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宮
沢
賢
治
詩
『
序
』
の
現
代
語
解
釈

─ 

大
乗
仏
教
の
求
道
者
と
し
て
の
生
き
方
を
重
視
し
た
解
釈 

─

大
久
保
　
　
　
等

要
約　

宮
沢
賢
治
の
詩
の
解
説
や
一
つ
の
詩
の
中
の
部
分
的
解
釈
は
、
多
数
の
専
門
家
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
一
つ
の
詩
の
全
体
を
通
し
た
現
代
語
解
釈
は
今
ま
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
前
回
（
八
戸

学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
第
四
〇
巻
（
二
〇
一
五
年
））
に
、「
宮
沢
賢
治
詩
の
現
代
語
解
釈　

そ
の
一
」
と
し
て
、
宮
沢

賢
治
の
詩
の
代
表
作
の
一
つ
『
序
』
と
い
う
詩
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
解
説
書
を
参
考
に
し
て
、
ま
た
一
部
に
筆
者
に
よ

る
具
体
的
な
説
明
を
付
け
加
え
て
、「
無
宗
教
的
な
立
場
か
ら
」
詩
全
体
の
現
代
語
解
釈
を
試
み
た
。

　

今
回
改
め
て
、
大
乗
仏
教
（「
法
華
経
」）
の
求
道
者
と
し
て
の
生
き
方
を
重
視
し
た
、
詩
全
体
の
現
代
語
解
釈
を
試
み

た
。
前
回
の
「
無
宗
教
的
な
立
場
か
ら
の
現
代
語
解
釈
」
が
今
回
の
解
釈
で
も
通
用
す
る
部
分
は
、そ
の
ま
ま
採
用
し
た
。

　
『
序
』
を
要
約
す
る
と
、
宮
沢
賢
治
は
「
生
き
て
い
る
私
と
い
う
生
命
現
象
は
、
大
き
な
生
命
の
流
れ
が
輪
廻
を
繰
り

返
す
こ
の
世
界
の
法
則
と
し
て
、
過
去
か
ら
仮
定
さ
れ
て
い
た
現
象
で
あ
る
。
そ
の
現
世
に
、
私
は
『
心
象
ス
ケ
ッ
チ
』

と
い
う
手
法
で
書
き
記
し
た
詩
を
残
し
て
行
く
。
そ
の
私
が
書
き
残
し
た
も
の
は
、
厳
密
に
は
、
私
が
主
張
し
た
い
通
り

の
正
し
い
内
容
で
他
の
人
に
伝
わ
る
こ
と
は
な
い
。
私
と
他
の
人
に
は
、『
共
通
認
識
し
か
共
有
で
き
な
い
』
と
い
う
問

題
が
存
在
す
る
。
い
つ
か
こ
の
『
共
通
認
識
し
か
共
有
で
き
な
い
』
と
い
う
問
題
は
四
次
元
研
究
の
中
で
解
明
さ
れ
る
だ

ろ
う
。（
そ
の
解
明
が
成
っ
て
、
私
の
主
張
し
た
い
事
が
、
初
め
て
正
し
く
他
の
人
々
に
伝
わ
る
だ
ろ
う
）」、
と
云
っ
て

い
る
。
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一
　
は
じ
め
に

筆
者
は
、八
戸
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
第
四
〇
巻（
二
〇
一
五
年
）に
、

「
宮
沢
賢
治
詩
の
現
代
語
解
釈　

そ
の
一
」
と
し
て
、「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
『
春

と
修
羅
』　

第
一
集
」
の
巻
頭
に
あ
る
『
序
』
と
云
う
詩
に
つ
い
て
、
現

代
語
解
釈
を
試
み
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
宮
沢
賢
治
の
大
乗
仏
教
的
、
利
他
的
な
生
き
方
を
無

視
し
た
、「
無
宗
教
的
な
立
場
か
ら
の
現
代
語
解
釈
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
彼
の
文
学
は
、
い
か
な
る
点
で
大
乗
仏
教
的
、

法
華
経
的
で
あ
る
か
。（
中
略
）こ
う
い
う
問
い
が
問
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
、

賢
治
の
文
学
の
も
っ
て
い
る
意
味
は
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ
な
い
の
だ
。」

と
い
う
主
張
が
あ
る
（
梅
原
猛
著
「
地
獄
の
思
想
」
一
九
六
頁
）。
そ
の

主
張
に
つ
い
て
、
筆
者
も
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
盛
岡
高
等
農

林
学
校
で
大
正
時
代
と
し
て
は
高
い
レ
ベ
ル
の
自
然
科
学
を
学
ん
だ
宮
沢

賢
治
の
側
面
も
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
求
道
者
と
し
て
の
解
釈
と
同
じ
レ
ベ

ル
で
自
然
科
学
的
解
釈
も
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

今
回
は
、梅
原
猛
著「
地
獄
の
思
想
」（
中
公
新
書
）と
斎
藤
文
一
著「「
宮

沢
賢
治
の
世
界 

─ 

銀
河
系
を
意
識
し
て
」（
国
文
社
）
を
主
な
参
考
資
料

と
し
て
、ま
た
大
乗
仏
教
や
法
華
経
に
関
す
る
部
分
は
、佐
々
木
閑
著
『
集

中
講
義　

大
乗
仏
教　

こ
う
し
て
ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
変
容
し
た
』（
N
H
K

出
版
）
を
主
な
参
考
資
料
と
し
て
、
大
乗
仏
教
の
求
道
者
と
し
て
の
立
場

を
よ
り
強
調
し
た
現
代
語
解
釈
を
試
み
た
。

前
回
、「
八
戸
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
第
四
〇
巻
」（
二
〇
一
五
年
）

で
行
っ
た
「
無
宗
教
的
な
立
場
か
ら
の
現
代
語
解
釈
」
が
、
今
回
の
解
釈

で
も
通
用
す
る
部
分
は
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
。

筆
者
の
現
代
語
解
釈
に
つ
い
て
、
他
の
研
究
者
が
異
な
る
解
釈
を
提
示

さ
れ
る
こ
と
は
、
大
変
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

宮
沢
賢
治
詩
の
正
し
い
解
釈
が
広
く
一
般
に
普
及
し
て
い
く
こ
と
を
望
ん

で
い
る
。二

　 

心
象
ス
ケ
ッ
チ
「
春
と
修
羅
」
第
一
集
、『
序
』

の
現
代
語
解
釈

ま
ず
、
詩
の
全
文
を
掲
載
す
る
。

　（
一
）　『
序
』
の
全
文

　
　
　

わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は

　
　
　

仮
定
さ
れ
た
有
機
交
流
電
燈
の

　
　
　

ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す

　
　
　
（
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
）

　
　
　

風
景
や
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に

　
　
　

せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら

　
　
　

い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け
る

　
　
　

因
果
交
流
電
燈
の

　
　
　

ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す

　
　
　
（
ひ
か
り
は
た
も
ち　

そ
の
電
燈
は
失
は
れ
）
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こ
れ
ら
は
二
十
二
箇
月
の

　
　
　

過
去
と
か
ん
ず
る
方
角
か
ら

　
　
　

紙
と
鉱
質
イ
ン
ク
を
つ
ら
ね

　
　
　
（
す
べ
て
わ
た
く
し
と
明
滅
し

　
　
　
　

み
ん
な
が
同
時
に
感
ず
る
も
の
）

　
　
　

こ
こ
ま
で
た
も
ち
つ
づ
け
ら
れ
た

　
　
　

か
げ
と
ひ
か
り
の
ひ
と
く
さ
り
づ
つ

　
　
　

そ
の
と
ほ
り
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
す

　
　
　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
人
や
銀
河
や
修
羅
や
海う

胆に

は

　
　
　

宇
宙
塵じ

ん

を
食
べ　

ま
た
は
空
気
や
塩
水
を
呼
吸
し
な
が
ら

　
　
　

そ
れ
ぞ
れ
新
鮮
な
本
体
論
も
か
ん
が
へ
ま
せ
う
が

　
　
　

そ
れ
ら
も
畢ひ

っ

竟き
ょ
うこ

こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
風
物
で
す

　
　
　

た
だ
た
し
か
に
記
録
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
け
し
き
は

　
　
　

記
録
さ
れ
た
そ
の
と
ほ
り
の
こ
の
け
し
き
で

　
　
　

そ
れ
が
虚
無
な
ら
ば
虚
無
自
身
が
こ
の
と
ほ
り
で

　
　
　

あ
る
程
度
ま
で
は
み
ん
な
に
共
通
い
た
し
ま
す

　
　
　
（
す
べ
て
が
わ
た
く
し
の
中
の
み
ん
な
で
あ
る
や
う
に

　
　
　
　

み
ん
な
の
お
の
お
の
の
な
か
の
す
べ
て
で
す
か
ら
）

　
　
　

け
れ
ど
も
こ
れ
ら
新
世
代
沖
積
世
の

　
　
　

巨
大
に
明
る
い
時
間
の
集
積
の
な
か
で

　
　
　

正
し
く
う
つ
さ
れ
た
筈は

ず

の
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
が

　
　
　

わ
づ
か
そ
の
一
点
に
も
均ひ

と

し
い
明
暗
の
う
ち
に

　
　
　
　
　
（
あ
る
ひ
は
修
羅
の
十
億
年
）

　
　
　

す
で
に
は
や
く
も
そ
の
組
立
や
質
を
変
じ

　
　
　

し
か
も
わ
た
く
し
も
印
刷
者
も

　
　
　

そ
れ
を
変
ら
な
い
と
し
て
感
ず
る
こ
と
は

　
　
　

傾
向
と
し
て
は
あ
り
得
ま
す

　
　
　

け
だ
し
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
感
官
や

　
　
　

風
景
や
人
物
を
か
ん
ず
る
や
う
に

　
　
　

そ
し
て
た
だ
共
通
に
感
ず
る
だ
け
で
あ
る
や
う
に

　
　
　

記
録
や
歴
史　

あ
る
ひ
は
地
史
と
い
ふ
も
の
も

　
　
　

そ
れ
の
い
ろ
い
ろ
の
論デ

ー
タ料

と
い
っ
し
ょ
に

　
　
　
（
因
果
の
時
空
的
制
約
の
も
と
に
）

　
　
　

わ
れ
わ
れ
が
か
ん
じ
て
ゐ
る
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん

　
　
　

お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
二
千
年
も
た
っ
た
こ
ろ
は

　
　
　

そ
れ
相
当
の
ち
が
っ
た
地
質
学
が
流
用
さ
れ

　
　
　

相
当
し
た
証
拠
も
ま
た
次
々
と
過
去
か
ら
現
出
し

　
　
　

み
ん
な
は
二
千
年
ぐ
ら
ゐ
前
に
は

　
　
　

青
ぞ
ら
い
っ
ぱ
い
の
無
色
な
孔
雀
が
居
た
と
お
も
ひ

　
　
　

新し
ん

進し
ん

の
大
学
士
た
ち
は
気
圏
の
い
ち
ば
ん
の
上
層

　
　
　

き
ら
び
や
か
な
氷
窒
素
の
あ
た
り
か
ら

　
　
　

す
て
き
な
化
石
を
発
掘
し
た
り

　
　
　

あ
る
ひ
は
白
亜
紀
砂
岩
の
層
面
に

　
　
　

透
明
な
人
類
の
巨
大
な
足あ

し

跡あ
と

を

　
　
　

発
見
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

　
　
　

す
べ
て
こ
れ
ら
の
命
題
は

　
　
　

心
象
や
時
間
そ
れ
自
身
の
性
質
と
し
て
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第
四
次
延
長
の
な
か
で
主
張
さ
れ
ま
す

　
　
　
　
　

大
正
十
三
年
一
月
廿は

つ
か日　

　
　
　

宮　

沢　

賢　

治

（
二
）　
仏
教
的
解
釈
を
行
う
上
で
の
事
前
知
識

（
ア
）　

現
代
語
解
釈
の
参
考
文
献
に
つ
い
て

次
項
以
下
に
、
段
落
ご
と
に
分
け
て
現
代
語
解
釈
を
試
み
る
。
こ
の
段

落
分
け
は
、
新
潮
文
庫
「
宮
沢
賢
治
詩
集　

草
野
心
平
編
」（
昭
和

四
十
四
年
四
月
十
日
発
行
）
二
一
一
頁
以
降
の
「
解
説
」
を
参
考
に
し
て

い
る
。

ま
た
、『
序
』
と
い
う
詩
全
体
の
全
般
的
な
解
釈
は
、
同
書
の
二
一
二

頁
～
二
一
九
頁
を
参
考
に
し
て
い
る
。

詩
の
解
釈
で
は
、
さ
ら
に
、
梅
原
猛
著
「
地
獄
の
思
想
」（
中
公
新
書
、

一
九
六
七
年
）
の
一
九
二
頁
～
二
二
〇
頁
を
参
考
に
し
て
い
る
。
こ
の
梅

原
氏
の
理
解
は
、
宮
沢
賢
治
の
大
乗
仏
教
の
求
道
者
と
し
て
の
生
き
方
か

ら
解
釈
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
優
れ
た
解
釈
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
但
し
、梅
原
氏
は
こ
の
著
書
の
中
で
、大
乗
仏
教
の
二
面
性
を
主
張
し
、

「
釈
迦
の
思
想
は
、あ
ま
り
に
も
否
定
に
傾
き
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」

「
大
乗
仏
教
の
思
想
が
仏
教
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
人

生
否
定
の
哲
学
か
ら
、
ふ
た
た
び
人
生
肯
定
の
哲
学
に
か
え
ろ
う
と
し
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
大
乗
仏
教
は
法
華
経
、
華
厳
経
、
大
日
経
な
ど

を
生
み
出
し
、
永
遠
の
生
命
の
思
想
に
達
し
た
の
で
あ
る
」（
一
一
頁
）

と
し
て
、大
乗
仏
教
の
日
本
で
の
伝
播
に
は
、（
生
の
賛
歌
を
謳
っ
た
）「
生

命
の
思
想
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
他
の
仏

教
解
説
書
で
そ
の
よ
う
な
記
述
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
い
さ
さ
か
同

意
し
か
ね
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
理
解
は
、
梅
原
氏
独
自
の
理

解
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
で
も
、梅
原
氏
に
よ
る
、

大
乗
仏
教
の
求
道
者
と
し
て
の
生
き
方
か
ら
考
察
し
た
、
宮
沢
賢
治
の

『
序
』
の
解
釈
は
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
優
れ
た
解
釈
だ
と

考
え
る
）

大
乗
仏
教
の
考
え
方
、
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
佐
々
木
閑
著
「
別
冊

N
H
K　

一
〇
〇
分
de
名
著　

集
中
講
義　

大
乗
仏
教　

こ
う
し
て
ブ
ッ

ダ
の
教
え
は
変
容
し
た
」（
N
H
K
出
版
、
二
〇
一
七
年
（
以
下
、「
集
中

講
義　

大
乗
仏
教
」
と
略
記
す
る
）
を
主
な
参
考
資
料
に
使
っ
て
い
る
。

（
イ
）　

大
乗
仏
教
の
考
え
方

ま
ず
、
大
乗
仏
教
の
考
え
方
か
ら
述
べ
る
。

こ
こ
で
の
大
乗
仏
教
の
考
え
方
は
、前
掲
の
「
集
中
講
義　

大
乗
仏
教
」

を
主
な
参
考
に
し
て
い
る
。

釈
迦
は
「
生
き
る
こ
と
は
苦
し
み
で
あ
る
」
と
捉
え
た
。
人
生
は
「
老
」

「
病
」「
死
」
の
苦
し
み
に
悶
え
続
け
る
も
の
で
あ
る
。
仏
教
で
は
、
こ

の
世
界
は
、「
天
（
神
々
）」「
人
（
人
間
）」「
阿
修
羅
（
憎
し
み
を
持
つ

悪
い
神
々
）」「
畜
生
（
動
物
の
こ
と
）」「
餓
鬼
（
飢
餓
な
ど
で
苦
し
む

生
き
物
）」「
地
獄（
ひ
た
す
ら
苦
し
む
生
き
物
）」の
六
つ
の
世
界（
六
道
）

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
（「
阿
修
羅
」
は
最
初
は
無
か
っ
た
が
、

後
に
追
加
さ
れ
た
）。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
は
、
死
ん
だ
後
、
六

道
の
ど
れ
か
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
延
々
と
生
ま
れ
変
わ
り
を
繰
り
返
す

と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
を
「
輪
廻
（
ま
た
は
輪
廻
転
生
）」
と
云
う
。
釈

迦
は
、「
生
き
る
こ
と
は
苦
し
み
で
あ
る
」
か
ら
、
輪
廻
は
苦
し
み
が
続

く
こ
と
を
意
味
す
る
（「
天
」
は
苦
し
み
の
無
い
世
界
で
あ
り
、
良
い
よ
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う
に
思
え
る
が
、「
天
」
も
六
道
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
神
々
と
し
て
の

寿
命
が
終
わ
れ
ば
、違
う
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
な
る
）（
五
十
三

頁
）。よ

っ
て
、
出
家
し
て
仏
教
の
修
行
者
集
団
に
加
わ
り
、
苦
し
み
の
源

で
あ
る
「
煩
悩
」
を
、
瞑
想
を
中
心
と
し
た
修
行
の
積
み
重
ね
で
消
し

去
る
こ
と
で
（
悟
り
を
開
く
こ
と
で
）、「
涅
槃
」
に
到
達
す
る
こ
と
が

真
の
安
ら
ぎ
で
あ
る
と
考
え
た
。
涅
槃
は
、
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
、
心

の
中
の
煩
悩
を
す
べ
て
断
ち
切
っ
て
、
二
度
と
生
ま
れ
変
わ
ら
な
い
世

界
に
入
る
こ
と
を
云
う
。

以
上
が
釈
迦
の
時
代
の
仏
教
で
あ
る
が
（
こ
れ
は
「
小
乗
仏
教
（
上

座
部
仏
教
）」
の
流
れ
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
）、
そ
の
特
徴
は
、
自
己

鍛
錬
で
救
い
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
釈
迦
入
滅
後「
部
派
仏
教
」

の
時
代
を
経
て
、「
大
乗
仏
教
」
が
興
っ
た
。「
小
乗
仏
教
」
と
「
大
乗

仏
教
」
の
違
い
は
、
前
者
が
、
修
行
僧
が
修
行
に
よ
る
悟
り
を
得
て
仏

陀
（「
悟
り
を
得
た
人
」）
に
な
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
日
常
生
活

の
中
で
善
行
を
積
み
重
ね
て
い
け
ば
、
や
が
て
仏
陀
に
な
る
こ
と
が
で

き
る
、と
い
う
教
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、修
行
僧
の
み
が
仏
陀
に
な
る
「
小

乗
」
に
対
し
て
、
在
家
信
者
で
も
仏
陀
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
「
大
乗
」

を
説
い
て
い
る
（「
大
乗
」
で
は
、
誰
で
も
仏
陀
に
な
る
前
段
階
の
菩
薩

の
状
態
に
あ
る
と
考
え
る
）。

「
法
華
経
」
の
経
典
と
大
乗
仏
教
の
他
の
経
典
と
の
主
な
違
い
は
、「
法

華
経
」
が
「
す
べ
て
の
人
々
は
平
等
に
仏
陀
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
（
衆

生
成
仏
）」
と
い
う
「
一
仏
乗
」
を
主
張
し
た
こ
と
に
あ
る
（
例
え
ば
、「
般

若
経
」
で
は
、
三
種
類
あ
る
修
行
の
ど
れ
か
の
修
行
を
積
む
事
に
よ
っ

て
仏
陀
に
な
る
「
三
乗
思
想
」
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
「
浄
土
教
」
は
、

人
は
死
後
に
阿
弥
陀
仏
が
い
る
極
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
を
説
い
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
日
本
に
お
け
る
大
乗
仏
教
の
宗
派
は
、
大
乗
仏
教

の
中
の
ど
の
経
典
を
中
心
経
典
と
し
て
扱
う
か
、
そ
の
経
典
の
ど
の
部

分
を
重
視
す
る
か
が
異
な
る
）。

「
法
華
経
」
に
は
、「『
法
華
経
』
を
憶
え
、
読
経
し
、
人
に
説
き
、
写

し
書
き
す
る
者
は
、（
中
略
）多
く
の
美
点
を
得
る
」と
書
い
て
あ
り
、「『
法

華
経
』
の
神
秘
性
を
信
じ
て
、
自
分
が
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な

さ
い
、と
い
う
悟
り
へ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
」
た
め
、「『
法
華
経
』

の
信
者
の
多
く
は
、『
法
華
経
』
を
広
め
る
こ
と
が
菩
薩
で
あ
る
自
分
の

仕
事
と
考
え
」、「『
法
華
経
』
が
説
く
世
界
を
こ
の
世
に
実
現
す
る
こ
と

が
、
彼
ら
の
最
大
の
目
的
」
に
な
っ
て
い
る
（
九
六
頁
～
九
七
頁
）。

筆
者
は
、
こ
の
「
法
華
経
」
の
教
え
が
、
梅
原
氏
が
「
地
獄
の
思
想
」

の
中
で
、「
彼
の
詩
や
童
話
は
、
彼
み
ず
か
ら
い
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う

な
大
乗
仏
教
の
真
理
を
説
く
た
め
に
書
か
れ
た
」（
一
九
五
頁
）
と
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
宮
沢
賢
治
の
「
大
乗
仏
教
の
求
道
者
的
生
き
方
」

に
繋
が
っ
た
の
だ
と
思
う
。

（
三
）　
段
落
ご
と
の
現
代
語
解
釈

（
ア
）　
「
私
」
に
つ
い
て

　
　
　

わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は

　
　
　

仮
定
さ
れ
た
有
機
交
流
電
燈
の

　
　
　

ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す

　
　
　
（
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
）

　
　
　

風
景
や
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
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せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら

　
　
　

い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け
る

　
　
　

因
果
交
流
電
燈
の

　
　
　

ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す

　
　
　
（
ひ
か
り
は
た
も
ち　

そ
の
電
燈
は
失
は
れ
）

生
き
て
い
る
「
私

わ
た
く
し」

と
い
う
現
象
は
、
仏
教
で
云
う
「
輪
廻
」
す
る
大

き
な
生
命
の
流
れ
が
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
現
世
に
誕
生
し
た
一
つ
の
現

象
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
私
」
の
生
命
と
し
て
の
現
象
が
、（
こ
の
世
界
の

輪
廻
の
法
則
と
し
て
）
過
去
か
ら
仮
定
さ
れ
て
お
り
、
ス
イ
ッ
チ
を
押
し

て
点
灯
し
た
、
現
世
に
誕
生
し
た
生
命
現
象
と
し
て
青
く
光
る
電
灯
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
（
宮
沢
賢
治
は
、
人
工
物
で
あ
る
交
流
電
灯
が
ス
イ
ッ

チ
を
押
せ
ば
点
灯
す
る
事
が
事
前
に
仮
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
私
と
云

う
現
象
は
、
現
世
に
生
命
を
与
え
た
こ
の
世
界
を
輪
廻
す
る
大
き
な
生
命

の
流
れ
の
法
則
の
中
で
、
前
々
か
ら
仮
定
さ
れ
て
い
た
、
と
云
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
「
有
機
交
流
電
灯
」
と
表
現
し
た
と
解
釈
で
き
る
）。
現
在
私
が

生
き
て
い
る
生
命
現
象
と
い
う
も
の
は
、
映
画
で
云
え
ば
、
ス
ク
リ
ー
ン

に
投
射
さ
れ
た
映
像
の
中
で
は
、
そ
の
動
き
に
よ
っ
て
生
命
現
象
が
認
識

さ
れ
る
訳
だ
が
、
幽
霊
と
い
う
も
の
も
ま
た
視
覚
に
映
ず
る
動
き
で
あ
る

な
ら
ば
、
動
き
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
私
自
身
も
ま
た
幽
霊
の
複
合

体
現
象
と
云
え
る
。風
景
や
み
ん
な
と
一
緒
に
せ
わ
し
く
活
動
し
な
が
ら
、

い
か
に
も
確
か
に
生
命
活
動
を
行
う
、（
過
去
か
ら
未
来
ま
で
、
す
べ
て

の
も
の
に
は
因
果
関
係
が
働
く
、
そ
の
過
程
の
中
で
点
灯
し
た
）
一
つ
の

青
く
光
る
電
灯
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
電
燈
の
ス
イ
ッ
チ
が
切
ら
れ
る

よ
う
に
、
い
つ
か
私
に
現
世
に
お
け
る
死
が
訪
れ
て
も
、
私
の
活
動
の
結

果
と
し
て
の
作
品
群
、電
灯
で
言
え
ば
「
ひ
か
り
」
に
当
た
る
も
の
は
残
っ

て
行
く
こ
と
に
な
る
。

（
イ
）　
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
に
つ
い
て

　
　
　

こ
れ
ら
は
二
十
二
箇
月
の

　
　
　

過
去
と
か
ん
ず
る
方
角
か
ら

　
　
　

紙
と
鉱
質
イ
ン
ク
を
つ
ら
ね

　
　
　
（
す
べ
て
わ
た
く
し
と
明
滅
し

　
　
　
　

み
ん
な
が
同
時
に
感
ず
る
も
の
）

　
　
　

こ
こ
ま
で
た
も
ち
つ
づ
け
ら
れ
た

　
　
　

か
げ
と
ひ
か
り
の
ひ
と
く
さ
り
づ
つ

　
　
　

そ
の
と
ほ
り
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
す

こ
れ
ら
は
、
二
十
二
ケ
月
前
か
ら
、
紙
に
硬
質
イ
ン
ク
で
書
き
連
ね
た

す
べ
て
私
の
心
の
中
に
想
起
し
た
も
の
、
こ
こ
ま
で
保
ち
続
け
ら
れ
た
心

の
中
に
投
影
さ
れ
た
影
と
光
り
の
一
こ
ま
づ
つ
、
そ
の
と
お
り
の
心
象
ス

ケ
ッ
チ
で
あ
る
（
そ
れ
は
、
瞬
間
瞬
間
、
私
が
こ
の
世
界
で
感
受
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
大
き
な
生
命
の
流
れ
の
一
つ
の
現
象
が
私
で
あ
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
生
命
の
流
れ
の
私
以
外
の
現
象
で
あ
る
、
世
界
中
の
み
ん
な

も
同
時
に
感
受
す
る
も
の
で
あ
る
）。

（
ウ
）　
「
私
の
記
録
」
と
「
他
の
人
」
の
認
識
に
つ
い
て

　
　
　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
人
や
銀
河
や
修
羅
や
海う

胆に

は

　
　
　

宇
宙
塵じ

ん

を
食
べ　

ま
た
は
空
気
や
塩
水
を
呼
吸
し
な
が
ら

　
　
　

そ
れ
ぞ
れ
新
鮮
な
本
体
論
も
か
ん
が
へ
ま
せ
う
が
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そ
れ
ら
も
畢ひ

っ

竟き
ょ
うこ

こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
風
物
で
す

　
　
　

た
だ
た
し
か
に
記
録
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
け
し
き
は

　
　
　

記
録
さ
れ
た
そ
の
と
ほ
り
の
こ
の
け
し
き
で

　
　
　

そ
れ
が
虚
無
な
ら
ば
虚
無
自
身
が
こ
の
と
ほ
り
で

　
　
　

あ
る
程
度
ま
で
は
み
ん
な
に
共
通
い
た
し
ま
す

　
　
　
（
す
べ
て
が
わ
た
く
し
の
中
の
み
ん
な
で
あ
る
や
う
に

　
　
　
　

み
ん
な
の
お
の
お
の
の
な
か
の
す
べ
て
で
す
か
ら
）

こ
れ
ら
の
詩
に
つ
い
て
、
他
の
人
や
、
銀
河
や
修
羅
や
海
胆
は
、
も
し

そ
れ
ら
が
私
達
の
理
解
し
得
な
い
形
で
生
命
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
（
私
た
ち
は
、
時
々
「
地
球
は
生
き
て
い
る
」
と
い
う
表
現
を
使

う
。
こ
れ
は
「
生
き
物
で
な
い
」
地
球
を
生
き
物
に
喩
え
た
「
擬
人
法
」

の
文
学
的
表
現
に
あ
た
る
訳
だ
が
、
し
か
し
、
私
た
ち
が
学
校
で
学
ん
だ

生
物
学
の
定
義
を
離
れ
て
、
こ
の
地
上
に
生
活
す
る
中
で
、
何
か
の
機
会

に
「
地
球
は
生
き
て
い
る
」
と
感
じ
る
時
が
あ
る
。「
地
球
」
は
、
私
た

ち
が
学
ん
だ
生
物
学
の
定
義
と
は
異
な
る
形
で
、た
ぶ
ん
「
生
き
て
い
る
」

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
銀
河
や
修
羅
も
私
た
ち
の
理
解
し
得
な
い
形

で
生
命
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
命
維
持

の
た
め
の
宇
宙
の
塵
を
食
物
と
し
て
食
べ
、
ま
た
は
呼
吸
し
な
が
ら
、
自

分
中
心
の
生
命
論
を
考
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
も
畢
竟
そ
れ
ら
が
そ
う

思
っ
て
い
る
だ
け
の
心
の
一
つ
の
風
景
に
過
ぎ
な
い
（
例
え
ば
、
私
達
北

半
球
に
住
む
人
間
は
、
地
球
の
北
半
球
が
南
半
球
に
比
べ
て
宇
宙
軸
の
上

側
に
あ
る
と
考
え
勝
ち
で
あ
る
が
、
実
は
宇
宙
に
は
上
も
下
も
な
い
訳
だ

か
ら
、
あ
の
地
球
儀
の
上
下
の
作
り
方
は
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、私
達
北
半
球
に
住
む
人
間
は
そ
う
思
い
勝
ち
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
じ
で
人
間
中
心
の
生
命
論
も
、
私
達
が
そ
う
思
っ
て
い
る
だ
け

の
こ
と
な
の
で
あ
る
）。

た
だ
記
録
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
詩
は
、
記
録
さ
れ
た
そ
の
通
り
の
か
た
ち

で
み
ん
な
に
共
通
す
る
。
そ
れ
は
、
私
が
周
囲
の
景
色
を
（
本
当
は
そ
う

で
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
私
な
り
に
理
解
す
る
よ
り
他
に
は
方
法
が

無
い
訳
だ
か
ら
）
私
な
り
に
理
解
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
み
ん
な

も
、
み
ん
な
の
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
の
中
で
理
解
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

す
べ
て
の
事
柄
に
つ
い
て
そ
う
い
う
具
合
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
ま
で
は
共

通
認
識
を
持
て
る
が
、完
全
一
致
の
認
識
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。（
例

え
ば
「
犬
」
と
い
う
言
葉
を
聞
け
ば
、
私
自
身
は
自
宅
で
飼
っ
て
い
た
雑

種
の
白
い
小
型
犬
の
こ
と
を
連
想
す
る
の
だ
が
、
他
の
人
は
秋
田
犬
や
ス

ピ
ッ
ツ
な
ど
の
違
う
種
類
の
犬
を
想
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う

に
「
犬
」
と
い
う
言
葉
で
、
四
つ
足
の
、
あ
の
い
ぬ
科
の
け
だ
も
の
を
想

起
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、
あ
る
程
度
ま
で
は
共
通
認
識
を
持
つ
訳
だ
が
、

完
全
一
致
の
認
識
は
持
て
な
い
こ
と
に
な
る
）

（
エ
）　
「
時
間
」
の
性
質
と
「
私
」
の
認
識
に
つ
い
て

　
　
　

け
れ
ど
も
こ
れ
ら
新
世
代
沖
積
世
の

　
　
　

巨
大
に
明
る
い
時
間
の
集
積
の
な
か
で

　
　
　

正
し
く
う
つ
さ
れ
た
筈は

ず

の
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
が

　
　
　

わ
づ
か
そ
の
一
点
に
も
均ひ

と

し
い
明
暗
の
う
ち
に

　
　
　
　
　
（
あ
る
ひ
は
修
羅
の
十
億
年
）

　
　
　

す
で
に
は
や
く
も
そ
の
組
立
や
質
を
変
じ

　
　
　

し
か
も
わ
た
く
し
も
印
刷
者
も

　
　
　

そ
れ
を
変
ら
な
い
と
し
て
感
ず
る
こ
と
は
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傾
向
と
し
て
は
あ
り
得
ま
す

し
か
し
新
世
代
沖
積
世
と
い
う
現
代
の
、
世
界
全
体
に
太
陽
光
線
が
明

る
く
降
り
注
ぎ
、
時
間
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
中
で
、
正
し
く
記
録
さ
れ
た

は
ず
の
こ
れ
ら
の
言
葉
が
、
僅
か
一
瞬
に
も
等
し
い
時
間
経
過
の
う
ち
に

（
そ
れ
は
修
羅
に
と
っ
て
は
十
億
年
に
当
た
る
時
間
経
過
な
の
か
も
し
れ

な
い
が
）、
太
陽
光
線
に
よ
る
腐
食
や
空
気
に
よ
る
酸
化
を
受
け
て
、
そ

の
組
立
や
質
を
変
じ
（
そ
れ
ら
は
何
十
年
も
す
れ
ば
、
記
録
さ
れ
た
文
字

が
読
め
な
い
程
度
に
ま
で
浸
食
が
進
む
と
い
う
の
に
）、
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
私
や
印
刷
者
が
変
わ
ら
な
い
と
思
っ
て
し
ま
う
傾
向
は
、
確
か
に

あ
り
得
る
。

（
オ
）　
（
皆
が
「
真
実
」
と
認
め
る
）「
科
学
」
の
認
識
に
つ
い
て

　
　
　

け
だ
し
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
感
官
や

　
　
　

風
景
や
人
物
を
か
ん
ず
る
や
う
に

　
　
　

そ
し
て
た
だ
共
通
に
感
ず
る
だ
け
で
あ
る
や
う
に

　
　
　

記
録
や
歴
史　

あ
る
ひ
は
地
史
と
い
ふ
も
の
も

　
　
　

そ
れ
の
い
ろ
い
ろ
の
論デ

ー
タ料

と
い
っ
し
ょ
に

　
　
　
（
因
果
の
時
空
的
制
約
の
も
と
に
）

　
　
　

わ
れ
わ
れ
が
か
ん
じ
て
ゐ
る
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
我
々
が
感
覚
と
し
て
感
ず
る
も
の
や
、

風
景
や
人
物
を
感
じ
る
よ
う
に
（
食
事
す
る
時
、
私
た
ち
は
、
事
実
と
し

て
確
か
に
歯
で
食
物
を
噛
み
切
っ
て
い
る
。
し
か
し
歯
医
者
で
歯
茎
に
麻

酔
を
打
た
れ
た
後
、
麻
酔
が
切
れ
る
前
に
飲
食
す
る
と
、
事
実
と
し
て
歯

で
噛
み
切
っ
て
い
て
も
、
本
当
に
歯
で
噛
み
切
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
自

分
で
も
覚
束
な
い
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
感
覚
器
官
が
あ
る

か
ら
、
実
際
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
感
覚
器
官
が
麻
痺
し
て
し
ま
え

ば
無
い
と
同
じ
事
に
な
っ
て
し
ま
う
訳
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
風
景
や

人
物
も
感
覚
と
し
て
感
じ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
）、
そ
し
て
た
だ
共

通
に
感
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
（
上
述
し
た
「
犬
」
と
い
う
言
葉

で
、
み
ん
な
が
い
ぬ
科
の
け
だ
も
の
を
た
だ
共
通
に
感
じ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
よ
う
に
）、（
皆
が
「
真
実
」
だ
と
認
め
る
）
記
録
や
歴
史
、
あ
る

い
は
地
史
と
い
う
も
の
も
、
そ
れ
の
色
々
な
デ
ー
タ
と
一
緒
に
、
原
因
と

結
果
が
繰
り
返
さ
れ
る
時
間
と
空
間
の
制
約
の
中
で
、
我
々
が
感
じ
て
い

る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。

（
カ
）　
「
科
学
の
発
展
」
と
「
四
次
元
研
究
」
に
つ
い
て

　
　
　

お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
二
千
年
も
た
っ
た
こ
ろ
は

　
　
　

そ
れ
相
当
の
ち
が
っ
た
地
質
学
が
流
用
さ
れ

　
　
　

相
当
し
た
証
拠
も
ま
た
次
々
と
過
去
か
ら
現
出
し

　
　
　

み
ん
な
は
二
千
年
ぐ
ら
ゐ
前
に
は

　
　
　

青
ぞ
ら
い
っ
ぱ
い
の
無
色
な
孔
雀
が
居
た
と
お
も
ひ

　
　
　

新し
ん

進し
ん

の
大
学
士
た
ち
は
気
圏
の
い
ち
ば
ん
の
上
層

　
　
　

き
ら
び
や
か
な
氷
窒
素
の
あ
た
り
か
ら

　
　
　

す
て
き
な
化
石
を
発
掘
し
た
り

　
　
　

あ
る
ひ
は
白
亜
紀
砂
岩
の
層
面
に

　
　
　

透
明
な
人
類
の
巨
大
な
足あ

し

跡あ
と

を

　
　
　

発
見
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
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す
べ
て
こ
れ
ら
の
命
題
は

　
　
　

心
象
や
時
間
そ
れ
自
身
の
性
質
と
し
て

　
　
　

第
四
次
延
長
の
な
か
で
主
張
さ
れ
ま
す

お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
二
千
年
も
経
っ
た
頃
に
は
、
そ
れ
相
当
の
地
質
学

が
流
用
さ
れ
、そ
の
証
拠
も
次
々
と
地
層
か
ら
発
見
さ
れ
（
例
え
ば
現
在
、

土
壌
に
含
ま
れ
る
花
粉
分
析
の
技
術
に
よ
っ
て
、
今
か
ら
二
千
年
～
五
千

年
前
の
縄
文
、
弥
生
人
の
食
生
活
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
）、
み
ん
な
は
現
代
に
青
空
一
杯
の

孔
雀
が
居
た
と
思
い
、気
圏
の
一
番
の
上
層
の
氷
窒
素
の
あ
た
り
か
ら（
現

代
の
人
間
活
動
に
よ
っ
て
蓄
え
ら
れ
た
、
二
酸
化
炭
素
や
ハ
ロ
ン
ガ
ス
等

の
）
素
敵
な
化
石
を
発
掘
し
た
り
、
白
亜
紀
砂
岩
の
層
面
に
（
現
代
の
科

学
技
術
で
は
検
出
不
可
能
な
）
恐
竜
と
共
に
生
き
て
い
た
人
類
の
巨
大
な

足
跡
の
痕
跡
（
そ
の
痕
跡
は
、
土
壌
分
析
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
、
人
間

の
皮
膚
の
発
汗
作
用
の
特
異
性
に
基
づ
く
、
土
壌
中
の
痕
跡
検
査
に
よ
っ

て
、
そ
の
足
の
部
分
の
大
き
さ
が
特
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
い

う
痕
跡
）
を
発
見
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
こ
こ
に
例
示
さ
れ
た
も
の
は
、
宮
沢
賢
治
が
読
者
に
提
示
し
た
虚
構

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
直
前
の
文
章
、「
わ
れ
わ
れ
の
感
官
や
風
景
や
人
物

を
か
ん
ず
る
や
う
に
」、「
記
録
や
歴
史　

あ
る
ひ
は
地
史
と
い
ふ
も
の

も
」「
わ
れ
わ
れ
が
か
ん
じ
て
い
ゐ
る
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
」
と
云
う
主
張

を
強
調
す
る
為
の
例
え
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）

す
べ
て
こ
れ
ら
の
命
題（「
何
が
真
実
な
の
か
」、「
何
故
そ
う
な
る
の
か
」

と
い
う
命
題
）
は
、「
犬
」
と
い
う
言
葉
で
み
ん
な
が
想
起
す
る
も
の
は

同
じ
も
の
な
の
に
、
し
か
し
た
だ
共
通
に
感
じ
て
い
る
だ
け
で
、
実
は
み

ん
な
個
別
の
も
の
を
想
起
し
て
お
り
、
共
通
に
感
じ
て
い
る
だ
け
だ
と
い

う
心
象
の
性
質
や
、
一
瞬
の
時
間
経
過
で
廻
り
全
て
が
ど
ん
ど
ん
移
り
変

わ
っ
て
行
く
の
に
、
今
暫
く
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
捉
え
て
し
ま
う
傾

向
や
（
し
か
も
そ
れ
で
、
今
暫
く
は
確
か
に
さ
ほ
ど
問
題
に
も
な
ら
な
い

程
度
の
違
い
な
の
に
、
時
間
経
過
と
と
も
に
徐
々
に
無
視
で
き
な
い
ま
で

に
蓄
積
し
て
し
ま
う
変
化
で
あ
る
、
そ
う
い
う
時
間
の
持
つ
性
質
や
）、

さ
ら
に
は
、
皆
が
「
真
実
」
だ
と
認
め
る
歴
史
や
地
史
と
云
う
も
の
も
、

実
は
私
た
ち
が
感
じ
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
、
と
云
う
認
識
の
持
つ
性

質
は
、
心
象
や
時
間
そ
れ
自
身
が
内
包
し
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
時
間
や

空
間
そ
れ
に
心
象
も
含
め
た
、
こ
の
世
界
を
全
体
と
し
て
扱
う
四
次
元
の

問
題
と
し
て
、
今
後
の
四
次
元
研
究
の
成
果
と
し
て
解
明
さ
れ
主
張
さ
れ

て
行
く
、
そ
う
い
う
問
題
で
あ
る
。

（
そ
の
解
明
が
成
っ
て
、
私
の
主
張
し
た
い
事
が
、
初
め
て
正
し
く
他

の
人
々
に
伝
わ
る
だ
ろ
う
）

（
キ
）　

全
体
的
な
要
約

全
体
を
通
し
て
乱
暴
に
要
約
す
れ
ば
、「
生
き
て
い
る
私
と
い
う
生
命

現
象
は
、
大
き
な
生
命
の
流
れ
が
輪
廻
を
繰
り
返
す
こ
の
世
界
の
法
則
と

し
て
、
過
去
か
ら
仮
定
さ
れ
て
い
た
現
象
で
あ
る
。
そ
の
現
世
に
、
私
は

『
心
象
ス
ケ
ッ
チ
』
と
い
う
手
法
で
書
き
記
し
た
詩
を
残
し
て
行
く
。
そ

の
私
が
書
き
残
し
た
も
の
は
、
厳
密
に
は
、
私
が
主
張
し
た
い
通
り
の
正

し
い
内
容
で
他
の
人
に
伝
わ
る
こ
と
は
な
い
。
私
と
他
の
人
の
間
に
は
、

『
共
通
認
識
し
か
共
有
で
き
な
い
』
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。
い
つ
か

こ
の
『
共
通
認
識
し
か
共
有
で
き
な
い
』
と
い
う
問
題
は
、
四
次
元
研
究

の
中
で
解
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。（
そ
の
解
明
が
成
っ
て
、
私
の
主
張
し
た
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い
事
が
、
初
め
て
正
し
く
他
の
人
々
に
伝
わ
る
だ
ろ
う
）」、
と
云
っ
て
い

る
。

三
　
用
語
や
文
節
の
詳
細
解
説

前
節
で
述
べ
た
現
代
語
解
釈
に
お
い
て
、
解
釈
が
難
し
か
っ
た
用
語
や

文
節
の
詳
細
解
説
を
試
み
る
。
前
節
の
現
代
語
解
釈
に
お
い
て
は
、
多
分

に
疑
問
が
残
り
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
前
節
の
よ
う
な
一
つ
の
解
釈
を

行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
解
説
は
、
他
の
宮
沢
賢
治
研
究
者
の
解
説

や
解
釈
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
筆
者
な
り
の
理
解
も
含
め
て
い
る
。

（
ア
）　

あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体

生
き
て
い
る
「
私
」
と
い
う
生
命
現
象
を
、「
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊

の
複
合
体
」現
象
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
至
る
こ
と
は
筆
者
に
は
難
し
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
宮
沢
賢
治
が
、
こ
の
後
の
段
落
に
あ
る
よ
う
に
、

生
命
現
象
を
感
覚
器
官
が
感
じ
て
い
る
だ
け
だ
と
捉
え
て
い
た
と
す
る

と
、
こ
の
解
釈
は
「
私
の
感
覚
器
官
を
刺
激
す
る
様
々
な
刺
激
の
幽
霊
現

象
の
複
合
体
と
し
て（
刺
激
の
中
に
は
有
用
な
刺
激
も
あ
る
し
、私
に
と
っ

て
無
用
な
刺
激
も
あ
り
、
そ
れ
ら
全
体
と
し
て
は
幽
霊
現
象
の
複
合
体
と

捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
）、
生
き
て
い
る
現
象
が
理
解
さ
れ
る
」

と
い
う
解
釈
に
な
る
。

前
節
の
現
代
語
解
釈
で
は
、「
映
画
で
云
え
ば
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
投
射

さ
れ
た
映
像
の
中
で
は
、
そ
の
動
き
に
よ
っ
て
生
命
現
象
が
認
識
さ
れ
る

訳
だ
が
、幽
霊
と
い
う
も
の
も
ま
た
視
覚
に
映
ず
る
動
き
で
あ
る
な
ら
ば
、

動
き
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
私
自
身
も
ま
た
幽
霊
の
複
合
体
現
象
と

云
え
る
」、
と
し
た
。

（
イ
）　
（
ひ
か
り
は
た
も
ち　

そ
の
電
燈
は
失
は
れ
）

「
そ
の
電
燈
は
失
わ
れ
」
は
、
電
燈
の
ス
イ
ッ
チ
が
切
ら
れ
る
よ
う
に
、

私
の
現
世
に
お
け
る
死
が
訪
れ
た
状
態
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
て
良
い
と

考
え
る
。「
ひ
か
り
は
た
も
ち
」
に
つ
い
て
、
二
つ
の
解
釈
が
成
り
立
つ

よ
う
に
思
う
。
一
つ
は
、
前
節
の
「（
三
）
段
落
ご
と
の
現
代
語
解
釈
」

で
本
文
に
採
用
し
た
、「
い
つ
か
私
に
現
世
に
お
け
る
死
が
訪
れ
て
も
、

私
の
活
動
の
結
果
と
し
て
の
作
品
群
、
電
灯
で
言
え
ば
「
ひ
か
り
」
に
当

た
る
も
の
は
残
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
も
う
一

つ
は
、「
い
つ
か
私
に
現
世
に
お
け
る
死
が
訪
れ
て
も
、
私
を
現
世
に
誕

生
さ
せ
た
原
因
で
あ
る
、
六
道
の
世
界
を
輪
廻
す
る
大
き
な
生
命
の
流
れ

は
保
ち
続
け
ら
れ
る
（
そ
れ
を
、
こ
こ
で
「
ひ
か
り
」
と
呼
ん
だ
の
か
も

し
れ
な
い
）」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

前
節
の
現
代
語
解
釈
で
は
、
次
の
文
節
で
「
こ
れ
ら
は
二
十
二
箇
月
の

／
過
去
と
か
ん
ず
る
方
角
か
ら
／
…
／
こ
こ
ま
で
た
も
ち
つ
づ
け
ら
れ
た

／
か
げ
と
ひ
か
り
の
ひ
と
く
さ
り
づ
つ
／
そ
の
と
ほ
り
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ

で
す
」
と
、
宮
沢
賢
治
自
身
の
作
品
群
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
者

の
解
釈
を
採
用
し
た
。

（
ウ
）　

そ
の
と
ほ
り
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
す

「
心
象
」
と
は
、
沢
山
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
宮
沢
賢

治
と
い
う
個
人
の
心
に
、外
界
と
の
様
ざ
ま
な
接
触
の
中
で
想
起
さ
れ
た
、

そ
の
時
ど
き
の
印
象
や
、
心
に
投
影
さ
れ
た
映
像
イ
メ
ー
ジ
を
指
す
と
思
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わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
青
ぞ
ら
い
っ
ぱ
い
の
無
色
な
孔
雀
」
だ
っ
た
り
、「
透

明
な
人
類
の
巨
大
な
足
跡
」だ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
あ
る
。「
心
象
ス
ケ
ッ

チ
」
と
は
、
そ
の
「
心
象
」
を
そ
の
ま
ま
描
写
し
た
も
の
を
指
す
こ
と
に

な
る
が
、
彼
は
心
に
投
影
さ
れ
た
そ
の
時
ど
き
の
「
心
象
」
の
言
葉
を
、

よ
り
彼
の
思
う
真
実
の
表
現
に
近
づ
け
る
た
め
に
何
度
も
推
敲
を
し
て
い

る
た
め
、
現
実
と
し
て
そ
の
ま
ま
の
描
写
で
は
な
く
、
よ
り
宮
沢
賢
治
の

思
う
真
実
に
近
い
描
写
で
あ
る
。

（
エ
）　 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
人
や
銀
河
や
修
羅
や
海
胆
は
／
宇
宙
塵
を
食

べ　

ま
た
は
空
気
や
塩
水
を
呼
吸
し
な
が
ら
／
そ
れ
ぞ
れ
新
鮮

な
本
体
論
も
か
ん
が
へ
ま
せ
う
が

　
「
銀
河
や
修
羅
や
海
胆
が
、
宇
宙
塵
を
食
べ
、
ま
た
は
空
気
や
塩
水

を
呼
吸
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
新
鮮
な
本
体
論
を
考
え
る
」
と
い
う
の
は
、
現

代
の
生
物
学
か
ら
す
れ
ば
、
異
様
に
思
え
る
。
し
か
し
、「
生
き
物
」
に

つ
い
て
、
生
物
学
で
定
義
さ
れ
た
「
生
き
物
」
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
広

く
「
自
律
的
に
動
い
て
い
る
も
の
」
を
「
生
き
物
」
と
考
え
れ
ば
、「
銀
河
」

や
「
修
羅
」
や
勿
論
「
海
胆
」
も
「
生
き
物
」
の
一
つ
に
含
め
て
良
い
と

考
え
ら
れ
る
。
私
た
ち
は
文
学
に
お
け
る
「
擬
人
法
」
の
情
緒
的
表
現
を

使
っ
て
「
地
球
は
生
き
て
い
る
」
と
表
現
す
る
が
、「
自
律
的
に
動
い
て

い
る
」
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
生
物
学
の
定
義
と
は
異
な
る
も
っ
と
広
い

意
味
で
、
本
当
に
「
生
き
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
そ
れ
ら
は
、
私
た
ち
人
間
が
人
間
中
心
の
世
界
観
を
持
っ
て
い
る
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
世
界
の
中
心
的
存
在
と
し
て
の
世
界
観
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

前
節
の
現
代
語
解
釈
で
は
、「
銀
河
や
修
羅
や
海
胆
は
、
も
し
そ
れ
ら

が
私
達
の
理
解
し
得
な
い
形
で
生
命
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
命
維
持
の
た
め
の
宇
宙
の
塵
を
食
物
と
し
て
食
べ
、

ま
た
は
呼
吸
し
な
が
ら
、
自
分
中
心
の
生
命
論
を
考
え
る
だ
ろ
う
」
と
し

た
。と

こ
ろ
で
、斉
藤
文
一
著
「
宮
沢
賢
治
の
世
界　

銀
河
系
を
意
識
し
て
」

（
国
文
社
）
で
、斉
藤
氏
は
、宮
沢
賢
治
の
銀
河
意
識
（
宇
宙
観
）
は
、「
宇

宙
は
一
個
の
生
命
体
で
あ
る
」、「
こ
れ
は
賢
治
の
詩
的
直
感
で
あ
る
」

（
一
一
七
頁
～
一
一
八
頁
）
と
し
、
そ
れ
は
「
今
日
、
ガ
イ
ア
説
と
し
て

知
ら
れ
る
も
の
」
を
「
宇
宙
に
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
ガ
イ
ア
説
」
に
つ
い
て
、「
こ
の
地
球
は
、
大
気
、
海
洋
、

地
表
、
及
び
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
を
含
む
単
一
の
生
き
も
の
（
ガ
イ
ア
）
と

見
な
す
こ
と
が
出
来
る
」（
一
六
六
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ラ
ブ
ロ
ッ
ク
博
士
の
提
唱
し
た
「
ガ
イ
ア
説
（「
ガ
イ

ア
理
論
」
と
も
云
う
）」
は
、
現
代
の
生
物
学
で
云
う
生
命
の
定
義
に
完

全
に
は
合
致
し
な
い
け
れ
ど
も
、「
全
体
と
し
て
地
球
が
、
生
命
や
人
間

活
動
を
含
め
て
自
己
調
節
機
能
を
持
っ
た
、
一
個
の
安
定
し
た
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
」（
一
六
六
頁
）
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
代
表
的
な
生

命
の
定
義
で
あ
る
「
自
己
複
製
」「
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
」「
死
」
な
ど
に
は

合
致
し
な
い
が
、
生
命
活
動
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
「
動
的
平
衡
状
態
を

維
持
す
る
」
機
能
が
あ
る
か
ら
、
半
ば
「
生
命
活
動
」
と
呼
ん
で
も
良
い

よ
う
に
、
筆
者
は
考
え
る
。「
地
球
」
は
、
現
代
の
生
物
学
で
扱
う
生
物

と
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
動
的
平
衡
状
態
を
維
持
す
る
一
種
の
「
生
命
」

と
呼
ん
で
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宮
沢
賢
治
は
、
そ
れ
を
銀
河
や

修
羅
に
ま
で
広
め
て
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
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（
オ
）　 （
す
べ
て
が
わ
た
く
し
の
中
の
み
ん
な
で
あ
る
や
う
に
／
み
ん

な
の
お
の
お
の
の
な
か
の
す
べ
て
で
す
か
ら
）

こ
の
表
現
は
、「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
を
連
想
さ
せ
る
。「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」

と
は
、「
華
厳
経
」
の
中
で
、
帝
釈
天
の
宮
殿
に
張
ら
れ
た
美
し
い
網
飾

り
で
、
網
の
結
び
目
の
一
つ
一
つ
が
宝
石
の
玉
で
で
き
て
お
り
、
宝
石
の

表
面
が
他
の
宝
石
を
映
し
出
し
、
他
の
宝
石
も
別
の
宝
石
を
映
す
た
め
、

映
り
込
み
が
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
云
う
。（
こ
の
「
イ
ン
ド
ラ

の
網
」
の
理
解
は
、「
集
中
講
義　

大
乗
仏
教
」
一
四
〇
頁
～
一
四
二
頁

を
参
考
に
し
て
い
る
）。
宮
沢
賢
治
は
、
別
に
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
と
い

う
童
話
も
書
い
て
い
る
。

前
節
の
現
代
語
解
釈
で
は
、
こ
の
表
現
の
直
前
で
「
こ
れ
ら
に
つ
い
て

人
や
銀
河
や
修
羅
や
海
胆
は
／
…
／
そ
れ
ぞ
れ
新
鮮
な
本
体
論
も
か
ん
が

へ
ま
せ
う
が
／
そ
れ
ら
も
畢
竟
こ
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
風
物
で
す
／
た
だ
た

し
か
に
記
録
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
け
し
き
は
／
…
／
あ
る
程
度
ま
で
は
み
ん

な
に
共
通
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
文
脈
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
イ
ン
ド
ラ
の

網
」
の
世
界
観
を
連
想
さ
せ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
現
代
語
訳
の
中
に
は
採

用
せ
ず
、「
私
が
周
囲
の
景
色
を
私
な
り
に
理
解
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ

う
に
、
み
ん
な
も
、
み
ん
な
の
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
の
中
で
理
解
し
て
い
る

だ
け
で
あ
り
、
す
べ
て
の
事
柄
に
つ
い
て
そ
う
い
う
具
合
だ
か
ら
、
あ
る

程
度
ま
で
は
共
通
認
識
を
持
て
る
が
、
完
全
一
致
の
認
識
を
持
つ
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
し
た
。

（
カ
）　 

心
象
や
時
間
そ
れ
自
身
の
性
質
と
し
て
／
第
四
次
延
長
の
な
か

で
主
張
さ
れ
ま
す

宮
沢
賢
治
の
「
第
四
次
延
長
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
現
在

の
物
理
学
で
云
う
「
四
次
元
時
空
」
と
は
多
少
異
な
る
も
の
を
指
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
通
常
の
物
理
学
で
「
時
間
」
は
四
次
元

時
空
の
一
要
素
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
し
て
も
、「
心
象
」
は
四
次
元
時
空

の
要
素
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。し
か
し
、宮
沢
賢
治
が
こ
の『
序
』

を
書
い
た
時
期
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
そ
れ
以
前
に
特
殊
相
対
性

論
（
一
九
〇
五
年
）
と
一
般
相
対
性
理
論
（
一
九
一
六
年
）
を
発
表
し
て
、

ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
（
一
九
二
二
年
）
を
受
賞
し
た
直
後
の
時
期
で
あ
っ

た
。
宮
沢
賢
治
は
、
そ
の
後
の
四
次
元
研
究
の
広
が
り
に
大
き
な
期
待
を

寄
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、宮
沢
賢
治
の
「
四
次
元
」
と
は
、

現
在
の
物
理
学
で
云
う
「
四
次
元
」
を
も
っ
と
広
く
解
釈
し
て
、
過
去
か

ら
未
来
ま
で
、
す
べ
て
の
も
の
に
は
因
果
関
係
が
働
き
、
そ
の
連
続
で
世

界
が
成
り
立
っ
て
い
る
、
こ
の
世
界
そ
の
も
の
の
研
究
と
解
釈
す
べ
き
で

は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

前
節
の
現
代
語
解
釈
で
は
、「
心
象
や
時
間
そ
れ
自
身
が
内
包
し
て
い

る
問
題
で
あ
り
、
時
間
や
空
間
そ
れ
に
心
象
も
含
め
た
、
こ
の
世
界
を
全

体
と
し
て
扱
う
四
次
元
の
問
題
と
し
て
、
今
後
の
四
次
元
研
究
の
成
果
と

し
て
解
明
さ
れ
主
張
さ
れ
て
行
く
、
そ
う
い
う
問
題
で
あ
る
。（
そ
の
解

明
が
成
っ
て
、
私
の
主
張
し
た
い
事
が
、
初
め
て
正
し
く
他
の
人
々
に
伝

わ
る
だ
ろ
う
）」
と
し
た
。

四
　
終
わ
り
に

今
回
、
宮
沢
賢
治
の
『
序
』
と
い
う
詩
に
つ
い
て
、
大
乗
仏
教
の
求
道

者
と
し
て
の
生
き
方
を
重
視
し
た
、
一
つ
の
詩
全
体
を
通
し
た
現
代
語
解
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釈
を
試
み
た
。
全
体
的
な
要
約
と
し
て
は
、
前
回
の
「
無
宗
教
的
な
立
場

か
ら
の
現
代
語
解
釈
」
と
比
べ
て
、『
序
』
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
「
わ
た

く
し
と
い
ふ
現
象
」
に
つ
い
て
、
仏
教
で
云
う
輪
廻
の
考
え
方
に
基
づ
い

た
解
釈
を
採
用
し
、
ま
た
末
尾
に
、「
今
後
の
四
次
元
研
究
の
成
果
と
し

て
解
明
さ
れ
主
張
さ
れ
て
行
く
だ
ろ
う
」に
続
け
て
、「（
そ
の
解
明
が
成
っ

て
、
私
の
主
張
し
た
い
事
が
、
初
め
て
正
し
く
他
の
人
々
に
伝
わ
る
だ
ろ

う
）」
と
付
け
加
え
た
以
外
に
大
き
な
変
更
は
行
わ
な
か
っ
た
。
末
尾
に

追
加
し
た
解
釈
は
、
大
乗
仏
教
的
生
き
方
と
は
関
係
し
な
い
が
、
詩
全
体

と
し
て
宮
沢
賢
治
の
主
張
し
た
い
内
容
と
し
て
、追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

但
し
、
前
節
の
「
三　

用
語
や
文
節
の
詳
細
解
説
」
に
取
り
上
げ
た
個

所
は
、
現
代
語
解
釈
す
る
の
に
大
変
困
難
を
極
め
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
他
の
研
究
者
の
研
究
成
果
も
参
考
に
し
な

が
ら
、
再
検
討
が
必
要
か
ど
う
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

（
一
）　
森
佐
一
氏
宛
の
手
紙
に
付
い
て

次
に
、『
序
』
の
現
代
語
解
釈
に
関
連
し
た
事
項
に
つ
い
て
述
べ
る
。

こ
の
『
序
』
の
解
釈
に
つ
い
て
資
料
と
な
る
の
が
、
詩
集
発
行
の
翌
年

（
大
正
十
四
年
）、
森
佐
一
氏
か
ら
詩
誌
「
貌
」
へ
の
寄
稿
依
頼
を
受
け
て

同
氏
と
の
交
流
が
始
ま
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、同
氏
宛
の
手
紙
で
あ
る
。

そ
の
手
紙
の
中
で
、
宮
沢
賢
治
自
身
が
『
序
』
に
つ
い
て
述
べ
た
、「
私

は
あ
の
無
謀
な
『
春
と
修
羅
』
に
於
て
、
序
文
の
考
を
主
張
し
、
歴
史
や

宗
教
の
位
置
を
全
く
変
換
し
や
う
と
企
画
し
、
そ
れ
を
基
骨
と
し
た
さ
ま

ざ
ま
の
生
活
を
発
表
し
て
、
誰
か
に
見
て
貰
ひ
た
い
と
、
愚
か
に
も
考
え

た
の
で
す
。」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

こ
の
「
歴
史
や
宗
教
の
位
置
を
全
く
変
換
し
や
う
と
企
画
し
」
と
は
ど

う
い
う
事
か
、
沢
山
の
研
究
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
筆

者
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。

『
序
』
で
取
り
上
げ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、宮
沢
賢
治
は
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
を
区
別
せ
ず
同
列
で
扱
っ

て
い
る
。
ま
た
、
生
物
学
で
云
う
「
生
物
」
と
「
無
生
物
」
も
同
列
扱
い

で
あ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
通
常
「
歴
史
」
や
「
宗
教
」
を
扱
う
時
、

そ
の
目
的
は
「
人
間
の
為
の
宗
教
」
で
あ
り
「
人
間
の
為
の
歴
史
」
で
あ

る
。
宮
沢
賢
治
は
、
そ
う
い
う
人
間
の
為
の
「
宗
教
」
や
「
歴
史
」
で
な

く
、
動
植
物
を
含
む
生
き
物
全
体
、
さ
ら
に
風
や
光
や
引
い
て
は
「
銀
河
」

な
ど
の
無
生
物
も
含
め
、
且
つ
ま
た
「
修
羅
」
の
よ
う
な
現
世
以
外
の
世

界
ま
で
含
む
「
森
羅
万
象
」
を
対
象
と
し
た
「
宗
教
」
や
「
歴
史
」
を
目

指
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
る
。「
三　

用
語
や
文
節

の
詳
細
解
説
」
の
（
カ
）
で
も
述
べ
た
通
り
、
宮
沢
賢
治
が
『
序
』
を
書

い
た
時
期
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
そ
れ
以
前
に
特
殊
相
対
性
論
と
一

般
相
対
性
理
論
を
発
表
し
て
、
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
直
後
の

時
期
で
あ
っ
た
。
宮
沢
賢
治
は
、
今
後
の
四
次
元
研
究
の
広
が
り
に
大
き

な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
為
、
無
生
物
も
含
め
、
且

つ
現
世
以
外
の
世
界
（
そ
れ
は
、「
現
世
以
外
の
次
元
」
と
呼
べ
る
か
も

し
れ
な
い
）
を
含
め
た
統
一
的
な
「
宗
教
」
や
「
歴
史
」
の
構
築
が
可
能

だ
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、「
歴
史
や
宗
教
の
位
置

を
全
く
変
換
し
や
う
と
企
画
し
」
た
理
由
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
考
え

て
い
る
。
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（
二
）　
宮
沢
賢
治
の
「
共
感
覚
」
に
つ
い
て

最
後
に
、
宮
沢
賢
治
作
品
の
今
後
の
研
究
に
お
い
て
、
一
つ
の
大
き
な

手
掛
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
指
摘
に
つ
い
て
述
べ
る
。

山
下
聖
美
著
『
N
H
K
テ
キ
ス
ト　

一
〇
〇
分
de
名
著
「
宮
沢
賢
治
ス

ペ
シ
ャ
ル
」』（
N
H
K
出
版
、二
〇
一
七
年
）
で
、山
下
氏
は
「『
共
感
覚
』

か
ら
宮
沢
賢
治
を
考
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
二
二
頁
）
に
言
及
し
て
い
る
。

宮
沢
賢
治
の
作
品
に
は
、「
向
ふ
の
縮
れ
た
亜
鉛
の
雲
へ
」（
詩
「
屈
折
率
」

か
ら
）
や
「『
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
か
ぷ
か
ぷ
わ
ら
っ
た
よ
。』（
童
話
「
や
ま

な
し
」
か
ら
）
な
ど
、
修
飾
す
る
語
句
と
修
飾
さ
れ
る
語
句
と
の
対
応
に

お
い
て
、
私
た
ち
の
常
識
と
全
く
異
な
る
表
現
が
沢
山
出
て
く
る
。
そ
れ

は
、
音
楽
を
聴
い
て
い
て
色
や
形
が
見
え
る
と
い
う
、
幼
少
期
に
は
誰
も

が
持
っ
て
い
た
「
共
感
覚
」
を
、
宮
沢
賢
治
は
大
人
に
な
っ
て
も
持
ち
続

け
て
い
た
、
豊
か
な
感
性
の
持
ち
主
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う

指
摘
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
を
「
共
感
覚
」
の
持
ち
主
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、

今
ま
で
「
何
故
そ
う
い
う
表
現
に
な
る
の
か
」
理
解
に
苦
し
ん
で
き
た
宮

沢
賢
治
研
究
者
や
一
般
読
者
に
と
っ
て
、
宮
沢
賢
治
独
特
の
表
現
の
何
割

か
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
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