
い
る
宗
祇
の
上
体
を
揺
す
る
と
、
宗
祇
は
目
を
覚
ま
し
、
夢
の
中
で
定
家

卿
に
会
っ
た
と
宗
長
に
語
っ
た
。
そ
し
て
、式
子
内
親
王
歌
の
上
句
を
吟
じ
、

旅
中
、
鎌
倉
近
き
所
で
巻
い
た
千
句
連
歌
の
中
の
前
句
を
詠
ん
で
、
後
を

付
け
る
よ
う
に
言
う
と
、
灯
火
が
消
え
る
よ
う
に
静
か
に
息
を
ひ
き
と
っ

た
、
と
い
う
。

　

こ
の
逸
話
に
は
、宗
祇
の
「
意
識
の
混
濁
」
や
、宗
祇
自
身
の
能
「
定
家
」

へ
の
関
心
を
読
み
取
る
解
釈
が
出
さ
れ
て
い
る（
金
子
金
治
郎「
宗
祇
と
私
」

『
連
歌
師
宗
祇
』
箱
根
町
立
郷
土
資
料
館 

平
成
二
年
刊 

所
収
）。
宗
祇
の
真

意
は
わ
か
ら
ぬ
も
の
の
、
恐
ら
く
宗
祇
は
、
臨
終
の
床
で
、
歌
聖
定
家
と

夢
に
会
っ
た
と
満
ち
足
り
た
表
情
で
語
っ
た
後
、
自
ら
の
死
を
悟
る
が
如

く
「
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
」
と
式
子
内
親
王
詠
歌
の
上
句
を
吟
じ

た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
祇
の
臨
終
に
お
け
る
言
動
を
、

「
夢
で
定
家
に
お
会
い
に
な
っ
て
本
懐
を
遂
げ
ら
れ
た
宗
祇
が
、
こ
ん
ど
は

式
子
内
親
王
と
な
っ
て
歌
を
吟
ぜ
ら
れ
た
。
ま
る
で
能『
定
家
』の
よ
う
に
」

と
、
解
釈
し
た
の
は
宗
長
で
あ
る
。
宗
長
は
、
師
宗
祇
の
臨
終
の
場
面
を
、

そ
の
生
涯
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
書
き
留
め
、
宗
祇
の
死
を
荘し

ょ
う
ご
ん厳

し
た

と
見
る
方
が
自
然
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

　

能
「
定
家
」
は
、
式
子
内
親
王
に
対
す
る
「
定
家
の
執
心
葛
と
な
つ
て
、

お
ん
墓
に
這
ひ
纏
ひ
て
互
の
苦
し
み
離
れ
や
ら
」（
宝
山
寺
蔵
禅
鳳
自
筆
本

「
定
家
」
問
答
）
ぬ
様
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
式
子
内
親
王
が
賀
茂
社
の

斎
院
を
退
位
し
た
年
、
定
家
は
未
だ
八
歳
の
少
年
で
あ
り
、「
定
家
の
卿
忍

能
「
定
家
」
寸
見

大
谷 

節
子

神
戸
女
子
大
学
教
授

　

文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
七
月
晦
日
、
旅
の
途
上
、
箱
根
山
麓
湯
本
の

地
で
八
十
二
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
宗
祇
の
最
期
を
、
宗
長
は
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　

国
府
津
と
云
所
に
旅
宿
を
求
め
て
、
一
夜
を
明
し
侍
り
し
に
、
駿

河
の
迎
へ
の
馬
、
人
、
輿こ

し

な
ど
も
見
え
、
素そ

じ
ゅ
ん純

、
馬
を
馳は

せ
て
来
り

向
は
れ
し
か
ば
、
力
を
得
て
、
明
く
れ
ば
箱
根
山
の
麓
、
湯
本
と
い

ふ
所
に
着
き
し
に
、
道
の
ほ
ど
よ
り
少
し
快
げ
に
て
、
湯ゆ

づ
け漬

な
ど
食く

ひ
、
物
語
う
ち
し
、
ま
ど
ろ
ま
れ
ぬ
。

　

お
の
〳
〵
心
を
の
ど
め
て
、
明
日
は
此こ

の

山
を
越
す
べ
き
用
意
せ
さ

せ
て
、
う
ち
休
み
し
に
、
夜
中
過
る
ほ
ど
い
た
く
苦
し
げ
な
れ
ば
、

押
し
動
か
し
侍
れ
ば
、「
た
ゞ
今
の
夢
に
定
家
卿
に
会
ひ
た
て
ま
つ

り
し
」
と
言
ひ
て
、「
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
」
と
い
ふ
歌
を

吟
ぜ
ら
れ
し
を
、
聞
く
人
、「
是
は
式
子
内
親
王
の
御
歌
に
こ
そ
」

と
思
へ
る
に
、
又
此
た
び
の
千
句
の
中
に
あ
り
し
前
句
に
や
、「
眺

む
る
月
に
た
ち
ぞ
う
か
る
ゝ
」
と
い
ふ
句
を
沈
吟
し
て
、「
我
は
付

が
た
し
。
皆
々
付
侍
れ
」
な
ど
た
は
ぶ
れ
に
言
ひ
つ
ゝ
、
灯と

も
し
び火

の
消
ゆ

る
や
う
に
し
て
息
も
絶
え
ぬ
。　
　
　
　
　
（
宗
長
『
宗
祇
終
焉
記
』）

越
後
か
ら
江
戸
、
鎌
倉
、
箱
根
と
旅
を
続
け
た
宗
祇
は
、
湯
本
で
の
一

夜
、
湯
漬
け
を
口
に
し
た
後
、
床
に
就
い
た
。
夜
半
過
ぎ
、
う
な
さ
れ
て



び
忍
び
の
お
ん
契
り
浅
か
ら
ず
」（
同
曲
問
答
）
と
い
う
事
実
は
認
め
難
い
。

し
か
し
、
歌
の
家
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
若
く
よ
り
歌
才
優
れ
た
定
家
と
、

稀
代
の
女
性
歌
人
式
子
内
親
王
と
の
間
に
は
、
歌
の
添
削
を
め
ぐ
っ
て
の

交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
（
佐
藤
恒
雄
氏
「
後
深
草
院
御
記

の
一
断
面
」『
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
五
十
二
号
一
九
七
四
年
）。
忍
ぶ
恋

の
歌
を
多
く
詠
ん
だ
式
子
内
親
王
と
定
家
と
の
恋
物
語
は
、
こ
の
よ
う
な

と
こ
ろ
か
ら
後
世
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
能
に
先
行
す
る
具

体
的
な
典
拠
と
し
て
、『
源
氏
大
綱
』
に
見
え
る
次
の
記
述
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』）。

一
、
あ
る
物
語
に
、
式
子
内
親
王
に
定
家
の
卿
、
心
を
か
け
て
、
し

の
び
契ち

ぎ
り給

ふ
を
、
後
鳥
羽
院
聞き

こ
し
め
し

召
て
、
内な

い
し
ん
の
う

親
王
を
め
し
て
、
大お

お
いに

ち

か
い
を
さ
せ
給
へ
り
。
内
親
王
、
明あ

く

る
よ
り
ち
ぎ
る
べ
か
ら
ず
と
て
、

せ
い
も
ん
を
た
て
、
扨さ

て

、
其そ

の

く
れ
に
内
親
王
、
定
家
卿
へ
、

　

な
が
ら
へ
て
あ
す
ま
で
人
は
つ
ら
か
ら
じ
此こ

の

夕
暮
に
と
は
ば
と
へ
か
し

御み
か
ど門

の
前
に
て
ち
か
い
を
た
つ
る
程
に
、
明
る
よ
り
参ま

い
りあ

ふ
べ
か
ら

ず
と
い
ふ
歌
也
。
其
暮
に
定
家
卿
来
り
給
へ
ば
、
内
親
王
手
を
と
り
、

涙
を
は
ら
〳
〵
と
な
が
し
、
お
も
て
を
む
ね
に
を
し
あ
て
、
く
だ
ん

の
い
し
ゆ
を
語

か
た
り

給
へ
り
。
此
思お

も
いが

は
じ
め
と
成
て
、
定
家
卿
、
後
に

し
せ
り
。
内
親
王
も
は
て
給
ふ
。
さ
れ
ば
定
家
卿
の
お
も
ひ
、
か
づ

ら
と
成
て
、内
親
王
の
は
か
を
と
り
ま
き
給
ふ
。
其
時
、定
家
卿
、歌
に
、

　

せ
め
て
げ
に
今
一ひ

と
た
び度

の
あ
ふ
事
は
わ
た
ら
ん
川
や
し
る
べ
な
る
ら
ん

（
稲
賀
敬
二
氏
蔵
『
源
氏
大
綱
』
中
世
文
芸
叢
書
2
『
中
世
源
氏  

物
語
梗
概
書
』
所
収
）

『
源
氏
大
綱
』
は
、
源
氏
物
語
の
梗
概
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ

る
が
、
右
の
記
述
は
一
読
し
て
、
能
「
定
家
」
の
梗
概
を
読
ん
で
い
る
の

か
と
錯
覚
を
覚
え
る
ほ
ど
「
定
家
」
に
沿
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
結
論
を

先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
記
事
は
能
「
定
家
」
の
梗
概
で
は
あ
っ
て
も
、

能
「
定
家
」
の
典
拠
と
し
て
は
認
め
難
い
。

　

前
掲
『
中
世
源
氏
物
語
梗
概
書
』
所
収
の
稲
賀
敬
二
氏
の
解
説
に
拠
れ
ば
、

『
源
氏
大
綱
』
は
、
今
川
範
政
（
永
享
五
年
没
）『
源
氏
物
語
提
要
』（
以
下
、

『
提
要
』
と
略
称
）
を
「
抄
出
」「
増
補
」
し
た
も
の
で
、『
提
要
』
六
冊
本
の

奥
書
に
記
さ
れ
る
同
書
成
立
年
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
を
あ
ま
り
下
ら
ぬ

頃
の
成
立
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
同
書
の
記
述
が
能
「
定
家
」

の
典
拠
で
あ
る
こ
と
に
疑
義
を
覚
え
る
の
は
、
先
に
引
用
し
た
記
述
が
、『
提

要
』
に
は
見
え
ず
、『
源
氏
大
綱
』
に
の
み
見
え
る
増
補
記
事
の
一
つ
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
増
補
記
事
の
中
に
は
、「
野
宮
の
能
」
と
い
う
、
明
ら
か
に
能

の
影
響
下
に
あ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

七
の
巻
を
榊
と
い
ふ
は
、
六
条
の
御
息
所
の
女
、
せ
ん
ぼ
う
は
げ

ん
じ
の
お
ぢ
な
れ
ば
、
げ
ん
じ
の
い
と
こ
な
り
。
葵
の
上
の
お
ん
り

や
う
に
な
り
給
ふ
故
に
、
人
、
御
息
所
を
お
そ
ろ
し
く
お
も
ひ
参
ら

せ
け
る
ゆ
へ
に
、
つ
み
す
る
也
。
此
娘
、
伊
勢
の
斎
宮
に
た
ち
下
り

給
へ
り
。
野
々
宮
は
さ
が
な
り
。
の
ゝ
宮
の
能
は
是
を
つ
く
る
な
り
。

む
す
め
下
給
ふ
に
そ
ひ
て
御
息
所
も
下
給
ふ
也
。（
前
掲『
源
氏
大
綱
』）

右
の
傍
線
の
一
文
は
『
提
要
』
に
は
見
え
ぬ
増
補
箇
所
で
あ
り
、『
源
氏
大
綱
』

の
作
者
は
、『
源
氏
物
語
』榊
の
巻
の
梗
概
を
述
べ
る
途
上
で
、禅
竹
作
の
能「
野

宮
」
を
想
起
し
、「
野
宮
の
能
は
、榊
の
巻
の
こ
の
話
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
」
と
、

『
提
要
』
の
記
述
か
ら
い
さ
さ
か
脱
線
、補
足
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、



『
大
綱
』
を
編
ん
だ
作
者
は
、
源
氏
物
語
の
該
当
箇
所
に
関
連
す
る
能
を
連
想

し
て
加
筆
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

で
は
、
先
に
引
用
し
た
「
定
家
」
に
関
す
る
『
源
氏
大
綱
』
の
記
述

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
引
用
は
、
真
木
柱
の
巻
の
増
補
記
事
で
あ
る
。

鬚
黒
の
大
将
を
夫
と
定
め
た
玉
葛
に
対
し
て
、
な
お
も
玉
葛
へ
の
愛
情
を

露
わ
に
し
て
憚
ら
な
い
源
氏
の
詠
歌
「
お
り
た
ち
て
く
み
は
み
ね
ど
も
渡

り
河
人
の
せ
と
は
た
契
ら
ざ
り
し
を
」
に
対
し
て
、『
提
要
』
は
、
ま
ず
次

の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。

夫
婦
契
り
を
な
す
に
、
お
と
こ
さ
き
に
死
す
れ
ば
、
三
途
に
て
婦
を

つ
れ
て
渡
る
。
妻
が
先
に
死
し
て
も
ま
た
か
く
の
ご
と
く
也
。
げ
ん

じ
の
歌
の
心
は
、
わ
れ
も
三
途
の
川
ま
で
も
契
る
べ
き
に
、
な
ん
ぞ

人
の
せ
と
な
る
と
あ
そ
ば
し
給
へ
り
。

私
（
源
氏
）
は
、
夫
婦
と
は
い
ず
れ
が
先
に
死
ん
で
も
、
三
途
の
川
で
相

手
を
待
っ
て
一
緒
に
渡
る
も
の
で
あ
り
、
私
が
三
途
の
川
を
一
緒
に
渡
る

の
は
あ
な
た
（
玉
葛
）
だ
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
、
あ
な
た
は

他
の
男
を
夫
に
す
る
の
で
す
か
。
源
氏
の
詠
歌
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た

『
提
要
』
に
続
け
て
、『
源
氏
大
綱
』
は
、「
あ
る
物
語
に
」
と
し
て
、
先
に

引
用
し
た
定
家
と
式
子
内
親
王
の
話
を
加
筆
し
て
い
る
。
榊
の
巻
に
お
い

て
、「
の
ゝ
宮
の
能
は
是
を
つ
く
る
な
り
」
と
補
筆
し
た
よ
う
に
、『
大
綱
』

作
者
は
、
源
氏
の
詠
歌
に
、
死
後
も
相
手
へ
の
執
心
を
持
ち
続
け
よ
う
と

す
る
男
性
の
執
心
の
強
さ
を
観
取
し
、
死
後
、
葛
と
な
っ
て
式
子
内
親
王

の
墓
を
取
り
巻
く
定
家
の
執
心
を
描
い
た
能
「
定
家
」
の
物
語
を
連
想
し

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。『
提
要
』
が
説
き
起
こ
す
「
あ
る
物
語
」
と

は
、
他
な
ら
ぬ
能
「
定
家
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
釈
書
が
能
の
影
響
を
受
け
て
い
る
一
例
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

式
子
内
親
王
へ
の
思
い
断
ち
難
き
定
家
の
執
心
が
「
執
心
の
定
家
葛
」

と
な
っ
て
死
後
も
「
御
墓
に
這
ひ
ま
と
」
う
能
「
定
家
」
は
、
女
性
の
執

心
が
蛇
体
と
な
っ
て
鐘
に
巻
き
付
く
能
「
鐘
巻
」（
道
成
寺
の
古
曲
）
と
同

じ
く
、
邪
淫
の
妄
執
の
苦
悩
と
そ
の
救
済
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
葛
の

呪
縛
と
い
う
発
想
に
は
、
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
先
行
曲
「
葛
城
」
の

影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
（
落
合
博
志
氏
「〈
定
家
〉
覚
え
書
」
橋
の

会
第
十
一
回
公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
。
一
九
八
三
年
）、
こ
の
構
想
の
典
拠
を

他
に
求
め
る
必
要
は
な
い
。
女
体
の
神
の
苦
悩
と
救
済
を
描
い
た
世
阿
弥

作
の
「
葛
城
」
か
ら
、
禅
竹
は
斎
院
と
い
う
、
神
な
ら
ぬ
、
し
か
し
、
人

と
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
女
体
の
苦
悩
と
救
済
を
描
く
作
品
を
作
っ
た

の
で
あ
る
。

　
「
定
家
」
の
ク
セ
後
半
に
お
い
て
、
語
る
主
体
に
式
子
内
親
王
と
定
家
の

交
錯
が
見
ら
れ
る
点
が
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
が
「
松
風
」

の
移
り
舞
で
、
そ
し
て
「
井
筒
」
に
お
い
て
は
舞
に
加
え
て
詞
章
の
上
で

も
確
立
し
た
手
法
、
す
な
わ
ち
、
シ
テ
の
姿
に
業
平
の
面
影
を
重
ね
、
有

常
の
息
女
自
身
と
、
息
女
の
心
の
中
の
業
平
と
を
渾
然
一
体
と
す
る
手
法

を
、
禅
竹
は
、
執
心
を
描
く
こ
の
「
定
家
」
に
お
い
て
用
い
て
い
る
。
死

後
も
相
手
の
女
性
へ
の
執
心
を
消
す
こ
と
が
で
き
ず
、
相
手
と
自
ら
を
苦

し
め
続
け
る
「
通
小
町
」
に
お
い
て
、
男
女
は
シ
テ
と
ツ
レ
の
別
個
の
人

体
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
葛
藤
が
可
視
化
さ
れ
る
。「
定
家
」
は
、
こ
れ

を
シ
テ
に
一
元
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
葛
と
な
っ
て
式
子
内
親
王
の
墓
に

�
い
纏
う
定
家
の
苦
悩
が
、
す
な
わ
ち
式
子
内
親
王
の
苦
悩
で
も
あ
っ
た
。

執
心
の
葛
に
よ
っ
て
墓
石
を
呪
縛
さ
れ
る
苦
悩
に
「
苦
し
み
の
中
の
快
楽
」

（
日
文
研
叢
書
37
『
桂
坂
謡
曲
談
義
』）
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
少
な
く
と

も
禅
竹
の
意
図
に
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。




