








受
け
て
い
な
い
た
め
に
、
佛
教
の
文
献
学
的
研
究
に
押
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
文
献
学
的
方
法
と
歴
史

学
的
方
法
と
い
う
二
つ
の
方
法
に
つ
い
て
、
佛
教
の
研
究
と
し
て
は
ど
う
い
う
限
界
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
申
し
上
げ
て
見
た
い

第
一
に
は
も
っ
と
も
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
文
献
学
的
方
法
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
文
献
学
と
い
う
も
の
は
御
存
知
の
よ
う
に

文
献
を
対
象
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば
、
お
経
と
か
論
と
か
、
と
も
か
く
文
字
で
書
か
れ
た
言
葉
を
対
象
に
し
て
、
そ
し
て

言
葉
の
研
究
か
ら
佛
教
を
研
究
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
中
論
を
御
覧
に
な
り
ま
す
と
、
中
諭
の
中
心
概
念
、

あ
る
い
は
中
心
思
想
は
い
う
ま
で
も
な
く
空
（
曾
昌
騨
菌
）
、
そ
れ
か
ら
縁
起
で
あ
り
、
召
昌
ゅ
菌
と
縁
起
と
は
同
じ
も
の
を
別
の
言
葉

で
い
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
皆
様
よ
く
御
存
じ
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
空
と
か
縁
起
と
か
い
う
も
の
は
中
論
が
「
説
こ

う
」
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
戯
論
が
減
し
た
も
の
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
中
論
の
初
め
の
偶
、
す
な
わ
ち
八

不
の
偶
と
い
わ
れ
る
も
の
に
、
「
戯
論
寂
滅
し
て
吉
祥
な
る
縁
起
を
」
と
あ
る
。
戯
論
寂
滅
し
た
と
い
う
言
葉
は
縁
起
に
か
か
る
形
容
詞

に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
縁
起
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
で
は
戯
論
（
胃
：
目
○
四
）
が
減
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
様

に
空
に
つ
い
て
も
、
空
に
お
い
て
は
一
切
の
戯
論
が
減
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
中
論
の
第
十
八
章
の
第
五
偶
そ
の
他
に
あ
り
ま
す
。
そ
の

戯
諭
と
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
，
月
称
の
註
釈
に
よ
り
ま
す
と
ぐ
四
○
（
言
葉
）
で
あ
る
と
い
う
。
戯
論
に
よ
っ
て
戯
論
さ
れ
な
い
、
と
い

う
こ
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
説
か
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
月
称
の
註
釈
の
三
七
三
頁
に
出
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
縁
起
と
か

空
と
か
い
う
も
の
は
言
葉
に
よ
っ
て
説
か
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
文
献
学
は
言
葉
を
扱
う
学
問
で
す
。
そ
う
す
る
と
言
葉
に
よ

っ
て
説
か
れ
な
い
も
の
を
言
葉
を
扱
う
文
献
学
は
ど
う
し
て
明
ら
か
に
で
き
る
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
る
。
こ
こ
に
ま
ず
限
界
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
限
界
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
が
起
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
次
に
く
る
と
、
た
と
え
ば
同
じ
八
不
の

偶
に
「
戯
諭
寂
滅
し
た
縁
起
を
説
い
た
正
覚
者
、
佛
に
敬
礼
す
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
鳥
獣
鼠
日
尉
酋
（
説
い
た
）
と
い
っ
て
い
る
。
こ

の
場
合
に
説
い
た
「
言
葉
」
は
教
え
、
烏
曾
圖
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
言
葉
に
よ
っ
て
説
か
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
戯
論
に

と
思
い
ま
す
。
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よ
っ
て
戯
論
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
空
や
縁
起
は
号
曾
目
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
の
だ
‘
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
一
体

文
献
学
の
使
う
言
葉
は
官
名
息
８
な
の
か
、
号
笛
目
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
胃
眉
昌
８
な

ら
ば
文
献
学
は
ぜ
ん
ぜ
ん
空
と
か
縁
起
と
か
い
う
も
の
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
号
３
目
だ
と
す
れ
ば
、
号
留
扇
は
佛
の

言
葉
で
あ
る
の
に
、
文
献
学
者
は
覚
者
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
説
け
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
疑
問
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
我
女
が
佛
教
の
研
究
を
す
る
場
合
に
は
、
自
分
は
ど
ち
ら
の
言
葉
に
よ
る
の
か
、
宮
署
目
８
な
の
か
＄
号
笛
目
な
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
百
口
冨
胃
砂
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
我
女
の
誰
に
も
で
き
る
こ
と
で
あ
る
代
り
に
、
空

や
縁
起
は
捉
え
ら
れ
ぬ
（
解
ら
ぬ
）
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
大
部
分
の
人
は
文
献
の
言
葉
の
指
示
す
る
通
り

に
考
え
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
号
甜
圖
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
考
え
る
で
し
ょ
う
。
文
献
学
は
そ
う
い
う
も
の
で
な
く
ち
ゃ
な

ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
次
の
疑
問
は
、
一
体
佛
な
ら
ば
悟
っ
て
い
る
か
ら
、
烏
閏
目
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
悟
ら
な
い
文
献

学
者
が
ど
う
し
て
号
笛
目
が
わ
か
る
か
、
書
け
る
か
。
号
笛
ロ
ロ
を
書
い
た
つ
も
り
が
み
ん
な
冒
呂
目
８
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
一
体
文
献
学
者
は
ど
こ
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
冒
色
冒
口
８
を
離
れ
て
号
笛
目
に
な
る
よ
う
に
自

分
の
言
葉
を
取
捨
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
こ
と
が
方
法
論
的
自
覚
の
下
に
行
な
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
を
い
だ
い
て
一
般
の
佛
教
学
界
で
発
表
さ
れ
て
い
る
論
文
な
ど
を
見
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
自
覚
あ
る
い

は
反
省
が
な
い
た
め
に
、
そ
の
混
同
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
号
困
目
に
従
っ
て
考
え
た
り
、
書

い
た
り
し
て
い
る
つ
も
り
で
い
な
が
ら
、
実
際
は
悟
っ
て
い
な
い
人
間
で
あ
る
か
ら
、
烏
閏
目
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
号
留
目

に
従
っ
て
考
え
、
書
い
て
い
る
つ
も
り
が
、
い
つ
の
間
に
か
胃
砦
自
ｏ
鯵
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
。
そ
れ
で
こ

れ
は
大
変
借
越
な
発
言
な
の
で
す
け
れ
ど
、
私
の
感
情
を
率
直
に
言
わ
し
て
も
ら
っ
て
皆
様
と
い
っ
し
ょ
に
こ
の
問
題
を
考
え
て
見
た
い

の
で
す
が
、
一
つ
の
例
と
し
て
空
に
つ
い
て
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
る
解
釈
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
空
は
縁
起
と
同
じ
意
味
だ
、
そ

の
縁
起
は
四
］
曼
○
昌
苔
巴
声
箇
あ
る
い
は
恩
国
名
閏
号
鳥
箇
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
訳
せ
ば
昌
昌
（
昌
冒
と
い
う
の
は
冒
巨
言
畠
と
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い
う
こ
と
で
、
砦
①
冨
騨
と
い
う
の
は
烏
鷺
口
昌
侭
○
目
だ
か
ら
、
相
依
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
相
依
と
い
う
の
は
互
い
に
よ
り
合
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
相
関
的
と
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
だ
。
と
い
う
こ
と
か
ら
、
空
と
い
う
こ
と
は
相
関
性
だ
と
か
、
縁

起
と
い
う
の
は
Ｈ
⑦
匿
酋
ａ
ｑ
だ
と
か
い
う
解
釈
が
支
配
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
っ
と
も
少
し
ず
つ
そ
れ
に
対
す
る
批
評
、

反
省
が
出
て
き
て
は
い
る
。
例
え
ば
最
近
出
た
増
田
さ
ん
と
い
う
人
の
「
佛
教
思
想
の
求
道
的
研
究
』
と
い
う
本
と
か
、
最
近
、
高
野
山

の
田
中
さ
ん
が
書
か
れ
た
『
南
都
佛
教
』
の
論
文
な
ど
に
一
寸
反
省
が
出
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
、
ま
だ
や
っ
ぱ
り
空
、
縁
起
の
意
味

は
相
関
性
だ
と
か
、
相
依
り
相
待
つ
こ
と
だ
と
い
う
解
釈
が
一
般
的
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
解
釈
は
今
言
っ
た
例
に
嵌
ま
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
‐
中
論
す
な
わ
ち
号
曾
愚
に
従
っ
て
考
え
た
は
ず
の
も
の
が
い
つ
の
間
に
か
、
胃
眉
目
８
に
変

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
わ
け
は
、
も
の
が
依
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
、
父
と
子
の
如
し
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
こ
と
は
誰
で
も
わ
か
る
こ
と
で
す
。
健
康
な
理
性
を
も
っ
て
い
る
大
人
な
ら
、
大
人
に
な
ら
ぬ
で
も
中
学
生
く
ら
い
で
も
わ

か
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
父
が
な
け
れ
ば
子
は
な
い
、
子
が
な
け
れ
ば
父
も
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
相
関
的
だ
と
い
う
こ
と
は
す

ぐ
わ
か
る
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
が
空
な
ら
、
龍
樹
の
よ
う
な
偉
い
人
が
何
ん
で
あ
ん
な
難
し
い
こ
と
を
言
っ
て
、
中
論
の
よ
う
な
訳
の

わ
か
っ
た
か
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
沢
山
書
い
て
言
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
。
も
っ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
空
と
い
う

こ
と
は
浬
藥
あ
る
い
は
真
如
と
同
じ
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
わ
か
っ
た
ら
悟
っ
た
人
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
親
と
子
と
か
相
関
的
だ

と
い
う
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
皆
ん
な
悟
っ
て
い
る
わ
け
だ
し
、
何
も
修
行
す
る
こ
と
も
、
佛
教
を
研
究
す
る
こ
と
も

な
い
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
可
笑
し
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
が
空
と
は
相
関
性
だ
と
い
う
解
釈
を
き
い
た
時
、
私
に
最
初

に
起
っ
た
素
朴
な
疑
問
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
後
気
を
つ
け
て
考
え
て
み
ま
し
て
も
、
ど
う
も
こ
の
解
釈
は
間
違
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鈴
木
大
拙
先
生
は
曾
昌
冨
菌
は
烏
①
冒
酋
菖
辱
で
な
い
と
、
は
っ
き
り
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
空
と
い

う
こ
と
を
色
友
に
研
究
し
て
み
て
も
、
相
関
性
と
か
Ｈ
①
］
鼻
冒
ｑ
な
ん
て
い
う
も
の
と
凡
そ
違
う
も
の
だ
と
だ
ん
だ
ん
思
え
て
く
る
わ
け

で
す
。
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空
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
鈴
木
大
拙
先
生
の
最
近
出
た
『
東
洋
の
心
』
と
い
う
本
に
載
っ
て
い
る

解
釈
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和
三
十
五
年
か
三
十
六
年
に
先
生
が
発
表
さ
れ
た
論
文
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
で
言
う
直
観
（
旨
言
昌
○
口
）
と

般
若
と
の
違
い
を
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
、
『
直
観
に
は
ま
だ
対
象
が
あ
る
。
悟
り
は
対
象
の
な
い
自
覚
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

無
媒
介
で
主
客
未
分
の
と
こ
ろ
か
ら
出
る
全
体
性
の
感
覚
で
あ
る
。
般
若
哲
学
で
い
う
「
色
は
空
に
異
な
ら
ず
、
空
は
色
に
異
な
ら
ず
」

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
色
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
空
そ
の
も
の
の
中
か
ら
出
る
と
こ
ろ
の
自
己
同
一
の
感
覚
で
あ
る
。
主
客
の
あ
る

感
覚
で
は
な
い
。
色
と
い
う
限
定
が
空
と
い
う
無
限
定
に
融
け
込
む
と
こ
ろ
＄
そ
れ
と
同
時
に
、
空
が
自
分
自
身
を
色
と
い
う
限
定
に
映

じ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
悟
り
と
い
う
無
媒
介
の
感
覚
が
可
能
に
な
る
』
と
い
っ
て
あ
り
ま
す
。

私
は
中
観
派
の
も
の
を
少
し
、
そ
れ
か
ら
球
伽
行
派
の
も
の
を
少
し
、
そ
の
他
華
厳
と
か
天
台
と
か
少
し
ず
つ
や
っ
て
み
ま
し
て
‐
こ

の
鈴
木
先
生
の
解
釈
が
正
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
空
の
説
明
は
文
献
学
者
に
は
一
寸
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
理

解
を
も
っ
と
、
相
関
性
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
空
の
意
味
だ
と
は
到
底
思
え
な
い
。
色
と
い
う
限
定
が
空
と
い
う
無
限
定
に
融
け
込
む
と

こ
ろ
、
そ
し
て
ま
た
無
限
定
が
限
定
に
自
己
を
映
じ
て
い
る
と
こ
ろ
↑
そ
こ
に
般
若
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
が
「
色

が
空
に
異
な
ら
ず
、
空
が
色
に
異
な
ら
ず
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
悟
り
と
は
そ
う
い
う
も
の

か
と
い
う
気
が
す
る
。
親
と
子
の
よ
う
に
相
関
的
な
も
の
と
い
わ
れ
て
も
ど
う
も
悟
り
だ
と
い
う
ふ
う
に
は
思
え
な
い
。
爺
伽
行
派
の
も

の
を
研
究
し
ま
し
て
も
、
中
諭
を
よ
く
読
ん
で
み
て
も
、
こ
れ
が
本
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
で
す
か
ら
「
相
依
（
目
国
名
目
目
①
冨
倒
）
」
が
空

と
い
う
こ
と
の
意
味
だ
と
す
れ
ば
、
相
依
と
い
う
も
の
の
中
に
も
こ
こ
に
あ
る
よ
う
な
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

中
論
の
い
う
相
依
の
中
に
は
、
論
理
的
に
言
え
ば
、
矛
盾
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
頁
騨
冨
ロ
。
“
と
号
留
風
と
い
う
問
題
に
か
え
り
ま
す
と
、
非
常
に
大
ざ
っ
ぱ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
甘
昌
目
○
四
と
い
う

言
葉
は
矛
盾
を
含
む
こ
と
の
で
き
な
い
言
葉
だ
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
形
式
論
理
学
の
同
一
律
、
矛
盾
律
、
排
中
律
と
い
う
思
惟
の
三
原

則
に
か
な
っ
た
思
惟
が
官
名
畠
。
四
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
よ
う
な
言
葉
が
号
函
目
で
あ
る
。
鳥
獣
目
に
は
論
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理
学
の
三
原
則
も
勿
論
生
き
て
い
る
。
生
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
三
原
則
だ
け
で
は
尽
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
そ
の
中
に
は
含

ま
れ
、
説
か
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
説
か
ん
と
努
力
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
号
蟹
風
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
文
献
学
を
や
っ
て
い
る
人
の
思
惟
は
論
理
学
の
三
原
則
の
範
囲
を
出
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
お

そ
ら
く
出
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
佛
教
の
よ
う
な
も
の
を
対
象
と
す
る
文
献
学
的
思
惟
と
い
う
も
の
は
、
矛
盾
と
思
わ
れ
る
よ
う

な
も
の
も
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
人
も
あ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
垂
日
通
な
ら
ば
そ
れ
は
で
き
な
い
も
の

だ
と
思
う
。
文
献
学
的
思
惟
と
い
う
も
の
は
、
現
在
ま
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
論
文
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
い
う
矛
盾
と
思
わ
れ
る
も
の
を
取

り
あ
げ
て
、
そ
れ
を
思
惟
し
よ
う
と
い
う
努
力
を
方
法
論
的
自
覚
に
お
い
て
示
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
む
し
ろ
却
っ
て

佛
典
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
論
理
的
に
は
矛
盾
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
扱
い
か
ね
て
、
十
分
な
解
釈
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
例
の

ほ
う
が
か
え
っ
て
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
空
は
相
関
性
だ
と
い
う
解
釈
は
そ
の
例
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う

気
が
し
ま
す
。
中
論
の
四
口
冒
旨
剴
胃
冨
創
を
た
だ
相
関
性
だ
と
か
、
互
い
に
持
ち
つ
持
た
れ
つ
だ
と
か
い
う
よ
う
な
常
識
的
な
解
釈
を
し

て
、
そ
れ
で
中
論
を
解
釈
し
た
と
か
、
縁
起
を
理
解
し
た
と
か
思
っ
て
い
る
文
献
学
的
理
解
は
、
中
論
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
的
な

も
の
の
意
味
を
見
ぬ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
中
論
を
胃
息
昌
β
的
思
惟
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文

献
学
的
思
惟
と
い
う
の
は
↑
三
原
則
の
範
囲
を
出
な
い
の
で
、
そ
れ
で
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
問
題
と
い
い
ま
す
か
、
佛
教
思
想

に
出
会
っ
た
場
合
に
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
矛
盾
を
矛
盾
で
な
い
も
の
に
解

釈
し
直
す
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
仕
方
で
大
き
な
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
を
、
す
ら
り
と
通
り
越
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
文
献
学
的
研
究

に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
そ
れ
は
解
釈
し
た
、
あ
る
い
は
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
正
し
く
理
解
し

よ
う
と
思
え
ば
、
そ
こ
の
矛
盾
的
な
も
の
を
矛
盾
と
し
て
認
め
た
上
で
、
そ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
別
の
理
解
の
仕
方
が
出
て
来

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
論
理
学
の
三
原
則
だ
け
で
は
扱
い
切
れ
な
い
よ
う
な
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
文
献
学
的
な
研
究
方
法
に
よ
っ
て
理
解
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
把
握
で
き
な
い
佛
教
の
部
分
を
わ
れ
わ
れ
が
把
握
す
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る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
文
献
学
的
方
法
と
は
全
く
違
っ
た
別
の
方
法
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
じ
や
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な

く
と
も
文
献
学
的
思
惟
と
そ
れ
と
の
区
別
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
献
学
的
な
研
究
法
の
誤
り
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
し
、

文
献
学
的
な
方
法
の
限
界
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
を
追
求
し
て
い
く
と
、
問
題
は
単
に
思
惟
の

問
題
に
は
止
ま
ら
な
い
で
、
思
惟
を
越
え
て
さ
ら
に
根
源
的
な
と
こ
ろ
に
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
別
の

佛
教
学
的
方
法
が
考
え
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
号
留
風
の
思
惟
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
も
の
か
、
何
か
お
ま
え
に
考
え
が
あ
る
か
と
お
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
点
少
し
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
中
論
を
研
究
し
て
み
れ
ば
、
一
応
の
手
が
か
り
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
中
論
は
「
戯
諭
の
寂
滅
し
た
縁
起
を
佛
が
説
き
た
も
う
た
」
と
い
う
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
中
論
の

号
笛
目
は
そ
う
い
う
も
の
を
思
惟
し
て
説
か
れ
て
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
と
お
り
に
辿
っ
て
い
け
ば
＄
そ
こ
か
ら
出
て
く

る
思
惟
の
仕
方
が
あ
る
。
因
明
と
い
う
も
の
は
論
理
学
の
三
原
則
に
合
う
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
と
う
て
い
矛
盾
を
含
ん
だ
よ
う
な
も

の
を
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
宇
井
先
生
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
因
明
と
は
違
う
中
論
の
論
理
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
成
功
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
い
わ
ば
因
明
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
論
理
学

の
三
原
則
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
越
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
思
惟
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
思
惟
と
い
う
も
の
は

ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
の
論
理
を
考
え
て
も
、
そ
れ
で
尽
く
す
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。
中
論
に
諸
佛
の
諸
法
の
説
（
冒
目
冒
鼠
白
目
胃
目
嵐
①
曾
圖
）
は
二
諦
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

し
て
↑
そ
の
二
諦
に
従
っ
て
思
惟
す
れ
ば
、
そ
れ
は
胃
眉
目
８
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
場
合
に
、
二
諦
は
一
体
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
。
真
諦
は
実
在
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
言
葉
で
は
な
く
、
俗
諦
は
こ
の
実
在
そ
の
も
の
が
言
葉
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
す
。

二
諦
は
実
在
と
言
葉
と
の
不
離
な
全
体
で
あ
っ
て
、
単
に
論
理
で
は
な
い
。
こ
こ
で
詳
し
く
や
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
こ

に
ひ
と
つ
こ
と
ば
の
手
が
か
り
が
あ
る
の
は
、
二
諦
の
ひ
と
つ
の
俗
諦
（
闇
日
く
日
）
は
、
ぐ
苫
ぐ
Ｐ
自
国
と
い
う
字
で
も
置
き
換
え
ら
れ
て
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あ
る
わ
け
で
す
。
烏
留
目
と
言
っ
て
も
い
い
が
、
あ
る
い
は
３
ヨ
ぐ
昼
と
か
ぐ
園
ゆ
ぐ
昌
胃
抄
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
う
い
う
３
日
ぐ
弓

と
か
ぐ
菌
ぐ
Ｐ
冨
国
と
か
い
う
よ
う
な
字
は
や
っ
ぱ
り
こ
と
ば
と
い
う
意
味
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
甘
眉
ｐ
ｐ
８
と
は
違
う
こ
と
ば
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
冒
息
四
口
８
と
は
違
う
こ
と
ば
を
烏
曾
目
と
も
い
う
が
、
そ
れ
ま
た
ぐ
百
ぐ
農
日
蝕
と
も
い
う
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
安
井
先
生
が
「
中
観
思
想
の
研
究
」
を
お
や
り
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
あ
の
中
に
そ
れ
が
書
い
て
な
い
か
と
思
っ
て
探
し
た

の
で
す
け
れ
ど
も
＄
あ
わ
て
て
探
し
た
せ
い
か
う
ま
く
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
今
日
お
目
に
か
か
っ
た
ら
教
え
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て

い
る
の
で
す
が
。
中
論
や
胃
尉
Ｐ
口
邑
湧
冨
目
の
用
例
を
①
×
富
自
昌
ぐ
①
に
調
鋳
へ
て
み
た
場
合
に
、
今
言
っ
た
よ
う
な
区
別
が
は
っ
き
り
で

き
る
の
か
ど
う
か
。
胃
名
騨
ｐ
８
と
い
っ
た
ら
号
雷
冒
倒
で
な
い
も
の
、
ご
富
く
騨
冒
国
と
い
っ
た
ら
号
笛
目
と
一
致
す
る
も
の
＄
と
い

う
使
い
方
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
中
論
の
全
部
が
通
せ
る
か
ど
う
か
。
ひ
と
つ
御
研
究
願
い
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
御
存
じ
の

方
が
あ
っ
た
ら
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
二
諦
の
場
合
に
は
冨
国
日
閏
昏
四
が
実
在
そ
の
も

の
で
、
そ
れ
は
こ
と
ば
を
越
え
て
い
る
も
の
、
越
え
て
い
る
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
冨
国
目
胃
目
騨
を
こ
と
ば
に
表
現
す
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
が
く
『
ゆ
く
農
胃
四
で
あ
り
、
あ
る
い
は
闇
日
ご
日
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
う
い
う
３
ョ
ぐ
日
や
ぐ
樹
ぐ
ゆ
目
目
は
論
理
的
に

矛
盾
し
て
い
る
も
の
を
も
思
惟
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
言
葉
は
因
明
の
論
理
に
は
は
ま
ら
な
い
。
そ
う
い
う

思
惟
が
中
論
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
見
当
で
中
論
の
思
惟
と
い
う
も
の
を
、
記
号
論
理
学
と
か
形
式
論
理
学
と
は
区
別
し
て
ど

こ
が
違
う
か
、
ど
の
よ
う
に
違
う
か
と
い
う
こ
と
を
区
別
し
な
が
ら
明
ら
か
に
す
れ
ば
冒
四
冨
己
０
段
と
は
違
う
思
惟
と
い
う
も
の
が
出
て

く
る
の
じ
や
な
い
で
す
か
。
そ
こ
に
出
て
く
る
思
惟
は
、
そ
の
ま
ま
球
伽
行
派
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

三
十
頌
に
も
似
た
よ
う
な
例
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
中
辺
分
別
論
の
例
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
か
ら
そ
れ
を
申
し
ま
す
と
、
中
辺
分

別
論
の
相
品
の
第
六
偶
と
第
七
偶
は
入
唯
識
－
入
無
相
方
便
、
無
相
に
入
る
方
便
を
説
く
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
得

（
ロ
冒
冒
ｇ
ご
）
と
非
得
（
四
口
目
己
四
菖
匡
）
が
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
真
諦
訳
で
は
そ
れ
が
識
と
非
識
と
訳
さ

れ
て
お
り
ま
す
が
、
得
で
も
識
で
も
そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
識
と
非
識
‐
あ
る
い
は
得
と
非
得
と
い
う
、
こ
の
互
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歴
史
的
方
法
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
も
や
は
り
佛
教
の
研
究
と
し
て
は
限
界
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
説
明
し
な
く
て
も
、
大
体
常
識

的
に
わ
か
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
佛
教
の
本
質
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
時
間
の
中
に
あ
る
も
の
、
歴
史
の
中
に
あ
る

だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
＄
何
ら
か
の
意
味
で
歴
史
を
越
え
た
も
の
、
永
遠
な
も
の
と
い
う
も
の
が
佛
教
の
本
質
を
な
し
て
い

い
に
否
定
し
合
う
関
係
に
あ
る
も
の
を
箆
①
貝
〕
ｏ
己
で
あ
る
と
い
凱
こ
と
が
は
っ
き
り
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
矛
盾
し
て
い

る
こ
と
を
普
通
の
三
原
則
を
出
な
い
思
惟
で
は
理
解
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
が
唯
識
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
唯
識
（
ぐ
昔
四
耳
目
帥
‐

茸
四
国
）
と
い
う
こ
と
の
中
心
に
は
そ
う
い
う
論
理
的
に
い
え
ば
矛
盾
し
て
い
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
三
十
頌
そ
の
他
で
も
そ
う
い
う
こ

と
を
示
す
例
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
の
例
が
一
番
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

．
，
中
論
の
号
曾
愚
に
お
け
る
思
惟
と
琉
伽
行
派
の
唯
識
に
お
け
る
そ
れ
と
は
根
本
的
に
は
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
や

が
て
天
台
で
も
華
厳
で
も
禅
で
も
す
琴
へ
て
根
本
的
に
は
同
一
の
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

鈴
木
先
生
が
即
非
の
論
理
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
私
が
一
昨
年
ハ
ワ
イ
へ
行
っ
た
時
に
、
英
語
で
何
と
言
っ
た
ら
い

い
の
で
す
か
と
お
伺
い
し
た
ら
、
「
そ
れ
は
ま
あ
Ｆ
ｏ
唱
○
昌
降
Ⅱ
口
ｇ
‐
シ
と
言
う
く
ら
い
し
か
し
ょ
う
が
な
い
な
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

こ
れ
は
禅
だ
、
・
支
那
佛
教
だ
、
イ
ン
ド
佛
教
は
そ
れ
と
は
ち
が
う
と
言
っ
て
き
め
つ
け
て
し
ま
う
前
に
、
今
の
よ
う
な
識
と
非
識
と
の
平

等
と
い
う
思
想
は
、
識
の
と
こ
ろ
に
Ａ
を
お
い
て
ゞ
非
識
の
と
こ
ろ
に
ｐ
ｏ
Ｔ
シ
を
お
け
ば
、
鈴
木
先
生
の
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
ピ
タ
ッ

と
嵌
ま
る
わ
け
で
す
か
ら
、
よ
く
考
え
て
み
た
い
。
中
論
の
根
本
に
も
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
捧
辿
ｇ
‐
Ｐ
と

言
う
と
非
常
に
簡
単
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
天
台
と
か
華
厳
と
か
は
も
う
少
し
複
雑
で
す
。
け
れ
ど
も
中
心
に
あ
る
も
の
は
同
じ

も
の
で
す
。
唯
識
は
こ
こ
へ
時
間
の
観
念
が
入
っ
て
き
ま
す
か
ら
も
っ
と
複
雑
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
根
本
は
こ
う
い
う
も

の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
思
惟
し
得
る
よ
う
な
巳
①
旨
庸
巨
を
打
ち
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
と
、
佛
教
そ
の
も
の
を
把
握
し
た
り
、

解
明
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
変
粗
雑
な
お
話
し
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
文
献
学
的
方
法
の
こ
と

は
こ
の
く
ら
い
で
や
め
て
お
き
た
い
。
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る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
歴
史
的
現
象
を
対
象
と
し
て
い
る
歴
史
学
が
把
握
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
な
こ
と
だ
と
思

う
の
で
す
。
佛
教
の
本
質
を
な
し
て
い
る
も
の
を
歴
史
的
立
場
か
ら
解
釈
し
た
た
め
に
、
誤
っ
た
解
釈
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
例

を
気
を
つ
け
て
御
覧
に
な
れ
ば
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
思
う
の
で
す
。
（
歴
史
的
方
法
の
限
界
に
つ
い
て
は
前
に
宇
井
先
生
の

『
印
度
哲
学
研
究
』
第
六
の
解
説
の
中
に
佛
陀
論
に
関
し
て
か
い
た
の
で
御
参
照
下
さ
れ
ば
仕
合
わ
せ
で
す
。
）

そ
う
い
う
ふ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
文
献
学
的
方
法
も
、
歴
史
学
的
方
法
も
、
現
代
の
学
問
と
し
て
非
常
に
有
力
な
武
器
で
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
佛
教
に
そ
れ
を
使
う
場
合
に
は
、
そ
れ
に
は
明
ら
か
に
限
界
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
佛
教
の
本
質
を
な
し
て
い
る
も
の
を
掴
む
こ

と
が
で
き
な
い
。
い
わ
ば
そ
の
周
囲
に
あ
る
も
の
だ
け
し
か
掴
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
も
う
一
度
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
じ
や
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
献
学
的
方
法
に
よ
っ
て
は
こ
こ
ま
で
は
わ
か
る
、
あ
る
い
は
こ
こ
ま
で
し
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
は

っ
き
り
さ
せ
、
残
っ
た
も
の
は
ど
う
し
て
研
究
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
に
問
題
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ｐ
同

様
に
歴
史
的
方
法
に
つ
い
て
も
や
は
り
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
じ
や
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
佛
教
の
研
究
は
、
従
来
の
と
お
り
の
流
れ

の
中
で
日
進
月
歩
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
新
し
い
研
究
が
で
て
、
非
常
に
盛
況
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
十
分
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
の
佛
教
学
の
進
歩
の
仕
方
は
、
今
日
で
は
、
や
は
り
横
に
広
が
る
と
申
し
ま
す
か
、
分
量
が
多
く
な
る
と
い
い
ま
す
か
、

つ
ま
り
前
へ
進
ま
な
い
で
横
に
広
が
る
。
あ
る
い
は
質
的
な
進
歩
を
し
な
い
で
量
的
に
加
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に

言
え
る
の
じ
や
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
今
ま
で
読
ま
れ
て
い
な
い
テ
キ
ス
ト
を
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
な
文
献
学
的
方
法
で
読
む
。

例
え
ば
陳
那
の
も
の
が
読
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
れ
を
読
む
の
だ
、
法
称
が
や
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
や
る
の
だ
、
と
い

っ
て
や
る
。
そ
れ
は
今
ま
で
と
同
じ
問
題
意
識
で
、
今
ま
で
と
同
じ
日
①
昏
呂
で
や
ら
れ
る
。
そ
れ
は
量
が
広
が
る
だ
け
で
す
。
そ
れ
は

そ
れ
で
十
分
意
味
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
佛
教
学
は
質
的
な
進
歩
を
し
な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
文
献
学
的
方
法
で
で
き
る

限
ら
れ
た
範
囲
し
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
範
囲
の
中
で
み
ん
な
が
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
い
の
で
あ
っ
て
、
誰
か

相
当
の
人
数
で
そ
の
文
献
学
的
方
法
で
や
れ
な
い
と
こ
ろ
を
や
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
佛
教
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学
は
飛
躍
的
に
進
歩
す
る
の
じ
や
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
こ
と
が
現
代
と
い
う
も
の
と
佛
教
学
と
い
う
も
の
と
が
も
っ
と
緊
密
に
結

び
つ
く
た
め
に
必
要
な
ひ
と
つ
の
こ
と
で
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
・
そ
れ
を
や
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
派
別

に
伝
統
的
に
伝
わ
っ
て
い
る
信
仰
と
か
悟
り
と
か
い
う
も
の
と
「
学
」
と
い
う
も
の
と
が
方
法
的
に
結
び
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な

る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
で
な
く
て
た
だ
伝
統
的
な
宗
学
の
や
り
方
で
は
文
献
学
的
方
法
や
歴
史
学
的
方
法
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
佛
教
学
が
新
し
い
方
法
を
確
立
し
て
飛
躍
的
に
進
歩
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
近
代
的
意
味

に
お
け
る
真
宗
学
と
か
禅
宗
学
と
か
浄
土
宗
学
と
か
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

な
る
の
じ
や
な
い
か
、
な
い
か
と
言
っ
て
↑
何
も
自
分
で
し
な
い
で
勝
手
な
こ
と
を
言
っ
て
お
れ
ば
、
こ
れ
は
楽
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

皆
さ
ん
に
申
し
わ
け
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
若
干
の
根
拠
も
示
し
ま
し
た
の
で
、
ど
う
か
ひ
と
つ
お
考
え
下
さ
い
。
こ
と

に
私
は
お
若
い
人
女
に
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
今
こ
う
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
て
も
、
日
暮
れ
て
道
遠
し
で
、
今
更
も

う
何
も
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
ど
う
か
こ
れ
か
ら
勉
強
さ
れ
る
方
は
先
輩
が
何
も
か
も
や
っ
て
、
お
れ
達
は
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
の

じ
や
な
い
か
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
お
思
い
に
な
ら
な
い
で
、
先
輩
の
や
っ
た
こ
と
は
露
払
い
で
あ
っ
て
、
お
れ
達
こ
そ
本

当
の
仕
事
を
す
る
ぞ
と
い
っ
て
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
う
い
う
願
い
が
切
で
ご
ざ
い
ま
す
。

大
変
口
は
ぱ
つ
た
い
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
申
し
上
げ
ま
し
て
失
礼
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
御
清
聴
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
本
稿
は
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
十
八
日
、
大
谷
大
学
佛
教
学
会
に
お
け
る
特
別
講
演
の
筆
録
を
先
生
に
加
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
）

『
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