
希
望
表
現

「
ね
が
ふ
」

考

ー
、
は
じ
め
に

築
島
裕
（

Hgω
）
「
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研

究
」
に
「
願
望
表
現
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
和

文
の
願
望
表
現
に
は
次
の
よ
う
な
諸
形
態
が
あ
る
。
」
と
し
、
（
A
）

「
話
手
自
身
の
願
望
を
表
は
す
場
合
」
と
（
B
）
「
他
人
に
対
す
る

願
望
」
と
に
大
別
し
た
後
、
「
こ
れ
ら
の
和
文
の
例
を
通
観
す
る
と
、

何
れ
も
釧
矧
川
副
制
朝
例
↓
剥
叶
剖
刷
制
明
、
助
詞
・
助
動
詞
の

「
辞
」
に
よ
っ
て
表
現
し
て
ゐ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
（
7
5
5頁）

と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
築
島
（

Hgω
）
は
、

文
、
原
漢
文
に
願
望
を
示
す
字
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
字
の
訓
に

従
っ
て

「
コ
フ

等
の
動
詞
を
陳
述
副
詞
的
に
用
ゐ

ネ
ガ
フ

升－－＝
ヲF木

茂

秀

脇

て
を
り
、
カ
や
う
な
語
法
は
訓
両
特
有
と

こ
の
際
、
原
漢
文
の
表
現
で
は
、
話
手
自
身
の
願
望
と
他
人
に
対

し
て
の
願
望
と
を
区
別
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
訓
読
文
で
は
話
手

自
身
の
願
望
の
場
合
は
「
・
・
・
ム
」
又
は
「
・
・
・
ジ
」
で
結
び
、
他

人
に
対
し
て
の
願
望
の
場
合
に
は
、
命
令
文
は
「
ベ
シ
」
形
で
結

ぶ
と
い
ふ
や
う
に
、
補
読
に
於
て
区
別
し
て
ゐ
る
こ
と
も
注
意
さ

れ
る
（
傍
線
は
稿
者
）
。

る
。
な
ほ
、

（

7
5
7
頁）

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
の
、
漢
文
訓
読
に
用
い
ら
れ
た
動

詞
「
ね
が
ふ
」
は
、
実
質
的
な
意
味
を
表
す
と
い
う
よ
り
も
、
「
陳

述
副
詞
」
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
実
質
的
な
意
味
が
あ
る
程
度

形
式
化
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
中
古
和
文
に
お
い
て
、
動
詞



「
ね
が
ふ
」
が
ど
の
よ
う
に
出
現
す
る
の
か
を
考
察
し
、
「
ね
が
ふ
」

の
意
味
用
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
希
望
表
現
」

の
史
的
変
遷
過
程
の
中
で
、
動
詞
の
占
め
る
位
置
を
明
ら
か
に
し

た
い
と
思
う
。

2
、
「
ね
が
ふ
」
の
用
例

築
島
（

5
8）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
動
詞
「
ね
が
ふ
」
の
用

例
数
は
、
決
し
て
多
く
は
な
い
。
日
本
古
典
対
照
分
類
語
義
表
の

「
ね
が
ふ
」
を
基
に
、
表
に
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
表
I
）。

2
1
1、
万
葉
集
中
の
「
ね
が
ふ
」

で
は
、
作
品
毎
に
「
ね
が
ふ
」
の
用
例
を
挙
げ
、
考
察
す
る
こ

と
に
す
る
。
ま
ず
、
『
万
葉
集
」
に
つ
い
て
。
『
万
葉
集
』
中
の
「
ね

が
ふ
」
単
独
用
法
は
5
例
で
あ
り
、
複
合
動
詞
化
し
た
も
の
、
「
ね

が
ふ
」
が
前
項
動
詞
で
あ
る
「
刈
州
叫
く
ら
す
」
が
1
例
、
「
ね

表 I

見出し 合計 徒扶 平家
，十治』

方丈 古新 大鏡 更級 紫 源氏 枕 蛤蛸 撰後 左土 古ぷマ入 伊勢 取竹 万葉

あふぎねがふ 3 3 

おぼしねがふ

こひねがふ 2 

たふとぴねがふ 1 

ねがふ 62 9 27 4 4 2 10 1 5 

ねがはし 5 2 3 

ねがひ 32 5 2 23 

ねがひおぼす 1 

ねがひおもふ

ねがひくらす 1 

ねがひまつはる

ねがひわたる

q
L
 



が
ふ
」
が
後
項
動
詞
「
た
ふ
と
び
判
例
刻
」
が
l
例
で
あ
る
。
以

）
内
は
万
葉
仮
名
）
。

下
用
例
を
示
す
（
（

「
ね
が
ふ
」

（l
）
た
ら
ち
ね
の
母
が
そ
の
な
る
桑
す
ら
に
閥
べ
斗
閥
剖
叶

ば
衣
に
着
る
と
い
ふ
も
の
を

1
3
5
7）

 

（2
）
今
夜
の
早
く
明
け
な
ば
す
べ
を
な
み
秋
の
百
夜
を
劇
叫

べ
閥
寸
つ
る
か
も

（
巻
七（

巻
四

5
4
8）

 

（3
）
願
蒔
作
歌
一
首

水
泡
な
す
仮
れ
る
身
ぞ
と
は
知
れ
れ
ど
も
な
ほ
し
醐
叫
べ
制
剥
削
叶

つ
千
年
の
命
を

以
前
歌
六
首
六
月
十
七
日
大
伴
宿
祢
家
持
作（

巻
二
十

4
4
7
0）

 

（4
）
詠
酢
醤
蒜
鯛
水
葱
歌

醤
酢
に
蒜
掲
き
か
て
て
鯛
刷
列
ベ
劇
叶
l

我
れ
に
な
見
え
そ
水
葱
の

糞

（
巻
十
六

3
8
2
9）

 

（5
）
賀
陸
奥
園
出
金
詔
書
歌
一
首
井
短
歌

（
略
）
老
人
も
女
童
も
し
が
閥
列
ベ
劇
寸
心
足
ら
ひ
に

こ
こ
を
し
も
あ
や
に
貴
み

撫
で

た
ま
ひ

治
め
た
ま
へ
ば

嬉
し
け

く
（
略
）

（
巻
十
八

4
0
9
4）

 

（l
）
は
、
「
母
親
の
園
に
う
え
で
あ
る
桑
で
さ
え
も
劇
刻
叫
絹
の

着
物
と
し
て
着
せ
て
く
れ
る
と
い
う
の
に
。
（
ど
う
し
て
あ
な
た

を
自
分
の
も
の
に
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
こ
と
解
釈
で
き
る
。

（2
）
は
、
こ
の
夜
が
早
く
明
け
て
し
ま
っ
た
ら
、
す
る
す
べ
が

無
い
か
ら
、
秋
の
長
い
夜
を
百
夜
も
つ
な
い
だ
よ
う
な
長
さ
を

瑚
寸
刈
こ
と
で
あ
る
。
」
と
解
釈
で
き
る
。

（3
）
は
、
「
水
沫
の
よ
う
な
、
は
か
な
い
仮
り
の
身
で
あ
る
と
は

知
っ
て
い
る
が
、
な
お
千
年
の
寿
を
劇
寸
寸
U
剖
引
自
分
で
あ

る
。
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
二
句
目
の
「
仮
れ
る
身
」
と
は
、
こ

の
世
に
あ
る
物
事
は
す
べ
て
仮
の
物
で
あ
り
、
仏
の
教
え
の
み
が

真
実
で
あ
る
と
い
う
世
間
虚
仮
の
思
想
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
仏
教
的
思
想
を
背
景
に
し
た
用
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（4
）
は
、
「
鯛
を
劃
刈
司
パ
引
私
に
、
見
せ
て
く
れ
る
な
、
水
葱

円。



の
あ
つ
も
の
を
。
」
と
解
釈
で
き
、
（
5
）
は
、
「
老
人
も
女
も
子
供
も
、

そ
の
劇
引
心
の
満
足
す
る
よ
う
に
愛
撫
な
さ
り
お
治
め
に
な
る
の

で
」
と
解
釈
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
『
第
二
版

日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
ね
が
ふ
」
を
、

川
神
仏
に
望
む
と
こ
ろ
を
請
い
求
め
る
。
い
の
る
。
祈
願
す
る
。

ω特
に
、
極
楽
往
生
を
求
め
て
信
心
す
る
。

ω心
の
中
で
望
ま
し
い
物
事
の
実
現
や
獲
得
を
請
い
求
め
る
。
の

ぞ
む
。
ほ
し
が
る
。
希
望
す
る
。

に
分
類
す
る
。
神
仏
に
関
係
す
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、

ωは

川
中
を
特
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
基
本
的
に
同
質
の
も
の

で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
、
川
「
神
仏
に
望
む
と
こ
ろ
を
請

い
求
め
る
。
い
の
る
。
祈
願
す
る
。
」
用
法
と
し
て
、
『
日
本
国
語

大
辞
典
改
訂
版
」
は
、
用
例
（
3
）
4
4
7
0を
挙
げ
る
が
、

こ
の
用
例
は
、
万
葉
仮
名
が
一
字
一
音
表
記
で
あ
り
、
動
調
「
ね

が
ふ
」
の
確
例
で
あ
る
と
言
う
点
か
ら
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
実

際
こ
の
用
例
は
、
「
仮
れ
る
身
」
等
か
ら
、
「
仏
教
」
と
の
関
連
が

想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
第
三
版
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、

ω
「
心
の
中
で

望
ま
し
い
物
事
の
実
現
や
獲
得
を
請
い
求
め
る
。
の
ぞ
む
。
ほ
し

が
る
。
希
望
す
る
。
」
を
立
項
し
、
該
当
す
る
用
例
と
し
て
、
用

例
（
1
）
を
挙
げ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
第
二
版
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、
ま
ず
、

「
神
仏
に
望
む
と
こ
ろ
を
請
い
求
め
る
」
用
法
を
挙
げ
、
次
に
「
心

の
中
で
望
ま
し
い
物
事
の
実
現
や
獲
得
を
請
い
求
め
る
」
用
法
を

挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
他
の
辞
典
類
、
例
え
ば
、
小
学
館
「
古

語
大
辞
典
』
も
同
様
で
あ
る
。

-4-

（6
）
水
沫
（
み
な
わ
）
な
す
も
ろ
き
命
も
拷
縄
の
千
尋
に
も

が
と
闘
訓
割
引

u
h
i
刈
劇
世
山

つ

（
巻
五

（7
）
態
男
子
名
古
日
歌
三
首
｛
長
一
首
短
二
首
］

到
関
寸
七
種
の
宝
も
我
れ
は
何
せ
む
に

9
0
2）

 

世
間
の
劃
間
劇
ぶ

我
が
中
の

（略）

生
れ
出
で
た
る
白
玉
の
我
が
子
古
日
は
明
星
の

（
巻
五

9
0
4）

 



次
に
「
ね
が
ふ
」
が
複
合
語
化
し
た
、
「
ね
が
ひ
く
ら
す
」
、
「
た

ふ
と
び
ね
が
ふ
」
に
つ
い
て
。
ま
ず
、
（
6
）
「
ね
が
ひ
く
ら
す
」

の
用
例
は
、
「
千
尋
に
叫
州
」
と
希
望
表
現
「
も
が
」
と
共
起
し

て
い
る
点
注
視
さ
れ
る
が
、
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
で
は
、
「
水

の
あ
わ
の
よ
う
に
、
「
す
ぐ
消
え
る
は
か
な
い
命
も
、
拷
縄
の
よ

う
に
千
尋
も
長
か
れ
と
願
っ
て
日
を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
解

釈
す
る
。
ま
た
、
頭
注
で
「
O
願
ひ
｜
原
文
、
慕
。
玉
編
、
慕
思
也
。

名
義
抄
、
慕
ネ
ガ
フ
」
と
、
「
慕
」
が
「
ね
が
ふ
」
と
訓
ず
る

理
由
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
で

は
、
「
水
の
泡
の
よ
う
な
も
ろ
い
命
で
は
あ
る
が
、
（
拷
縄
の
）
千

尋
の
長
き
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
刷
川
暮
ら
し
て
来
た
。
」
と
解
釈

し
、
脚
注
で
、
「
華
厳
音
義
私
記
」
「
石
山
寺
本
大
般
若
経
音
義
」

の
例
を
挙
げ
、
「
人
の
命
を
水
の
泡
に
瞥
え
る
こ
と
は
仏
典
に
例

が
多
い
」
と
仏
典
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
。

（7
）
「
た
ふ
と
び
ね
が
ふ
」
の
用
例
は
、
「
第
二
版
日
本
国
語

大
辞
典
』
で
は
、

ω
「
心
の
中
で
望
ま
し
い
物
事
の
実
現
や
獲

得
を
請
い
求
め
る
。
の
ぞ
む
。
ほ
し
が
る
。
希
望
す
る
。
」
用
法

と
し
て
の
例
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
。
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」

で
は
、
「
世
間
の
人
が
、
も
て
は
や
し
、
欲
し
が
る
七
種
類
の
宝
も
、

私
は
何
で
欲
し
か
ろ
う
か
。
」
と
解
釈
し
、
脚
注
で
、
「
「
七
種
の

宝
」
明
ら
か
に
仏
典
や
漢
籍
の
「
掌
中
珠
」
の
表
現
と
関
連
す
る
。
」

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
神
仏
」
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
難

し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
複
合
動
詞
化
し
た
「
ね
が
ふ
」
は
、

仏
典
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
ね
が
ふ
」
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要
な
指
摘
が
あ
る
。
森
田

良
行
（

HSC）
『
基
礎
日
本
語
辞
典
」
は
、
「
ね
が
う
」
に
つ
い
て
、

「
願
う
」
は
も
と
「
祈
（
ね
）
ぐ
」
に
古
代
の
継
続
の
助
動
詞

「
ふ
」
の
付
い
た
も
の
。
副
剣
州
瑚
創
刊
明
希
望
が
か
な
え
ら
る
よ

う
矧
例
制
剖
刈
制
剖
創
刻
刻
矧
剰
叫
州
創
U
捌
謝
刻
刻
削
剥
伺
刻

司
刻
寸
刈
。
現
代
語
で
は
、
「
早
く
暖
か
く
な
れ
ば
い
い
と
心
に

願
う
」
の
よ
う
な
、
特
定
の
相
手
を
意
識
し
な
い
「
思
う
」
に
近

－hd
 

い
例
も
あ
る
が
、
多
く
は
特
定
の
相
に
対
し
て
の
希
望
の
意
思

剰
剥
剖
刻
刻
。
そ
の
相
手
は
神
仏
で
も
他
人
で
も
か
ま
わ
な
い
（
傍

線
は
稿
者
）
。

と
指
摘
す
る
。
「
ね
が
う
」
が
元
来
「
神
仏
な
ど
人
智
を
超
え
る



対
象
に
祈
念
し
加
護
を
求
め
る
行
為
」
と
い
う
指
摘
は
、
動
詞
「
ね

が
ふ
」
を
考
察
す
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
（
注
1
）。

2
1
2、
竹
取
物
語
の
「
ね
が
ふ
」

竹
取
物
語
中
で
の
「
ね
が
ふ
」
は
、
動
詞
と
し
て
の
用
例
が
l

例
、
ま
た
、
「
ね
が
ひ
」
形
と
し
て
名
調
と
し
て
用
い
ら
れ
た
用

例
が
1
例
で
あ
る
。
以
下
、
用
例
を
挙
げ
る
。

（8
）
大
伴
の
み
ゆ
き
の
大
納
言
は
、
わ
が
家
に
あ
り
と
あ
る
人

召
し
集
め
て
の
た
ま
は
く
、
「
龍
の
頚
（
く
び
）
に
、
五
色
に
ひ

か
る
玉
あ
な
り
。
そ
れ
取
り
て
た
て
ま
つ
り
た
ら
ん
人
に
は
、
州
例

制
叫
ん
こ
と
を
叶
へ
ん
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
六
龍
の
頚
の
玉
（
大
伴
の
大
納
言
の
話
）
旧
大
系
羽
頁
）

（9
）
中
納
言
よ
ろ
こ
び
給
ひ
て
、
よ
ろ
づ
の
人
に
も
知
ら
せ
給

は
で
、
み
そ
か
に
寮
（
っ
か
さ
）
に
い
ま
し
て
、
男
ど
も
の
中
に

交
じ
り
て
、
夜
を
昼
に
な
し
て
取
ら
し
め
給
ふ
。
く
ら
つ
ま
ろ
、

い
と
い
た
く
喜
び
て
の
た
ま
ふ
。
「
こ
、
に
使
は

る
、
人
に
も
な
き
に
、
制
州
．
酬
を
か
な
ふ
る
こ
と
の
う
れ
し
さ
」

と
の
た
ま
ひ
て
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
か
づ
け
給
ひ
っ
。
「
さ
ら
に
、
夜

さ
り
こ
の
寮
に
ま
う
で
来
（
こ
）
」
と
の
賜
ひ
て
、
っ
か
は
し
っ
。

（
石
上
の
中
納
言
と
燕
の
子
安
貝
日
頁
）

か
く
申
す
を
、

（8
）
は
「
大
伴
の
み
ゆ
き
の
大
納
言
」
の
会
話
文
中
の
用
例
で
、

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
花
頁
）
で
は
「
そ
れ
を
取
っ
て
献
上
す

る
人
に
は
、
願
う
こ
と
を
か
な
え
て
や
ろ
う
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の
「
か
な
ふ
」
は
、
「
ね
が
は
ん
こ
と
」
と
連
体
修
飾
用

法
中
の
も
の
で
、

ω
「
心
の
中
で
望
ま
し
い
物
事
の
実
現
や
獲
得

を
請
い
求
め
る
。
の
ぞ
む
。
ほ
し
が
る
。
希
望
す
る
。
」
用
法
で

あ
り
、
「
特
定
の
相
手
に
対
し
て
の
希
望
の
意
思
表
示
」
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

-6-

（9
）
も
中
納
言
の
、
会
話
文
中
の
用
例
で
あ
り
、
「
自
分
（
中
納

言
）
に
仕
え
て
い
る
家
来
で
も
な
い
の
に
、
願
い
を
叶
え
て
く
れ

る
と
い
う
の
は
嬉
し
い
も
の
だ
。
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
も
「
特

定
の
相
手
に
対
し
て
の
希
望
の
意
思
表
示
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
「
ね
が
ひ
を
か
な
ふ
」
と
あ
り
、
「
ね
が
ふ
」
が
名
詞
化
し



た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
名
詞
「
ね
が
ひ
」
は
、
次
の
『
源
氏
物
語
』

で
、
比
較
的
散
見
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
竹
取
物
語
の
「
ね
が
ふ
」
「
ね
が
ひ
」
は
、
「
会

話
文
」
中
に
出
現
し
、
「
特
定
の
相
手
に
対
し
て
の
希
望
の
意
思

表
示
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

森田良行（巴∞＠）は、「ねがい」について、「「願い」は。自

力では実現・成就がむずかしいため、他力を期待してい

る、こうなってほしいという考え～」とし、「自分の心

中で考えている内在的事柄で、「それの実現を外在する

対象へと依存する気持ちである。積極的に申し出、頼み

込む場合もあり得る。」とし、「のぞみ」との比較で次の

ように「ねがい」を指摘している。

願 望
し、 み

柄か心中 気持ち
らに

す発
の

現方れる

在内

事的 て

外在す ’で中L• 気持ち

他者る 期待の
方の表L 

""" の
依存

こ
の
森
田
（
同
寝
泊
）
の
指
摘
は
、
勿
論
現
代
語
を
対
象
と
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
『
竹
取
物
語
』
中
の
「
ね
が
ひ
」
も
「
自
力
で
は
実
現
・

成
就
が
む
ず
か
し
い
た
め
、
他
力
を
期
待
し
て
い
る
、
こ
う
な
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
考
え
」
と
い
う
指
摘
と
基
本
的
に
は
同
様
の
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
1
3、
源
氏
物
語
「
ね
が
ふ
」
の
単
独
用
法

『
源
氏
物
語
』
で
、
動
詞
「
ね
が
ふ
」
の
単
独
用
法
は
叩
例
で
あ
る
。

以
下
、
用
例
に
則
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
。

一7-

（
叩
）
か
の
御
祖
母
北
の
方
、
慰
む
方
な
く
思
し
し
づ
み
て
、
お

は
す
ら
む
所
に
だ
に
尋
ね
行
か
む
、
と
刷
川
町
た
ま
ひ
し
し
る
し
に

や
、
つ
ひ
に
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
ま
た
こ
れ
を
悲
し
び
思
す
こ

と
限
り
な
し
。
皇
子
六
つ
に
な
り
た
ま
ふ
年
な
れ
ば
、
こ
の
た
び

は
思
し
知
り
て
恋
ひ
泣
き
た
ま
ふ
。
年
ご
ろ
馴
れ
む
つ
ぴ
き
こ
え

た
ま
ひ
つ
る
を
、
見
た
て
ま
つ
り
お
く
悲
し
ぴ
を
な
む
、
か
へ
す

が
へ
す
の
た
ま
ひ
け
る
。

（
桐
壷

1
1
4
頁）



（
日
）
源
氏
「
（
略
）
ひ
た
み
ち
に
行
ひ
に
お
も
む
き
な
ん
に
障
り

ど
こ
ろ
あ
る
ま
じ
き
を
、
い
と
か
く
を
さ
め
ん
方
な
き
心
ま
ど
ひ

に
て
は
、
劇
刷
ん
道
に
も
入
り
が
た
く
や
」
と
や
や
ま
し
き
を
、

源
氏
「
こ
の
思
ひ
す
こ
し
な
の
め
に
、
忘
れ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
、

阿
弥
陀
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

（
御
法
四

4
9
9
頁）

（
ロ
）
尼
君
「
（
略
）
の
た
ま
は
す
る
こ
と
の
筋
、
た
ま
さ
か
に
も

思
し
め
し
か
は
ら
ぬ
ゃ
う
は
べ
ら
ぱ
、
か
く
わ
り
な
き
齢
過
ぎ
は

ベ
り
て
、
か
な
ら
ず
か
ず
ま
へ
さ
せ
た
ま
へ
。
い
み
じ
う
心
細
げ

に
見
た
ま
へ
お
く
な
ん
、
劇
削
は
べ
る
道
の
ほ
だ
し
に
、
思
ひ
た

ま
へ
ら
れ
ぬ
ベ
き
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。

（
若
紫

3
1
1
頁）

（
日
）
入
道
「
さ
ら
に
、
背
（
そ
む
）
き
に
し
世
の
中
も
と
り
返

し
思
ひ
出
で
ぬ
べ
く
は
べ
り
。
後
の
世
に
闘
訓
は
べ
る
所
の
あ
り

さ
ま
も
、
思
う
た
ま
へ
や
ら
る
る
夜
の
さ
ま
か
な
」
と
、
泣
く
泣

く
め
で
き
こ
ゆ
。

（
明
石

2
3
0
頁）

（
叩
）
は
、
「
願
ひ
た
ま
ひ
し
U
刻
U
」
と
連
体
修
飾
句
中
の
用
例

で
、
「
せ
め
て
娘
の
更
衣
が
い
ま
い
ら
っ
し
ゃ
る
所
に
な
り
と
探

し
求
め
て
ゆ
き
た
い
と
捌
闘
刻
刻
叫
刻
し
る
し
で
あ
ろ
う
か
、
と

う
と
う
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
で
」
と
解
釈
で
き
る
用
例
で
あ

る
。
ま
た
、
「
第
二
版
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、
川
「
神
仏

に
望
む
と
こ
ろ
を
請
い
求
め
る
。
い
の
る
。
祈
願
す
る
。
」
用
法

と
し
て
、
こ
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。

（U
）
の
「
ね
が
ふ
」
は
引
用
節
中
の
用
例
で
、
「
願
は
ん
組
」
と

連
体
修
飾
句
中
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
源

氏
が
出
家
も
ま
ま
な
ら
ぬ
ほ
ど
悲
嘆
に
く
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
、
「
か
ね
て
の
願
い
の
仏
の
道
に
も
な
か
な
か
は
い
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
」
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
『
日
本
古
典
文
学
全

集
』
頭
注
で
は
、
「
出
家
し
て
修
行
に
専
念
す
る
生
活
。
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

。。

（
ロ
）
は
、
引
用
節
中
の
用
例
で
、
「
願
ひ
は
べ
る
湖
」
と
連
体
修

飾
句
中
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
こ
の
世
に
残
し
て
お
き

ま
す
の
が
、
岡
叫
可
制
引
割
引
制
到
の
妨
げ
と
思
わ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
同
じ
く
『
日
本

古
典
文
学
全
集
』
頭
注
で
は
、
「
極
楽
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
、

自
分
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
希
望
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。



（
日
）
は
、
引
用
節
中
の
用
例
で
、
「
願
ひ
は
べ
る
所
」
と
連
体
修

飾
句
中
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
来
世
で
生
ま
れ
た
い
と

願
っ
て
お
り
ま
す
極
楽
の
有
様
も
、
し
ぜ
ん
に
思
い
や
ら
れ
て
ま

い
り
ま
す
る
今
宵
の
風
情
で
ご
さ
い
ま
す
よ
」
と
解
釈
で
き
る
が
、

同
じ
く
『
日
本
古
典
文
学
全
集
」
頭
注
に
、
「
極
楽
浄
土
。
源
氏

の
琴
の
音
に
よ
っ
て
、
極
楽
の
妙
音
を
連
想
し
た
の
で
あ
る
」
と

あ
る
。
ま
た
、
『
第
二
版
日
本
国
語
大
辞
典
」
で
は
、
凶
「
特
に
、

極
楽
往
生
を
求
め
て
信
心
す
る
。
」
用
法
と
し
て
こ
の
用
例
を
挙

げ
て
い
る
。

命
終
ら
む
月
日
も
さ
ら
に
な
知
ろ
し
め
し
そ
。
い

に
し
へ
よ
り
人
の
染
め
お
き
け
る
藤
衣
に
も
何
か
や
つ
れ
た
ま

ふ
。
た
だ
わ
が
身
は
変
化
の
も
の
と
思
し
な
し
て
、
老
法
師
の
た

（
凶
）
入
道

め
に
は
功
徳
を
つ
く
り
た
ま
へ
。
こ
の
世
の
た
の
し
み
に
添
へ
で

も
、
後
の
世
を
忘
れ
た
ま
ふ
な
。
闘
訓
は
べ
る
所
に
だ
に
至
り
は

べ
り
な
ば
、
必
ず
ま
た
対
面
は
は
べ
り
な
む
。
裟
婆
の
外
の
岸
に

至
り
て
、
と
く
あ
ひ
見
ん
と
を
思
せ
。

さ
て
、
か
の
社
に
立
て
集
め
た
る
劇
刻
（
ぐ
わ
ん
ぷ
み
）
ど
も
を
、

大
き
な
る
沈
の
文
箱
に
封
じ
箆
め
て
奉
り
た
ま
へ
り
。

（
若
菜
上

（
日
）
紫
の
上
惜
し
か
ら
ぬ
こ
の
身
な
が
ら
も
か
ぎ
り
と
て
薪

尽
き
な
ん
こ
と
の
悲
し
さ

四

1
0
8
頁）

御
返
り
、
心
細
き
筋
は
後
の
聞
こ
え
も
心
お
く
れ
た
る
わ
ざ
に
や
、

そ
こ
は
か
と
な
く
ぞ
あ
め
る
。

薪
こ
る
お
も
ひ
は
け
ふ
を
は
じ
め
に
て
こ
の
世

刻明
ふ｜石

法 2
の

ぞ
は
る
け
き

（
御
法

四

4
8
3頁）

（M
）
は
、
「
ね
が
ひ
は
べ
る
所
」
と
連
体
修
飾
句
中
の
用
例
で
、

明
石
の
入
道
が
最
後
の
消
息
を
都
に
送
る
場
面
で
の
「
消
息
」
、

記
さ
れ
た
用
例
で
あ
る
。
こ
の
用
例
は
、
「
念
願
し
て
お
り
ま
す

極
楽
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
『
日
本
古
典
文
学
全
集
」
頭
注
に
は

直
接
的
に
「
極
楽
持
土
。
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
後
接
の
「
願
文
」

は
、
「
立
願
し
た
趣
旨
を
書
き
し
る
し
て
お
い
た
文
章
。
願
ほ
ど

き
を
す
る
と
き
の
た
め
資
料
と
し
て
保
存
し
て
い
た
も
の
。
」
で

n
u
d
 

あ
り
、
大
野
晋
編
（
N
O
－
－
）
「
古
典
基
礎
語
辞
典
』
で
は
、
③
「
特

に
、
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
望
む
。
仏
法
を
得
た
い
、
仏
道

に
入
り
た
い
と
思
う
。
」
用
法
と
し
て
こ
の
用
例
を
掲
げ
て
い
る
。



（
お
）
は
、
歌
語
「
ね
が
ふ
」
の
用
例
で
、
「
ね
が
ふ
法
（
の
り
）
」

と
「
ね
が
ふ
」
の
連
体
修
飾
用
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
千
年

も
の
問
、
薪
を
こ
り
水
を
汲
み
な
ど
し
て
仏
に
仕
え
て
で
も
法
華

経
を
得
ょ
う
と
す
る
思
い
は
、
今
日
の
御
法
会
が
そ
の
は
じ
め

で
、
今
生
に
お
い
て
矧
剖
川
副
劇
引
仏
法
を
得
る
ま
で
の
道
は
遠

い
遠
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
仏
法
を
願
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
あ
な
た
様
の
ご
長
寿
も
末
長
く
続
く
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
し
ょ
う
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
「
ね
が
ふ
法
」
「
得

た
い
と
思
う
仏
法
」
と
あ
る
よ
う
に
、
仏
教
と
の
関
連
を
指
摘
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
体
修
飾
句
あ
る
い
は
連
体
修
飾
用
法
中
に
表

れ
た
「
ね
が
ふ
」
は
、
（
叩
）
「
願
ひ
た
ま
ひ
し

U
刻

U
」
、
（
日
）
「
願

は
ん
謝
」
、
（
ロ
）
「
願
ひ
は
べ
る
謝
」
、
（
日
）
「
願
ひ
は
べ
る
捌
」
、

（M
）
「
願
ひ
は
べ
る
聞
」
（
店
）
「
ね
が
ふ
淵
割
引
ど
の
よ
う
に
、

文
脈
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
仏
典
」
と
の
関
連
性
を
指
摘
で

き

czvo

（
時
）
源
氏
「
人
柄
は
、
宮
の
御
人
に
て
い
と
よ
か
る
べ
し
。
今

め
か
し
く
、
い
と
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
し
て
、
さ
す
が
に
賢
く
、

過
ち
す
ま
じ
く
な
ど
し
て
、
あ
は
ひ
は
め
や
す
か
ら
む
。
さ
て
ま

た
宮
仕
に
も
、
い
と
よ
く
足
ら
ひ
た
ら
ん
か
し
。
容
貌
よ
く
ら
う

ら
う
じ
き
も
の
の
、
公
事
な
ど
に
も
お
ぼ
め
か
し
か
ら
ず
、
は
か

ぽ
か
し
く
て
、
上
の
常
に
劇
削
せ
た
ま
ふ
御
心
に
は
違
ふ
ま
じ
」

な
ど
、
の
た
ま
ふ
気
色
の
見
ま
ほ
し
け
れ
ば
、
（
略
）

（
藤
袴

一一一
3
2
8
頁）

（
げ
）
お
ほ
か
た
に
う
ち
見
た
て
ま
つ
る
人
だ
に
、
心
と
め
た
て

ま
つ
ら
ぬ
は
な
し
。
も
の
の
情
知
ら
ぬ
山
が
つ
も
、
花
の
蔭
に
は

な
ほ
休
ら
は
ま
ほ
し
き
に
や
、
こ
の
御
光
を
見
た
て
ま
つ
る
あ
た

り
は
、
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
、
わ
が
か
な
し
と
思
ふ
む
す
め
を
仕

う
ま
つ
ら
せ
ば
や
と
劇
川
町
、
も
し
は
口
惜
し
か
ら
ず
と
思
ふ
妹
な

ど
持
た
る
人
は
、
い
や
し
き
に
で
も
、
な
ほ
こ
の
御
あ
た
り
に
さ

ぶ
ら
は
せ
ん
と
思
ひ
よ
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り
。

-10-

（
夕
顔

2
2
3
頁）

一
方
、
（
時
）
も
「
願
は
せ
た
ま
ふ
御
心
」
の
よ
う
に
連
体
修

飾
句
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
主
上
が
、
こ
う
い
う
方
を

と
常
に
お
望
み
あ
そ
ば
し
て
い
る
お
心
づ
も
り
に
は
、
違
う
こ
と

が
あ
る
ま
い
」
と
解
釈
で
き
、
直
接
的
な
仏
典
と
の
関
連
性
は
な



い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
連
体
修
飾
用
法
中
の
「
ね
が
ふ
」

も
仏
典
と
の
関
連
が
な
い
意
味
用
法
が
あ
る
点
、
注
目
さ
れ
よ
う
。

（
げ
）
の
「
ね
が
ふ
」
は
、
希
望
の
助
辞
「
ば
や
」
と
承
接
し
、

心
理
文
と
承
接
す
る
引
用
動
詞
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
源
氏
の
君

の
輝
く
お
姿
を
拝
見
す
る
人
々
は
、
身
分
相
応
に
い
と
し
く
思

う
わ
が
娘
を
お
仕
え
申
さ
せ
た
い
と
岡
川
」
と
解
釈
で
き
る
が
、

（
時
）
同
様
、
直
接
的
な
仏
典
と
の
関
連
性
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
川
崎
）
少
将
「
い
さ
や
。
は
じ
め
よ
り
し
か
言
ひ
寄
れ
る
こ
と
を

お
き
て
、
ま
た
言
は
ん
こ
そ
う
た
で
あ
れ
。
さ
れ
ど
、
わ
が
本
意
は
、

か
の
守
の
主
の
人
柄
も
も
の
も
の
し
く
大
人
し
き
人
な
れ
ば
、
後

見
に
も
せ
ま
ほ
し
う
、
見
る
と
こ
ろ
あ
り
て
思
ひ
は
じ
め
し
こ
と

な
り
。
も
は
ら
顔
容
貌
の
す
ぐ
れ
た
ら
ん
女
の
願
ひ
も
な
し
。
品

あ
て
に
艶
な
ら
ん
女
を

a
劇
削
ば
、
や
す
く
え
つ
べ
し
。
さ
れ
ど
、

の さ
きび
よし
え つ
も事
なう

く2
人は
にぬ
もみ
人や
とび

も好
おめ
ぼ争
え九
九の

三笠
空え
邑て

立問
ぱも

す
こ
し
人
に
議
（
そ
し
）
ら
る
と
も
、
な
だ
ら
か
に
て
世
の
中
を

過
ぐ
さ
む
こ
と
を
b
刷
剥
な
り
。
守
に
、
か
く
な
ん
と
語
ら
ひ
て
、

さ
も
と
ゆ
る
す
気
色
あ
ら
ば
、
何
か
は
さ
も
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
東
屋

問
頁
）

-'-，、

（
出
）
は
会
話
文
中
の
用
例
で
、
「
わ
た
し
は
顔
か
た
ち
の
美
し

い
女
を
と
い
う
願
い
は
い
っ
こ
う
に
持
っ
て
い
な
い
。
上
品
で
優

雅
な
女
を
妻
に
し
よ
う
と

a
劇
刻
同
た
や
す
く
得
ら
れ
る
こ
と
な

の
だ
」
、
「
多
少
は
人
か
ら
悪
口
を
言
わ
れ
た
と
し
て
も
、
安
穏

に
世
間
を
渡
る
こ
と
を
b
刷
叫
叫
川
刻
の
だ
」
と
解
釈
で
き
る
。

（
m
a）
は
「
艶
な
ら
ん
女
」
と
、
「
ね
が
ふ
」
具
体
的
な
対
象
を

「
を
」
格
で
表
示
し
て
い
る
の
で
、
動
作
性
が
明
確
で
あ
り
、
（

m
b）

も
、
「
ね
が
ふ
」
具
体
的
な
対
象
を
「
を
」
格
で
表
示
し
て
お
り
、

大
野
（
NSH）
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
で
は
、
「
②
あ
る
物
や
状
態

を
手
に
入
れ
た
い
と
思
う
。
得
た
い
と
思
う
。
」
の
用
例
と
し
て

こ
の
用
例
を
掲
げ
て
い
る
。
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2
1
4、
源
氏
物
語
「
ね
が
ふ
」
の
複
合
動
飼

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
動
詞
「
ね
が
ふ
」
が
前
項
と
な
る
複
合

動
詞
（
ね
が
ひ
｜
｜
形
）
は
、
「
ね
が
ひ
お
も
ふ
」

1
例
、
「
ね
が



ひ
お
ぼ
す
」

1
例
、
「
ね
が
ひ
ま
つ
は
る
」

l
例
、
「
ね
が
ひ
わ
た

る」

1
例
で
あ
る
。
以
下
、
用
例
を
示
す
。

（
問
）
（
略
）
源
氏
「
（
略
）
か
く
て
も
の
し
た
ま
ふ
は
、
い
か
で

き
や
う
な
ら
む
人
の
気
色
の
、
深
さ
浅
さ
を
も
見
む
な
ど
、
さ
う

ざ
う
し
き
ま
ま
に
闘
例
制
制
例
し
を
、
本
意
な
む
か
な
ふ
心
地
し

け
る
」
な
ど
、
さ
さ
め
き
つ
つ
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

2
2
0
頁）

（
初
）
仲
人
「
何
か
と
思
し
憎
る
べ
き
こ
と
に
も
は
べ
ら
ず
。
か

の
御
心
ざ
し
は
、
た
だ
一
と
こ
ろ
の
御
ゆ
る
し
は
べ
ら
む
を
劇
例

制
矧

U
て
、
い
は
け
な
く
年
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
お
は
す
と
も
、
真
実

の
や
む
ご
と
な
く
恩
ひ
お
き
て
た
ま
へ
ら
ん
を
こ
そ
、
本
意
か
な

（
常
夏

ふ
に
は
せ
め
。
（
略
）
」
と
、
い
と
多
く
、
よ
げ
に
言
ひ
つ
づ
く
る

に
、
い
と
あ
き
ま
し
く
郡
ぴ
た
る
守
に
て
、
う
ち
笑
み
つ
つ
聞
き

ゐ
た
り
。

....L-
ノ、

2
3
頁）

（
東
屋

（
幻
）
僧
都
「
な
に
が
し
は
べ
ら
ん
限
り
は
、
仕
う
ま
つ
り
な
ん
。

何
か
思
し
わ
づ
ら
ふ
べ
き
。
常
の
世
に
生
ひ
出
で
て
、
世
間
の
栄

華
に
闘
訓
剖
．
q
凶
刻
刻
限
り
な
ん
、
と
こ
ろ
せ
く
棄
て
が
た
く
、

我
も
人
も
思
す
べ
か
め
る
。
か
か
る
林
の
中
に
行
ひ
勤
め
た
ま
は

ん
身
は
、
何
ご
と
か
は
恨
め
し
く
も
恥
づ
か
し
く
も
思
す
べ
き
。

こ
の
あ
ら
ん
命
は
、
葉
の
薄
き
が
知
し
」
と
言
ひ
知
ら
せ
て
、
（
略
）

3
3
6
頁）

（
手
習

ムハ

（
忽
）
親
た
ち
も
、
か
か
る
御
迎
へ
に
て
上
る
幸
ひ
は
、
年
ご
ろ

寝
て
も
覚
め
て
も
劇
例
制
対
引
し
心
ざ
し
の
か
な
ふ
と
、
い
と
う

れ
し
け
れ
ど
、
あ
ひ
見
で
過
ぐ
さ
む
い
ぶ
せ
き
の
、
た
へ
が
た
う

悲
し
け
れ
ば
、
夜
昼
思
ひ
ほ
れ
て
、
同
じ
こ
と
を
の
み
、
入
道
「
さ

ら
ば
若
君
を
ぱ
見
た
て
ま
つ
ら
で
は
は
べ
る
べ
き
か
」
と
言
ふ
よ

り
ほ
か
の
こ
と
な
し
。

q
L
 

1
A
 

（
松
風

3
9
2
頁）

（mm
）
は
、
引
用
文
中
の
「
ね
が
ひ
お
も
ふ
」
の
用
例
で
、
源
氏

が
西
の
対
で
和
琴
を
弾
き
玉
髭
と
唱
和
す
る
場
面
で
「
ね
が
ひ
お

も
ふ
」
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
用
例
は
、
「
退
屈
の

あ
ま
り
に
そ
ん
な
こ
と
を
鯛
寸
叶
川
対
の
で
す
が
、
そ
の
希
望
が

か
な
う
気
持
な
の
で
す
よ
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
『
第
二
版
日

本
国
語
大
辞
典
』
で
、

ω
「
心
の
中
で
望
ま
し
い
物
事
の
実
現
や

獲
得
を
請
い
求
め
る
。
の
ぞ
む
。
ほ
し
が
る
。
希
望
す
る
。
」
の



用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
初
）
は
、
引
用
文
中
の
「
ね
が
ひ
お
ぽ
す
」
の
用
例
で
、
「
た
だ

あ
な
た
様
お
一
人
が
婿
と
し
て
お
認
め
に
な
り
ま
す
こ
と
を
劃
制

叫
刷
寸
叶
判
川
叶
刻
州
司
」
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、
「
ね
が
ひ

お
ぼ
す
」
の
具
体
的
な
対
象
を
「
を
」
格
で
表
示
し
て
い
る
。

（
幻
）
は
「
僧
都
」
の
会
話
文
中
に
「
ね
が
ひ
ま
つ
は
る
」
が
用

い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
世
間
の
栄
華
を
劇
川
剖
樹

U
叶
川

判
例
か
ぎ
り
は
、
そ
れ
に
束
縛
さ
れ
て
世
を
捨
て
に
く
い
も
の
と
ど

な
た
も
お
考
え
に
な
る
よ
う
で
す
。
」
と
解
釈
で
き
る
。

（
辺
）
は
「
ね
が
ひ
わ
た
る
」
の
用
例
で
、
京
よ
り
明
石
の
君
の

迎
え
の
使
者
が
下
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
こ
の
よ
う
な

お
迎
え
を
受
け
て
上
京
す
る
幸
福
は
、
長
年
の
間
（
源
氏
が
帰
京

し
て
以
来
三
年
の
問
）
寝
て
も
覚
め
て
も
刷
川
寸
寸
叶
引
剖
対
本

望
が
叶
っ
た
わ
け
だ
」
と
、
じ
つ
に
う
れ
し
い
に
は
う
れ
し
い
け

れ
ど
も
」
と
解
釈
で
き
る
。

次
に
、
動
詞
「
ね
が
ふ
」
が
後
項
と
な
る
複
合
動
詞
（
｜
｜
ね

が
ふ
形
）
は
、
「
お
ぼ
し
ね
が
ふ
」
が
l
例
、
「
こ
ひ
ね
が
ふ
」
が

1
例
で
あ
る
。

（
お
）
常
陸
守
「
（
略
）
た
だ
真
心
に
思
し
か
へ
り
み
さ
せ
た
ま
は

ぱ
、
大
臣
の
位
を
求
め
む
と
劇
U
闘
訓
て
、
世
に
な
き
宝
物
を
も

尽
く
さ
む
と
し
た
ま
は
ん
に
、
な
き
物
は
べ
る
ま
じ
。
（
略
）
」
と
、

よ
ろ
し
げ
に
言
ふ
時
に
、

い
と
う
れ
し
く
な
り
て
、
（
略
）

（
東
屋

（
鈎
）
御
仏
名
も
今
年
ば
か
り
に
こ
そ
は
、
と
思
せ
ば
に
や
、
常

よ
り
も
こ
と
に
錫
杖
の
声
々
な
ど
あ
は
れ
に
思
さ
る
。
行
く
末
な

が
き
こ
と
を
淵
削
劇
刻
も
、
仏
の
聞
き
た
ま
は
ん
こ
と
か
た
は
ら

--'--
／、

2
5
頁）

い
た
し
。
雪
い
た
う
降
り
て
、
ま
め
や
か
に
積
り
に
け
り
。

（幻
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四

5
3
4
頁）

（
お
）
は
引
用
文
中
の
「
お
ぼ
し
ね
が
ふ
」
の
用
例
で
、
「
大
臣
の

位
を
得
ょ
う
と
刻
劃
刈
叫
剖
寸
寸
、
こ
の
世
に
ま
た
と
な
い
宝
物

を
使
い
尽
く
そ
う
と
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
手
元
に
そ
ろ
わ
ぬ
物

は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
こ
と
解
釈
で
き
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
「
お
ぼ
し
ね
が
ふ
」
が
「
求
め
む
」
と
「
と
」
格
が
承
接
し
て

お
り
、
（
げ
）
の
、
希
望
の
助
辞
「
ぱ
や
」
と
承
接
し
、
心
理
文

を
構
成
す
る
用
例
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
倒
的
）
は
「
こ
ひ
ね
が
ふ
」
の
用
例
で
、
「
い
つ
ま
で
も
ご
長
命
を



と
矧
劇
利
引
の
も
、
仏
が
ど
う
お
聞
き
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
と
、
き
ま
り
わ
る
く
思
わ
れ
る
。
」
と
解
釈
で
き
る
。
「
日
本
古

典
文
学
全
集
』
頭
注
に
「
仏
が
お
聞
き
に
な
っ
た
ら
、
出
家
を
思

う
一
方
で
長
寿
を
祈
る
自
分
の
性
根
の
矛
盾
を
軽
蔑
す
る
だ
ろ

う
、
と
源
氏
は
思
う
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
御
仏
名
」
「
仏

の
聞
き
た
ま
は
ん
こ
と
」
と
共
起
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
仏
典
と

の
関
連
性
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
「
こ
ひ
ね
が
ふ
」
の
具
体
的

な
対
象
を
「
を
」
格
で
表
示
し
て
い
る
。

2
1
5、
源
氏
物
語
の
「
ね
が
ひ
」

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
動
詞
「
ね
が
ふ
」
の
名
詞
形
「
ね
が
ひ
」

が
日
例
、
用
例
が
あ
る
。
以
下
、
用
例
を
示
す
。

2
1
5
1
1、
無
助
辞

（
お
）
蕪
「
さ
ら
ば
、
そ
の
客
人
に
、
か
か
る
心
の
劇
例
年
経
ぬ
る
を
、

う
ち
つ
け
に
な
ど
浅
う
恩
ひ
な
す
ま
じ
う
の
た
ま
は
せ
知
ら
せ
た

ま
ひ
て
、
は
し
た
な
げ
な
る
ま
じ
う
は
こ
そ
。
い
と
う
ひ
う
ひ
し

う
な
ら
ひ
に
て
は
べ
る
身
は
、
何
ご
と
も
を
こ
が
ま
し
き
ま
で
な

ん
」
と
、
語
ら
ひ
き
こ
え
お
き
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
に
、
（
略
）

（
東
屋

必
頁
）

_L  

／、

（
お
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
、
「
そ
れ
で
は
そ
の
客
人
に
、
こ
う
い
う

創
劇
を
長
年
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
、
唐
突
な
思
い
つ
き
で

な
ど
と
浅
く
取
っ
て
く
れ
な
い
よ
う
に
よ
く
お
伝
え
く
だ
さ
っ

て
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
の
「
ね
が
ひ
」
と
「
年
経
」
と
は

直
接
承
接
し
、
介
在
す
る
助
辞
は
な
い
。

2
1
5
1
2、
ね
が
ひ
も
な
し

（
お
）
少
将
「
い
さ
や
。
は
じ
め
よ
り
し
か
言
ひ
寄
れ
る
こ
と
を

お
き
て
、
ま
た
言
は
ん
こ
そ
う
た
で
あ
れ
。
さ
れ
ど
、
わ
が
本
意
は
、

か
の
守
の
主
の
人
柄
も
も
の
も
の
し
く
大
人
し
き
人
な
れ
ば
、
後

見
に
も
せ
ま
ほ
し
う
、
見
る
と
こ
ろ
あ
り
て
思
ひ
は
じ
め
し
こ
と

な
り
。
も
は
ら
顔
容
貌
の
す
ぐ
れ
た
ら
ん
女
の
劇
酬
も
な
し
。
品

あ
て
に
艶
な
ら
ん
女
を
願
は
ぱ
、
や
す
く
え
つ
ベ
し
。
さ
れ
ど
、

さ
び
し
う
事
う
ち
あ
は
ぬ
み
や
び
好
め
る
人
の
は
て
は
て
は
、
も

の
き
よ
く
も
な
く
、
人
に
も
人
と
も
お
ぼ
え
た
ら
ぬ
を
見
れ
ば
、

す
こ
し
人
に
議
（
そ
し
）
ら
る
と
も
、
な
だ
ら
か
に
て
世
の
中
を

-14-



過
ぐ
さ
む
こ
と
を
願
ふ
な
り
。
守
に
、
か
く
な
ん
と
語
ら
ひ
て
、

さ
も
と
ゆ
る
す
気
色
あ
ら
ば
、
何
か
は
さ
も
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
東
屋

--1-
ノ、

mm
頁）

（
お
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
会
話
文
中
の
用
例
で
、
「
わ
た
し
は
顔
か

た
ち
の
美
し
い
女
を
と
い
う
刷
刊
は
い
っ
こ
う
に
持
っ
て
い
な

い
。
上
品
で
優
雅
な
女
を
妻
に
し
よ
う
と
願
え
ば
た
や
す
く
得
ら

れ
る
こ
と
な
の
だ
」
と
解
釈
で
き
、
「
願
は
ぱ
」
「
願
ふ
な
り
」
が

後
続
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
ね
が
ひ
」
は
「
自
力

で
は
実
現
・
成
就
が
む
ず
か
し
い
た
め
、
他
力
を
期
待
し
て
い
る
、

こ
う
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
考
え
」
で
、
「
自
分
の
心
中
で
考
え

て
い
る
内
在
的
事
柄
で
、
そ
れ
の
実
現
を
外
在
す
る
対
象
へ
と
依

存
す
る
気
持
ち
」
で
あ
る
現
代
語
の
「
ね
が
い
」
の
用
法
と
同
質

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

2
1
5
1
3、
（
「
ね
が
ひ
」
が
V
す
る
）
名
罰

（
幻
）
源
氏
「
（
略
）
そ
こ
は
か
と
な
く
、
つ
れ
づ
れ
に
心
細
う
の

み
お
ぼ
ゆ
る
を
、
同
じ
心
に
答
へ
た
ま
は
む
は
、
闘
訓
か
な
ふ
心

地
な
む
す
べ
き
。
何
や
か
や
と
、
世
づ
け
る
筋
な
ら
で
、
そ
の
荒

れ
た
る
貸
子
に
た
た
ず
ま
ま
ほ
し
き
な
り
。
（
略
）
」
な
ど
、
語
ら

ひ
た
ま
ふ
。

（
末
摘
花

3
5
1
頁）

（
お
）
北
の
方
「
か
く
で
き
ぷ
ら
ひ
た
ま
は
ぱ
、
年
ご
ろ
の
劇
川
町

の
満
つ
・
心
地
し
て
、
人
の
漏
り
聞
き
は
べ
ら
む
も
め
や
す
く
、
面

だ
た
し
き
こ
と
に
な
ん
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
、
さ
す
が
に
つ
つ
ま
し

き
こ
と
に
な
ん
は
べ
り
け
る
。
深
き
山
の
本
意
は
、
み
さ
を
に
な

ん
は
べ
る
べ
き
を
」
と
て
う
ち
泣
く
も
い
と
い
と
ほ
し
く
て
、
（
略
）

--1-
／、

ω頁）

’h
d
 

唱

E
A

（
東
屋

（
却
）
思
ひ
離
る
る
世
の
と
ぢ
め
に
、
文
書
き
て
、
御
方
に
奉
れ

た
ま
へ
り
。

入
道
（
略
）
ま
た
こ
の
国
の
こ
と
に
沈
み
は
べ
り
て
、
老
の

波
に
さ
ら
に
た
ち
返
ら
じ
と
思
ひ
と
ぢ
め
て
、
こ
の
浦
に
年
ご
ろ

は
べ
り
し
ほ
ど
も
、
わ
が
君
を
頼
む
こ
と
に
思
ひ
き
こ
え
は
べ
り

し
か
ば
な
む
、
心
ひ
と
つ
に
多
く
の
明
ベ

q刺
刈
吋
ー
を
立
て
は
べ

り
し
。
そ
の
返
申
、
た
ひ
ら
か
に
、
思
ひ
の
ご
と
時
に
逢
ひ
た
ま

ふ
。
若
君
、
国
の
母
と
な
り
た
ま
ひ
て
、
酬
川
町
満
ち
た
ま
は
ん
世

に
、
住
吉
の
御
社
を
は
じ
め
、
は
た
し
申
し
た
ま
へ
。
（
略
）
と
て
、

月
白
書
き
た
り
。



（
若
菜

上

四

1
0
7
頁）

（
幻
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
会
話
文
中
の
用
例
で
、
い
ら
だ
っ
源
氏
が
、

命
婦
に
手
引
き
を
促
す
場
面
で
、
「
姫
君
が
私
と
同
じ
こ
こ
ろ
に

な
っ
て
お
返
事
を
く
だ
さ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
願
い
が
か
な
っ

た
と
い
う
気
持
に
な
る
の
だ
が
こ
と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、

「
ね
が
ひ
か
な
ふ
」
が
「
心
地
」
を
修
飾
す
る
連
体
修
飾
用
法
で

あ
る
。

（
お
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
会
話
文
中
の
用
例
で
「
こ
う
し
て
お
そ

ば
に
お
仕
え
し
て
お
い
で
で
す
と
、
長
年
の
私
の
願
い
が
か
な
う

よ
う
な
心
地
が
い
た
し
ま
し
て
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
「
年

ご
ろ
の
願
ひ
の
満
つ
」
が
「
心
地
」
を
修
飾
す
る
連
体
修
飾
用
法

で
主
格
「
の
」
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

（
却
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
、
「
ひ
そ
か
に
自
分
ひ
と
り
で
多
く
の
願

を
立
て
ま
し
た
。
」
と
い
う
「
願
（
ぐ
わ
ん
こ
が
先
行
し
、
「
若
君
（
明

石
の
女
御
）
が
国
の
母
と
お
な
り
な
さ
れ
て
、
願
い
が
満
た
さ
れ

ま
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
住
吉
の
御
社
を
は
じ
め
、
願
ほ
ど
き
を

お
果
た
し
く
だ
さ
れ
。
」
と
解
釈
で
き
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
「
願
ひ
満
ち
た
ま
は
ん
」
が
「
世
」
を
修
飾
す
る
連
体
修
飾

用
法
で
あ
る
。

2
1
5
1
4、
願
ひ
＋
「
に
」

（
初
）
そ
の
ほ
か
の
心
も
と
な
く
さ
び
し
き
こ
と
、
は
た
、
な
け

れ
ば
、
行
ひ
の
方
の
人
は
、
そ
の
紛
れ
な
く
勤
め
、
仮
名
の
よ
ろ

づ
の
草
子
の
学
関
心
に
入
れ
た
ま
は
む
人
は
、
ま
た
そ
の

a
闘
訓

に
従
ひ
、
も
の
ま
め
や
か
に
は
か
ば
か
し
き
お
き
て
に
も
、
た
だ

心
の
b
劇
削
に
従
ひ
た
る
住
ま
ひ
な
り
。
さ
わ
が
し
き
日
ご
ろ
過

ぐ
し
て
渡
り
た
ま
へ
り
。

1
4
7
頁）

（
訂
）
仏
の
御
隔
て
に
、
障
子
ば
か
り
を
隔
て
て
ぞ
お
は
す
べ
か

め
る
。
す
き
心
あ
ら
む
人
は
、
気
色
ば
み
寄
り
て
、
人
の
御
心
ぱ

へ
を
も
則
剖
矧

U
引
、
さ
す
が
に
い
か
が
と
ゆ
か
し
う
も
あ
る
御

け
は
ひ
な
り
。
さ
れ
ど
、
さ
る
方
を
思
ひ
離
る
る
劇
酬
に
山
深
く

尋
ね
き
こ
え
た
る
本
意
な
く
、
す
き
ず
き
し
き
な
ほ
ざ
り
言
を

-16-

（
初
音

う
ち
出
で
あ
ざ
れ
ば
ま
む
も
事
に
違
ひ
て
ゃ
な
ど
思
ひ
返
し
て
、

（略）

（
橋
姫

（
犯
）
（
略
）
燕
「
い
と
か
く
慰
め
ん
方
な
き
よ
り
は
、
と
思
ひ
寄

五

1
2
5
頁）



り
は
べ
る
人
形
の
闘
削
ば
か
り
に
は
、
な
ど
か
は
山
里
の
本
尊
（
ほ

ん
ぞ
ん
）
に
も
思
ひ
は
べ
ら
ざ
ら
ん
。
な
ほ
、
た
し
か
に
の
た
ま

は
せ
よ
」
と
、
う
ち
つ
け
に
責
め
き
こ
え
た
ま
ふ
。

（
宿
木

五

4
3
9
頁）

（
初
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
、
「
仏
の
道
を
行
う
向
き
の
人
は
余
事
に

気
を
と
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
お
勤
め
に
精
を
出
し
、
仮
名
書
き
の

い
ろ
い
ろ
の
草
子
の
学
問
に
ご
熱
心
な
方
は
、
ま
た
そ
の

a割
引
例

制
利
引
叫
刻
剖
オ
司
、
実
生
活
上
の
し
っ
か
り
と
し
た
取
り
決
め

の
点
で
も
、
た
だ
御
方
々
の
b
劃
制
剖
剥
引
叫
剖
寸
寸
川
刻
日
常

で
あ
る
。
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
両
者
と
も
「
し
た
が
ふ
」
対
象

と
し
て
出
現
し
、
助
辞
「
に
」
と
承
接
し
て
い
る
。

（
出
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
「
お
心
が
ま
え
を
も
た
め
し
て
み
た
い

よ
う
な
」
と
希
望
の
助
辞
「
ま
ほ
し
」
が
先
行
し
、
「
け
れ
ど
も
、
「
そ

う
し
た
俗
世
の
色
恋
の
迷
い
を
思
い
捨
て
た
い
と
い
う
劇
川
か
ら

山
深
く
お
訪
ね
申
し
て
い
る
、
そ
の
本
意
に
そ
む
い
て
ま
で
、
色

め
か
し
い
で
ま
か
せ
の
言
葉
を
口
に
出
し
て
戯
れ
か
か
る
の
も
わ

が
志
に
反
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
思
い
返
し
て
、
」
と

解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
の
「
ね
が
ひ
」
は
、
助
辞
「
に
」
と
承
接

し
て
い
る
。

（
認
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
会
話
文
中
の
用
例
で
、
「
人
形
（
ひ
と
が

た
）
の
願
い
の
程
度
に
は
、
そ
の
人
を
あ
の
山
里
の
本
尊
に
と
思
っ

て
も
よ
い
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
は

「
本
尊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
仏
典
と
の
関
連
性
を
指

摘
で
き
る
が
、
「
日
本
古
典
文
学
全
集
』
頭
注
に
は
、
「
亡
き
大
君

ほ
ど
に
思
え
な
い
に
し
て
も
、
人
形
を
と
望
ん
だ
気
持
と
同
程
度

に
望
む
と
す
る
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
「
ね
が
ひ
」
は
、

助
辞
「
に
」
と
承
接
し
て
い
る
。

-17-

2
1
5
1
5、
願
ひ
＋
「
を
」

（
お
）
薫
「
な
ど
て
か
。
と
も
か
く
も
人
の
聞
き
伝
へ
ば
こ
そ
あ

ら
め
、
愛
宕
の
聖
だ
に
、
時
に
従
ひ
て
は
出
で
ず
や
は
あ
り
け
る
。

深
き
契
り
を
破
り
て
、
人
の
劇
酬
を
満
て
た
ま
は
む
こ
そ
尊
か
ら

め
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
弁
の
尼
「
人
済
す
こ
と
も
は
べ
ら
ぬ
に
。

聞
き
に
く
き
こ
と
も
こ
そ
出
で
ま
う
で
来
れ
」
と
、
苦
し
げ
に
思

ひ
た
れ
ど
、
（
略
）

（
東
屋

（
引
の
）
入
道
「
（
略
）
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
み
づ
か
ら
か
く
っ
た
な
き
山

...L. 
ノ、

初
頁
）



伏
の
身
に
、
今
さ
ら
に
こ
の
世
の
栄
え
を
思
ふ
に
も
は
べ
ら
ず
、

過
ぎ
に
し
方
の
年
ご
ろ
、
心
ぎ
た
な
く
、
六
時
の
勤
め
に
も
、
た

だ
御
こ
と
を
心
に
か
け
て
、
組
側
』
釧
銅
剣
劇
川
町
を
ば
さ
し
お
き

て
な
む
、
念
じ
た
て
ま
つ
り
し
。
（
略
）
と
て
、
月
白
書
き
た
り
。

（
若
菜
上

四

1
0
5
頁）

（
お
）
入
道
「
（
略
）
女
の
童
の
い
と
き
な
う
は
べ
り
し
よ
り
、
思

ふ
心
は
ベ
り
て
、
年
ご
と
の
春
秋
ご
と
に
必
ず
か
の
御
社
に
参
る

こ
と
な
む
は
べ
る
。
昼
夜
の
六
時
の
勤
め
に
、
み
づ
か
ら
の
謝
ぺ
削

川
町
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
た
だ
こ
の
人
を
高
き

ち本
意
か
な
へ
た
ま
へ
と
な
ん
念
じ
は
べ
る
。
（
略
）
」
な
ど
、
す
べ

て
ま
ね
ぶ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
事
ど
も
を
、
う
ち
泣
き
う
ち
泣
き
聞
こ

ゆ

（
明
石

2
3
5
頁）

（
お
）
（
略
）
う
ち
つ
け
に
ふ
と
移
ら
む
心
地
、
は
た
、
せ
ず
。
蕪

「
い
で
や
、
そ
の
本
尊
、
闘
訓
満
て
た
ま
ふ
ベ
く
は
こ
そ
尊
か
ら

め
、
時
々
心
や
ま
し
く
は
、
な
か
な
か
山
水
も
濁
り
ぬ
べ
く
」
と

の
た
ま
へ
ば
、
は
て
は
て
は
、
中
の
君
「
う
た
て
の
御
聖
心
や
」
と
、

ほ
の
か
に
笑
ひ
た
ま
ふ
も
を
か
し
う
聞
こ
ゆ
。

（
東
屋
必
頁
）

（
幻
）
か
の
人
形
の
劇
削
も
の
た
ま
は
で
、
た
だ
、
薫
「
お
ぼ
え

な
き
も
の
の
は
さ
ま
よ
り
見
し
よ
り
、
す
ず
ろ
に
恋
し
き
こ
と
。

...1-
／、

さ
る
べ
き
に
や
あ
ら
む
、
あ
や
し
き
ま
で
ぞ
思
ひ
き
こ
ゆ
る
」
と

ぞ
語
ら
ひ
た
ま
ふ
べ
き
。
人
の
さ
ま
い
と
ら
う
た
げ
に
お
ほ
ど
き

い
と
あ
は
れ
と
思
し
け
り
。

た
れ
ば
、
見
劣
り
も
せ
ず
、

（
東
屋
六
鉱
山
頁
）

（
お
）
（
略
）
故
宮
の
御
こ
と
な
ど
申
し
出
で
て
、
鼻
し
ば
し
ば
う

ち
か
み
て
、
阿
閤
梨
「
い
か
な
る
所
に
お
は
し
ま
す
ら
む
。
さ
り

と
も
涼
し
き
方
に
ぞ
、
と
思
ひ
や
り
た
て
ま
つ
る
を
、
先
つ
こ
ろ

夢
に
な
む
見
え
お
は
し
ま
し
し
。
俗
の
御
か
ち
に
て
、
世
の
中
を

深
う
厭
ひ
離
れ
し
か
ば
、
心
と
ま
る
こ
と
な
か
り
し
を
、
い
さ
さ

か
う
ち
思
ひ
し
こ
と
に
乱
れ
て
な
ん
、
た
だ
し
ば
し
闘
訓
の
所
を

隔
た
れ
る
を
思
ふ
な
ん
、
い
と
悔
し
き
、
す
す
む
る
わ
ざ
せ
よ
、

と
い
と
さ
だ
か
に
仰
せ
ら
れ
し
を
、
（
略
）
」
な
ど
申
す
に
、
君
も
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い
み
じ
う
泣
き
た
ま
ふ
。

（
総
角

五

3
1
1
頁）

（
お
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
蕪
の
会
話
文
中
の
用
例
で
、
「
聖
（
ひ
じ
り
）
」
、



「
深
き
契
り
」
（
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
頭
注
「
俗
界
と
の
交
渉

を
断
っ
て
勤
行
に
専
念
す
る
と
い
う
替
願
」
）
等
、
仏
典
と
の
関

連
性
を
指
摘
で
き
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
愛
宕
の
聖
だ
っ

て
、
と
き
に
よ
っ
て
は
京
に
出
て
行
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

深
い
替
い
を
破
っ
て
で
も
人
の
願
い
を
お
聞
き
届
け
に
な
る
か
ら

こ
そ
あ
り
が
た
い
の
で
し
ょ
う
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
こ
こ
で
の

「
ね
が
ひ
」
は
下
二
段
動
詞
「
満
つ
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

（
引
の
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
、
明
石
の
入
道
が
最
後
の
消
息
を
都
に

送
る
場
面
で
、
「
極
楽
往
生
の
閥
川
を
も
さ
て
お
い
て
お
祈
り
申

し
上
げ
て
き
た
の
で
す
か
ら
。
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
こ
こ
で
の
「
ね

が
ひ
」
は
「
さ
し
お
く
」
対
象
「
を
」
と
承
接
し
て
い
る
。

（
お
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
、
入
道
の
会
話
文
中
の
用
例
で
、
「
自
身

の
極
楽
往
生
の
願
い
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
、
た
だ
こ
の
娘

の
こ
と
を
、
『
ど
う
か
こ
の
高
望
み
を
お
か
な
え
く
だ
さ
い
ま
し
』

と
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
の
「
ね

が
ひ
」
は
「
を
」
と
「
は
」
の
連
接
形
「
を
ば
」
と
承
接
し
て
い
る
。

（
お
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
会
話
文
中
の
用
例
で
、
『
日
本
古
典
文
学

全
集
』
頭
注
で
は
、
「
薫
は
か
つ
て
（
略
）
中
の
君
に
言
っ
た
。

大
君
の
像
を
宇
治
に
作
り
た
い
と
す
る
蕪
が
、
浮
舟
の
存
在
を
教

え
ら
れ
関
心
を
寄
せ
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
浮
舟

が
真
に
自
分
を
悟
り
に
導
い
て
く
れ
る
本
尊
に
な
り
う
る
か
と
言

う
。
眼
前
の
中
の
君
へ
の
執
念
を
ふ
り
す
て
て
、
浮
舟
に
移
る
こ

と
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
」
と
す
る
。
こ
こ
は
、
「
き
あ
、
そ

の
本
尊
で
す
が
、
制
州
側
川
刻
制
M
U引
り
泊
剖
引
の
で
あ
っ
た

ら
あ
り
が
た
く
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
と
き
ど
き
つ
ら
い
思
い
を

さ
せ
ら
れ
る
よ
う
で
す
と
、
か
え
っ
て
山
水
も
濁
っ
て
し
ま
い
そ

う
で
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
こ
こ
で
の
「
ね

が
ひ
」
は
（
お
）
と
同
じ
く
「
満
つ
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

の
「
ね
が
ひ
」
は
「
例
の
身
代
わ
り
に
し
た
い
と
い
う
よ

-19-

（幻）
う
な
こ
と
は
口
に
お
出
し
に
な
ら
ず
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
こ
こ

で
の
「
ね
が
ひ
」
は
「
の
た
ま
ふ
」
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
お
）
の
「
ね
が
ひ
」
は
会
話
文
中
の
用
例
で
、
「
少
し
ば
か
り
心

に
か
か
る
一
ふ
し
が
あ
っ
て
往
生
の
一
念
が
乱
れ
た
た
め
に
今
し

か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
を

ば
ら
く
の
問
、

考
え
る
と
、
ま
こ
と
に
後
悔
さ
れ
る
。
」
と
解
釈
で
き
、
『
日
本
古

典
文
学
全
集
」
頭
注
で
は
「
極
楽
持
土
」
と
明
示
す
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
の
「
ね
が
ひ
」
は
直
接
承
接
し
て
は
い
な
い
が
、
「
の
」

を
介
在
し
「
と
こ
ろ
」
を
修
飾
す
る
連
体
修
飾
用
法
で
、
「
へ
だ
っ
」



対
象
「
を
」
と
承
接
し
て
い
る
。

2
1
6、
源
氏
物
語
の
「
御
ね
が
ひ
」

ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
「
御
ね
が
ひ
」
形
が
8
例
、
用
例

が
存
す
る
。
以
下
、
用
例
を
示
す
。

2
1
6
1
1、
無
助
辞

（
お
）
乳
母
「
中
納
言
は
、
も
と
よ
り
い
と
ま
め
人
に
て
、
年
ご

ろ
も
か
の
わ
た
り
に
心
を
か
け
て
、
外
ざ
ま
に
思
ひ
移
ろ
ふ
べ
く

も
は
べ
ら
ざ
り
け
る
に
、
そ
の
思
ひ
か
な
ひ
て
は
、
い
と
ど
ゆ
る

ぐ
方
は
べ
ら
じ
。
か
の
院
こ
そ
、
な
か
な
か
、
な
ほ
い
か
な
る
に

つ
け
て
も
、
人
を
ゆ
か
し
く
思
し
た
る
心
は
絶
え
ず
も
の
せ
さ
せ

た
ま
ふ
な
れ
。
そ
の
中
に
も
、
や
む
ご
と
な
き
側
劇
例
深
く
て
、

前
斎
院
な
ど
を
も
、
今
に
忘
れ
が
た
く
こ
そ
聞
こ
え
た
ま
ふ
な
れ
」

と
申
す
。

四

辺
頁
）

（
若
菜
上

（
伺
）
柏
木
「
（
略
）
今
は
、
い
よ
い
よ
い
と
か
す
か
な
る
さ
ま
に

思
し
澄
ま
し
て
、
い
か
め
し
き
御
よ
そ
ひ
を
待
ち
、
つ
け
た
て
ま
つ

り
た
ま
は
む
こ
と
、
劇
削

U
Gも
思
す
ま
じ
く
見
た
て
ま
つ
り
は

べ
り
し
を
、
事
ど
も
を
ば
そ
が
せ
た
ま
ひ
て
、
静
か
な
る
御
物
語

の
深
き
側
劇
川
町
か
な
は
せ
た
ま
は
む
な
ん
、
ま
さ
り
て
は
べ
る
べ

き
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、
い
か
め
し
く
聞
き
し
御
賀
の
事
を
、
女

二
の
宮
の
御
方
ざ
ま
に
は
言
ひ
な
さ
ぬ
も
、
労
あ
り
と
思
す
。

（
若
菜
下

四

2
6
7
頁）

（
お
）
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
「
乳
母
」
の
会
話
文
中
の
用
例
で
、
「
と

り
わ
け
、
貴
い
素
姓
の
お
方
を
と
の

d
剥
劃
が
強
く
て
」
と
解
釈

で
き
る
。
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
頭
注
に
は
、
「
血
筋
の
貴
い
女

性
を
得
た
い
と
の
願
い
。
源
氏
の
妻
妾
た
ち
の
う
ち
、
紫
の
上
・

末
摘
花
は
親
王
の
娘
。
他
は
臣
下
の
娘
で
あ
る
。
こ
こ
は
暗
に
皇

女
を
と
の
願
望
が
あ
っ
た
こ
と
を
に
お
わ
せ
る
。
」
と
あ
る
が
、

こ
こ
で
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
、
「
『
や
む
ご
と
な
き
御
願
ひ
』
（
が
）

深
く
て
」
と
無
助
辞
の
主
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ω）
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
柏
木
と
源
氏
と
の
対
話
で
、
柏
木
の

会
話
文
中
の
用
例
で
あ
る
。
「
朱
雀
院
は
ま
す
ま
す
ひ
っ
そ
り
と

し
た
様
子
で
仏
道
に
専
念
な
さ
っ
て
、
「
仰
々
し
い
儀
式
を
お
待
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ち
受
け
あ
そ
ば
す
こ
と
は
、
お
望
み
で
な
い
よ
う
に
お
見
受
け
い

た
し
ま
し
た
の
で
、
何
事
も
簡
素
に
な
さ
い
ま
し
て
、
静
か
に
お

話
し
あ
い
を
あ
そ
ば
し
た
い
と
い
う
院
の
強
い
創
闘
が
実
現
な
さ

る
ほ
う
が
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
ら
れ
る

の
で
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
「
ね
が
ふ
」
が
副
詞
句
化

し
た
「
願
は
し
く
も
」
と
近
接
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
が
、
「
か

な
ふ
」
対
象
と
し
て
「
ね
が
ふ
」
が
出
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
1
6
1
2、
御
願
ひ
＋
は

（
引
）
（
略
）
仲
人
「
（
略
）
『
（
略
）
さ
す
が
に
そ
の
側
劇
酬
は
あ

な
が
ち
な
る
や
う
に
て
、
を
さ
を
さ
承
け
ら
れ
た
ま
は
で
、
け
劣

り
て
お
は
し
通
は
ん
こ
と
使
な
か
る
べ
き
よ
し
を
な
む
、
切
に
識

り
申
す
人
々
あ
ま
た
は
べ
る
な
れ
ば
、
た
だ
今
思
し
わ
づ
ら
ひ
て

な
む
、
（
略
）
』
と
仰
せ
ら
れ
つ
れ
ば
」
と
言
ふ
に
、
（
略
）

--1.... 
／、

初
頁
）

（
東
屋

（
必
）
妹
尼
「
心
地
よ
げ
な
ら
ぬ
側
闘
訓
は
、
聞
こ
え
か
は
し
た

ま
は
ん
に
、
つ
き
な
か
ら
ぬ
さ
ま
に
な
む
見
え
は
ベ
れ
ど
、
例
の

い
と
う
た
た
あ
る
ま
で
世
を
恨
み
た
ま
ふ
め

れ
ば
、
残
り
少
な
き
齢
の
人
だ
に
、
今
は
と
背
き
は
べ
る
時
は
、

人
に
て
あ
ら
じ
と
、

い
と
も
の
心
細
く
お
ぼ
え
は
べ
り
し
も
の
を
、
世
を
こ
め
た
る
さ

か
り
に
て
は
、
つ
ひ
に
い
か
が
、
と
な
ん
見
た
ま
へ
は
べ
る
」
と
、

親
が
り
て
言
ふ
。

（
手
習

--1.... 
／、

3
0
3頁）

（
叫
）
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
「
仲
人
」
の
会
話
文
中
の
用
例
で
、
「
や

は
り
そ
う
し
た
お
望
み
は
無
理
な
よ
う
で
、
ほ
と
ん
ど
婿
と
し
て

は
お
認
め
ら
れ
に
な
ら
ず
、
ほ
か
よ
り
も
何
か
と
劣
っ
た
扱
い
で

通
う
と
い
う
の
は
不
都
合
な
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
解
釈
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
「
御
ね
が
ひ
」
は
係
助
辞
「
は
」
と
承
接
し
て
い
る
。

（
位
）
「
御
ね
が
ひ
」
は
「
妹
尼
」
の
会
話
文
中
の
用
例
で
、
「
楽

し
げ
な
ら
ぬ
人
を
と
の

d
剥
劉
で
し
た
ら
、
あ
の
人
は
お
つ
き
あ

’aA
 

η
F
U
 

い
な
さ
い
ま
す
の
に
不
似
合
い
で
は
な
さ
そ
う
に
見
え
ま
す
け
れ

ど
も
」
と
解
釈
で
き
、
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
頭
注
に
は
、
「
苦

労
を
し
悩
み
を
も
っ
た
女
を
妻
に
し
た
い
、
と
の
中
将
の
希
望
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
係
助
辞
「
は
」
と
承
接
し

て
い
る
。



2
1
6
1
3、
御
願
ひ
＋
に

（
必
）
浜
の
さ
ま
、
げ
に
い
と
心
こ
と
な
り
。
人
し
げ
う
見
ゆ
る

の
み
な
む
、
側
闘
訓
に
背
き
け
る
。

2
2
4頁）

（
明
石
二

（
似
）
中
の
君
「
あ
は
れ
な
る
側
闘
訓
に
、
ま
た
、
う
た
て
御
手

洗
川
近
き
心
地
す
る
人
形
こ
そ
、
思
ひ
や
り
い
と
ほ
し
く
は
べ
れ
。

黄
金
求
む
る
絵
師
も
こ
そ
な
ど
、
う
し
ろ
め
た
く
ぞ
は
べ
る
や
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
蕪
「
そ
よ
。
そ
の
工
匠
も
絵
師
も
、
い
か
で
か

州
叫
凶
州
刻
刻
ベ
き
わ
ざ
な
ら
ん
。
近
き
世
に
花
降
ら
せ
た
る
工

匠
も
は
ベ
り
け
る
を
、
さ
や
う
な
ら
む
変
化
の
人
制
州
制
」
と
、

と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
忘
れ
ん
方
な
き
よ
し
を
、
嘆
き
た
ま
ふ
気
色

の
心
深
げ
な
る
も
い
と
ほ
し
く
て
、
（
略
）（

宿
木

4
3
7頁）

五

（
必
）
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
、
「
浜
の
様
子
は
、
な
る
ほ
ど
じ
つ
に

特
別
の
風
情
が
あ
る
。
人
の
往
き
来
が
多
そ
う
に
見
え
る
の
だ
け

が
、
（
「
静
や
か
に
隠
ろ
ふ
べ
き
隈
」
を
期
待
し
て
い
た
源
氏
の
）

君
の

d
剥
割
に
添
わ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ

こ
で
は
、
「
背
く
」
対
象
と
し
て
出
現
し
、
助
辞
「
に
」
と
承
接

し
て
い
る
。

（
制
）
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
蕪
と
中
の
君
と
の
会
話
で
、
中
の
君

の
会
話
文
中
の
用
例
で
あ
る
。
ま
た
、
「
心
に
は
料
刻
刻
」
「
人
制

州
制
」
と
希
望
の
助
辞
表
現
と
近
接
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
あ

り
が
た
い
お
志
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
こ
こ

で
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
、
助
辞
「
に
」
と
承
接
し
て
い
る
。

2
1
6
1
4、
御
願
ひ
を
ば

（
必
）
ほ
ど
も
す
こ
し
離
れ
た
る
に
、
お
の
づ
か
ら
も
の
言
ひ
さ

が
な
き
海
人
の
子
も
や
立
ち
ま
じ
ら
ん
と
思
し
悌
る
ほ
ど
を
、
さ

れ
ば
よ
と
思
ひ
嘆
き
た
る
を
、
げ
に
、
い
か
な
ら
む
と
、
入
道
も

倒
剰
倒
闘
訓
を
ぱ
忘
れ
て
、
た
だ
こ
の
御
気
色
を
待
つ
こ
と
に
は

す
。
今
さ
ら
に
心
を
乱
る
も
、
い
と
い
と
ほ
し
げ
な
り
。

内

4
円，
u

（
明
石

2
4
8頁）

（
必
）
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
、
「
入
道
も
粗
鋼
z

は
忘
れ

て
、
源
氏
の
君
の
御
入
来
を
待
ち
受
け
る
こ
と
だ
け
に
か
か
り
き

り
で
い
る
。
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
「
極
楽
」
と
あ
り
、

主
体
が
「
入
道
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
仏
典
と
の
関
連
性
を
指



摘
で
き
る
が
、
「
御
ね
が
い
」
は
「
忘
る
」
対
象
と
し
て
出
現
し
、

助
辞
「
を
ば
」
と
承
接
し
て
い
る
。

2
1
6
1
5、
御
願
い
＋
の

（
必
）
も
と
あ
り
け
る
池
山
を
も
、
便
な
き
所
な
る
を
ば
崩
し
か

へ
て
、
水
の
お
も
む
き
、
山
の
お
き
て
を
あ
ら
た
め
て
、
さ
ま
ざ

ま
に
、
御
方
々
の
側
劇
削
の
心
ぱ
へ
を
造
ら
せ
た
ま
へ
り
。

（
少
女

η
頁）

（
必
）
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
「
地
の
文
」
の
用
例
で
、
「
（
梅
査
中
宮
、

花
散
里
、
明
石
の
君
な
ど
の
）
四
つ
の
町
そ
れ
ぞ
れ
に
住
む
御
方
々

の
希
望
の
趣
向
（
に
添
う
よ
う
な
風
趣
）
を
お
造
り
に
な
ら
れ
た
。
」

と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
の
「
御
ね
が
ひ
」
は
「
の
」
を
介
在
し

「
心
ぱ
へ
」
を
修
飾
す
る
連
体
修
飾
用
法
で
あ
る
。

3
、
お
わ
り
に

以
上
、
中
古
和
文
の
「
ね
が
ふ
」
「
ね
が
ひ
」
の
意
味
用
法
を

考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
動
調
「
ね
が
ふ
」
は
、
「
自
力
で
は
実
現
・

成
就
が
む
ず
か
し
い
た
め
、
他
力
を
期
待
し
て
い
る
、
こ
う
な
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
考
え
」
で
あ
り
、
助
辞
に
よ
る
希
望
表
現
の
「
詠

嘆
的
希
望
表
現
」
と
極
め
て
近
似
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ね
が
ふ
」
が
中
古
和
文
に

出
現
す
る
場
合
は
、
仏
典
と
の
関
連
性
が
あ
る
場
合
が
多
い
が
、

実
現
困
難
で
あ
る
こ
と
が
仏
典
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
恩

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
助
辞
に
よ
る
希
望
表
現
と
意
味
的
に
重

な
る
面
が
あ
り
、
中
古
和
文
に
出
現
す
る
必
然
性
は
低
か
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
動
詞
「
ね
が
ふ
」
は
、

「
ね
が
は
く
は
」
の
よ
う
に
、
副
詞
句
化
す
る
用
法
も
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、
希
望
表
現
形
式
に
出
現
す
る
、
助
辞
「
か
し
」
の

変
遷
過
程
と
近
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

qo 
q
L
 

「
の
ぞ
む
」
等
の
、
他
の
希
望
表
現
を
担
う
動
詞
に
つ
い
て
は
、

別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

ご
教
授
賜
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。



（注）
（注
l
）
大
野
晋
編
（
No－
－
）
「
古
典
基
礎
語
辞
典
」
で
は
、
「
ね
が
ふ
」

を
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
（
傍
線
は
稿
者
）
。

ネ
ガ
フ
は
、
神
仏
や
他
人
の
助
力
、
ま
た
は
、
恵
み
よ
っ
て
自
分

の
求
め
る
こ
と
が
実
現
す
る
よ
う
に
求
め
祈
る
意
。
ま
た
、
単
に

物
事
の
実
現
や
獲
得
を
欲
す
る
意
。
「
請
ひ
願
ふ
」
の
形
で
、
ま
た
、

漢
文
訓
読
系
の
文
章
で
は
「
願
は
く
は
」
の
形
で
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
。
（
略
）
パ
汁
刈
凶
州
制
剖
凶
阿
湖
州
制
川
剖
州
司
刻
刻
d

ま
た
、
「
語
釈
」
を
、

①
神
仏
や
他
の
人
の
力
に
よ
っ
て
、
自
分
の
望
み
が
達
成
す
る
よ

う
に
、
心
を
尽
く
し
て
頼
む
。
（
万
・

4
4
7
0
）

②
あ
る
物
や
状
態
を
手
に
入
れ
た
い
と
思
う
。
得
た
い
と
思
う
。

（万・

5
4
8）

③
特
に
、
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
望
む
。
仏
法
を
得
た
い
、

仏
道
に
入
り
た
い
と
思
う
。

と
す
る
が
、
森
田
良
行
（
H
S
S
の
指
摘
と
同
じ
く
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

「
日
葡
辞
書
』
で
は
、

zom包
・
o
b
s
・
ネ
ガ
イ
、
ゥ
、
ゥ
タ
（
願
い
、
ふ
、
う
た
）
願
い
望

む
0

4

百

o
u
S
5
5問
。
・
（
後
生
を
願
ふ
）
救
霊
を
願
い
望
む
。

zom包
・
ネ
ガ
イ
（
願
ひ
）
願
望
。

zomgω
の

Z
E－
－
ネ
ガ
ワ
ク
ワ
（
願
は
く
は
）
ど
う
か
・
・
・
で
あ
っ

て
ほ
し
い
、
ま
た
は
、
デ
ウ
ス
（
D
e
o
s

神
）
の
思
し
召
し

-24-

に
か
な
い
ま
す
よ
う
に
。

zomg良
P
ネ
ガ
ワ
、
ン
ユ
ウ

（
願
は
し
う
）

川
山
町
罰
則

ιo

FE障
問
言
”

の
よ
う
に
、
直
接
的
な
神
仏
の
記
載
は
な
い
が
、
例
文
や
仏
教
の

「
願
ひ
の
糸
」
を
掲
載
し
て
お
り
、
「
神
仏
な
ど
人
智
を
超
え
る
対

象
に
祈
念
」
す
る
と
い
う
関
連
性
が
想
起
さ
せ
る
。

（
参
考
文
献
）

大
野
晋
編
（
No－
－
）
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』

築
島
裕
（

5
8）
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
」



森
田
良
行
（
巴
∞
也
）
『
基
礎
日
本
語
辞
典
』

森
脇
茂
秀
（
邑
宏
）
「
希
望
表
現
の
一
形
式
！
助
辞
「
も
が
」
・
「
て

し
か
」
形
を
中
心
に

l
」
「
山
口
国
文
」
口

森
協
茂
秀
（
H
U
U
U
）
「
終
助
辞
「
か
し
」
を
め
ぐ
っ
て
｜
中
世
後

期
を
中
心
に
｜
」
「
山
口
国
文
」
忽

森
脇
茂
秀
（
N
0
0
0
）
「
希
望
の
助
辞
「
も
が
な
」
「
が
な
」
を
め
ぐ
っ

て
（
ご
」
「
別
府
大
学
国
語
国
文
学
」
必

森
脇
茂
秀
（
M
o
o
－
）
「
希
望
の
助
辞
「
も
が
な
」
「
が
な
」
を
め
ぐ
っ

て
（
二
）
」
「
山
口
国
文
」
倒
的
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h
u
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