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Ⅰ 

描
画
療
法
と
は



2

は
じ
め
に

　

描
画
療
法
は
絵
画
療
法
と
も
い
い
、
絵
画
を
描
く
こ
と
（
描
画
）
を
心
理
療
法
の
中
心
と
し
た
も
の
で
、
芸

術
療
法
の
一
つ
の
方
法
で
す
。
言
語
の
み
で
は
面
接
が
進
ま
な
い
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
対
し
て
、
描
画
を
心
理
療

法
に
導
入
す
る
こ
と
で
、
言
葉
に
で
き
な
い
気
持
ち
や
内
的
世
界
（
無
意
識
）
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　

描
画
法
の
種
類
は
、「
自
由
画
」「
課
題
画
」「
イ
メ
ー
ジ
画
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
主
に
精
神
科
病
院
で
情
緒

障
害
、
心
身
障
害
の
人
た
ち
が
疾
病
を
克
服
し
健
康
を
回
復
す
る
た
め
の
援
助
手
段
と
し
て
芸
術
的
諸
活
動
を

応
用
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
個
人
で
描
く
場
合
と
集
団
で
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

集
団
で
行
わ
れ
る
場
合
は
集
団
描
画
療
法
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
現
在
で
は
青
少
年
の
問
題
行
動
や

教
育
現
場
で
の
問
題
・
一
般
医
療
・
高
齢
者
施
設
な
ど
広
い
範
囲
で
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
に
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
適
用
に
際
し
て
は
、
自
我
状
態
や
症
状
を
判
断
し
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
好
み
や
得
手
不
得
手
を
最
大
限
考

慮
し
な
が
ら
、
ど
の
技
法
が
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
相
応
し
い
か
見
極
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
描
画
療
法
を
導
入

す
る
際
に
ラ
ポ
ー
ル
を
取
る
に
は
ス
ク
イ
ッ
グ
ル
法
な
ど
の
導
入
技
法
を
、
そ
の
適
応
を
調
べ
た
い
と
き
は
バ

ウ
ム
テ
ス
ト
な
ど
の
描
画
テ
ス
ト
を
用
い
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。（
二
五
〜
三
五
頁
「
描
画
療
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
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技
法
」
参
照
）

　

筆
者
が
初
め
て
描
画
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
で
学
生
相
談
の
事
例
で
し
た
。
大
学
四
年
生
の

男
子
学
生
で
し
た
。
人
物
画
を
描
い
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
画
面
の
半
分
ほ
ど
を
占
め
る
崖
が
初
め
に
描
か

れ
ま
し
た
。
そ
の
下
は
海
で
あ
り
断
崖
絶
壁
で
し
た
。
そ
の
崖
の
上
に
長
い
衣
を
ま
と
っ
た
人
物
が
描
か
れ
ま

し
た
。
お
も
わ
ず
「
こ
の
人
は
？
」
と
問
い
か
け
る
と
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
「
今
か
ら
飛
び
降
り
る
と
こ
ろ
で

す
」
と
答
え
ま
し
た
。
言
語
で
の
面
接
で
は
就
職
活
動
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
主
訴
で
あ
り
、
自
殺
に
関

す
る
話
は
出
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。「
人
物
を
描
い
て
く
だ
さ
い
。
男
の
人
で
す
」
と
い
う
教
示
の
み
で
こ
の

よ
う
な
絵
が
描
か
れ
た
の
で
し
た
。
自
殺
企
図
が
就
職
活
動
と
い
う
現
実
的
な
課
題
の
裏
に
潜
ん
で
い
る
こ
と

が
、
明
ら
か
に
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
て
、
描
画
の
力
を
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
学
生
と
の
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
就
職
課
と
連
携
し
な
が
ら
本
人
に
寄
り
添
い
つ
つ
続
け
ら
れ
、
最
終
的
に
は
就
職
を
決
め
卒

業
し
て
い
き
ま
し
た
。

導
入
と
適
応

　

絵
を
描
く
こ
と
（
描
画
）
は
箱
庭
や
コ
ラ
ー
ジ
ュ
な
ど
と
同
様
に
、
非
言
語
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
の
表
現
な
の

で
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
と
っ
て
は
防
衛
や
抵
抗
が
少
な
い
た
め
、
比
較
的
た
や
す
く
導
入
で
き
ま
す
。
た
だ
し
イ
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メ
ー
ジ
を
取
り
扱
う
た
め
、
自
我
の
境
界
が
脆
弱
な
人
へ
の
導
入
に
は
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

イ
メ
ー
ジ
と
は
内
界
（
無
意
識
）
の
存
在
の
意
識
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。
無
意
識
は
広
大
無
辺
の
も
の
で
す

（
四
四
〜
四
八
頁
「
イ
メ
ー
ジ
の
心
理
学
」
参
照
）。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
問
題
を
抱
え
て
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
と
こ
ろ
に

や
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
際
、
少
し
開
け
て
「
心
の
傷
」
を
見
せ
て
く
れ
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
な
問
題
な
の
か
わ

か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
開
け
す
ぎ
て
し
ま
う
と
、
せ
っ
か
く
か
さ
ぶ
た
が
で
き
て
治
り
か
か
け
て
い
る
傷
口
が

開
い
て
、
ま
た
血
が
出
て
、
そ
こ
に
ば
い
菌
が
つ
い
た
ら
膿
に
な
り
悪
化
し
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
無
意
識
を

開
く
に
は
安
全
な
と
こ
ろ
で
ス
ト
ッ
プ
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
こ
こ
ま
で
な
ら
出
し
て

も
構
わ
な
い
と
い
う
判
断
を
し
ま
す
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
―
セ
ラ
ピ
ス
ト
関
係
が
樹
立
し
て
い
な
い
と
危
険
な

こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
否
だ
っ
た
ら
、
否
と
言
え
る
関
係
性
の
樹
立
が
必
要
な
の
で
す
。
関
係
性
の

樹
立
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
「
本
当
は
や
り
た
く
な
い
の
だ
が
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
先
生
が
そ
う
言
う
の
だ
か
ら

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
な
あ
」
と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
承
諾
し
か
ね
ま
せ
ん
。

　

描
画
療
法
を
は
じ
め
イ
メ
ー
ジ
を
扱
う
芸
術
療
法
は
「
断
ら
れ
た
ら
や
ら
な
い
」
が
基
本
と
な
り
ま
す
。
ク

ラ
イ
エ
ン
ト
が
危
険
で
あ
れ
ば
断
れ
る
関
係
性
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
―
セ

ラ
ピ
ス
ト
関
係
の
樹
立
で
す
。
と
く
に
、
①
精
神
科
疾
患
を
も
っ
た
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
へ
の
導
入
は
慎
重
に
行
う

こ
と
、
②
描
画
療
法
を
導
入
し
、
気
持
ち
の
高
ぶ
り
や
逸
脱
行
動
、
症
状
の
悪
化
が
み
ら
れ
た
と
き
は
直
ち
に

中
止
す
る
こ
と
、
③
主
治
医
と
の
連
携
の
も
と
に
行
う
こ
と
、
が
肝
要
で
す
。
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飯
森（

１
）

は
「
統
合
失
調
症
な
ど
の
明
ら
か
な
自
我
障
害
が
あ
る
人
、
境
界
例
や
解
離
性
障
害
な
ど
で
自
我
境
界

が
希
薄
な
人
に
は
導
入
し
な
い
。
そ
の
判
定
に
は
風
景
構
成
法
や
バ
ウ
ム
テ
ス
ト
が
よ
い
。
ま
た
導
入
の
際
は

風
景
構
成
法
な
ど
枠
組
み
の
強
い
安
全
性
の
あ
る
も
の
か
ら
始
め
る
こ
と
が
よ
い
。
危
険
性
が
感
じ
ら
れ
た
ら
、

患
者
を
現
実
に
引
き
戻
す
た
め
に
、
今
の
身
体
の
状
態
や
何
を
食
べ
た
か
な
ど
現
実
的
話
題
を
持
っ
て
セ
ッ

シ
ョ
ン
を
締
め
く
く
る
。
描
画
に
よ
っ
て
現
実
認
識
が
歪
ん
だ
り
、
不
眠
、
描
画
の
唐
突
の
中
断
、
対
人
関
係

の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
直
ち
に
中
止
す
る
こ
と
。
自
由
な
表
現
が
芸
術
療
法
の
基
本
で
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
自
由
に
表
現
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

冒
頭
に
「
言
語
の
み
で
は
面
接
が
進
ま
な
い
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
」
に
導
入
す
る
と
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の
場
合

二
種
類
あ
り
ま
す
。
言
葉
が
多
す
ぎ
て
な
か
な
か
問
題
の
核
心
に
至
ら
な
い
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
と
、
逆
に
な
か
な

か
話
が
進
ま
な
い
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
言
語
が
多
す
ぎ
る
人
、
少
な
す
ぎ
る
人
に
導
入
す
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。（
一
〇
七
〜
一
〇
九
頁
「
適
応
と
導
入
方
法
」
も
参
照
）

　

以
前
に
「
本
を
読
ん
で
も
集
中
で
き
な
い
。
授
業
も
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
。
沈
ん
で
し
ま
っ
て
生
き
る
気
が

し
な
い
」
と
言
う
主
訴
の
学
生
が
い
て
、
箱
庭
を
作
成
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
彼
は
箱
庭
の
砂
を
中
央
や
や
右

寄
り
か
ら
両
端
に
寄
せ
て
、
二
つ
の
領
域
に
分
け
ま
し
た
。
右
下
は
工
事
現
場
、
左
側
で
は
茶
色
の
兵
士
と
青

色
の
兵
士
が
争
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
後
に
緑
色
の
兵
士
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
彼
は
「
中
央
に
深
い
溝
を
掘

り
、
世
界
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
ま
し
た
。
彼
の
心
の
中
の
よ
り
内
的
な
世
界
と
よ
り
外
的
な


