
変
象
す
る
心
性
の
観
察

——

清
沢
満
之
に
お
け
る
『応
用
心
理
学
』
開
講
の
意
味
——

樋 

口 

章 

信

ー

問

題

の

場

周
知
の
よ
う
に
清
沢
満
之
は
東
京
大
学
を
明
治
二
十
年
に
卒
業
し
、
続
い
て
同
大
学
院
で
宗
教
哲
学
を
研
究
し
た
。
同
時
に
第
一
高
等 

学
校
で
フ
ラ
ン
ス
国
史
を
講
義
し' 

井
上
円
了
を
学
祖
と
す
る
哲
学
館
に
お
い
て
純
正
哲
学' 

論
理
学' 

心
理
学
を
講
じ
た
こ
と
も
よ
く 

知
ら
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
二
年
に
「哲
学
館
講
義
録
」
と
し
て
納
め
ら
れ
た
清
沢
満
之(

当
時
は
徳
永
姓)

に
よ
る
講
義
は
『純
正
哲 

学
』
そ

し

て

『応
用
心
理
学
』

で
あ
っ
た
。
そ

の

『応
用
心
理
学
』

の
緒
論
に
は
、
 

心
身
関
係
、
と
り
わ
け
精
神
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て 

の
正
確
な
理
解
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
精
神
の
本
体
論
的
側
面
の
解
明
は
、

ロ
ッ
ッ
エ
に
よ
る"

形 

而
上
学
』
を
翻
訳
し
つ
つ
解
明
し
よ
う
と
し
た
『純
正
哲
学
』

に
お
い
て
試
み
ら
れ
、
そ
の
現
象
的
側
面
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で 

取

り

上

げ

た

『応
用
心
理
学
』

に
お
い
て
、
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
西
欧
の
科
学
的
成
果
を
考
慮
し
な
が
ら
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

清
沢
満
之
研
究
が
諸
側
面
か
ら
総
合
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
現
在
き
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
初
期
に
お
け
る
宗
教
哲 

学
研
究
成
果
発
表
の"I

矢

で

あ

る

「哲
学
館
講
義
録
」
が
暗
示
す
る
意
味
と
課
題
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

『純
正
哲
学
』

に
つ
い
て
は
、
 

不
十
分
な
が
ら
さ
き
に
そ
の
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
心
身
関
係
の
現
象
変
化
的
側
面
を
踏
ま
え
た
上
で
、
啓
蒙
期
を
ほ
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ぼ
終
え
つ
つ
あ
っ
た
明
治
中
期
以
降
も
相
変
わ
ら
ず
日
本
人
の
心
を
と
ら
え
続
け
た
「
迷
妄
信
」

の
払
拭
を
試
み
よ
う
と
す
る
『応
用
心 

理
学
』

の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

今
ま
た
二
十
世
紀
終
末
を
迎
え
、
か
な
り
の
数
の
日
本
人
の
心
身
内
部
を
深
く
蝕
み
つ
つ
あ
る
迷
妄
な
る
心
的
状
況
が
病
理
的
側
面
を
ま 

す
ま
す
陰
鬱
な
も
の
に
変
容
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
生
命
に
満
ち
た
活
動
的
精
神
が
、
事
物
認
識
に
お
け
る
誤
謬
の
闇
に
覆
わ
れ
よ
う
と
し
て 

き
た
明
治
か
ら
平
成
の
時
代
の
な
か
で
、
清
沢
が
課
題
と
し
た
人
間
に
お
け
る
心
性
解
明
の
試
み
は
、
我
々
に
一
条
の
希
望
の
光
を
投
げ 

か
け
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

二
井
上
円
了
が
満
之
に
委
託
し
た
課
題

西
欧
哲
学
思
想
を
修
め
た
上
で
日
本
民
衆
を
仏
教
的
精
神
に
よ
っ
て
啓
蒙
し
よ
う
と
し
た
、
非
僧
非
俗
道
人
の
号
を
も
つ
井
上
円
了
が
、
 

明
治
二
十
一
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
哲
学
館
に
お
い
て
『応
用
心
理
学
』
を
講
義
し
よ
う
と
し
た
。
し

か

し

「
生
儀
病
気
に
て
代
講
を 

徳
永
氏
に
請
う
」
と
い
う
理
由
で
井
上
が
清
沢
に
講
義
の
代
理
を
委
託
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

井
上
は
世
の
中
の
迷
信
現
象
を
一
掃
し
よ
う
と
、
哲
学
館
に
お
い
て
明
治
二
十
六
年
十
一
月
か
ら
一
年
間
『妖
怪
学
講
義
』
を
お
こ
な 

っ
た
。
ま

た

そ

の

『講
義
』
を
基
盤
に
据
え
、
明
治
三
十
三
年
四
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
、

一
般
の
人
々
に
よ
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
月
二 

回
の
分
冊
に
し
て
、
こ
の
本
を
雑
誌
と
し
て
出
版
し
た
。
こ

れ

が

世

に

『妖
怪
学
雑
誌
』
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
井
上
は
清
沢
と
同 

様
、
象
牙
の
塔
に
こ
も
る
よ
う
な
種
類
の
学
者
で
は
な
く
、
宗
教
性
と
合
理
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
混
乱
さ
せ
な
い
形
で
民
心
が
開
放 

さ
れ
る
よ
う
願
う
文
化
刷
新
的
人
物
で
あ
っ
た
。
国
の
行
方
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
べ
き
人
々
の
基
盤
と
な
る
民
衆
の
心
が
、
「
道
理
に
暗 

く
、
運
命
に
迷
」

い
、
妖
怪
や
怪
奇
現
象
に
惑
っ
て
い
る
当
時
の
状
況
を
放
置
し
て
は
お
け
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
迷
妄
信
の
除
去
こ 

そ
ま
ず
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
『迷
信
と
宗
教
』

の
な
か
で
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 

す
で
に
迷
信
を
有
害
と
断
定
し
た
る
以
上
は
、
こ
れ
を
除
去
す
る
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
そ
の
方
法
を
講
ず
る
に
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は
ま
ず
迷
信
の
起
こ
る
原
因
を
知
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
迷
信
の
種
類
に
多
様
あ
る
が
如
く
、
そ
の
原
因
に
も
多
様
あ
っ
て
、
精 

細
の
説
明
は
一
朝
ー
タ
に
な
し
難
い
か
ら
、
た
だ
こ
こ
に
は
大
体
に
つ
い
て
主
要
な
る
原
因
だ
け
を
挙
示
し
た
い
と
思
う
。
も
し
こ 

れ
を
一
括
し
て
言
わ
ば
、

(

一) 

道
理
に
暗
き
よ
り
生
ず
。(

二)

運
命
に
迷
う
よ
り
生
ず
。

③

こ
の
二
項
目
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
で
井
上
は
、
道
理
に
暗
い
の
は
知
識
が
乏
し
い
か
ら
で
、
ま
た
知
識
が
乏
し
い
の
は
教
育
が
足
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
運 

命
に
迷
う
の
は
信
仰
の
程
度
が
低
く
、
意
志
が
弱
い
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
意
志
を
強
く
し
、
信
仰
を
進
め
る
の
は
「宗 

教
の
受
時
」
に
よ
っ
て
こ
そ
で
あ
る
と
断
ず
る
。
日
本
に
は
教
育
も
宗
教
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
に
、
ま
だ
迷
信
が
横
行
し
て
い
る
の 

は
、
教
育
と
宗
教
に
不
十
分
の
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
学
校
が
教
育
の
場
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
が' 

第
一
に
家
庭
が 

し
っ
か
り
と
迷
信
打
破
の
教
育
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
上
で
社
会
教
育
的
改
良
を
加
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗 

教
界
に
お
い
て
も
「宗
教
家
の
仕
事
は
ほ
と
ん
ど
葬
式
法
事
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
、
た
ま
た
ま
説
法
を
し
て
聞
か
し
て 

も' 

冥
福
を
祈
ら
せ
る
か' 

現
福
を
願
わ
せ
る
よ
う
に
の
み
導
い
て' 

宗
教
が
か
え
っ
て
迷
信
を
増
長
さ
せ
る
手
伝
い
を
す
る
あ
り
さ
ま

④

で
あ
る
」
と
、
そ
の
指
摘
は
手
厳
し
い
。

ま
た
井
上
は
経
験
に
つ
い
て
考
察
す
る
部
分
で
、
三
点
を
挙
げ
、(

一)

経
験
に
乏
し
い
た
め
に
迷
信
に
陥
る\
(

二)

論
理
に
暗
い
た

⑤

め
に
迷
信
を
起
こ
す
、(

三)

学
理
に
通
ぜ
ざ
る
た
め
に
迷
信
を
作
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
日
本
自
身
の
長
い
伝
統
を
抱
え
な
が
ら
吸 

収
さ
れ
た
欧
米
の
文
明
的
精
神
は
す
べ
て
日
本
に
と
っ
て
良
質
の
も
の
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
に
と
っ
て
西 

欧
精
神
は
雑
多
な
も
の
を
含
ん
で
い
た
。
明
治
啓
蒙
期
に
活
動
し
た
仏
教
思
想
家
ら
し
く'

主

著

『真
理
金
針
』

に
お
い
て
主
張
さ
れ
た 

よ
う
に
、
彼
は
西
欧
文
化
の
中
心
の
一
つ
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
も
つ
迷
信
的
部
分
は
批
判
し
な
が
ら
も
、
カ
ン
ト
な
ど
を
主
と
す
る
西 

欧
の
哲
学
的
理
知
性
や
道
徳
性
の
積
極
的
側
面
は
十
分
に
活
用
し
、
日
本
各
地
に
赴
い
て
演
説
や
講
演
等
の
手
段
を
駆
使
し
な
が
ら
、
日
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⑥
 

本
民
衆
の
心
根
を
本
来
あ
る
べ
き
姿
に
導
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
姿
勢
は
、
そ
の
実
践
が
満
之
に
お
い
て
委
託
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
り
、
同
時
に
満
之
自
身
が
自
ら
願
っ
た
方
向
で
も
あ
っ
た
。
東 

本
願
寺
派
遣
の
日
本
近
代
初
期
に
お
け
る
東
京
大
学
留
学
生
と
い
う
共
通
点
を
も
つ
彼
ら
は
、
国
民
の
多
く
が
信
に
迷
い
つ
つ
あ
る
と
い 

う
精
神
状
況
が
惹
起
す
る
問
題
に
意
欲
的
に
取
り
組
も
う
と
し
た
。
今
川
覚
神
と
稲
葉
昌
丸
は
「清
沢
君
の
事
ど
も
」
と
し
て
次
の
よ
う 

に
五
曲
っ
て
い
る
。

十
八
年
春
東
京
留
学
生
は
み
な
東
京
大
学
も
し
く
は
大
学
予
備
門
に
集
ま
り
居
た
る
を
も
っ
て
、
将
来
の
方
針
に
つ
き
協
議
す
る
所 

あ
り
。
今
後
各
自
の
研
究
す
べ
き
学
科
の
分
担
を
次
の
如
く
定
め
、
他
日
学
団
を
組
織
し
、
学
園
を
経
営
せ
ん
こ
と
を
期
す
。
井
上 

は
主
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
研
究
し
、
徳
永
は
主
と
し
て
カ
ン
ト
哲
学
を
研
究
し
、
兄
柳
は
国
語
及
び
哲
学
を
、
弟
柳
は
歴
史
及 

び
国
文
学
を
修
む
る
こ
と
。
今
川
は
数
学
，
物
理
学
を
修
め
て
後
日
俱
舎
論
の
方
面
を
研
究
す
る
資
料
と
す
る
こ
と
。
稲
葉
は
動
物 

学
を
修
め
て
進
化
論
を
研
究
す
る
こ
と
。
こ
の
協
議
の
結
果
は
書
面
を
も
っ
て
本
山
へ
上
申
せ
り
。

井
上
は
先
輩
留
学
生
で
、
東
京
で
の
彼
ら
の
保
証
人
で
も
あ
り
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
意 

見
も
井
上
円
了
の
指
導
の
下
に
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
家
の
文
化
的
有
事
と
し
て
の
対
キ
リ
ス
ト
教
対
策
を
大
い
に
意
識
し
て 

い
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
と
も
に
国
際
的
文
化
往
来
の
窓
口
で
あ
る
東
京
に
お
い
て
、
欧
米
の
科
学
や
進
歩
史
観
を 

含
む
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
文
化
的
状
況
に
注
意
を
怠
ら
ず
に
、
日
本
人
の
心
性
の
真
の
啓
蒙
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

『応
用
心
理
学
』
講
義
の
実
際

(

一) 

『応
用
心
理
学
』

の
構
成

こ
の
講
義
は
未
完
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
清
沢
は
『講
義
』
末
尾
に
次
の
よ
う
に
付
言
し
て
い
る
。
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哲
学
館
に
お
い
て
実
際
の
講
義
は
情
意
の
変
象
を
論
じ
、
次
い
で
無
識
神
経
作
用
・
夢

・

夜

行

・
催

眠

・
降

神

術
(

あ
る
い
は
霊 

論)

魔
術
等
の
諸
説
を
述
べ
た
れ
ど
も
、
去
る
七
月
当
地
尋
常
中
学
校
へ
赴
任
し
た
る
為
、
爾
来
事
務
繁
劇
講
義
の
原
稿
を
製
す
る 

の
余
暇
を
得
ず
。
終
に
講
義
録
終
結
の
時
期
に
迫
り
、
今
回
の
原
稿
を
以
て
講
義
を
完
結
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
の
始
末
と
な
り
、
精
神

⑧
 

変
象
の
全
体
を
読
者
諸
君
に
講
明
す
る
を
得
ず
。
自
ら
顧
み
て
遺
憾
に
堪
え
ず
。
よ
っ
て
二
言
以
て
諸
君
に
陳
謝
す
。 

『応
用
心
理
学
』
を
講
義
し
て
い
る
途
中
に
満
之
が
京
都
の
尋
常
中
学
校
に
赴
任
し
た
と
い
う
こ
と
は
意
味
深
い
。
伏
魔
殿
と
も
呼
ば
れ 

た
当
時
の
京
都
の
宗
教
界
へ
身
を
移
し
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
が
ご
の
講
義
の
真
つ
最
中
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
単
な
る
偶
然
な
の
か
、
 

そ
れ
と
も
そ
こ
に
何
ら
か
の
必
然
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
世
の
迷
妄
的
心
性
を
払
拭
し
よ
う
と
し
た
『応
用
心
理 

学
』
講
義
の
課
題
と
京
都
に
お
け
る
新
た
な
大
谷
派
宗
門
人
と
し
て
の
人
生
展
開
と
の
関
連
が
ま
っ
た
く
な
い
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
 

縁
が
あ
っ
た
大
谷
派
宗
門
の
、
特
に
教
育
的
場
面
に
お
け
る
精
神
的
開
放
と
非
迷
妄
的
信
の
確
立
の
た
め
に
、
伝
統
的
文
化
の
都
市
京
都 

に
お
い
て
、
東
京
に
お
け
る
哲
学
館
よ
り
も
さ
ら
に
徹
底
し
た
人
間
教
育
の
場
が
深
く
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
と
言
っ
て 

よ
い
で
あ
ろ
、つ
。
 

さ

て

『講
義
』

の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

緒
論
！
本

論
(

第

一

章:

心
身
相
関
、
第

二

章

，
神
経
系
統
、
第

三

章

・
精
神
作
用
、
第

四

章

・
精

神

的

変

象

〈端

緒

・
注
意
作
用
、
 

第

一

節

・
感

覚

変

象
(

一-

視
覚
、
二
,

聴
覚
、
三

，
触
覚
、
四

・
臭
覚
、
五

・
味
覚
、
六

・
有
機
感
覚)

〉
-

第

二

節

・
知
覚
変 

象
、
第

三

節

・
思
想
変
象

上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
本

論

第

三

節

「
思
想
変
象
」

で
講
義
は
終
了
し
て
お
り
、
講
説
途
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
清
沢
は
本
論 

の
第
一
章
に
お
い
て
「
心
身
相
関
」
を
考
察
し
、
そ
の
冒
頭
の
部
分
で
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
。

お
よ
そ
精
神
の
作
用
を
弁
ず
る
に
は
ま
ず
心
身
の
関
係
を
論
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
、
そ
の
理
論
に
い
た
り
て
は
こ
れ
を 

哲
学
に
ゆ
ず
り
、

い
ま
心
理
学
上
に
お
い
て
は
、
た
だ
ち
に
常
識
に
う
っ
た
え
、
現
象
に
つ
い
て
概
論
す
べ
し
。
精
神
作
用
は
身
体
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の
模
様
に
し
た
が
っ
て
変
化
す
る
こ
と
疑
い
を
容
れ
ず
。(

中
略)

ゆ
え
に
心
理
学
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
て
は
、
神
経
系
の
構
造 

作
用
を
知
る
こ
と
も
っ
と
も
必
要
な
り
。
こ
れ
に
く
わ
う
る
に
、
今
日
心
理
学
の
い
ち
じ
る
し
く
進
歩
し
た
る
は
、
解
剖
生
理
学
特 

に
神
経
系
統
の
研
究
も
っ
と
も
発
達
せ
し
に
よ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
で
清
沢
は
、
当
時
の
神
経
系
統
と
精
神
現
象
に
か
ん
す
る
解
剖
生
理
学
の
情
報
を
図
示
，
詳
説
す
る
。
問
題
は 

第

四

章

の

「精
神
的
変
象
」
、
 

な
か
ん
づ
く
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
第
一
節
「感
覚
変
象
」
、
第

二

節

「知
覚
変
象
」
な
ら
び
に
第
三
節
の 

「
思
想
変
象
」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
変
象
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
が
、
変
化
す
る
現
象
、
あ
る
い
は
現
象
の
変
化
の
謂
で
あ 

る
。
ま

た

「
思
想
」
と
い
う
清
沢
の
用
語
法
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
思
想
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
思
考 

作
用
と
想
像
作
用
の
二
つ
の
知
的
側
面
を
指
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
本
論
孜
で
は
、
清

沢

の

「
思
想
」
を

思

想

，
想
像
あ
る
い
は
思
・ 

想
と
言
い
換
え
て
い
る
。

(

二)

精

神

活

動

清

沢

は

『応
用
心
理
学
』
第

三

章

「精
神
作
用
」

の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
精
神
作
用
は
そ
の
種
類
多
端
な
り
と
い
え
ど
も
、
大
抵
こ
れ 

を
彙
類
し
、
知

力

・
情

緒

・
意
志
の
三
大
門
と
な
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
細
別
し
、
感

覚

，
知

覚

，
思

想

・
単

情

・
複

情

・
単

意

・
複
意
等 

と
な
す
」
と
説
明
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
図
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
図
示
さ
れ
た
分
類
に
し
た
が
っ
て
精
神
作
用
が
説
明
さ
れ
る
が
、
顕
在
化
し
た
精
神
的
変
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「注
意
作 

用
」
を
前
提
し
な
け
れ
ば
諸
種
の
精
神
作
用
が
機
能
し
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
そ

れ

は

「
一
事
物
あ
る
い
は
一
顕
象
の
上
に
、
精
神 

力
を
集
向
専
注
す
る
作
用
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
注
意
作
用
は
三
昧(

困
ヨ
&.
ヨ)

的
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
思 

考
的
現
象
発
起
の
端
緒
な
の
で
あ
る
。

こ
の
図
示
に
お
い
て
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
が
い
く
つ
か
見
い
だ
さ
れ
る
。

一
つ
は
感
覚
と
知
覚
が
知
力
の
な
か
に
分
類
さ
れ
て
い
る
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精

神

丄

——
感
覚 

「
現

想
(

あ
る
い
は
再
現) 

「
知
力-
-
-

知
覚 

「
実
想̂

^

構

想
(

あ
る
い
は
想
像)

——
思
想
——

し
一
虚

想
・

「
概
念 

「——
判
断

.

推
理

丁
情
緒

単
情 

厂
複
情

,

意
思: 

一
単
意 

厂
複
意

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
智
が
直
観
的
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
ま
た
も
う
一
つ
は
思
・
想

が

「実
想
」
と

「虚 

想
」
に
分
類
さ
れ
、
前
者
に
再
現
力
と
し
て
の
「
現
想
」
と
想
像
力
と
し
て
の
「構
想
」
が
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ー 

般
心
理
学
的
解
釈
の
枠
を
超
え
た
、
新
た
な
人
間
心
理
の
把
握
方
法
で
あ
る
。
概

念

・
判

断

・
推
理
が
虚
想
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
も
そ 

こ
か
ら
理
解
で
き
ょ
う
。

一
般
的
に
は
概
念
，
判

断

・
推
理
こ
そ
が
実
想
で
あ
り
、
表

象

？0

氏6
1
1

卸

〇-1
1
)

や
想
像 
(

オ
區
ー
ー
は
〇-
！
!) 

な
ど
は
虚
想
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
反
対
の
考
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
我
々
の 

生
活
の
実
相
か
ら
す
る
な
ら
ば
こ
れ
は
か
な
り
正
確
な
認
識
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
場
に
お
い
て
現
に
顕
在
化
し
て
い
る
精
神
現
象 

を

事

「実
」
と
捉
え
る
リ
ア
ル
な
感
覚
が
清
沢
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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(

三)

思

考

・
想
像
が
感
覚
に
及
ぼ
す
影
響(

感
覚
変
象)

感
覚
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
が
、
こ
の
章
の
第
一
節
で
は
視
覚
・
聴

覚

・
触

覚

・
臭

覚

・
味

覚

・
有

機

感

覚(

意
識
統
覚
の
こ
と) 

の
六
種
類
の
感
覚
に
つ
い
て
そ
の
変
象
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず

「感
覚
に
は
変
象
な
き
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
」
な
い
こ
と
、
ま
た 

そ

れ

は

「知
覚
を
構
成
す
る
材
料
」
で
あ
り
、
そ

し

て

「雑
多
の
材
料
を
取
り
て
こ
れ
に
分
別
を
加
え
る
も
の
」

で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら

⑫

れ
て
い
る
。
視
・
聴
覚
の
二
感
覚
に
つ
い
て
は
、
空
気
や
水
な
ど
の
「
中
間
物
」

の
介
在
に
よ
っ
て
、
現
象
的
変
化
が
起
こ
り
う
る
こ
と 

を
指
摘
す
る
。
我
々
が
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
も
の
が
中
間
媒
体
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま 

た

「相
対
物
」

の
介
在
に
よ
っ
て
も
変
象
す
る
。
「異
時
相
対
」
と
は
、
「
あ
る
色
を
見
た
る
後
に
他
の
色
を
見
る
時
は
、
前
色
の
感
覚
遺 

存
し
て
後
色
の
感
覚
を
変
」
え
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
を
言
い
、
「
同
時
相
対
」
と
は
同
一
時
に
視
・
聴
覚
に
お
い
て
起
こ
る
ト
リ
ッ
ク
で 

あ
る
。
視
覚
で
言
え
ば
、
平
行
線
に
複
数
の
斜
線
を
介
在
さ
せ
る
と
そ
の
平
行
線
の
幅
が
場
所
に
よ
り
異
な
っ
て
見
え
る
場
合
な
ど
が
例 

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
清
沢
は
通
常
異
な
っ
た
精
神
・
思
想
，
情
緒
な
ど
よ
り
生
ず
る
視
覚
変
象
は
大
抵
幻
想

(ー
ー
!11111211

も
。II )

で
あ
る
と
言
う
。
そ 

れ

は

「
生
ず
べ
き
形
体
物
の
刺
激
な
く
し
て
諸
種
の
精
神
作
用
時
に
外
覚
作
用
を
起
こ
す
も
の
に
て
、
物
象
な
き
に
物
象
を
見
、
音
声
な 

き
に
音
声
を
聞
く
等
の
現
象
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
こ
で
視
覚
変
象
を
精
神
や
思
・
想
と
い
う
関
連
で
論
じ
た
の
は
、
視
覚
が
幻
想
発

⑬

生

の

「外
事
情
」
と
し
て
あ
た
え
る
影
響
の
大
き
さ
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
尚
、
視
覚
変
象
を
生
じ
さ
せ
る
「内
事
情
」
に
は
身 

体
及
び
神
経
系
と
精
神
作
用
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

感
覚
の
下
に
て
指
説
し
た
る
変
象
も
、
精
密
に
之
を
論
ず
れ
ば
知
覚
に
属
す
る
も
の
と
云
う
べ
し
。(

中
略)
(

何
と
な
れ
ば
感
覚
は

ゝ
 

⑭
 

一
個
の
精
神
作
用
に
し
て
、
多
数
あ
る
い
は
重
畳
の
刺
激
あ
る
に
当
た
り
て
、
そ
の
総
結
果
と
し
て
顕
わ
る
る
も
の
な
れ
ば
な
り
。) 

清
沢
に
お
け
る
感
覚
の
概
念
に
つ
い
て
の
要
点
は
、
そ
れ
が
有
機
意
識(

統
覚
的
意
識)

を
含
む
の
み
な
ら
ず
、
知
覚
や
思
・
想
と
同
レ 

ベ
ル
で
機
能
す
る
、
知
力
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
感
覚
に
は
た
ん
な
る
受
容
的
，
受
動
的
側
面
だ
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け
で
な
く
、
変
質
さ
せ
る
中
間
媒
体
が
介
在
す
る
と
い
う
洞
察
は
、
そ
れ
が
知
の
虚
妄
性
の
可
能
性
を
暗
示
す
る
こ
と
か
ら
大
き
な
意
味 

を
も
っ
て
く
る
。
ま
た
そ
の
感
覚
、
特
に
視
覚
、
聴
覚
、
有
機
感
覚
に
、
恐
怖
や
畏
れ
な
ど
の
思
考,

判

断

，
感
情
が
影
響
を
及
ぼ
す
と 

い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
特
筆
に
値
す
る
。
し
か
し
総
括
的
に
言
え
ば
、
感

覚

は

「未
だ
自
他
内
外
の
分
別
を 

加
え
ざ
る
分
位
」

で
あ
っ
た
。

(

四)

思

考

・
想
像
が
知
覚
に
及
ぼ
す
影
響(

知

覚
変
象

・
解

得

作

用

・
専

制
思

想

・
専
制
感
情) 

い

ま

「自
他
内
外
の
分
別
を
加
え
ざ
る
分
位
を
取
り
て
感
覚
変
象
と
な
」
し
、
ま

た

「
そ
の
自
他
内
外
の
分
別
を
加
え
た
る
分
位
は
こ 

れ
を
知
覚
変
象
に
摂
す
べ
」
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
感
覚
的
認
知
に
た
い
し
て
分
別(

意
志
的
選
択)

・
判
断
を
下
し
た
境
位
、
こ
れ 

が
知
覚
変
象
で
あ
る
。
知
覚
変
象
は
迷
信
を
発
生
さ
せ
る
原
因
と
な
り
う
る
。
そ
の
要
点
は
分
別
，
判
断
と

し
て

の
「解

得

作

用(

了
解 

し
、
会
得
し
た
と
思
い
こ
む
作
用)

」
に
あ
る
。
清
沢
の
例
証
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

高
等
精
神
作
用
の
影
響
は
感
覚
そ
の
も
の
を
変
化
す
る
こ
と
甚
だ
多
し
。
円
形
と
黄
色
と
の
感
覚
は
必
ず
し
も
橙
を
構
成
す
る
に
至 

ら
ず
、
楕
円
形
と
青
銀
色
と
の
感
覚
は
必
ず
し
も
瓜
を
構
成
す
る
に
至
ら
ず
。
之
を
橙
な
り
、
瓜
な
り
と
知
覚
す
る
は' 

現
実
の
感 

覚
に
つ
い
て
解
得
作
用
を
施
す
も
の
な
り
。
故
に
知
覚
の
要
点
は
感
覚
を
解
得
す
る
作
用
に
あ
り
と
云
う
も
決
し
て
不
可
あ
る
こ
と 

な
し
。
し
か
し
て
解
得
作
用
は
経
験
に
基
づ
き
、
判
断
を
行
う
も
の
に
過
ぎ
ず
。
諸
種
の
判
断
は
之
を
行
う
時
の
精
神
の
状
態
に
よ 

り
て
甚
だ
し
く
変
異
す
る
も
の
な
る
を
も
っ
て
、
吾
人
の
外
物
を
知
覚
す
る
は
専
制
思
想
、(

ド
ミ
ナ
ン
ト
・
ア
イ
デ
ィ
ア)

、
あ
る

⑯
 

い
は
専
制
感
情(

ド
ミ
ナ
ン
ト
・
フ
ィ
ー
リ
ン
グ)

の
た
め
に
非
常
の
変
象
を
生
ず
る
こ
と
、
そ
の
理
甚
だ
瞭
然
た
り
。
 

こ
こ
で
清
沢
は
、
高
等
精
神
作
用
、
す
な
わ
ち
人
間
の
解
得
作
用
の
た
め
に
、
 

感
覚
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
指
摘 

し
て
い
る
。
青
い
色
の
楕
円
形
が
必
ず
し
も
瓜
を
想
像
さ
せ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
実
際
そ
の
よ
う
に
そ
れ
を
知
覚
す
る
人
が
い
る
の
は. 

現
実
に
受
容
し
た
感
覚
に
つ
い
て
解
釈
し
、
理
解
し
た
と
思
い
こ
む
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
知

覚

変

象

は

「
社
会
の
迷
信
を
惹
起
す
る
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要
素
」
で
あ
る
。
ま
た
社
会
全
体
が
恐
怖
や
畏
怖
を
感
じ
、
そ
れ
が
社
会
の
下
部
意
識
的
な
想
念
の
領
域
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
し
て
知
覚 

さ
れ
、
最
終
的
に
そ
の
全
体
的
思
想
に
展
開
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
制
思
想
と
い
う
言
葉
に
は
カ
タ 

カ
ナ
の
ル
ビ
ま
で
付
し
て
注
意
を
向
け
る
。
こ
の
専
制
思
想
は
予
期
意
向
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
期
待
す
る
意
識
の
方
向 

性
を
有
し
て
い
る
。
「
し
か
し
て
そ
の
誤
解
た
る
や
単
に
一
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
数
人
同
時
に
同
一
の
有
り
様
を
呈
す
る
こ
と
あ
る
が
ゆ 

え
に
、
世
上
に
霊
怪
出
現
等
の
事
例
あ
る
こ
と
を
説
く
が
ご
と
き
は
、
応
々
し
か
る
べ
き
こ
と
に
し
て
け
し
て
怪
し
む
る
に
足
ら
ざ
る
な

⑱
り
。
」
と
第
三
節
を
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
「数
人
同
時
同
一
の
有
り
様
を
呈
す
る
」
程
に
、

つ
ま
り
共
同
体
的
・
社
会
的
な
枠
組
み
に 

お
い
て
大
き
な
錯
誤
を
犯
し
う
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
は
け
し
て
そ
の
類
に
乏
し
か
ら
ず
。
こ
れ
を
要
す
る
に
亡
霊
の
出
現
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
を
確
信
せ
る
人
に
し
て
そ 

の
精
神
の
状
態
こ
れ
に
契
合
す
る
時
に
あ
り
て
は
、
予
期
意
向
専
制
思
想
の
た
め
に
感
覚
を
誤
解
す
る
に
い
た
る
こ
と
け
し
て
少

 々

に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

予
期
さ
れ
た
形
で
意
志
が
向
け
ら
れ
た
専
制
的
、
支
配
的
精
神
状
態
や
支
配
的
思
・
想
に
よ
っ
て
、
感
覚
が
誤
謬
を
犯
し
、
個
の
レ
ベ
ル 

で
も
集
団
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
認
識
錯
誤
の
生
ず
る
こ
と
が
こ
こ
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

予
期
意
向
専
制
思
想
の
原
因
は
恐
怖
感
情
な
ら
び
に
畏
懼
感
情
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
「知
覚
の
不
正
」
あ

る

い

は

「知
覚
の
錯 

誤
」
と
は
、
実
物
が
な
い
の
に
あ
た
か
も
実
物
が
あ
る
か
の
ご
と
く
感
じ
た
り
、
ま
た
一
物
し
か
そ
こ
に
存
在
し
な
い
の
に
同
じ
物
が
複 

数
同
時
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
感
ず
る
錯
誤
を
犯
し
た
知
覚
で
あ
っ
た
。
実
物
や
実
形
を
認
知
す
る
こ
の
よ
う
な
作
用
は
精
神
作
用
に 

重
大
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
が
あ
る
と
清
沢
は
言
う
。
で
は
精
神
や
思
想
に
影
響
を
及
ぼ
す
直
接
的
原
因
は
何
で
あ
る
の
か
。
端
的
に 

言
う
と
そ
れ
は' 

何
か
を
意
識
下
、
無
意
識
下
に
お
い
て
恐
れ
る
「恐
怖
感
情
」
、
あ
る
い
は
何
か
を
意
識
下
、
無
意
識
下
に
お
い
て
畏 

れ

る

「畏
懼
感
情
」

で
あ
る
と
言
う
。

つ
ま
り
、

恐

怖

，
畏
懼
感
情
！
思

・
想
へ
の
影
響!

そ

の

思

・
想
の
知
覚
へ
の
影
響
—
そ
の
知
覚
の
思
・
想
へ
の
影
響
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と
い
う
順
序
に
お
い
て
我
々
の
認
識
錯
誤
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
言
い
換
え
て
み
る
と
、
 

(

個
人
の
無
意
識
内
部
に
お
け
る
恐
怖,

畏
怖
の
感
情I

そ
れ
を
認
知
し
た
意
識
底
辺
部
に
お
け
る
思
考
・
判

断

・
想
像I

表
層
意
識
に 

お
け
る
高
次
の
思
考
・
判

断

・
想
像
！
身
体
的
反
応
・
社
会
的
行
動)

と
な
る
。

「高
等
精
神
作
用
の
影
響
に
よ
り
て
生
ず
る
知
覚
変
象
は' 

怪
談
の
大
部
を
構
成
す
る
材
料
に
し
て
、
社
会
の
迷
信
を
惹
起
す
る
要
素 

た
り
。
」
と
清
沢
は
明
言
す
る
。
ど
の
よ
う
な
確
信
も
、
そ
の
確
信
自
体
の
根
底
が
本
人
の
気
づ
か
ぬ
ま
ま
に
、
恐

怖

的

，
畏
懼
的
感
情 

に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
き
に
述
べ
た
専
制
性
、
す

な

わ

ち

「
予
期
意
向
専
制
思
想
」
と
清
沢
が
言
う
プ
ロ
セ
ス
を
と
お
し
て
、
 

感
覚
に
お
け
る
間
違
っ
た
認
知
が
犯
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
意
識
的
恐
怖
感
情
の
侵
入
に
つ
い
て
の
清
沢
の
考
察
と
指
摘
は
、
明
治
中 

期
の
科
学
的
成
果
に
負
っ
て
お
り
、
素
朴
な
側
面
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
現
代
の
精
神
分
析
学
に
も
通
ず
る
世
界
を 

も
っ
て
い
る
。
清
沢
の
こ
の
言
述
は
、
仏
教
が
言
い
当
て
た
心
の
妄
念
，
妄
想
的
在
り
方
を
、
明
治
中
期
に
お
け
る
科
学
的
言
葉
を
用
い 

て
綴
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
尚
、
恐

怖

的

，
畏
懼
的
感
情
に
支
配
さ
れ
た
「
予
期
意
向
専
制
思
想
」

に
よ
っ
て
感
覚
が
錯
誤
を
犯
し
て 

し
ま
う
ケ
ー
ス
は
、
単
独
の
人
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
数
人
同
時
に
、
あ
る
い
は
極
端
な
場
合
、
社
会
全
体
に
お
い
て
あ
り
う
る
と
い 

う
こ
と
も
重
要
な
一
点
で
あ
ろ
う
。
「
社
会
の
迷
信
」
ほ
ど
一
旦
動
き
出
す
と
や
っ
か
い
な
存
在
は
な
い
。
人
心
が
付
和
雷
同
現
象
を
起 

こ
し
、
自
己
と
社
会
に
た
い
す
る
冷
静
な
洞
察
が-

掃
さ
れ
、

フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な' 

あ
る
い
は
冷
徹
に
邪
計
す
る
一
部
指
導
者
の
下
で
、
 

民
衆
が
破
滅
に
導
か
れ
た
過
去
の
、
あ
る
い
は
現
在
進
行
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
が
そ
れ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

(

五)

思

考

，
想
像
の
他
作
用
に
及
ぼ
す
影
響(

思
想
変
象)

思

考

，
想
像
が
身
体
、
あ
る
い
は
身
体
的
機
能
に
及
ぼ
す
具
体
的
影
響
に
つ
い
て
は'

「想
動
作
用
」
と
い
う
も
の
が
清
沢
に
お
い
て 

考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
生
理
的
に
は
大
脳
の
反
射
作
用
で
あ
る
が
、
人
間
に
お
け
る
感
情
や
思
い
こ
み
が
あ
ま
り
に
強
力
，
強
烈
で
あ
る 

場
合
、
筋
肉
な
ど
の
身
体
的
部
分
、
あ
る
い
は
全
体
に
相
当
の
影
響
が
及
ぶ
と
い
う
事
態
に
な
る
。
そ
れ
は
視
覚
界
、
聴
覚
界
を
中
心
に
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意
識
界
に
及
ぶ
。
こ
こ
で
は
意
識
も
身
体
の
機
能
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
意
志
的
制
止
作
用
は
か
な
り
減
少
す
る
か
、
 

あ
る
い
は
ほ
ぼ
静
止
的
の
状
態
に
及
ぶ
と
さ
れ
る
。
こ
の
状
態
に
あ
る
の
は' 

例
え
ば
夢
遊
病(

5
0
1
1
1
1
1
3
1
1
1
13
1
1
=
5
1
1
1
)

の
場
合
で
あ
る
。
こ 

れ
を

清
沢
は
「夜
行
」
と
形
容
し
て
い
る
。
ま
た
催
眠
状
態(

石
で

2.
曾
)

も
代
表
的
想
動
作
用
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
思
想
が
人
間
の 

意
と
し
て
の
身
体
に
大
き
く
作
用
し
た
例
と
言
え
る
。

言
語
活
動
に
た
い
し
て
も
こ
の
作
用
は
影
響
を
及
ぼ
す
。
筆
記
行
為
や
発
話
行
為
を
惹
起
さ
せ
る
ほ
ど
に
こ
の
思
い
や
想
念
は
力
を
も 

つ
の
で
あ
る
。
自

立

的

，
自
主
的
意
志
が
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
極
力
減
少
し
て
お
り
、
主
体
も
意
識
内
で
存
在
し
て
い
る
つ
も
り
に
な 

っ
て
い
る
の
で
矯
正
が
き
か
な
い
。
ま
た
再
々
文
脈
を
は
ず
れ
、
前
後
顛
倒
し
た
語
句
の
配
列
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
も
言
語
活
動
に
お 

け
る
想
動
作
用
の
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

三

結
 

語

『応
用
心
理
学
』
第
四
章
第
三
節
冒
頭
に
お
い
て
、
「
思
想
」
が

「
そ
の
区
域
広
漠
に
し
て
実
想
虚
想
の
二
大
部
に
分
」
か
れ
、
そ
れ 

が

ま

た

「
現
想
・
構
想
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
総

じ

て

「諸
般
の
思
想
は
み
な
精
神
内
の
も
の
」

で
あ
る
こ
と
が
指 

摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
「想
動
作
用
」

に
ま
で
及
ぶ
「
予
期
意
向
専
制
」
と
い
う
思
考
，
想
像
の
影
響
に
つ
い
て
も
語
ら
れ 

た
。
明
治
期
全
般
に
流
行
し
た
、

い
わ
ゆ
る
怪
談
・
妖
怪
を
初
め
と
す
る
迷
信,

邪
心
の
類
は
、
恐
怖
感
情
に
支
配
さ
れ
て
生
ず
る
も
の 

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
事
物
認
識
に
お
け
る
誤
謬
の
闇
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
で
あ
っ
た
。
迷
信
の
底
に
あ
る
も
の
に
清
沢
が
畏
懼
感
情
を
含 

め
た
こ
と
も
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
情
は
恐
怖
の
感
情
と
は
文
脈
が
異
な
る
。
何
故
清
沢
が
畏
懼
感
情
を
含
め
た
の
か
。
畏
懼 

と
は
敬
意
を
も
っ
て
か
し
こ
ま
っ
た
心
で
あ
る
が
、
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
高
度
な
精
神
作
用
、
例
え
ば
特
定
の
思
考
・
判

断

・
選
択
な 

ど
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。
独
立
的
主
体
性
を
喪
失
し
た
こ
の
両
感
情
は
、
集
団
レ
ベ
ル
で
作
用
す
る
と
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
禍
根
を
残 

す
災
い
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
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清
沢
は
育
英
教
校
で
す
で
に
親
鸞
の
基
本
的
思
想
と
論
理
に
つ
い
て
の
学
び
を
終
え
て
お
り
、
本
来
的
信
心
の
非
迷
信
性
は
早
く
か
ら 

意
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
親
鸞
の
名
は
こ
の
講
義
録
に
は
出
現
し
な
い
が
、
清
沢
の
明
晰
な
科
学
的
認
識
の
カ
も
さ
る
こ
と
な
が 

ら
、
自
力
分
別
の
迷
妄
を
破
ろ
う
と
、
清
沢
と
そ
の
時
代
を
と
お
し
て
動
く
如
実
，
真
実
の
働
き
が
こ
の
『応
用
心
理
学
』

の
背
景
に
あ 

る
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
欧
米
か
ら
移
入
さ
れ
た
当
時
の
心
理
学
は
哲
学
の
一
分
野
で
あ
り
、
ま
だ
独
立
し
た
学
問
領
域
と
な
っ
て
い 

た
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
心
理
の
解
明
も
哲
学
者
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
的
仏
教
者
井
上
円
了
畢
生
の
課
題
を
引
き
受
け
た
満
之
は
、
 

明
治
期
最
新
の
知
を
援
用
し
な
が
ら
、
さ
り
げ
な
く
我
々
の
錯
誤
的
心
性
の
変
象
と
迷
妄
的
信
の
在
り
方
に
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
そ
う
と
し 

た
の
で
あ
る
。
清

沢

に
お
け

る
『応
用
心
理
学
』
は
、
真
理
性
と
し
て
の
信
心
に
裏
打
ち
さ
れ
た
主
体
の
自
発
的
表
現
で
あ
っ
た
と
言
う 

べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
 

『大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
五
十
集
所
収
拙
論
『

- ̂
0
^

と
清
沢
満
之
』
。

②
 

国
書
刊
行
会
発
行
『妖
怪
学
雑
誌
』
の
付
録
、
板
倉
聖
宣
著
『妖
怪
学
雑
誌
の
総
目
次
と
井
上
円
了
の
著
書
目
録(

一
九
ハ
四
年)

』
参
照
。

③
 

井
上
円
了 -

『迷
信
と
宗
教(

国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
一
年)

』

一
七
〇
— 

一
七
一
頁
。
初
版
は
修
文
社
よ
り
昭
和
五
年
発
行
。

④ 

同
、
 

一
七
一
貢
。

⑤ 

同' 
-

七
三
頁
。

⑥
 

「明
治
一
三
一
年
に
一
念
発
起
し
、
大
正
ハ
年
ま
で
の
三
十
年
間
に
全
国
を
く
ま
な
く
行
脚
し
、
啓
蒙
運
動
を
続
け
た
。
そ
の
講
演
記
録
は
『南
船 

北
馬
集
」
と
題
し
た
十
五
冊
に
及
ぶ
も
の
で
、
大
正
六
年(

一
九
一
七)

ま
で
の
記
録
で
は
、
実
に
七
一
〇
〇
回
を
越
え
る
講
演
会
を
開
き
、
聴
衆 

は
延
べ
二
八
五
万
人
か
ら
三
五
七
万
人
に
及
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
。」
と
い
う
唐
沢
富
太
郎
氏
の
解
説
が
あ
る(

昭
和
五
九
年
・
ぎ
ょ
う
せ
い
発 

行

・
『図
説
教
育
人
物
事
典
」
、
下
巻
、
六
九
二
頁)

。

⑦
 

西
村
見
暁
編
『清
沢
満
之
全
集(

法
蔵
館
、
昭
和
三
一
年)

』
第
一
巻' 

五
八
ハ
頁
。
以

下

『全
集
」
と
す
る
。
尚
、
引
用
文
は
読
み
や
す
い
よ 

う
に
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
し
た
り
、
ま
た
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
送
り
が
な
を
振
り
足
し
た
部
分
が
あ
る
。

⑧ 

『全
集
』' 

一
五
三
頁
。

⑨ 

同
、
七
ー 

ー
七
三
頁
。
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⑩

同
、

一
〇
一
頁
。

⑪

同
、

一
〇
三
頁
。

⑫

同'

ー
ニ
五
頁
。

⑬
 

清
沢
は
根
拠
、
あ
る
い
は
理
由
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
の0

き
只

に

「事
情
」
と
い
う
訳
語
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「も
の
が
ら
」
で
な
く 

「
こ
と
が
ら
」
の
連
鎖
の
な
か
で
現
象
が
展
開
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
適
切
な
翻
訳
で
あ
ろ
う
。

⑭

『全
集
』

ー
ニ
五
頁
。

⑮

同'

一
二
六
頁
。

⑯

同
上
。

⑰

同
、

一
三
一
頁
。

⑱

同
、

一
三
三
頁
。

⑲

同
上
。

⑳

同
、

ニ
ニ
〇
頁
。

㉑
 

清
沢
は
哲
学
館
に
お
い
て
、
降
神
術
や
霊
、
魔
術
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
を
こ
の
想
動
作
用
を
用
い
て
お
こ
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「付
言
」
 

を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
『応
用
心
理
学
」
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
個
別
の
考
察
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
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