
人
間
の
五
感
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
視
覚
・
聴
覚
・
触
角
・
味
覚
・
嗅
覚

で
あ
る
が
、
詩
人
の
内
部
で
高
め
ら
れ
る
詩
的
感
動
と
結
び
つ
き
が
深
い
、
と
い
う
点
で
考

え
て
み
る
と
、
や
は
り
視
覚
と
聴
覚
が
主
と
な
っ
て
く
る
。
詩
人
た
ち
の
感
覚
的
世
界
を
支

え
る
の
は
眼
で
あ
り
耳
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
二
つ
の
感
覚
が
、
歌
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
現
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
こ
れ
ら
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
材
料
は
萬
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新

古
今
和
歌
集
（
以
下
略
称
を
用
い
る
）
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
「
見
る
」「
聞
く
」
の
表

わ
す
世
界
に
つ
い
て
の
一
考
、
と
言
え
よ
う
か
。

ま
ず
、
中
西
進
氏
の
言
う
に
、「
私
は
古
代
人
の
ま
ず
第
一
に
持
っ
た
知
覚
は
、
目
を
通

し
て
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
は
（
中
略
）
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、

メ
（
目
）
│
│
│
ミ
ル
（
見
）

ハ
ナ
（
鼻
）
│
│
カ
グ
（
嗅
）

ミ
ミ
（
耳
）
│
│
キ
ク
（
聞
）

と
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
と
ば
の
う
え
で
上
下
が
一
致
す
る
の
は
、
目
と
見
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
の
ほ
か
古
代
の
文
献
に
は
、
こ
と
の
ほ
か
『
見
る
こ
と
』
を
強
調
し
た
も
の
が
多

（
注
１
）

い
。」私

が
「
見
る
」
世
界
と
「
聞
く
」
世
界
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
は
右
の
論
を
知
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
、
見
る
・
聞
く
い
ず
れ
も
人
間
の
生
得
の
能
力
で
あ
る
。
理
性
や

知
性
の
発
展
も
、
そ
の
前
段
階
に
こ
れ
ら
の
基
本
的
感
覚
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば

こ
れ
ら
の
働
き
は
、
ひ
と
り
人
間
に
と
ど
ま
ら
ず
、
動
物
全
体
の
最
も
素
朴
な
「
知
」
の
世

界
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
三
大
集
を
使
っ
て
、
見
る
・
聞
く
の
用
例
数
を
比
べ
て
み
る
。

萬

葉
│
見
る
・
見
ゆ

一
〇
九
四
例

聞
く
・
聞
こ
ゆ

一
九
三
例

古

今
│
見
る
・
見
ゆ

二
二
二
例

聞
く
・
聞
こ
ゆ

三
七
例

新
古
今
│
見
る
・
見
ゆ

三
一
七
例

聞
く
・
聞
こ
ゆ

七
〇
例

（
た
だ
し
、
複
合
語
は
含
ま
な
い
）
こ
の
統
計
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
古
今
一
一
〇
〇
首
、

新
古
今
一
九
七
九
、
萬
葉
四
五
一
六
と
い
う
総
歌
数
の
比
率
か
ら
み
て
、
萬
葉
に
お
け
る
見

る
・
見
ゆ
の
用
例
の
豊
富
さ
と
一
方
の
聞
く
・
聞
こ
ゆ
の
意
外
な
少
な
さ
で
あ
る
。（
見
る
・

見
ゆ
が
一
つ
の
歌
で
重
複
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
右
の
用
例
数＝

歌
数
と
は
断
定
で
き
な

い
）
萬
葉
集
に
は
様
々
の
階
層
の
人
々
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
の
人
間
を
語

る
の
に
都
合
が
よ
く
「
萬
葉
人
」
な
る
語
で
そ
れ
を
代
表
で
き
よ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
萬
葉
人
の
感
覚
の
う
ち
、
歌
に
視
覚
が
多
く
現
わ
れ
る
の
に
は
、
何

を
語
る
に
も
ま
ず
「
見
る
」
こ
と
が
根
本
の
要
件
で
あ
っ
て
、
美
意
識
を
支
え
る
の
は
「
見

て
美
し
い
」
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
萬
葉
人
の
歌
は
一
三
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
い
る

が
、
一
〇
〇
年
以
上
後
に
編
ま
れ
た
古
今
集
と
の
比
較
は
種
々
の
点
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ

る
。「

見
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
拙
い
比
較
を
し
て
み
る
と
、
古
今
集
の
歌
人
た
ち
に
と
っ

て
、「
見
る
」
こ
と
は
歌
を
生
み
出
す
美
の
認
識
の
過
程
で
歌
人
の
内
部
に
と
り
こ
ま
れ
、

＊
総
合
教
育
科

平
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年
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十
一
日
受
理
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表
面
に
出
て
く
る
こ
と
は
萬
葉
人
に
比
べ
る
と
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
か
、
つ

ま
り
感
覚
（
見
る
）
↓
感
動
↓
観
念
的
処
理
↓
歌
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
登
場
が
「
見
る
」

と
い
う
語
の
表
出
の
機
会
を
少
な
く
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
萬
葉
人

の
そ
れ
に
比
べ
少
し
く
屈
折
し
た
も
の
と
も
受
け
取
れ
る
。

「
見
る
」
と
「
聞
く
」
と
の
差
異
を
考
え
る
う
え
で
、
私
は
萬
葉
集
の
一
つ
の
言
い
ま
わ

し
に
興
味
を
持
っ
た
。
そ
れ
は
「
雖
レ

見
不
レ

飽
」（
巻
十
三
の
初
出
は
三
二
三
二
）
で
あ
っ

て
、
集
全
体
で
は
五
二
例
を
数
え
て
い
る
。
古
今
集
・
新
古
今
集
で
は
こ
の
表
現
は
そ
れ
ぞ

れ
二
例
し
か
な
い
が
、
こ
れ
は
「
雖
」
と
い
う
漢
語
表
現
が
和
語
と
な
じ
ま
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
表
現
を
裏
返
し
て
み
る
と
、「
見
る
」
こ
と
が
「
飽
く
」
こ
と
の
必
要
条
件

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
こ
れ
を
用
例
数
か
ら
言
う
と
「
飽
」
は
集
全
体
で
九
三
例
、
う
ち

「
不
飽
」
は
七
六
例
（
用
字
の
ち
が
い
は
考
え
な
い
）、
ま
た
そ
の
う
ち
「
見
る
」
と
結
び

つ
く
も
の
五
三
例
（「
雖
レ

見
不
レ

飽
」
と
同
意
と
思
わ
れ
る
例
全
体
）
と
な
り
、「
見
る
」

と
「
飽
く
」
と
の
密
接
な
関
連
を
裏
付
け
て
い
る
。

一
方
、「
不
飽
」
が
「
聞
く
」
と
結
び
つ
く
例
は
萬
葉
集
中
五
例
の
み
で
あ
る
。「
見
る
」

と
「
飽
く
」
と
。「
飽
く
」
は
�
満
足
す
る
意
、
�
現
在
の
「
飽
き
る
」
と
同
じ
意
が
あ
り
、

こ
こ
は
�
の
、
満
足
感
が
度
を
越
し
て
感
情
に
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
を
き
た
し
た
状
態
と
思
わ

れ
、
よ
っ
て
「
不
飽
」
と
な
れ
ば
そ
の
マ
イ
ナ
ス
部
分
が
切
り
捨
て
ら
れ
、
心
に
快
の
状
態

が
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
詩
的
感
動
に
も
段
階
が
あ
る
な
ら
ば
、「
不
飽
」
は
そ
の
最

も
終
局
の
高
ま
り
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
「
見
る
」
は
人
間
の
感
覚
の
世

界
を
支
え
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
「
見
る
」
こ
と
に
段
階
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
歌
が

生
ま
れ
る
の
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
み
た
い
。「
雖
レ

見
不
レ

飽
」
は
、
単
に
美
を
認
識

し
感
動
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
持
続
性
を
持
ち
歌
う
者
の
強
い
賛
美
を
表
わ
し
て
い

る
表
現
で
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。「
雖
レ

見
不
レ

飽
」
と
う
た
わ
れ
る
も
の
の
用
例
を

た
ど
る
と
、
野
・
浜
・
浦
・
磯
・
川
・
山
・
花
・
白
波
・
白
雲
と
い
っ
た
自
然
の
ほ
か
に

君
・
吾
妹
子
と
い
っ
た
人
間
を
も
含
み
、
ま
た
し
て
も
私
は
「
見
る
」
の
用
例
の
豊
か
さ
に

驚
く
。

一
方
「
雖
レ

見
不
レ

飽
」
を
見
て
み
る
と
、
先
に
集
中
五
例
と
書
い
た
が
、
そ
の
対
象
と

（
注
２
）

な
る
の
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
（
三
例
）・
ひ
ぐ
ら
し
・
こ
ほ
ろ
ぎ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
物
は

ぜ
ん
た
い
、
姿
よ
り
声
・
音
を
め
で
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
対
象
の
中
に

美
を
発
見
す
る
に
は
「
見
る
」
こ
と
は
必
要
な
く
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
聞
く
」
こ
と
が
必

要
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
美
は
「
見
る
」
こ
と
で
は
到
底
感
知
し
得
な
い
。

「
雖
レ

見
不
レ

飽
」
は
こ
う
い
っ
た
独
自
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
。

私
の
言
い
た
い
こ
と
は
、「
見
る
」
が
「
聞
く
」
よ
り
も
そ
の
用
例
数
に
お
い
て
ま
さ
る

点
か
ら
、「
聞
く
」
よ
り
す
ぐ
れ
た
感
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
見
る
」
も
「
聞

く
」
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
世
界
を
持
つ
が
、「
見
る
」
こ
と
で
な
け
れ
ば
表
わ
せ
な
い
美
が

「
聞
く
」
こ
と
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
豊
富
で
あ
る
し
、
ま
た
、「
見
る
」
と
「
聞
く
」

と
の
共
同
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
美
も
「
見
る
」
こ
と
の
印
象
が
強
け
れ
ば
「
聞

く
」
は
「
見
る
」
に
代
表
さ
れ
包
含
さ
れ
て
歌
に
現
わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

佐
竹
昭
広
氏
は
「
視
覚
が
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
の
う
ち
で
最
も
優
位
に
立
っ
て
い
る
」

と
述
べ
、
続
い
て
「『
音
を
見
る
』『
匂
い
を
見
る
』
こ
の
よ
う
な
体
験
を
心
理
学
で
は
共
感

覚
と
名
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
共
感
覚
と
は
あ
る
感
性
領
域
に
刺
激
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
他

の
様
相
の
感
覚
が
随
伴
す
る
現
象
を
い
う
。（
中
略
）
共
感
覚
に
お
け
る
一
次
感
覚
と
随
伴

す
る
二
次
感
覚
と
の
組
み
合
わ
せ
に
は
（
中
略
）
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
と
は
い
え
、

（
中
略
）
一
次
感
覚
が
視
覚
で
、
二
次
感
覚
に
視
覚
以
外
の
感
覚
を
生
ず
る
事
例
が
ほ
と
ん

ど
な
い
の
に
対
し
て
、
二
次
感
覚
に
は
視
覚
の
生
ず
る
事
例
が
比
較
的
多
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
点
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
終
止
形
『
見
ゆ
』
で
文
を
結
ぶ
と
い
う
、
古

代
和
歌
に
お
け
る
特
徴
的
な
用
法
を
手
が
か
り
に
、『
見
ゆ
』
と
い
う
こ
と
ば
の
背
後
に
あ

っ
た
古
代
の
意
味
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。（
中
略
）
作
者
の
意
識
の
底
に
は
、
一
つ
の
状

景
を
詠
ず
る
に
あ
た
っ
て
も
、
あ
え
て
、『
―
見
ゆ
』
と
述
べ
ざ
る
を
得
な
い
強
い
欲
求
が

あ
っ
た
。
動
作
の
進
行
を
『
見
ゆ
』
で
表
現
し
な
け
れ
ば
お
さ
ま
ら
な
い
潜
在
的
な
な
に
か

が
あ
っ
た
。『
強
い
欲
求
』『
潜
在
的
な
な
に
か
』
が
、
存
在
を
見
え
る
す
が
た
に
お
い
て
描

写
的
に
把
捉
し
よ
う
と
す
る
古
代
の
心
性
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
繰
り
か
え
す
ま
で
も
な

（
注
３
）

い
。」
と
ま
と
め
て
い
る
が
、
感
覚
相
互
の
優
劣
を
論
ず
る
の
は
「
雖
レ

見
不
レ

飽
」
の
独
自

の
世
界
で
述
べ
た
よ
う
に
私
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。「
見
る
」「
聞
く
」
の
相
違
は
あ
く

ま
で
も
、
そ
の
感
覚
の
対
象
が
「
見
る
」
世
界
に
豊
富
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
べ
き
だ
と

信
じ
る
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、「
見
る
」
こ
と
の
占
め
る
領
域
は
非
常
に
広
い
。
色
彩
感

覚
も
「
見
る
」
の
世
界
と
は
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。「
雖
レ

見
不
レ

飽
」
の
対
象
が
例
え
ば

巻
十
三
で
は
「
落
白
浪
」（
三
二
三
二
）
で
あ
り
、
集
全
体
で
「
白
」
と
の
関
係
が
は
っ
き

り
す
る
も
の
は
十
五
例
を
数
え
る
。
萬
葉
人
た
ち
の
強
い
賛
美
が
「
白
い
」
も
の
に
対
し
て

こ
れ
だ
け
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、「
白
」
が
か
な
り
の
美
的
価
値
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
意
味
し
、
ま
た
「
白
」
を
判
別
す
る
た
め
の
「
見
る
」
こ
と
が
そ
こ
に
大
き
な
要
件
で
あ
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っ
た
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

ひ
と
た
び
、
時
間
と
空
間
を
隔
て
た
ギ
リ
シ
ヤ
神
話
に
目
を
向
け
る
と
、
池
に
映
っ
た
自

分
の
姿
を
自
分
と
は
知
ら
ず
に
見
と
れ
、
遂
に
水
仙
に
な
っ
た
ナ
ル
シ
ス
の
話
、
天
使
の
水

浴
を
見
た
た
め
目
が
つ
ぶ
れ
た
者
の
話
、
そ
の
鋭
い
眼
差
に
見
ら
れ
た
者
を
石
に
し
て
し
ま

う
ゴ
ル
ゴ
ー
ン
の
話
な
ど
、
古
代
の
文
献
を
あ
た
れ
ば
あ
た
る
ほ
ど
「
見
る
」
の
世
界
の
広

さ
を
識
る
ば
か
り
で
あ
る
。
今
さ
ら
に
冒
頭
に
引
用
し
た
中
西
氏
の
こ
と
ば
が
よ
み
が
え
っ

て
く
る
思
い
が
す
る
。

注

１

講
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新
書
「
神
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２
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用
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萬
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。

３
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