
す
で
に
声
高
に
議
論

さ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ
こ
で
問
題
な
の
は
、
ク
ロ
ー
ド
・
ラ
ン
ズ
マ
ン
の
映
画
『
S
H
O
A
H
シ
ョ
ア
』
(
-
九
八
五
）
が
そ
う

•••••••••• 

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
何
を
描
く
べ
き
で
は
な
い
事
柄
と
み
な
す
の
か
、
ま
た
、
い
か
に
し
て
そ
の
事
柄
の
形
象
化
を
封
じ
込



め
る
の
か
を
主
張
す
る
こ
と
に
終
始
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

こ
と
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

形
象
の
倫
理
は
、
計
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
際
し
て
押
し
黙
り
、
み
ず
か
ら
の
存
在
意
義
を
不
問
に
付
す
、
そ

の
「
槙
ま
し
さ
」
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
の
は
、
形
象
の
倫
理
の
よ
り
積
極
的
で
実
践
的
な
次
元

を
新
た
に
切
り
開
く
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
聖
像
を
つ
く
り
礼
拝
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
神
へ
の
冒
涜
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
だ
け
で
は

な
く
、
像
の
持
つ
魔
術
的
な
力
に
惹
か
れ
る
こ
と
を
人
々
が
怖
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
人
は
、
形
象
の
な
か
に
、
た

ん
な
る
形
象
以
上
の
も
の
を
み
よ
う
と
し
て
き
た
。
古
い
昔
、
プ
ラ
ト
ン
が
詩
人
の
追
放
を
唱
え
た
の
も
、
詩
人
の
吟
じ
る

も
の
が
た
ん
な
る
虚
偽
に
留
ま
ら
ず
、
大
衆
を
惑
わ
す
魅
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

形
象
は
、
み
ず
か
ら
の
限
界
を
越
境
す
る
危
険
を
冒
す
か
ら
こ
そ
人
を
魅
了
す
る
。
形
象
の
本
質
は
、
限
界
と
越
境
の
二
律

背
反
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

人
は
、
限
界
を
持
つ
形
象
を
、
そ
れ
で
も
な
お
描
く
。
形
象
は
、
み
ず
か
ら
の
限
界
を
越
え
ゆ
く
冒
険
性
を
欲
し
て
い
る
。

必
要
な
の
は
、
形
象
の
倫
理
の
探
求
を
、
制
す
べ
き
越
境
を
問
う
次
元
か
ら
成
す
べ
き
冒
険
を
問
う
次
元
へ
と
深
め
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
描
く
こ
と
は
、
倫
理
と
冒
険
の
弁
証
法
に
お
い
て
展
開
す
る
。
描
く
人
の
自
由
は
、
倫
理
を
ふ
ま
え
た
冒
険
と

い
う
。
ハ
ラ
ド
ク
ス
を
生
き
る
自
由
と
捉
え
直
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

形
象
・
想
像
カ
・
人
間
形
成

形
象
を
描
く
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
の
在
る
べ
き
姿
を
省
み
る

メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
加
速
的
に
発
達
す
る
今
日
、

わ
れ
わ
れ
の
生
活
世
界
に
溢
れ
る
形
象
の
種
類
と
数
は
ま
す
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想
像
力
と
は
、
経
験
の
限
界
を
越
え
て
未
知
の
事
態
へ
と
迫
り
ゆ
く
と
と
も
に
、
そ
の
事
態
を
み
ず
か
ら
に
結
び
返
し
、

自
己
自
身
の
認
識
の
う
ち
に
形
象
と
し
て
深
く
刻
み
込
む
能
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
は
、
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
飛
躍
と

回
帰
の
冒
険
を
と
お
し
て
自
己
を
形
成
し
て
い
く
の
だ
と
い
え
よ
う
。
想
像
力
と
形
象
を
巡
る
わ
れ
わ
れ
の
問
い
は
、
他
者

や
歴
史
を
含
む
、
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
の
環
境
世
界
に
向
か
っ
て
み
ず
か
ら
を
開
こ
う
と
す
る
人
間
の
生
の
涵
養
、
す
な

わ
ち
人
間
形
成

(11

教
養
）
を
巡
る
問
い
と
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る
。

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ル
ツ
は
、
人
間
の
本
質
を
そ
の
精
神
性
の
内
側
に
求
め
て
き
た
点
に
哲
学
的
人
間
学
の
曖
昧
さ
が
あ

新
し
い
人
間
学
的
美
学
に
向
か
っ
て

ま
す
増
大
し
て
い
る
。
学
問
世
界
、
と
り
わ
け
、
理
論
科
学
や
知
覚
を
凌
駕
す
る
超
ミ
ク
ロ
と
超
マ
ク
ロ
の
領
域
の
事
象
を

扱
う
科
学
に
お
い
て
も
ま
た
、
研
究
対
象
の
形
象
化
が
不
可
欠
の
問
題
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
形
象
は
、
い
ま
や
も
っ

と
も
広
汎
な
領
域
を
横
断
す
る
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
を
中
心
に
一
九
九
〇

年
代
以
降
、
形
象
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
汲
み
上
げ
る
新
し
い
学
際
分
野
と
し
て
「
形
象
学
B
i
l
d
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
」
が
成

立
し
展
開
を
続
け
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
の
探
求
は
、
こ
う
し
た
動
向
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
問
い
の
射
程
を
際
限
な
く
拡
張
す
る
こ
と
が
必
要
な
ら
ば
、
一
方
で
、
問
い
を
収
飲
さ
せ
る
こ
と
も
ま
た
必
要
で

あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
問
い
を
輪
郭
づ
け
る
の
は
、
「
形
象
巨
d

」
と
語
根
を
同
じ
く
す
る
―
つ
の
問
題
領
域
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
語
で
は
、
「
想
像
力
E
i
n
b
i
l
d
u
n
g
s
k
r
a
f
t
」
と
い
う
語
だ
け
で
な
く
「
人
間
形
成
（
教
養
）

B
i至
u
n
g
」
と
い
う
語
も
ま
た
、

「B
史
」
を
語
根
に
持
つ
。
ド
イ
ツ
語
に
特
有
の
、
形
象
・
想
像
カ
・
人
間
形
成
の
三
者
の
概
念
的
な
親
和
性
は
、
描
く
と
い

う
営
み
が
、
芸
術
の
問
題
で
あ
る
以
上
に
、
人
間
の
文
化
的
な
生
の
根
本
問
題
で
あ
り
う
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。



る
と
指
摘
し
た
。
人
間
の
在
り
方
を
、
む
し
ろ
環
境
世
界
と
の
開
か
れ
た
連
関
に
お
い
て
問
お
う
と
す
る
と
き
、
ハ
ン
ス
・

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
い
う
よ
う
に
、
世
界
を
形
象
と
し
て
描
き
だ
し
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
読
解
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る。

ホ
モ
・
ピ
ク
ト
ル

わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
の
は
、
哲
学
的
人
間
学
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
要
請
に
応
え
、
描
く
人
の
倫
理
と
冒
険
の
探
求
か
ら
、

新
し
い
人
間
学
的
美
学
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

一
、
形
象
は
、
意
味
の
媒
体
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
形
象
が
そ
れ
自
体
で
自
足
し
た
媒
体
た
り
う
る
こ
と
は
、
近
代

に
な
っ
て
は
じ
め
て
自
覚
さ
れ
た
。
近
代
と
い
う
時
代
を
、
形
象
論
の
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
改
め
て
省
み
る
こ
と

が
重
要
と
な
る
。

一
、
と
は
い
え
、
近
代
を
中
心
化
・
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
が
、
そ
の
以

前
と
以
後
と
ど
の
よ
う
に
連
続
し
て
い
る
の
か
を
重
視
し
た
い
。
そ
こ
で
企
図
さ
れ
る
の
は
、
美
学
史
を
「
形
象

論
史
」
と
し
て
再
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
、
い
わ
ゆ
る
美
学
理
論
と
な
ら
ん
で
、
芸
術
論
、
さ
ら
に
は
芸
術
家
ら
が
提
出
す
る
議
論
も
ま
た
、
重
要
な
意
義
を

も
つ
。
見
つ
め
ら
れ
る
べ
き
は
、
そ
れ
ら
の
相
互
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
、
芸
術
の
実
践
は
、

た
ん
に
、
潜
在
す
る
理
論
の
実
現
形
式
で
は
な
い
。
実
践
と
い
う
仕
方
で
し
か
生
成
さ
れ
え
な

わ
れ
わ
れ
の
問
い
は
、
五
つ
の
方
向
を
内
包
し
て
い
る
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一
、
各
々
の
事
象
へ
と
分
化
さ
れ
た
個
別
研
究
が
充
実
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
理
論
、
実
践
、
芸
術
の
諸
ジ
ャ

ン
ル
、
歴
史
、
文
化
、
政
治
、
人
間
、
環
境
を
、
未
分
化
の
総
体
と
し
て
吟
味
し
よ
う
と
す
る
総
合
研
究
の
充
実

も
計
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
形
象
を
め
ぐ
る
問
い
は
、
個
別
と
総
合
の
弁
証
法
に
お
い
て
展
開
す
る
。
し
た
が
っ
て

本
誌
は
、
あ
ら
ゆ
る
著
者
、
あ
ら
ゆ
る
読
者
へ
と
開
か
れ
て
い
る
。

い
論
理
が
あ
る
こ
と
を
も
ま
た
、
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二

0
一
六
年
三
月

形
象
論
研
究
会
発
起
人

三

木

順

子

柿

木

伸

之

高

安

啓

介

原

千

史




