
 
 

源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
緊
張
の
持
続
〉
の
表
現 

 
 

 
 

―
「
精
進
」「
修
法
」「
祈
り
」
「
行
ひ
」
を
め
ぐ
っ
て

― 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土 

居 

裕 

美 

子 

 

  
 

一 

は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在
― 

  

〈
緊
張
の
持
続
〉
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る

一
階
梯
と
し
て
、
ま
ず
〈
精
神
的
な
緊
張
の
緩
和
〉
を
表
す
「
た
ゆ
む
」
を
手

掛
か
り
と
し
た
い
。
平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
、〈
緊
張
の
緩
和
〉
を
表
す
語
「
た

ゆ
む
」
の
前
提
と
な
る
「
（
精
神
的
な
）
緊
張
」
は
、
本
来
、
時
間
的
に
持
続
・

継
続
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
枕
草
子
に
あ
る
よ
う

に 

 
 

た
ゆ
ま
る
る
も
の 

精
進
の
日
の
行
ひ
。
日
遠
き
い
そ
ぎ
。
寺
に
久
し
く 

 
 

 
 
 
 

籠
た
る
（
注
１
）
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
枕
草
子 

た
ゆ
ま
る
る
も
の
） 

「
精
進
の
日
の
勤
行
」
、
「
当
日
ま
で
日
数
が
あ
る
行
事
の
準
備
」
、
「
寺
に
長
く

参
籠
す
る
時
」
、
の
三
点
は
、
い
ず
れ
も
緊
張
を
持
続
す
べ
き
重
要
な
行
事
で
あ

る
が
、
特
に
後
者
の
二
例
は
、
「
遠
き
」
「
久
し
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
長
い
期

間
か
ら
く
る
緊
張
の
跡
切
れ
が
「
た
ゆ
ま
る
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、

枕
草
子
に
お
い
て
〈
緊
張
を
持
続
す
べ
き
行
事
〉
の
代
表
と
さ
れ
る
、
「
精
進
」

は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
物
語
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
。 

 

源
氏
物
語
に
「
精
進
」
の
語
は
三
例
見
ら
れ
る
。「
精
進
」
す
る
主
体
は
、
源

氏
二
例
、
薫
一
例
で
あ
る
（
注
２
）
。 

 
 

①
院
へ
ま
ゐ
り
給
へ
れ
ば
、
い
と
い
た
う
面
痩
せ
に
け
り
、
精
進
に
て
日 

 
 

 

を
経
る
け
に
や
、
と
心
ぐ
る
し
げ
に
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
前
に
て
物
な 

 
 

 

ど
ま
ゐ
ら
せ
給
て
、
と
や
か
く
や
と
お
の
し
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
さ
せ
給 

 
 

 

へ
る
さ
ま
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し
。 

 
 

 

（
葵 

一3
2
7

②
） 

 
 

②
あ
は
れ
に
う
ち
眺
め
つ
ゝ
、
御
精
進
に
て
、
御
簾
お
ろ
し
こ
め
て
お
こ 

 
 

 

な
は
さ
せ
給
ふ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
澪
標 

二1
2
1

⑪
） 

 
 

③
な
を
、
こ
の
御
け
は
ひ
あ
り
さ
ま
を
聞
き
給
た
び
ご
と
に
、
な
ど
て
む 

 
 

 

か
し
の
人
の
御
心
お
き
て
を
も
て
た
が
へ
て
思
ひ
隈
な
か
り
け
ん
と
、 

 
 

 

悔
ゆ
る
心
の
み
ま
さ
り
て
、
心
に
か
ゝ
り
た
る
も
む
つ
か
し
く
、
な
ぞ 

 
 

 

や
、
人
や
り
な
ら
ぬ
心
な
ら
ん
と
思
返
給
ふ
。
そ
の
ま
ゝ
に
、
ま
た
精 

 
 

 

進
に
て
、
い
と
ゞ
た
ゞ
お
こ
な
ひ
を
の
み
し
給
ひ
つ
ゝ
、
明
か
し
暮
ら 

 
 

 

し
給
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
宿
木 

五4
7

⑦
） 

 
用
例
①
の
「
精
進
」
を
行
う
主
体
は
源
氏
で
あ
る
。
葵
上
の
死
後
、
桐
壷
院

の
も
と
を
訪
ね
た
源
氏
の
憔
悴
し
た
様
子
に
驚
き
、
院
は
源
氏
が
葵
上
の
喪
に

服
し
て
精
進
潔
斎
を
行
っ
た
日
数
の
長
さ
を
慮
る
。
用
例
②
の
「
精
進
」
も
、

源
氏
が
主
体
と
し
て
主
催
す
る
も
の
で
あ
る
。
六
条
御
息
所
の
死
後
、
源
氏
は

1



御
息
所
を
し
の
び
、
周
囲
の
簾
を
す
べ
て
下
し
て
僧
に
勤
行
を
さ
せ
る
。
用
例

③
は
、
薫
の
「
精
進
」
の
様
子
で
あ
る
。
大
君
の
意
志
に
背
い
て
中
君
を
匂
宮

に
譲
っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
薫
は
、
大
君
の
死
後
、
一
心
に
精
進
の
日
々
を
送

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
例
の
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
精
進
」
の
表
現
で
は
、
い

ず
れ
も
「
精
進
に
て
」
の
形
式
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
日
を
経
」「
御
簾
お
ろ
し
こ
め

て
お
こ
な
は
す
」「
い
と
ゞ
た
ゞ
お
こ
な
ひ
を
の
み
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、（
１
）

日
数
を
か
け
、
（
２
）
他
か
ら
の
接
触
を
遮
断
し
た
状
態
で
、
（
３
）
そ
の
こ
と

の
み
に
集
中
し
て
行
わ
れ
る
、
の
三
点
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
前
提
が
〈
精
神
的
な
緊
張
〉
と
し
て
保
た
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の

前
提
が
崩
れ
た
状
態
を
、
平
安
時
代
和
文
で
は
「
た
ゆ
む
」
で
表
現
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

実
際
の
用
例
の
中
で
は
、
勤
行
や
安
産
祈
願
・
病
気
平
癒
の
祈
祷
が
、
先
に

指
摘
し
た
前
提
の
す
べ
て
を
保
っ
て
い
る
例
と
し
て
、「
た
ゆ
む
」
に
打
消
し
を

伴
っ
た
「
た
ゆ
ま
ず
」
や
、
形
容
詞
「
た
ゆ
み
な
し
」
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
。 

 
 

〇
わ
が
身
を
な
き
に
な
し
て
も
東
宮
の
御
世
を
平
か
に
お
は
し
ま
さ
ば
、 

 
 

 

と
の
み
お
ぼ
し
つ
ゝ
、
御
お
こ
な
ひ
た
ゆ
み
な
く
勤
め
さ
せ
給
ふ
。
人 

 
 

 

知
れ
ず
、
あ
や
う
く
ゆ
ゝ
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
事
し
あ
れ
ば
、
我 

 
 

 

に
そ
の
罪
を
軽
め
て
ゆ
る
し
給
へ
、
と
仏
を
念
じ
き
こ
え
給
に 

 

（
賢
木
） 

 
 

〇
「
月
ご
ろ
悩
ま
せ
給
へ
る
御
心
ち
に
、
御
お
こ
な
ひ
を
時
の
間
も
た
ゆ 

 
 

 

ま
せ
給
は
ず
せ
さ
せ
給
ふ
積
り
の
、
い
と
ど
い
た
う
く
づ
を
れ
さ
せ
給 

 
 

 

に 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
薄
雲
） 

 
 

〇
か
う
て
も
た
い
ら
か
に
だ
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
と
念
じ
つ
ゝ
、
御
修
法 

 
 

 

又
延
べ
て
た
ゆ
み
な
く
を
こ
な
は
せ
な
ど
、
よ
ろ
づ
に
せ
さ
せ
給
。 

 

（
柏
木
） 

 
 

〇
年
あ
ら
た
ま
り
て
は
、
何
ご
と
か
お
は
し
ま
す
ら
ん
。
御
祈
り
は
た
ゆ 

 
 

 

み
な
く
つ
か
う
ま
つ
り
侍
り
。
今
は
一
と
こ
ろ
の
御
こ
と
を
な
む
、
や 

 
 

 

す
か
ら
ず
念
じ
き
こ
え
さ
す
る
。
な
ど
聞
こ
え
て 

 
 

 

（
早
蕨
） 

源
氏
物
語
以
外
（
注
３
）
で
も
、
仏
道
修
行
や
加
持
祈
祷
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
用
い
ら
れ
る
。 

 
 

〇
七
月
の
内
に
は
、
お
ほ
や
け
の
事
い
と
あ
わ
た
だ
し
く
暇
な
き
中
に
も
、 

 
 

 

此
（
の
）
御
八
講
の
事
た
ゆ
み
給
は
ず
。
八
月
二
十
一
日
に
と
な
ん
定 

 
 

 

め
け
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
落
窪
物
語 

巻
之
三
） 

 
 

〇
内
大
臣
殿
、
世
の
中
危
う
く
お
ぼ
さ
る
ゝ
ま
ゝ
に
、
二
位
を
「
た
ゆ
む 

 
 

 

な

く
」
と
責
め
宣
へ
ば
、
二
位
え
も
い
は
ぬ
法
ど
も
を
、
我
も
し
、 

 
 

 

又
人
し
て
も
行
は
せ
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
栄
花
物
語 

巻
第
四
） 

 

「
精
神
的
な
緊
張
」
は
、
本
来
時
間
的
に
持
続
・
継
続
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
緩
和
さ
れ
る
「
た
ゆ
む
」
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
マ
イ
ナ
ス
の
状
況
を
生
み
出
す
、
望
ま
し
く
な
い
状
態
で
あ
る
。「
た
ゆ
ま
る

る
も
の
」
と
自
発
の
「
る
」
を
伴
う
こ
と
か
ら
も
、
緊
張
を
持
続
し
な
い
限
り

は
自
然
に
気
が
緩
ん
で
く
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 

本
稿
で
は
、「
修
法
」「
祈
り
」「
行
ひ
」
の
語
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
行
事
が
、

ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
表
現
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。 

   
 

二 

「
修
法
」
「
祈
り
」
に
つ
い
て 

  

源
氏
物
語
に
お
い
て
「
修
法
（
ず
ほ
う
）
」「
御
修
法
（
み
ず
ほ
う
）
」
の
語
は
、

合
計
三
十
六
例
認
め
ら
れ
、
登
場
人
物
の
病
や
出
産
、
死
に
際
し
て
、
僧
ら
に

2



よ
っ
て
行
わ
れ
る
加
持
祈
祷
と
し
て
描
か
れ
る
（
注
４
）
。
ま
た
、
「
修
法
」
の

類
例
と
し
て
僧
ら
に
よ
る
加
持
祈
祷
は
「
祈
り
（
い
の
り
）
」
「
御
祈
り
」
の
語

に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
御
祈
り
ど
も
」
を
含
め
て
三
十
六
例
見

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
登
場
人
物
の
個
別
な
思
い
を
込
め
た
「
祈
り
」

も
含
ま
れ
る
が
（
注
５
）
、
主
に
は
「
修
法
」
と
同
様
に
、
僧
た
ち
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
加
持
祈
祷
を
表
す
。
こ
こ
で
は
、
以
上
の
「
修
法
」「
祈
り
」
の
行
わ
れ

方
の
表
現
を
類
型
化
し
て
示
し
て
い
く
。

【
は
じ
む
（
始
）
】 

行
事
の
開
始

「
修
法
」
と
結
び
つ
く
動
詞
と
し
て
は
、「
す
（
せ
さ
せ
給
）
」「
行
ふ
（
お
こ

な
は
せ
給
）
」
ら
と
並
ん
で
「
は
じ
む
（
始
）
」
が
三
十
六
例
中
九
例
と
、
特
徴

的
に
認
め
ら
れ
る
。

①
多
く
の
人
の
心
を
尽
く
し
つ
る
日
ご
ろ
の
な
ご
り
す
こ
し
う
ち
や
す
み

て
、
今
は
さ
り
と
も
と
お
ぼ
す
。
御
す
ほ
う
な
ど
は
、
又

く
始
め
添

へ
さ
せ
給
へ
ど
、
ま
づ
は
け
う
あ
り
、
め
づ
ら
し
き
御
か
し
づ
き
に
、

皆
人
ゆ
る
へ
り
。

（
葵

一3
0
8

④
） 

②
例
の
、
阿
闍
梨
、
大
方
世
に
し
る
し
あ
り
と
聞
こ
ゆ
る
人
の
か
ぎ
り
、

あ
ま
た
請
じ
給
。
み
す
ほ
う
、
読
経
、
明
く
る
日
よ
り
始
め
さ
せ
給
は

む
と
て
、
殿
人
あ
ま
た
ま
ゐ
り
つ
ど
ひ
、
上
下
の
人
た
ち
さ
わ
ぎ
た
れ

ば
、
心
ぼ
そ
さ
の
名
残
な
く
頼
も
し
げ
な
り
。

（
総
角

四4
5
1

⑤
） 

用
例
①
は
、
葵
上
出
産
の
場
面
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
が
看
護
に
心
を
砕
い

た
何
日
間
か
の
の
ち
、
皇
子
が
誕
生
し
、
修
法
は
ま
た
始
め
る
け
れ
ど
、
人
々

の
少
し
緊
張
が
ゆ
る
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
。
ま
た
、
用
例
②
は
、
大
君
の
病

に
際
し
て
、
退
出
し
て
い
た
宇
治
山
の
阿
闍
梨
を
再
び
招
き
、
効
験
が
あ
る
と

世
評
の
高
い
僧
た
ち
ば
か
り
に
よ
る
病
気
平
癒
の
祈
祷
や
仏
典
読
誦
を
開
始
す

る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
「
祈
り
」
も
同
様
で
あ
る
。

③
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、
か
く
な
が
ら
と
も
あ
く
も
な
覧
を
御

覧
じ
は
て
ん
と
お
ぼ
し
め
す
に
、
「
け
ふ
始
む
べ
き
祈
り
ど
も
、
さ
る

べ
き
人
々
う
け
た
ま
は
れ
る
、
こ
よ
ひ
よ
り
」
と
聞
こ
え
急
が
せ
ば
、

わ
り
な
く
思
ほ
し
な
が
ら
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ふ
つ
。（

桐
壺

一
８
⑨
）

用
例
③
は
、
桐
壺
更
衣
死
去
近
く
の
場
面
で
あ
る
。
宮
中
の
禁
忌
を
破
っ
て

更
衣
の
死
を
見
届
け
よ
う
か
と
思
い
詰
め
る
帝
に
対
し
て
、
母
君
病
気
平
癒
の

祈
祷
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
修
法
」
は
、
動
詞
「
は
じ
む
（
始
）
」

と
結
び
つ
く
例
に
よ
り
、
加
持
祈
祷
の
行
事
の
「
開
始
」
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

【
の
ぶ
（
延
）
】 

行
事
の
延
長

次
に
注
目
さ
れ
る
動
詞
に
は
「
の
ぶ
（
延
）
」
が
あ
る
。
開
始
し
た
「
修
法
」

「
祈
り
」
の
「
験
」
が
効
果
的
に
現
れ
な
い
場
合
や
、
ま
だ
不
安
が
残
る
場
合

に
、
そ
の
加
持
祈
祷
は
延
長
さ
れ
る
。

④
か
う
て
も
た
い
ら
か
に
だ
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
と
念
じ
つ
ゝ
、
み
す
ほ

う
又
延

べ
て
た
ゆ
み
な
く
を
こ
な
は
せ
な
ど
、
よ
ろ
づ
に
せ
さ
せ
給
。 

（
柏
木

四2
0

④
）

⑤
名
残
も
恐
ろ
し
と
て
、
御
す
ほ
う
延
べ
さ
せ
給
へ
ば
、
と
み
に
も
え
帰

り
入
ら
で
さ
ぶ
ら
ひ
給
に

（
手
習

五3
6
9

⑮
） 

⑥
面
の
い
た
う
赤
み
た
る
を
、
な
ほ
な
や
ま
し
う
お
ぼ
さ
る
ゝ
に
や
、
と

見
た
ま
て
、「
な
ど
御
け
し
き
の
例
な
ら
ぬ
。
も
の
ゝ
け
な
ど
の
む
つ
か

し
き
を
、
修
ほ
う
延
べ
さ
す
べ
か
り
け
り
」
と
の
給
ふ
に

3



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
賢
木 

一3
8
8

①
） 

 
 

⑦
「
さ
は
あ
り
と
も
、
修
法
は
又
延
べ
て
こ
そ
は
よ
か
ら
め
。
験
あ
ら
む 

 
 

 
僧
も
が
な
。
な
に
が
し
僧
都
を
ぞ
、
夜
居
に
さ
ぶ
ら
は
す
べ
か
り
け
る
」 

 
 

 

な
ど 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
宿
木 

五5
2

⑩
） 

 

用
例
④
は
、
死
に
瀕
し
た
柏
木
の
た
め
の
修
法
の
延
長
と
そ
の
熱
心
さ
を
表

す
。
ま
た
、
用
例
⑤
は
病
後
も
油
断
で
き
な
い
（
名
残
も
恐
ろ
し
）
と
の
明
石

の
中
宮
の
判
断
・
意
図
に
よ
っ
て
祈
祷
が
延
長
さ
れ
る
。
用
例
⑥
は
、
源
氏
と

朧
月
夜
の
密
会
が
発
覚
す
る
場
面
で
、
朧
月
夜
の
顔
色
が
上
気
し
て
い
る
の
を
、

右
大
臣
が
病
か
と
勘
違
い
し
て
平
癒
祈
願
を
延
期
す
べ
き
か
と
述
べ
る
。
用
例

⑦
は
六
の
君
の
と
こ
ろ
か
ら
戻
っ
た
匂
宮
が
、
中
君
の
機
嫌
を
と
る
場
面
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
も
「
験
あ
る
僧
」
を
集
め
て
し
っ
か
り
と
祈
祷
を
行
う
た
め
期

間
を
延
長
し
よ
う
か
と
述
べ
て
い
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
動
詞
「
の
ぶ
（
延
）
」
と
結
び
つ
く
例
か
ら
、
源
氏
物
語
に

描
か
れ
る
「
修
法
」「
祈
り
」
は
、
必
要
に
応
じ
て
延
長
が
望
ま
れ
る
も
の
で
あ

り
、
長
く
行
わ
れ
る
加
持
祈
祷
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

【
数
を
つ
く
し
て
・
様
々 

等
】 

行
事
の
多
さ 

 

 

次
に
、
「
修
法
」
「
祈
り
」
の
様
子
を
描
写
す
る
表
現
の
特
徴
的
な
も
の
を
見

る
。
ま
ず
、
数
の
多
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 
 

⑧
ま
だ
さ
る
べ
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ず
と
皆
人
も
た
ゆ
み
給
へ
る
に
、
に
は 

 
 

 
 

 

か
に
御
け
し
き
あ
り
て
な
や
ま
み
給
へ
ば
、
い
と
ゞ
し
き
御
祈
り
数
を 

 
 

 

尽
く
し
て
せ
さ
せ
給
へ
れ
ど
、
例
の
し
う
ね
き
御
も
の
ゝ
け
ひ
と
つ
、 

 
 

 

さ
ら
に
動
か
ず
。
や
む
ご
と
な
き
験
者
ど
も
、
め
づ
ら
か
也
と
も
て
な 

 
 

 

や
む
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
葵 

一3
0
5

⑩
） 

 
 

⑨
年
か
へ
り
ぬ
。
桐
壺
の
御
方
、
近
づ
き
た
ま
ひ
ぬ
る
に
よ
り
、
正
月
朔 

 
 

 

日
よ
り
御
す
ほ
う
不
断
に
せ
さ
せ
給
ふ
。
寺

ぐ
社

く
の
御
祈
り
、 

 
 

 

は
た
数
も
知
ら
ず
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
若
菜
上 

三2
6
9

①
） 

 
 

⑩
を
ろ
か
に
お
ぼ
さ
れ
ぬ
こ
と
と
見
給
へ
ば
、
殿
人
、
親
し
き
家
司
な
ど 

 
 

 

は
、
お
の

く
よ
ろ
づ
の
御
祈
り
を
せ
さ
せ
、
な
げ
き
き
こ
ゆ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
総
角 

四4
5
6

⑦
） 

 

用
例
⑧
の
「
御
祈
り
」
は
、「
数
を
尽
く
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
葵
上
の
出

産
場
面
、
急
に
産
気
づ
く
葵
上
が
、
物
の
怪
に
取
り
つ
か
れ
た
際
の
祈
り
の
多

さ
で
あ
る
。
同
様
に
、
用
例
⑨
明
石
女
御
の
産
期
が
近
づ
く
場
面
の
「
数
も
知

ら
ず
」
、
用
例
⑩
の
、
豊
明
の
節
会
の
夜
に
、
薫
と
、
死
に
近
い
大
君
が
語
り
合

う
場
面
で
の
「
よ
ろ
づ
の
御
祈
り
」
の
よ
う
に
、
そ
の
数
の
多
さ
が
特
徴
的
に

示
さ
れ
る
。
次
の
用
例
⑪
⑫
の
「
さ
ま

ぐ
に
」
も
同
様
に
、
祈
祷
の
数
や
種

類
の
多
さ
か
ら
、
で
き
う
る
限
り
の
懸
命
な
加
持
祈
祷
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。 

 
 

⑪
い
と
苦
し
げ
に
し
給
へ
ば
、
す
ほ
う
の
阿
闍
梨
ど
も
召
し
い
れ
さ
せ
、 

 
 

 

さ
ま

ぐ
に
験
あ
る
か
ぎ
り
し
て
、
加
持
ま
ゐ
ら
せ
さ
せ
給
ふ
。
わ
れ 

 
 

 

も
仏
を
念
ぜ
さ
せ
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。 

 
 
 
 

（
総
角 

四4
5
9

①
） 

 
 

⑫
宮
は
、
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
な
や
み
わ
た
り
給
さ
ま
の
な
ほ
い
と
心 

 
 

 

ぐ
る
し
く
、
か
く
思
ひ
放
ち
た
ま
ふ
に
つ
け
て
は
、
あ
や
に
く
に
、
う 

 
 

 

き
に
紛
れ
ぬ
恋
し
さ
の
苦
し
く
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
渡
り
給
て
見
た
て
ま 

 
 

 

つ
り
給
に
つ
け
て
も
、
胸
い
た
く
い
と
ほ
し
く
お
ぼ
さ
る
。
御
祈
り
な 

 
 

 

ど
さ
ま

ぐ
に
せ
さ
せ
給
。 

 
 

 
 

 
 

（
若
菜
下 

三3
8
9

④
） 

 

【
さ
わ
ぐ
（
騒
）
・
の
の
し
る
（
喧
）
】 

喧
騒
・
盛
大
さ 

 

「
修
法
」「
祈
り
」
の
様
子
を
描
写
す
る
表
現
の
特
徴
的
な
も
の
に
は
、
先
に

あ
げ
た
数
の
多
さ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
喧
騒
ぶ
り
、
盛
大
さ
を
表
す
も
の
が
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見
ら
れ
る
。
代
表
的
な
動
詞
は
「
さ
わ
ぐ
（
騒
）
」「
の
の
し
る
（
喧
）
」
で
あ
る
。 

 
 

⑬
ま
こ
と
に
、
臥
し
給
ぬ
る
ま
ゝ
に
、
い
と
い
た
く
苦
し
が
り
給
て
、
二 

 
 

 
三
日
に
な
り
ぬ
る
に
む
げ
に
よ
わ
る
や
う
に
し
給
。
内
に
も
聞
こ
し
め 

 
 

 

し
嘆
く
こ
と
限
り
な
し
。
御
祈
り
方

ぐ
に
ひ
ま
な
く
の
ゝ
し
る
。
祭
、 

 
 

 

祓
、
す
ほ
う
な
ど
言
ひ
尽
く
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
世
に
た
ぐ
ひ
な
く 

 
 

 

ゆ
ゝ
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、
世
に
長
く
お
は
し
ま
す
ま
じ
き
に
や
、 

 
 

 

と
天
の
下
の
人
の
さ
わ
ぎ
な
り
。 

 
 

 
 
 

（
夕
顔 

一1
3
5

⑮
） 

 
 

⑭
す
ほ
う
な
ど
し
さ
わ
げ
ど
、
御
も
の
ゝ
け
こ
ち
た
く
起
こ
り
て
の
ゝ
し 

 
 

 

る
を
聞
き
給
へ
ば
、
あ
る
ま
じ
き
疵
も
つ
き
、
は
ぢ
が
ま
し
き
事
か
な 

 
 

 

ら
ず
あ
り
な
ん
、
と
お
そ
ろ
し
う
て
、
寄
り
付
き
給
は
ず
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
真
木
柱 

三1
2
4

⑫
） 

 
 

⑮
例
の
、
阿
闍
梨
、
大
方
世
に
し
る
し
あ
り
と
聞
こ
ゆ
る
人
の
か
ぎ
り
、 

 
 

 

あ
ま
た
請
じ
給
。
み
す
ほ
う
、
読
経
、
明
く
る
日
よ
り
始
め
さ
せ
給
は 

 
 

 

む
と
て
、
殿
人
あ
ま
た
ま
ゐ
り
つ
ど
ひ
、
上
下
の
人
た
ち
さ
わ
ぎ
た
れ 

 
 

 

ば
、
心
ぼ
そ
さ
の
名
残
な
く
頼
も
し
げ
な
り
。 

（
総
角 

四4
5
1

⑤
） 

 
 

⑯
若
宮
を
見
た
て
ま
つ
り
給
に
も
、
何
に
忍
ぶ
の
と
、
い
と
ゞ
露
け
ゝ
け 

 
 

 

れ
ど
、
か
ゝ
る
形
見
さ
へ
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
と
お
ぼ
し
慰
む
。
宮
は 

 
 

 

沈
み
入
り
て
、
そ
の
ま
ゝ
に
起
き
上
が
り
給
は
ず
、
あ
や
う
げ
に
見
え 

 
 

 

給
を
、
又
お
ぼ
し
さ
わ
ぎ
て
、
御
祈
り
な
ど
せ
さ
せ
給
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
葵 

一3
1
4

④
） 

 

用
例
⑬
は
、
夕
顔
の
死
後
帰
宅
し
、
病
臥
し
た
源
氏
の
た
め
に
、
父
帝
が
平

癒
祈
祷
を
各
所
の
寺
院
・
神
社
で
行
う
規
模
の
大
き
さ
を
表
し
て
い
る
。
用
例

⑭
は
、
鬚
黒
邸
で
の
、
北
の
方
の
物
の
怪
退
散
の
修
法
の
様
、
用
例
⑯
は
、
先

の
【
は
じ
む
（
始
）
】
の
項
で
取
り
上
げ
た
用
例
で
、
大
君
の
病
気
平
癒
の
祈
祷

の
開
始
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
盛
大
さ
が
描
か
れ
る
。
用
例
⑯
は
葵
上
の

死
去
、
も
し
も
こ
ん
な
形
見
が
い
な
か
っ
た
ら
、
と
思
う
気
持
ち
を
慰
み
に
し

な
が
ら
、
母
大
宮
の
病
臥
に
対
し
て
、
平
癒
祈
祷
を
さ
せ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
動
詞
「
さ
わ
ぐ
（
騒
）
」「
の
の
し
る
（
喧
）
」
と
結
び
つ

く
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
源
氏
物
語
に
描
か
れ
る
「
修
法
」「
祈
り
」
は
多
く
の

人
々
を
巻
き
込
み
、
盛
大
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

【
不
断
に
】 

 

継
続
性
・
持
続
性 

 

「
修
法
」「
祈
り
」
に
見
ら
れ
る
集
中
し
た
継
続
性
・
緊
張
の
持
続
は
、
先
に

示
し
た
「
た
ゆ
ま
ず
」「
た
ゆ
み
な
し
」
の
語
と
と
も
に
、
漢
語
「
不
断
」
で
も

表
現
さ
れ
る
。 

 
 

⑰
御
心
の
う
ち
は
、
あ
な
く
ち
を
し
や
、
又
思
い
ま
ず
る
方
な
く
て
見
奉 

 
 

 

ら
ま
し
か
ば
、
め
づ
ら
し
く
う
れ
し
か
ら
ま
し
、
と
お
ぼ
せ
ど
、
人
に 

 
 

 

は
け
し
き
漏
ら
さ
じ
と
お
ぼ
せ
ば
、
験
者
な
ど
召
し
、
御
修
法
は
い
つ 

 
 

 

と
な
く
不
断
に
せ
ら
る
れ
ば
、
僧
ど
も
の
中
に
験
あ
る
か
ぎ
り
み
な
ま 

 
 

 

ゐ
り
て
、
加
持
ま
ゐ
り
さ
わ
ぐ
。 

 
 

 
 

 
 

（
柏
木 

四1
1

⑤
） 

 
 

⑱
年
か
へ
り
ぬ
。
桐
壺
の
御
方
、
近
づ
き
た
ま
ひ
ぬ
る
に
よ
り
、
正
月
朔 

 
 

 

日
よ
り
御
す
ほ
う
不
断
に
せ
さ
せ
給
ふ
。
寺

ぐ
社

く
の
御
祈
り
、 

 
 

 

は
た
数
も
知
ら
ず
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
若
菜
上 

三2
6
8

⑮
） 

用
例
⑰
は
女
三
宮
、
用
例
⑱
は
明
石
女
御
の
産
期
が
近
づ
い
た
際
の
「
修
法
」

の
場
面
（
再
掲
）
で
あ
る
。
特
に
用
例
⑰
は
、
女
三
宮
が
若
宮
を
出
産
、
源
氏

は
実
子
で
は
な
い
と
い
う
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
の
で
き
な
い
現
状
を
口
惜

し
く
思
い
つ
つ
、
安
産
祈
願
の
修
法
を
営
む
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。 

 

漢
語
「
不
断
に
」
を
用
い
て
、
そ
の
「
修
法
」「
祈
り
」
の
継
続
性
、
緊
張
の

持
続
を
表
現
し
て
い
る
。 
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【
と
り
わ
き
て 

等
】 

思
い
の
強
さ
・
真
剣
さ 

 
右
以
外
の
表
現
と
し
て
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
例
え
ば
「
と
り
わ
き
て
」「
ね

ん
ご
ろ
に
」「
ゆ
た
け
し
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
、
加
持
祈
祷
の
真
剣
さ
、
思
い

の
込
め
方
が
表
現
さ
れ
る
。 

 
 

〇
こ
の
人
亡
せ
た
ま
は
ば
、
院
も
か
な
ら
ず
世
を
背
く
御
本
意
遂
げ
た
ま 

 
 

 

ひ
て
む
と
、
大
将
の
君
な
ど
も
、
心
を
尽
く
し
て
見
た
て
ま
つ
り
あ
つ 

 
 

 

か
ひ
給
て
、
御
す
ほ
う
な
ど
は
、
大
方
の
を
ば
さ
る
物
に
て
、
と
り
わ 

 
 

 

き
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
給
。 

 
 

 
 

 
 

 

（
若
菜
下 

三3
5
5

⑭
） 

 

紫
上
病
臥
、
平
癒
の
祈
祷
を
熱
心
に
お
こ
な
う
。
看
病
に
専
念
す
る
源
氏
に

代
わ
っ
て
夕
霧
が
修
法
を
扱
い
、
夕
霧
自
身
が
効
き
目
が
あ
る
と
考
え
付
い
た

修
法
を
さ
ら
に
そ
れ
と
は
別
に
行
わ
せ
た
こ
と
を
示
す
。 

 
 

〇
今
年
は
三
十
七
に
ぞ
な
り
給
。
見
た
て
ま
つ
り
給
し
年
月
の
こ
と
な
ど 

 
 

 

も
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
出
で
た
る
つ
い
で
に
、
「
さ
る
べ
き
御
祈
り
な 

 
 

 

ど
、
常
よ
り
も
と
り
わ
き
て
、
こ
と
し
は
慎
み
た
ま
へ
。
も
の
さ
は
が 

 
 

 

し
く
の
み
あ
り
て
、
思
ひ
い
た
ら
ぬ
事
も
あ
ら
む
を
、
猶
お
ぼ
し
め
ぐ 

 
 

 

ら
し
て
、
大
き
な
る
こ
と
ど
も
し
給
は
ば
、
お
の
づ
か
ら
せ
さ
せ
て
む
。
」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
若
菜
下 

3
4
9

⑥
） 

 

三
十
七
歳
の
厄
年
を
迎
え
る
紫
上
に
対
し
て
（
注
７
）
、
特
に
厄
災
を
避
け
る

よ
う
に
留
意
す
る
よ
う
告
げ
る
。 

 
 

〇
よ
ろ
づ
に
思
ひ
嘆
き
給
て
、
御
祈
り
な
ど
と
り
わ
き
て
せ
さ
せ
給
け
れ 

 
 

 

ど
、
や
む
薬
な
ら
ね
ば
、
か
ひ
な
き
わ
ざ
に
な
ん
あ
り
け
る
。
女
宮
に 

 
 

 

も
つ
ひ
に
え
対
面
し
き
こ
え
給
は
で
、
あ
わ
の
消
え
入
や
う
に
て
亡
せ 

 
 

 

給
ぬ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
柏
木 

四2
6

⑤
） 

 

女
三
宮
に
会
え
ぬ
ま
ま
に
柏
木
死
去
す
る
場
面
で
あ
る
（
注
８
）
。 

 
 

そ
の
他
に
も
、
次
に
示
す
よ
う
に
、「
ね
ん
ご
ろ
に
」「
ゆ
た
け
し
」「
心
を

つ
く
し
て
」
な
ど
、
そ
の
「
修
法
」「
祈
り
」
に
か
け
る
真
剣
さ
、
思
い
の
強
さ

が
表
現
さ
れ
る
。 

 
 

〇
「
不
意
に
て
見
た
て
ま
つ
り
そ
め
て
し
も
、
さ
る
べ
き
昔
の
契
り
あ
り 

 
 

 

け
る
に
こ
そ
と
思
給
へ
て
、
御
祈
り
な
ど
も
ね
ん
ご
ろ
に
仕
う
ま
つ
り 

 
 

 

し
を
、
ほ
ふ
し
は
そ
の
事
と
な
く
て
御
文
聞
こ
え
う
け
給
は
ら
む
も
便 

 
 

 

な
け
れ
ば 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
手
習 

五3
6
3

⑨
） 

 
 

〇
神
無
月
に
、
対
の
上
、
院
の
御
賀
に
、
嵯
峨
野
の
御
堂
に
て
、
薬
師
仏 

 
 

 

供
養
じ
た
て
ま
つ
り
給
。（
中
略
）
最
勝
王
経
、
金
剛
般
若
、
寿
命
経
な 

 
 

 

ど
、
い
と
ゆ
た
け
き
御
祈
り
な
り
。
上
達
部
い
と
多
く
ま
ゐ
り
給
へ
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
若
菜
上 

三2
6
1

⑬
） 

 
 

〇
「
大
日
如
来
そ
ら
ご
と
し
給
は
ず
は
、
な
ど
て
か
か
く
な
に
が
し
が
心 

 
 

 

を
い
た
し
て
仕
ふ
ま
つ
る
御
修
法
、
験
な
き
や
う
は
あ
ら
む
。
悪
霊
は 

 
 

 

執
念
き
や
う
な
れ
ど
、
業
障
に
ま
と
は
れ
た
る
は
か
な
も
の
な
り
」
と
、 

 
 

 

声
は
か
れ
て
い
か
り
給
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
夕
霧 

四1
0
4

②
） 

 

以
上
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
修
法
」「
祈
り
」
の
行
わ
れ
方
の
表
現
を
取
り

上
げ
、
特
徴
的
な
も
の
を
類
型
化
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

 

ま
ず
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
修
法
」「
祈
り
」
は
、
そ
の
開
始
に
焦
点
が
あ

て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（
【
は
じ
む
（
始
）
】
）
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
効
験
が

現
れ
る
ま
で
延
長
が
望
ま
れ
て
、
長
期
間
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
（
【
の
ぶ

（
延
）
】
）
、
祈
祷
の
数
や
種
類
が
多
く
【
数
を
つ
く
し
て
・
様
々
】
）
、
継
続
性
、

緊
張
の
持
続
が
必
要
と
さ
れ
る
（
【
不
断
に
】
）
。
ま
た
そ
れ
ら
は
多
く
の
人
々
を

巻
き
込
み
、
盛
大
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
（
【
さ
わ
ぐ
（
騒
）
・
の
の
し
る

（
喧
）
】
、
そ
の
真
剣
さ
、
思
い
の
込
め
方
の
強
さ
が
様
々
に
表
現
さ
れ
て
い
た

（
【
と
り
わ
き
て 

等
】
）
。 
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三 

「
お
こ
な
ひ
（
行
）
」
に
つ
い
て 

  

次
に
、
仏
道
修
行
・
勤
行
で
あ
る
「
お
こ
な
ひ
（
行
）
」
の
表
現
を
見
る
。
源

氏
物
語
に
お
い
て
「
お
こ
な
ひ
（
行
）
」「
御
お
こ
な
ひ
（
行
）
」
の
語
は
、
合
計

六
十
五
例
認
め
ら
れ
、
先
に
見
た
「
修
法
」「
祈
り
」
と
は
異
な
り
、
主
要
な
登

場
人
物
の
仏
道
心
の
表
れ
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
以
上
の
「
お
こ
な

ひ
（
行
）
」「
御
お
こ
な
ひ
（
行
）
」
の
描
か
れ
方
を
、
兵
家
の
の
類
型
と
し
て
示

し
て
い
く
。 

 

用
例
六
十
五
例
の
う
ち
、
最
も
特
徴
的
に
現
れ
る
の
が
、
次
に
示
す
「
限
定
」

的
な
表
現
で
あ
る
。
表
現
別
に
限
定
１
～
３
と
し
て
示
す
。 

 

【
の
み
】 

限
定
１ 

 
 

①
か
つ
さ
ぶ
ら
ふ
人
に
も
う
ち
と
け
給
は
ず
、
い
た
う
御
心
づ
か
ひ
し
給 

 
 

 

つ
ゝ
、
や
う

く
御
お
こ
な
ひ
を
の
み
し
た
ま
ふ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
朝
顔 
二2

6
6

⑤
） 

 
 

②
人
の
心
を
起
こ
さ
せ
む
と
て
、
仏
の
し
給
方
便
は
、
慈
悲
を
も
隠
し
て
、 

 
 

 

か
や
う
に
こ
そ
は
あ
な
れ
、
と
思
つ
ゞ
け
つ
ゝ
、
お
こ
な
ひ
を
の
み
し 

 
 

 

給
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
蜻
蛉 

五2
7
5

⑤
） 

 
 

③
松
風
し
げ
く
、
風
の
音
も
い
と
心
ぼ
そ
き
に
、
つ
れ

ぐ
に
お
こ
な
ひ 

 
 

 

を
の
み
し
つ
ゝ
、
い
つ
と
な
く
し
め
や
か
な
り
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
手
習 

五3
4
0

③
） 

用
例
①
の
「
行
い
」
の
主
体
は
朝
顔
姫
君
で
あ
る
。
源
氏
の
懸
想
に
動
じ
る

こ
と
な
く
勤
行
に
専
念
す
る
。
用
例
②
の
「
行
い
」
の
主
体
は
薫
で
あ
る
。
仏

の
御
心
を
推
察
し
な
が
ら
、
浮
舟
の
冥
福
を
祈
る
勤
行
に
専
念
す
る
。
用
例
③

の
主
体
は
、
浮
舟
の
妹
尼
で
あ
る
。
山
里
に
住
み
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
秋
を
所

在
な
く
、
ひ
た
す
ら
に
勤
行
に
精
を
出
す
暮
ら
し
ぶ
り
が
描
か
れ
る
。
用
例
①

～
③
と
も
に
「
の
み
」
が
用
い
ら
れ
、
登
場
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
た
ち

思
い
を
抱
い
て
仏
道
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。 

 

【
た
だ
】 

限
定
２ 

 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
の
み
」
で
示
さ
れ
る
「
行
い
」
へ
の
専
念
は
、
助
詞

「
た
だ
」
も
同
様
で
あ
る
。 

 
 

④
母
宮
は
、
い
ま
は
た
ゞ
御
お
こ
な
ひ
を
静
か
に
し
給
て
、
月
の
御
念
仏
、 

 
 

 

年
に
二
た
び
の
御
八
講
、
を
り

く
の
た
う
と
き
御
い
と
な
み
ば
か
り 

 
 

 

を
し
給
て
、
つ
れ

ぐ
に
お
は
し
ま
せ
ば 

 
 

（
匂
宮 

四2
1
6

⑤
） 

 
 

⑤
「
今
は
、
た
ゞ
御
お
こ
な
ひ
を
し
給
へ
。
老
い
た
る
、
若
き
、
定
め
な 

 
 

 

き
世
な
り
。
は
か
な
き
物
に
お
ぼ
し
と
り
た
る
も
、
こ
と
わ
り
な
る
御 

 
 

 

身
を
や
」
と
の
給
に
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
手
習 

五3
7
2

⑫
） 

 

用
例
④
の
「
御
お
こ
な
ひ
」
を
行
う
主
体
は
女
三
宮
で
あ
る
。
出
家
後
の
様

子
は
、
「
い
ま
は
た
ゞ
」
「
静
か
に
し
給
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
た
う
と
き
御
い

と
な
み
ば
か
り
を
し
給
て
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
俗
事
を
離
れ
、
完
全
に
仏
道

に
専
心
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
用
例
⑤
は
、
尼
僧
に
な
っ
た
浮
舟
を

励
ま
す
僧
都
の
言
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
今
は
、
た
ゞ
」
と
仏
道
に
専
心
す

る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。 

 
【
他
の
事
な
し
】 

限
定
３ 

 

ま
た
、
仏
道
に
専
心
す
る
こ
と
を
表
す
例
と
し
て
は
、
上
記
に
加
え
て
「
～

よ
り
他
の
事
な
し
」
も
二
例
見
ら
れ
る
。 

 
 

⑥
か
く
お
ぼ
え
な
く
て
め
ぐ
り
お
は
し
た
る
も
、
さ
る
べ
き
契
あ
る
に
や
、 
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と
お
ぼ
し
な
が
ら
、
猶
か
う
身
を
沈
め
た
る
程
は
、
お
こ
な
ひ
よ
り
ほ 

 
 

 
か
の
事
は
思
は
じ
、
宮
こ
の
人
も
、
た
ゞ
な
る
よ
り
は
言
ひ
し
に
違
ふ 

 
 

 
と
お
ぼ
さ
む
も
心
は
づ
か
し
う
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
け
し
き
だ
ち
給
こ
と 

 
 

 

な
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
明
石 

二6
2

⑭
） 

 
 

⑦
「
都
離
れ
し
時
よ
り
、
世
の
常
な
き
も
あ
ぢ
き
な
う
、
お
こ
な
ひ
よ
り 

 
 

 

ほ
か
の
事
な
く
て
月
日
を
経
る
に
、
心
も
み
な
く
づ
ほ
れ
に
け
り
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
明
石 

二6
9

⑧
） 

 

ど
ち
ら
も
明
石
巻
の
例
で
あ
り
、「
行
ひ
」
の
主
体
は
源
氏
で
あ
る
。
明
石
に

あ
っ
て
、
仏
道
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
思
う
ま
い
と
決
心
す
る
、
あ
る
い
は
、
都

の
紫
上
の
こ
と
を
思
う
に
つ
け
て
も
、
仏
道
に
専
心
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
る

が
、
明
石
君
と
の
宿
縁
を
感
じ
る
源
氏
の
心
境
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 
 【

ま
ぎ
れ
（
紛
）
な
し
】 

 

以
上
の
よ
う
に
、
「
お
こ
な
ひ
（
行
）
」
の
表
現
は
「
限
定
」
の
語
が
用
い
ら

れ
て
、
登
場
人
物
が
一
心
に
仏
道
に
専
念
す
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
さ

ら
に
、
「
ま
ぎ
れ
（
紛
）
な
し
」
と
い
う
語
に
も
表
れ
て
い
る
。 

 
 

⑧
そ
の
ほ
か
の
心
も
と
な
く
さ
び
し
き
事
、
は
た
な
け
れ
ば
、
行
ひ
の
方 

 
 

 

の
人
は
、
そ
の
紛
れ
な
く
つ
と
め
、
仮
名
の
よ
ろ
づ
の
草
子
の
学
文
、 

 
 

 

心
に
入
れ
給
は
む
人
は
、
ま
た
願
ひ
に
従
ひ
、
物
ま
め
や
か
に
は
か 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ぐ
し
き
お
き
て
に
も
、
た
ゞ
心
の
願
ひ
に
従
ひ
た
る
住
ま
ひ
な
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
初
音 

二3
8
5

⑬
） 

 

用
例
⑧
は
二
条
東
院
の
女
君
た
ち
の
様
子
を
述
べ
た
個
所
で
、「
行
ひ
の
方
の

人
」
と
は
、
空
蝉
を
指
す
。
空
蝉
が
「
紛
れ
な
く
」
仏
道
に
専
心
し
た
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。 

 
 

⑨
よ
そ
な
が
ら
の
む
つ
び
か
は
し
つ
べ
き
人
は
、
斎
院
と
こ
の
君
と
こ
そ 

 
 

 

は
残
り
あ
り
つ
る
を
、
か
く
み
な
背
き
は
て
て
、
斎
院
、
は
た
い
み
じ 

 
 

 

う
勤
め
て
、
紛
れ
な
く
お
こ
な
ひ
に
し
み
給
に
た
な
り
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
若
菜
下 

3
9
2

⑥
） 

 

用
例
⑩
は
朝
顔
姫
君
を
述
べ
た
個
所
で
あ
る
。
源
氏
に
と
っ
て
、
親
し
い
付

き
合
い
の
女
性
と
し
て
朝
顔
の
前
斎
院
と
朧
月
夜
が
残
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
朝

顔
姫
君
の
出
家
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

⑪
い
か
で
な
ほ
本
意
あ
る
さ
ま
に
な
り
て
、
し
ば
し
も
か
ゝ
づ
ら
は
む
命 

 
 

 

の
ほ
ど
は
お
こ
な
ひ
を
紛
れ
な
く
、
と
た
ゆ
み
な
く
お
ぼ
し
の
給
へ
ど
、 

 
 

 

さ
ら
に
ゆ
る
し
き
こ
え
給
は
ず
。 

 
 

 
 

 

（
御
法 

四1
6
2

⑩
） 

 

用
例
⑪
は
、
紫
上
の
出
家
、
仏
道
修
行
に
か
け
る
思
い
が
述
べ
ら
れ
た
個
所

で
あ
る
。「
た
ゆ
み
な
し
」
と
と
も
に
「
紛
れ
な
く
」
専
心
し
た
い
と
い
う
思
い

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

【
ひ
た
み
ち
に 

等
】 

思
い
の
強
さ
・
真
剣
さ 

 

右
の
、
仏
道
修
行
（
行
ひ
）
に
専
心
し
た
い
と
い
う
限
定
的
な
思
い
を
表
す

表
現
に
加
え
て
、
先
に
見
た
「
修
法
」「
祈
り
」
と
同
様
に
、
仏
道
に
向
け
て
の

思
い
の
強
さ
・
真
剣
さ
が
、
「
ひ
た
み
ち
に
」
「
ま
め
に
」
な
ど
の
表
現
で
表
さ

れ
る
。 

 
 

〇
「
方

く
に
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
給
ふ
ほ
ど
に
、
お
こ
な
ひ
も
心
あ
わ
た 

 
 

 
 

 
 

 

ゝ
し
く
こ
そ
お
ぼ
さ
れ
め
。
い
ま
す
こ
し
い
づ
方
も
心
の
ど
か
に
見
た 

 
 

 

て
ま
つ
り
な
し
給
て
、
も
ど
か
し
き
所
な
く
、
ひ
た
み
ち
に
勤
め
給
へ
」 

 
 

 

と
君
た
ち
の
申
給
へ
ば 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
竹
河 

四2
8
4

⑭
） 

 

出
家
を
望
む
玉
鬘
に
対
し
て
、
子
息
た
ち
が
、
し
ば
ら
く
待
っ
て
専
心
で
き

る
状
況
に
な
っ
て
か
ら
勤
め
る
よ
う
に
、
と
勧
め
る
。「
ひ
た
み
ち
」
で
あ
る
こ

と
が
理
想
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。 
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〇
大
将
の
君
は
、
二
条
院
に
だ
に
あ
か
ら
さ
ま
に
も
渡
り
給
は
ず
、
あ
は

れ
に
心
深
う
思
ひ
嘆
き
て
、
お
こ
な
ひ
を
ま
め
に
し
給
ひ
つ
ゝ
明
し
暮

ら
し
給
。
所

く
に
は
御
文
ば
か
り
ぞ
た
て
ま
つ
り
給
。

（
葵

一3
1
4

⑪
） 

葵
上
の
死
後
の
源
氏
の
様
子
で
あ
る
。
自
邸
に
も
も
ど
ら
ず
、
喪
に
服
し
、

勤
行
う
に
専
念
し
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

以
上
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
お
こ
な
ひ
（
行
）
」
の
表
現
を
取
り
上
げ
、
特

徴
的
な
も
の
を
類
型
化
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
お
こ
な
ひ
（
行
）
」
は
、
登
場
人
物
が
主
体
と

な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
仏
道
に
専
心
す
る
こ
と
を
示
す
表
現
が
特
徴
的
で
あ
っ

た
（
【
の
み
】
【
た
だ
】
【
他
の
事
な
し
】
）
ま
た
、
そ
れ
ら
は
、
登
場
人
物
そ
れ

ぞ
れ
の
場
面
で
の
立
場
や
思
い
を
受
け
て
、
精
神
的
な
緊
張
を
持
続
さ
せ
、
そ

れ
だ
け
に
集
中
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た

（
【
紛
れ
な
し
】
【
ひ
た
み
ち
に
】
等
）
。 

四

ま
と
め

本
稿
で
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
枕
草
子
「
た
ゆ
ま
る
る
も
の
」
段
に

お
い
て
、
〈
緊
張
を
持
続
す
べ
き
行
事
〉
の
代
表
と
さ
れ
る
、
「
精
進
」
を
は
じ

め
と
し
て
、
「
修
法
」
「
祈
り
」
「
行
ひ
」
の
語
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
行
事
が
、

ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
形
の
緊
張
の
持
続
が
期
待

さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
的
な
表
現
か
ら
具
体
的
に
考
察
し
て
き

た
。
そ
の
結
果
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
定
期
間
の
間
身
を
清
め
て
不
浄
を
避
け
、
潔
斎
す
る
こ
と
を
表
す
「
精
進
」

は
、
日
数
を
か
け
て
、
他
か
ら
の
接
触
を
遮
断
し
た
状
態
で
、
か
つ
、
そ
の
こ

と
の
み
に
集
中
し
て
行
わ
れ
る
、
と
い
う
三
点
が
重
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
僧

に
命
じ
て
病
の
平
癒
や
安
産
な
ど
の
加
持
祈
祷
を
行
う
「
修
法
」
「
祈
り
」
は
、

そ
の
開
始
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
長
期
間
、
多
数
・
多
種
に
わ
た
っ
て

行
わ
れ
、
継
続
性
、
持
続
性
が
重
要
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
多
く
の
人
々
を
巻

き
込
み
、
盛
大
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
剣
さ
、
思
い
の
強
さ
が
表
現

さ
れ
る
。
主
要
な
登
場
人
物
が
、
大
切
な
人
の
喪
に
服
し
、
出
家
し
、
あ
る
い

は
出
家
へ
の
強
い
思
い
を
も
っ
て
仏
道
修
行
を
行
う
「
行
ひ
」
は
、「
の
み
」「
た

だ
」「
他
の
事
な
し
」「
紛
れ
な
し
」
な
ど
、
限
定
を
表
す
語
と
特
徴
的
に
現
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
の
各
人
の
立
場
や
思
い
を
受
け
て
、
仏
道
修
行
に
向
か
う

精
神
的
な
緊
張
を
持
続
さ
せ
、
そ
れ
の
み
に
集
中
・
専
心
す
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
仏
道
修
行
や
加
持
祈
祷
行
事
の
あ
り
方
か
ら
、 

緊
張
の
持
続
の
描
き
方
の
一
端
を
と
ら
え
た
。
他
文
献
の
用
例
も
抑
え
つ
つ
、

考
察
を
深
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注１

引
用
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

２

引
用
本
文
は
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
。
た
だ
し
、
私
に
表
記
を
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

３

落
窪
物
語
、
栄
花
物
語
と
も
引
用
本
文
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

４

「
修
法
」
は
、
仏
語
と
し
て
、
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）
に
は
「
密
教
で
、
一
定

の
規
則
に
の
っ
と
っ
て
行
う
加
持
、
祈
祷
の
作
法
を
修
す
る
こ
と
。
本
尊
と
の
一
体
化
を

体
験
す
る
こ
と
を
眼
目
と
し
て
、
儀
軌
に
規
定
さ
れ
た
と
お
り
に
壇
を
築
き
、
本
尊
に

種
々
の
供
物
を
捧
げ
て
護
摩
修
し
、
口
に
真
言
を
唱
え
、
手
に
印
を
結
び
、
心
に
本
尊
を
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念
じ
る
。
し
ゅ
ほ
う
。
す
ほ
。
」
と
の
説
明
が
あ
る
。 

５ 
個
人
的
な
願
い
や
思
い
を
い
う
「
祈
り
」
に
つ
い
て
は
、「
わ
た
く
し
の
祈
り
」「
み
づ 

 

か
ら
の
祈
り
」
等
の
形
で
現
れ
る
。 

６ 

用
例
中
の
「
か
か
る
形
見
さ
へ
な
か
り
し
か
ば
」
に
は
、
「
結
び
お
き
し
形
見
の
子
だ 

 

に
な
か
り
せ
ば
何
に
し
の
ぶ
の
草
を
摘
ま
ま
し
（
『
後
撰
和
歌
集
』
雑
二 

兼
忠
母
の
乳 

 

母
）
が
引
き
歌
と
し 
て
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

７ 

藤
壺
も
三
十
七
歳
で
死
去
し
た
こ
と
を
受
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
紫
上
こ
こ 

 

で
は
三
十
九
歳
。 

８ 

「
病
が
や
む
薬
が
な
い
」
と
い
う
表
現
に
は
、
「
わ
れ
こ
そ
や
見
ぬ
人
こ
ふ
る
病
す
れ 

 

あ
ふ
ひ
な
ら
で
は
や
む
薬
な
し
」（
『
拾
遺
和
歌
集
』
恋
一 

読
み
人
知
ら
ず
）
が
想
起
さ 

 

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
新
古
典
文
学
大
系
脚
注
）
。 
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