
源
氏
物
語
　
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

「
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
を
め
ぐ
っ
て

小
　
　
島
　
　
繁

　
「
秋
の
末
つ
か
た
」
、
薫
は
都
か
ら
「
い
と
忍
び
て
、
御
と
も
に
人
た
ど
も
な

く
、
や
つ
れ
て
」
宇
治
へ
や
っ
て
き
た
。
字
治
の
山
荘
か
ら
折
し
も
姉
妹
た
ち

の
合
奏
が
聞
こ
え
て
く
る
。
薫
は
ご
く
自
然
に
応
待
を
求
め
た
。

　
　
「
か
く
、
濡
れ
く
ま
ゐ
り
て
、
い
た
づ
ら
に
帰
ら
む
う
れ
へ
を
、
ひ
め

　
　
君
の
御
方
に
き
こ
え
て
、
「
あ
は
れ
」
と
、
の
給
は
せ
ぱ
な
む
、
な
ぐ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

　
　
む
べ
き
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｖ
１
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

「
宿
直
人
め
く
を
の
こ
」
を
介
し
て
当
然
の
よ
う
に
「
「
あ
は
れ
」
と
、
の
給

は
喧
ぱ
な
む
」
と
語
る
の
は
薫
の
側
か
ら
は
理
由
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
都

か
ら
は
る
ぱ
る
や
っ
て
き
た
そ
の
苦
業
の
代
償
と
し
て
女
の
側
か
ら
の
情
愛

（
「
あ
は
れ
」
）
を
求
め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
字
治
で
迎

え
る
側
に
と
っ
て
は
苦
業
の
代
償
を
求
め
ら
れ
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

と
で
も
あ
る
。
宇
治
と
い
う
地
が
都
か
ら
や
っ
て
く
る
者
を
迎
え
る
と
い
う
都

と
の
距
離
の
重
み
を
背
負
う
か
ぎ
り
、
宇
治
ま
で
や
っ
て
く
る
苦
業
の
代
償
と

し
て
相
手
か
ら
の
情
愛
を
求
め
る
言
葉
（
「
「
あ
は
れ
」
と
、
の
給
は
せ
ぱ
な

む
」
）
は
、
宇
治
の
時
空
を
表
象
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
薫
は
都
か
ら
宇
治
へ
や
っ
て
く
る
と
き
「
や
っ
し
」
姿
を
し
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
や
つ
し
」
が
境
界
を
越
え
る
た
め
の
呪
性
を
帯
び
る
状
態
で
あ
る
こ
と
を
思

え
ぱ
、
都
か
ら
宇
治
へ
向
か
う
こ
と
は
異
な
る
空
問
へ
の
移
行
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
宇
治
へ
入
る
と
同
時
に
「
あ
は
れ
」
の
清
趣
が
薫
を
と
り
ま
い
て

い
く
よ
う
に
描
か
れ
る
（
ｖ
汕
～
引
じ
）
。
が
、
宇
治
の
風
景
自
体
が
「
あ
は
れ
」

を
誘
う
面
は
あ
る
と
し
て
も
、
風
景
が
根
本
の
原
因
で
は
な
い
。
境
界
を
越
え

て
別
の
空
問
へ
移
行
す
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
薫
の
内
面
に
「
あ
は
れ
」

が
漂
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
と
と
も
に
移
行
に
要
し
た
苦
業
の
代
償
と
し
て
、

相
手
の
「
あ
は
れ
」
を
要
求
す
る
思
い
が
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
二



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

薫
の
側
か
ら
は
宇
治
は
都
と
は
異
な
る
空
問
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
こ
で

は
相
手
か
ら
の
「
あ
は
れ
」
が
要
求
さ
れ
、
　
「
あ
は
れ
」
を
共
有
す
る
こ
と
の

可
能
な
空
間
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
こ
の
言
葉
は
宇
治
を
舞
台
と
す
る

橋
姫
物
語
を
特
徴
づ
げ
る
重
要
た
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
げ
で

は
た
い
。
こ
の
言
葉
に
は
も
う
一
つ
の
意
味
の
響
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
っ
て
柏
木
が
類
似
の
表
現
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
さ
ら
に
淵
源
を
た
ど
れ
ぱ
薄
雲
巻
で
の
光
源
氏
の
言
葉
の
中
に

も
見
い
出
せ
る
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
連
関
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
た

ら
そ
れ
は
ど
の
よ
う
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
源
氏
物
語
内
に
お
い
て
、
あ
る
人
物
や
場
面
で
一
度
使
わ
れ
た
言
葉
や
表
現

が
後
の
物
語
の
中
で
再
び
度
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
作
者
の
意
識
的
た
も
の
に

よ
る
場
合
も
あ
れ
ぱ
そ
う
で
た
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
有
無
は
あ
ま
り

本
質
的
で
は
た
い
。
作
者
の
意
識
的
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
言

葉
や
表
現
が
そ
れ
以
前
に
使
わ
れ
た
と
き
の
人
物
の
内
面
や
場
面
た
ど
を
思
い

合
わ
せ
て
考
え
さ
せ
て
し
ま
う
構
造
を
作
品
は
も
っ
て
い
る
。
先
行
物
語
か
ら

の
引
用
の
場
合
な
ど
も
含
め
て
、
こ
の
よ
う
た
表
現
技
法
は
「
物
語
取
り
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

呼
ぱ
れ
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
「
あ
は
れ
」
と
、

の
給
は
せ
ぱ
た
む
」
あ
る
い
は
「
「
あ
は
れ
」
と
だ
に
、
の
た
ま
は
せ
よ
」
と

い
う
言
葉
を
主
に
と
り
あ
げ
、
光
源
氏
・
柏
木
・
薫
が
深
い
部
分
に
お
い
て
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
よ
う
に
１
連
関
し
て
い
る
か
を
考
え
る
手
だ
て
と
し
て
み
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

場
面
で
そ
の
言
葉
が
ど
う
い
う
機
能
を
は
た
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が

そ
れ
ぞ
れ
ど
う
お
互
い
に
響
き
合
っ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

二

　
ま
ず
光
源
氏
の
薄
雲
巻
の
言
葉
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
光
源
氏
は

冷
泉
帝
に
入
内
さ
せ
た
養
女
梅
壷
女
御
が
二
条
院
へ
里
下
り
し
て
き
た
折
に
語

り
合
う
機
会
を
も
っ
。
女
御
に
懸
想
を
し
か
げ
て
く
る
光
源
氏
の
言
葉
の
一
節

で
あ
る
。

　
　
「
か
や
う
た
る
、
す
き
が
ま
し
き
方
は
、
し
づ
め
難
う
の
み
侍
る
を
。
お

　
　
ぼ
ろ
げ
に
思
ひ
忍
び
た
る
御
後
見
と
は
、
思
」
知
ら
せ
給
は
ん
や
。
　
「
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
は
れ
」
と
だ
に
、
の
給
は
せ
ず
ぱ
、
い
か
に
か
ひ
な
く
侍
ら
ん
」
（
皿
２
４
）

　
女
御
に
懸
想
を
ほ
の
め
か
す
が
、
即
座
に
自
ら
の
思
い
を
お
し
と
ど
め
よ
う

と
す
る
自
制
が
働
く
。
そ
の
思
い
と
ど
め
ち
言
葉
の
末
尾
に
、
未
練
を
残
す
か

の
よ
う
に
「
「
あ
は
れ
」
と
だ
に
、
の
給
は
せ
ず
ぱ
」
と
く
る
の
で
あ
る
。
光

源
氏
は
懸
想
心
を
抱
い
て
も
、
か
っ
て
の
よ
う
に
そ
れ
を
貫
く
と
い
う
よ
う
な

行
動
を
と
ろ
う
と
し
な
い
。
　
「
あ
は
れ
」
の
言
葉
を
要
求
す
る
だ
け
に
た
っ
て

い
る
。
光
源
氏
の
そ
れ
ま
で
の
行
動
原
理
か
ら
す
れ
ぱ
要
求
範
囲
が
大
幅
に
縮

少
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
光
源
氏
が
懸
想
を
ほ
の
め
か
す

の
に
対
し
て
女
御
は
「
む
っ
か
し
う
て
、
御
答
へ
も
な
け
れ
ぱ
」
と
い
う
様
子

で
あ
る
。
そ
れ
を
光
源
氏
は
す
ぐ
さ
ま
察
知
し
て
「
こ
と
事
に
言
ひ
ま
ぎ
ら
は



し
給
ひ
つ
」
と
い
う
体
で
あ
る
。
懸
想
を
抑
止
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
女
御
か
ら

の
言
葉
は
要
求
し
て
い
る
。
い
や
、
と
い
う
よ
り
も
懸
想
を
断
念
す
る
が
ゆ
え

に
、
　
「
あ
は
れ
」
の
言
葉
だ
げ
で
も
と
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
な
お

も
未
練
が
ま
し
く
歌
を
詠
む
。

　
　
「
君
も
さ
ぱ
あ
は
れ
を
か
は
せ
人
知
れ
ず
わ
が
身
に
し
む
る
秋
の
夕
風

　
　
し
の
び
が
た
き
折
く
も
侍
り
し
一
　
　
　
　
　
瓦
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

女
御
の
返
歌
は
な
い
。
光
源
氏
は
思
い
を
は
た
す
こ
と
も
で
き
ず
、
か
え
っ
て

自
ら
を
「
わ
か
く
し
う
、
径
し
か
ら
ず
一
と
戒
め
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意

味
す
る
か
。

　
光
源
氏
の
こ
う
し
た
現
段
階
の
状
況
を
端
的
に
示
す
述
懐
が
、
引
き
続
い
て

い
く
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
か
う
、
あ
な
が
ち
な
る
事
に
、
胸
ふ
た
が
る
癖
の
、
な
ほ
あ
り
け
る
よ
」

　
　
と
、
わ
が
身
な
が
ら
思
し
知
ら
る
。
「
こ
れ
は
、
い
と
似
げ
な
き
事
な
り
。

　
　
恐
ろ
し
う
、
罪
深
き
か
た
は
、
多
う
ま
さ
り
げ
め
ど
、
い
に
し
へ
の
す
き

　
　
は
、
思
ひ
ゃ
り
少
な
き
ほ
ど
の
あ
や
ま
ち
に
、
仏
・
神
も
、
ゆ
る
し
給
ひ

　
　
げ
ん
」
と
、
お
ぽ
し
さ
ま
す
も
、
　
「
猶
、
こ
の
道
は
、
う
し
ろ
や
す
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

　
　
深
き
か
た
の
ま
さ
り
け
る
か
な
」
と
、
思
し
知
ら
せ
給
ふ
。
　
（
１
２
４
）

自
分
の
心
に
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
懸
想
を
自
ら
見
す
え
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
過

去
の
行
動
を
ふ
り
返
っ
て
藤
盟
と
の
密
事
に
思
い
を
め
ぐ
ら
Ｌ
て
い
る
。
「
い

に
し
へ
の
す
き
」
と
は
藤
壷
と
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
藤
壷
と
の
こ
と
を

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
赫
否
心
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

「
い
に
し
へ
の
す
き
」
と
過
去
へ
と
押
し
込
め
、
そ
れ
に
っ
い
て
は
「
思
ひ
や

り
少
な
き
ほ
ど
の
あ
や
ま
ち
」
と
し
、
「
仏
・
神
」
も
許
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う

と
い
わ
ぱ
勝
手
に
判
断
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
恋
の
道
に
対
し
て
も
思
慮
深
い

行
動
を
と
れ
る
よ
う
に
ー
た
っ
た
と
自
ら
で
結
論
づ
げ
て
い
る
。
女
御
へ
の
懸
想

を
抑
止
し
た
自
已
を
弁
護
す
る
述
懐
の
結
論
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
物
語

の
新
た
な
転
換
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
光
源
氏
が
梅
壷
女
御
を
懸
想
し
っ
っ
そ
の
枠
内
を
越
え
な
い
こ
と
に
っ
い
て

は
物
語
上
の
い
く
っ
か
の
説
明
は
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
冷
泉
帝
に
す
で
に
入

内
し
て
い
る
こ
と
、
故
六
条
御
息
所
の
遺
児
で
あ
る
こ
と
な
ど
。
光
源
氏
は
と

う
て
い
こ
の
場
で
、
あ
る
い
は
こ
の
政
治
状
勢
の
中
で
女
御
と
の
禁
忌
を
犯
す

こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
１
澤
標
巻
以
降
の
物
語
内
の
状
況
で

は
女
御
と
の
禁
忌
を
犯
す
物
語
は
構
想
さ
れ
て
い
た
か
っ
た
と
し
て
も
、
懸
想

心
が
動
き
な
が
ら
は
た
せ
な
い
光
源
氏
に
我
六
は
何
の
異
和
感
も
抱
か
ず
に
読

み
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
藤
壷
物
語
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
第
一
歩
が
企
図
さ

れ
て
い
る
。
ど
う
い
う
内
実
の
相
対
化
か
。
結
論
的
に
述
べ
る
な
ら
、
お
そ
ら

く
藤
壷
と
の
密
通
と
い
う
禁
忌
侵
犯
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
物
語
秩
序
の

相
対
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
禁
忌
侵
犯
に
よ
ら
な
い
物
語
秩
序
の
道
筋
が

こ
こ
で
確
認
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
光
源
氏
と
藤
壷
と
の
物
語
は
す
で
に
，
多
く
の
論
者
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

に
■
、
神
話
的
な
論
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
密
通
は
「
王
権
」
に
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
禁
忌
侵
犯
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は
反
秩
序
的
な
非
目
常
性
を
も
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
光
源
氏
は
聖
性
を
獲
得
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
だ
げ
で
は
な
い
。
益
田
勝
実
氏
が
、
桐
壷
帝
が
天
皇
を
囲
繍
し
て

い
る
禁
忌
を
破
っ
て
更
衣
へ
の
愛
を
貫
い
て
い
く
と
こ
ろ
に
人
間
的
な
姿
を
み

　
　
　
　
¢

て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
光
源
氏
の
藤
壷
へ
の
禁
忌
侵
犯
も
同
じ
く
人
間
性
の
回

復
行
為
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
い
わ
ば
、
光
源
氏
と
藤
壷
と
の
物
語
は
、
禁
忌

侵
犯
の
行
為
が
非
目
常
的
で
あ
り
そ
の
こ
と
で
光
源
氏
の
聖
性
を
保
つ
と
い
う

神
話
的
な
論
理
と
、
そ
の
行
為
が
人
問
性
の
回
復
や
愛
の
姿
で
も
あ
る
と
い
う

物
語
的
な
論
理
と
の
幸
福
な
一
致
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
う
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

段
階
に
あ
る
物
語
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
二
人
の
問
に
は
「
魂
の
共
感
」
を
認

め
る
こ
と
も
で
き
る
。
禁
忌
侵
犯
が
す
こ
し
ず
っ
闇
の
部
分
を
深
め
て
い
く
根

源
に
な
っ
て
い
く
に
せ
よ
、
こ
の
二
人
の
物
語
世
界
は
源
氏
物
語
に
お
い
て
も

あ
と
に
も
先
に
も
な
い
饒
倖
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。
二
人
の
物
語
は
む

し
ろ
肯
定
的
に
描
か
れ
て
き
た
し
、
物
語
推
進
の
原
動
力
で
さ
え
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
そ
れ
を
こ
こ
で
は
光
源
氏
自
身
の
述
懐
と
し
て
「
い
に
し
へ
の
す
き
は
、

思
ひ
や
り
少
な
き
ほ
ど
の
あ
や
ま
ち
に
」
と
否
定
的
に
過
去
の
も
の
と
押
し
や

っ
て
い
る
の
だ
。
物
語
の
転
換
が
こ
こ
に
読
み
と
れ
る
。
　
「
分
別
の
あ
る
自
制

の
利
い
た
も
の
に
，
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
以
後
、
源
氏
の
行
動
が
こ
の
文
の
趣
旨
に

大
き
く
そ
む
く
こ
と
は
な
い
。
」
（
小
学
館
古
典
文
学
全
集
頭
注
）
と
あ
る
通
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

だ
ろ
う
。
で
は
「
こ
の
文
の
趣
旨
」
と
は
本
質
的
に
は
何
で
あ
る
か
。
藤
壷
物

語
の
相
対
化
を
こ
の
文
脈
で
読
む
と
す
る
な
ら
ぽ
、
今
後
の
物
語
展
開
に
お
い

て
、
禁
忌
侵
犯
が
人
物
の
行
動
原
理
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
の
で
は
た
い
だ
ろ
う
か
。
禁
忌
侵
犯
を
物
語
の
人
物
に
課
さ
な

い
方
向
へ
の
道
で
あ
る
。
そ
し
て
、
光
源
氏
の
行
動
原
理
か
ら
禁
忌
侵
犯
の
論

理
を
排
除
し
た
と
き
に
出
て
き
た
言
葉
が
実
は
「
「
あ
は
れ
」
と
だ
に
、
の
給

は
せ
ず
ぱ
」
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
偶
然
の
こ
と
な
ど
で
は
な
い
。
禁
忌
侵
犯

の
排
除
と
こ
の
言
葉
と
は
密
接
に
結
び
っ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ

か
。
あ
る
一
つ
の
状
況
を
別
の
面
か
ら
言
い
換
え
て
い
る
だ
け
の
よ
う
た
の
だ
。

そ
の
点
を
説
明
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
竹
取
物
語
か
ら
類
似
し
た
問
題
を
ひ
き
だ
し
て
み
た
い
。
か
ぐ
や
姫
は
昇
天

す
る
間
際
の
場
面
で
、
帝
に
歌
を
贈
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
を
）

　
　
今
は
と
て
天
の
羽
衣
き
る
お
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
げ
る

地
上
に
や
っ
て
き
た
か
ぐ
や
姫
に
と
っ
て
禁
忌
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ぱ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
は
地
上
の
人
々
と
深
い
契
り
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
か
ぐ
や
姫
は
、

自
ら
与
え
た
難
題
に
よ
っ
て
五
人
の
貴
公
子
か
ら
の
求
婚
も
破
綻
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
た
し
、
帝
か
ら
の
求
め
に
も
拒
絶
の
姿
勢
を
崩
さ
た
か
っ
た
。
禁
忌
は

守
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
最
後
の
場
面
で
、
か
ぐ
や
姫
は
天
の
羽
衣
を
今
ま
さ
に

着
よ
う
と
す
る
直
前
、
っ
ま
り
帝
と
契
る
と
い
う
よ
う
た
禁
忌
侵
犯
に
陥
る
こ

と
が
な
い
と
確
実
に
な
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
帝
へ
の
「
あ
は
れ
」
の
感
情



を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
言
葉
と
し
て
は
っ
き
り
と
表
出
し
た
の
で
あ
る
。
と
考

え
る
な
ら
、
相
手
を
恋
い
慕
い
つ
つ
も
禁
忌
侵
犯
と
い
う
行
為
に
ま
で
は
突
き

進
な
ま
い
、
男
と
女
の
問
に
交
わ
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
最
上
の
言
葉
が
「
あ
は

れ
」
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
帝
の
前
に
、
五
人
の
求
婚
者
の
最
後
の
石

上
中
納
言
に
１
対
し
て
「
か
ぐ
や
姫
す
こ
し
あ
は
れ
と
思
し
け
り
。
」
と
あ
っ
た
。

「
す
こ
し
あ
は
れ
」
で
あ
っ
て
帝
へ
の
歌
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
こ
と
が
意
識

的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
も
同
じ
く
、
中
納
言
が
求
婚
者
と
し

て
の
役
割
を
終
え
た
こ
と
が
確
定
し
て
か
ら
、
す
な
わ
ち
禁
忌
が
破
ら
れ
な
い

こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
は
じ
め
て
か
ぐ
や
姫
の
「
あ
は
れ
」
の
心
の
動
き
が
表

出
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。
禁
忌
侵
犯
と
い
う
行
為
の
存
在
す
る
時
空
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
人
間
達
の
恋
愛
に
お
い
て
そ
の
位
置
を
占
め
る
の
が
「
あ
は
れ
」
の
言

葉
で
あ
っ
た
。

　
か
ぐ
や
姫
が
帝
と
契
り
を
結
ぱ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
あ
は
れ
」
が
で
て

き
た
よ
う
に
、
光
源
氏
が
女
君
に
「
あ
は
れ
」
を
希
求
す
る
姿
に
。
、
禁
忌
侵
犯

を
作
中
人
物
に
強
い
る
こ
と
の
な
い
、
物
語
の
新
た
な
段
階
へ
の
歩
み
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
物
語
に
と
っ
て
は
神

話
的
た
論
理
か
ら
脱
け
で
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
人
間
的
た
課

題
の
追
究
と
い
う
道
筋
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

三源
氏
物
語
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

　
柏
木
の
言
葉
に
お
い
て
は
ど
う
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
若

菜
下
巻
、
柏
木
が
女
三
宮
の
寝
所
へ
忍
び
込
み
、
自
已
の
思
い
を
訴
え
て
い
る

密
通
の
場
面
に
そ
の
言
葉
は
あ
っ
た
。

　
　
「
め
づ
ら
か
に
、
情
な
き
御
心
ば
へ
な
ら
ば
、
い
と
心
憂
く
て
、
な
か

　
　
く
、
ひ
た
ぶ
る
雲
心
も
こ
そ
、
つ
き
侍
れ
。
「
あ
は
れ
一
と
だ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
ｏ

　
　
の
た
ま
は
せ
ば
、
そ
れ
を
う
げ
た
ま
は
り
て
、
ま
か
で
た
ん
」
　
（
皿
３
７
）

よ
う
や
く
実
現
し
た
女
三
宮
と
の
密
会
で
あ
っ
た
。
ひ
た
す
ら
柏
木
は
宮
へ
思

い
を
訴
え
る
が
そ
の
返
答
す
ら
も
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
せ
め
て
「
あ
は
れ
」
と

い
う
言
葉
だ
け
で
も
と
懇
願
す
る
。
時
が
過
ぎ
「
あ
げ
ぐ
れ
」
近
く
に
な
っ
て

柏
木
は
な
お
訴
え
る
。

　
　
「
「
す
こ
し
思
ひ
の
ど
め
よ
」
と
お
ぼ
さ
れ
ぼ
、
「
あ
は
れ
」
と
だ
に
１
、
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
　
た
ま
は
せ
よ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
７
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

　
柏
木
巻
に
至
っ
て
も
、
病
の
床
で
な
お
か
っ
、
　
「
い
ま
は
と
て
燃
え
ん
煙
も

む
す
ぼ
二
れ
た
え
ぬ
思
ひ
の
た
ほ
や
残
ら
ん
」
と
歌
を
詠
み
、
続
げ
て
語
る
。

　
　
「
「
あ
は
れ
」
と
だ
に
、
の
給
は
せ
よ
。
心
の
ど
め
て
、
人
や
り
な
ら
ぬ
闇

　
　
に
ま
よ
は
む
道
の
光
に
も
、
し
侍
ら
む
」
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｗ
１
３
）

「
あ
は
れ
」
の
言
葉
を
か
げ
て
く
れ
た
ら
、
死
後
の
光
明
に
も
し
よ
う
、
と
ま

で
い
う
。
全
く
判
で
押
し
た
か
の
よ
う
な
同
じ
言
葉
が
三
度
く
り
返
さ
れ
た
。

や
や
広
義
に
類
似
の
表
現
を
あ
げ
れ
ば
、
「
『
あ
は
れ
』
と
や
お
ぽ
し
知
る
」

　
１
（
皿
７
）
「
な
げ
の
あ
は
れ
を
も
か
げ
給
は
む
人
の
あ
ら
む
に
こ
そ
は
、
一
っ
思

　
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
　
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

ひ
に
燃
え
ぬ
る
し
る
し
に
は
せ
め
」
（
Ｖ
１
２
）
「
と
が
め
聞
え
さ
せ
給
は
む
人
目

を
も
、
い
ま
は
、
心
や
す
く
思
し
た
り
て
、
か
ひ
な
き
あ
は
れ
を
だ
に
、
絶
え

ず
か
げ
さ
せ
給
へ
」
（
Ｖ
１
７
）
た
ど
が
あ
る
。
女
三
宮
の
返
答
が
な
い
の
で
柏

木
は
情
愛
の
言
葉
だ
げ
で
も
か
け
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
禁
忌
侵
犯
を
作
中
人
物
か
ら
回
避
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
へ
の
物
語
の
表
れ

が
こ
の
言
葉
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
柏
木
と
女
三
宮
と
の
密
通
や
柏
木
の
訴
え

る
言
葉
は
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
。
ま
ず
す
く
な
く
と
も
光
源
氏
と
藤
壷

の
物
語
の
ご
と
き
「
王
権
」
に
か
か
わ
る
禁
忌
侵
犯
で
な
い
点
に
お
い
て
全
く

位
相
を
異
に
し
て
い
る
と
い
わ
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。
し
か
も
光
源
氏
と
藤
壷

と
の
禁
忌
侵
犯
に
あ
っ
て
は
神
話
的
な
論
理
と
物
語
的
次
論
理
と
が
一
致
を
み

て
い
た
こ
と
に
注
意
を
向
げ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
男
と
女
に
お
げ
る
禁
忌
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
考
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ぱ
次
の
よ
う
な
栗
本
慎
一
郎
氏
の
見
解
は
充
分
認
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
男
と
女
の
性
愛
は
、
生
物
学
的
に
生
殖
と
い
う
結
果
を
も

た
ら
す
と
し
て
も
、
も
と
も
と
聖
た
る
他
界
と
の
接
触
を
も
と
め
る
宗
教
的
行

為
た
の
で
あ
る
。
」
と
。
こ
こ
で
い
う
「
他
界
」
と
は
「
神
話
的
宇
宙
」
で
あ

る
と
定
義
し
、
　
「
聖
な
る
他
界
は
死
に
よ
っ
て
だ
げ
で
は
な
く
、
激
し
い
禁
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

の
侵
犯
に
よ
っ
て
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
て
い
る
。
禁
忌
と
い

う
も
の
が
本
来
的
に
「
他
界
」
を
孕
む
と
い
う
の
は
示
喫
的
た
意
見
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
禁
忌
侵
犯
と
は
「
他
界
」
を
垣
間
見
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
ま
さ
し
く
光
源
氏
と
藤
壷
と
の
禁
忌
侵
犯
の
物
語
は

「
他
界
」
を
孕
み
っ
づ
け
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
「
王
権
」
に
か
か
わ
る
そ
の

禁
忌
性
が
強
げ
れ
ぱ
そ
れ
だ
げ
、
物
語
の
孕
む
「
他
界
」
は
よ
り
力
を
秘
め
た

も
の
に
な
る
と
い
え
る
。
そ
の
「
他
界
」
は
も
ち
ろ
ん
非
日
常
性
を
帯
び
て
い

る
。
禁
忌
侵
犯
が
物
語
内
で
重
要
な
意
味
を
帯
び
さ
せ
ら
れ
て
描
か
れ
て
い
る

か
ぎ
り
、
物
語
自
体
が
孕
む
そ
の
非
目
常
性
は
目
常
性
と
充
分
向
き
合
う
力
を

も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
藤
壷
が
光
源
氏
に
贈
っ
た
「
唐
人
の
袖

ふ
る
こ
と
は
遠
げ
れ
ど
起
ち
ゐ
に
っ
げ
て
あ
は
れ
と
は
見
き
」
（
１
胴
）
の
歌

は
、
禁
忌
侵
犯
の
内
に
「
あ
は
れ
」
が
過
不
足
な
く
あ
り
え
た
、
き
わ
め
て
希

な
事
柄
に
属
す
る
。
と
こ
ろ
が
柏
木
は
女
三
宮
と
密
通
に
及
び
な
が
ら
、
宮
の

方
は
そ
れ
を
拒
み
っ
づ
げ
る
た
め
に
、
「
「
あ
は
れ
」
と
だ
に
、
の
給
は
せ
よ
」

が
発
せ
ら
れ
る
。
禁
忌
侵
犯
の
本
来
が
、
「
他
界
」
あ
る
い
は
非
目
常
的
時
空

を
そ
の
瞬
問
現
出
さ
せ
、
そ
こ
で
男
と
女
の
交
情
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ぱ
、

こ
の
よ
う
た
柏
木
の
言
葉
は
発
せ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
べ
き

で
は
な
い
か
。
こ
の
言
葉
や
要
求
は
禁
忌
侵
犯
の
論
理
と
相
入
れ
匁
い
。
柏
木

が
類
似
の
表
現
を
非
常
に
数
多
く
く
り
返
す
こ
と
の
意
味
は
、
か
え
っ
て
柏
木

の
犯
し
た
密
通
が
原
初
的
た
意
味
を
担
っ
た
禁
忌
侵
犯
で
あ
り
え
て
い
た
い
こ

と
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
た
い
か
。
そ
こ
で
は
混
沌
と
し

た
イ
メ
ー
ジ
の
「
あ
げ
ぐ
れ
」
に
あ
っ
て
も
非
目
常
的
時
空
は
現
出
せ
ず
、
男

と
女
の
交
情
の
時
空
の
機
能
が
は
た
さ
れ
て
い
た
い
の
で
あ
っ
た
。
非
日
空
的



時
空
の
排
除
と
い
う
点
で
は
薄
雲
巻
で
言
葉
を
発
Ｌ
た
光
源
氏
と
こ
の
柏
木
と

は
同
じ
位
相
に
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
、
光
源
氏
も
ま
た
女
三
宮
と
の
交

情
が
成
立
せ
ず
、
宮
に
「
猶
、
「
あ
は
れ
」
と
お
惇
せ
」
（
Ｗ
３
８
）
と
語
る
と
こ

ろ
ま
で
下
降
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
恋
し
い
相
手
か
ら
、
「
あ
は
れ
」
と
思
わ
れ
た
い
と
い
う
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

古
今
集
の
中
に
も
み
ら
れ
る
。
６
０
番
「
月
か
げ
に
わ
が
身
を
か
ふ
る
物
な
ら
ぱ

っ
れ
な
き
人
も
あ
は
れ
と
や
み
ん
」
や
鮒
番
の
哀
傷
歌
に
「
か
ず
か
ず
に
我
を

わ
す
れ
ぬ
も
の
な
ら
ぱ
山
の
か
す
み
を
あ
は
れ
と
は
み
よ
」
に
顕
著
で
あ
る
。

　
と
り
わ
け
問
題
で
あ
る
の
は
醐
番
の
歌
で
あ
る
。

　
　
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
だ
に
な
く
は
な
に
を
か
は
恋
の
み
だ
れ
の
っ
か
ね
を
に

　
　
せ
ん

　
◎

古
注
か
ら
契
沖
ま
で
は
多
く
こ
の
「
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
」
を
恋
し
い
相
手
か
ら

「
あ
は
れ
」
を
か
け
て
く
れ
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
。
『
余
材
抄
』
に
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
人
の
あ
は
れ
と
た
に
も
い
は
す
は
何
を
か
乱
れ
た
る
恋
を
を
さ
む
る
つ
か

　
　
ね
緒
に
せ
ん
と
た
り
物
を
取
集
て
ゆ
ふ
緒
に
よ
せ
た
り
又
一
説
に
あ
は
れ

　
　
て
ふ
は
み
っ
か
ら
い
ふ
あ
は
れ
な
り
下
の
長
歌
に
墨
染
の
夕
に
な
れ
は
ひ

　
　
と
り
ゐ
て
あ
は
れ
く
と
な
け
き
あ
ま
り
と
よ
め
る
あ
は
れ
な
り
思
ひ
あ

　
　
ま
る
時
の
こ
と
く
さ
な
り
さ
れ
と
も
こ
と
く
さ
の
み
に
て
は
っ
か
ね
を
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
は
な
り
か
た
か
る
へ
し

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

　
こ
れ
に
対
し
真
淵
の
『
打
聴
』
で
は
、

　
　
あ
は
れ
と
人
の
い
ひ
侍
る
に
よ
り
恋
の
つ
か
ね
苧
と
成
た
り
と
い
は
父
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
や
く
逢
て
物
思
ひ
も
な
き
た
り
さ
る
都
立
に
は
あ
ら
ぬ
を
も
て
お
も
へ

と
批
判
し
て
い
る
。
現
在
の
注
釈
書
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
契
沖
ま
で
の
解
釈
に
っ
い
て
も
む
げ
に
退
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
の
状
況
を
真
淵
の
よ
う
に
考
え
ず
に
、
例
え

ぱ
、
か
な
え
ら
れ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
な
相
手
へ
の
恋
慕
で
あ
っ
て
、
せ

め
て
「
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
も
か
げ
て
く
れ
た
た
ら
、
自
分
の
恋
に

よ
る
心
の
乱
れ
を
お
さ
め
る
緒
に
で
き
る
、
と
い
う
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

と
す
る
こ
と
は
で
き
た
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
は
ち
ょ
う
ど
柏
木
の
言
葉
や
状

況
と
重
ね
合
わ
せ
て
詠
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
古
注
な
ど
も
こ
の

歌
を
柏
木
の
状
況
と
重
ね
て
理
解
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
措
い
て
も
、

こ
の
よ
う
に
相
手
が
か
げ
る
「
あ
は
れ
」
の
言
葉
を
自
ら
の
乱
れ
の
汰
ぐ
さ
め

に
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
解
釈
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　
柏
木
に
戻
っ
て
い
え
ぱ
、
恋
の
成
就
が
不
可
能
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
れ
ぱ
さ

れ
る
ほ
ど
、
せ
め
て
言
葉
だ
け
で
も
と
、
な
お
交
情
を
願
い
っ
づ
け
る
の
は
当

然
で
あ
ろ
う
。
柏
木
は
よ
り
極
限
に
ま
で
陥
っ
て
い
る
。
薄
雲
巻
の
光
源
氏
の

言
葉
は
神
話
的
な
論
理
か
ら
の
離
脱
と
い
う
段
階
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
柏

木
は
地
上
的
た
論
理
の
中
に
生
き
る
男
と
女
の
交
情
の
困
難
さ
と
い
う
特
質
を

も
っ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
男
が
下
位
の
立
場
か
ら
上
位
に
い
る
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

に
「
あ
は
れ
」
を
求
め
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
つ
ま
り
恋
の
関
係
に
お
い
て
、

女
が
男
に
対
し
て
対
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
自
己
の
存
在
の
重
み
を
示
し

は
じ
め
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
る
。
ま
た
は
、
男
の
側
の
論
理
が
優
位
に

立
つ
こ
と
を
許
容
し
な
い
物
語
状
況
の
表
れ
と
も
い
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

道
筋
を
た
ど
り
な
が
ら
、
禁
忌
侵
犯
を
描
か
た
い
物
語
は
非
目
常
の
時
空
を
た

く
し
た
地
上
に
生
き
る
男
と
女
の
交
情
の
困
難
性
を
深
め
て
い
っ
た
よ
う
で
あ

＠

る
。

四

　
都
か
ら
宇
治
へ
や
っ
て
く
る
そ
の
苦
業
の
代
償
に
薫
は
相
手
か
ら
の
「
あ
は

れ
」
を
求
め
た
。
都
と
の
距
離
が
意
識
さ
れ
つ
づ
け
る
橋
姫
物
語
を
特
徴
づ
げ

る
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
一
方
で
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
薄
雲
巻
で
光

源
氏
が
発
し
た
、
そ
の
と
き
の
状
況
が
こ
の
宇
治
の
物
語
に
ま
で
通
底
し
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。
物
語
は
、
禁
忌
侵
犯
を
排
除
し
、
地
上
に
生
き
る
男
と
女
の

交
情
が
困
難
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
作
者
の
玩
実
認
識
に
よ
り
つ
つ
も
、
し
か

し
た
お
そ
の
で
き
う
る
か
ぎ
り
の
交
情
の
可
能
性
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
薫
の
「
「
あ
は
れ
」
と
、
の
給
は
せ
ぱ
な
む
」
と
い
う
言
葉
は
、

交
情
の
困
難
性
と
い
う
認
識
と
、
そ
れ
で
あ
っ
て
も
な
お
か
っ
可
能
な
か
ぎ
り

交
情
を
求
め
っ
づ
げ
る
物
語
の
方
向
性
と
を
同
時
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

薫
は
容
易
に
は
恋
に
ー
「
ま
ど
は
」
な
い
、
仏
道
心
を
も
っ
た
人
物
と
し
て
慎

重
に
大
君
と
の
か
か
わ
り
が
描
か
れ
て
い
た
。
総
角
巻
で
、
匂
宮
と
図
っ
て
姫

君
た
ち
の
寝
所
へ
入
っ
た
そ
の
折
の
場
面
で
薫
は
恋
の
「
ま
ど
ひ
」
を
詠
ん
だ
。

　
　
例
の
、
明
（
げ
）
行
く
げ
は
ひ
に
、
鐘
の
声
た
ど
聞
ゆ
。
「
い
ぎ
た
た
く

　
　
て
、
出
で
給
ふ
べ
き
気
色
も
た
き
よ
」
と
、
心
や
ま
し
く
、
こ
わ
づ
く
り

　
　
給
ふ
も
、
げ
に
、
あ
や
し
き
わ
ざ
た
り
。

　
　
　
　
「
し
る
べ
せ
し
我
や
か
へ
り
て
惑
ふ
べ
き
心
も
ゆ
か
ぬ
明
げ
暮
れ
の

　
　
　
　
　
　
道

　
　
　
か
二
る
た
め
し
、
世
に
あ
り
げ
ん
や
」

　
　
と
、
の
給
へ
ぱ
、
心
か
ら
に
、
憂
く
ぞ
聞
き
給
ふ
。

　
　
　
　
か
た
ぐ
に
く
ら
す
心
を
思
ひ
や
れ
人
や
り
奮
ぬ
道
に
惑
は
父

　
　
と
、
ほ
の
か
に
の
た
ま
ふ
を
、
い
と
、
飽
か
ぬ
心
地
す
れ
ぱ
、
　
（
ｗ
〃
）

　
最
晩
年
の
光
源
氏
に
－
お
い
て
、
男
の
恋
へ
の
「
ま
ど
ひ
」
が
仏
道
か
ら
す
れ

ぱ
愛
執
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
た
。
薫
は
、
か
つ
て
女
と
交
情
へ
入
り
込
む
契

機
た
り
え
た
「
ま
ど
ひ
」
が
仏
教
思
想
を
抱
え
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
抑
止
さ
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
仏
道
修
業
に
心
を
向
け
る
薫
に
は
恋
の
「
ま
ど
ひ
」

に
陥
ら
な
い
よ
う
な
配
慮
が
作
者
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
ま
ど
は
」
な
い

薫
像
の
提
示
で
あ
っ
た
。
し
か
し
男
と
女
の
交
情
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
、

独
創
的
な
人
物
で
あ
っ
た
薫
も
や
は
り
「
ま
ど
ふ
」
こ
と
が
必
要
に
た
る
。
そ

の
き
た
る
べ
き
交
情
の
場
面
ま
で
作
者
は
慎
重
に
、
薫
の
「
ま
ど
ひ
」
を
避
け
よ



う
と
Ｌ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
き
た
る
べ
き
交
情
の
場
面
が
こ
の
箇

所
で
あ
っ
た
。
薫
は
つ
い
に
「
ま
ど
ひ
」
を
大
君
に
訴
え
た
。
し
か
も
混
沌
と

し
た
非
目
常
的
な
「
あ
け
ぐ
れ
」
の
時
空
に
お
い
て
で
あ
る
。
仏
道
心
を
も
っ

薫
に
と
っ
て
大
君
と
契
る
こ
と
は
禁
忌
侵
犯
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
仏
道
心
を

も
っ
薫
の
日
常
性
の
中
で
は
女
と
契
る
と
い
う
行
為
は
禁
忌
性
を
も
ち
う
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ぽ
こ
の
「
あ
け
ぐ
れ
」
の
非
日
常
的
時
空
は
目
常

性
と
鋭
く
対
立
し
緊
張
し
、
そ
の
時
空
の
効
力
も
強
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

そ
の
時
空
に
交
情
の
可
能
性
を
み
る
こ
と
を
物
語
は
断
念
し
て
い
た
。
若
菜
下

巻
で
柏
木
が
非
日
常
性
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
女
三
宮
が
拒
否
し
た

こ
と
な
ど
を
想
起
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
た
い
。
禁
忌
侵
犯
に
近
づ
き
た
が
ら
、
そ

の
無
効
性
を
確
認
す
る
物
語
が
語
ら
れ
っ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
一
…
で
も
「
ま

ど
ひ
」
を
訴
え
る
薫
に
対
し
た
大
君
の
「
人
や
り
な
ら
ぬ
道
に
惑
は
父
」
と
い

う
返
歌
は
、
薫
の
「
ま
ど
ひ
」
を
自
分
勝
手
な
「
ま
ど
ひ
」
で
し
か
な
い
と
否

定
し
拒
否
し
て
い
る
。
「
あ
け
ぐ
れ
」
も
詠
み
込
ん
で
い
る
が
、
女
に
受
げ
入

れ
ら
れ
な
い
。
交
情
可
能
な
時
空
と
し
て
あ
り
え
た
は
ず
の
「
夜
」
や
「
あ
げ

ぐ
れ
」
の
非
目
常
的
時
空
の
効
力
は
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
幾
度
も

薫
と
大
君
は
「
夜
」
を
徹
し
て
対
座
し
た
。
橋
姫
物
語
に
お
い
て
「
夜
」
の
時

空
の
無
効
性
は
著
し
い
。
あ
る
い
は
交
情
の
時
空
へ
の
契
機
で
あ
っ
た
男
の
恋

の
「
ま
ど
ひ
」
も
無
力
で
あ
る
。
宇
治
と
い
う
時
空
は
「
あ
は
れ
」
を
共
有
す

る
こ
と
の
可
能
な
地
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
薫
の
住
む
都
か
ら
み
た
視
座
で
あ

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

り
、
宇
治
を
目
常
の
時
空
と
す
る
大
君
に
－
と
っ
て
薫
の
側
か
ら
の
論
理
は
拒
否

せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
薫
の
歌
に
注
目
す
れ
ぱ
明
ら
か
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
し
る
べ
せ
し
我
や
か
へ
り
て
」
と
自
分
の
恋
の
「
ま
ど
ひ
」
を
、
い
わ
ぼ
他

人
を
導
い
た
そ
の
せ
い
で
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

相
手
へ
の
全
霊
的
な
恋
の
「
ま
ど
ひ
」
に
ー
よ
る
訴
え
に
な
り
え
て
い
な
い
。
こ

の
よ
う
に
み
て
い
け
ば
わ
か
る
よ
う
に
橋
姫
物
語
に
お
い
て
は
交
清
可
能
な
非

日
常
的
時
空
が
創
り
出
さ
れ
る
要
件
は
ど
こ
に
１
も
み
あ
た
ら
な
い
。
い
や
、
非

目
常
的
時
空
は
橋
姫
物
語
の
展
開
の
中
で
、
物
語
の
世
界
か
ら
結
果
的
に
。
否
定

せ
ら
れ
拒
否
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
す
く
な
く
と
も
桐
壷
巻
か
ら
総
角
巻
が
終
る
時
点
ま
で
源
氏
物
語
は
、
男
と

女
を
向
き
合
わ
せ
交
情
の
時
空
を
設
定
し
な
が
ら
も
交
情
を
は
た
さ
ず
に
終
わ

ら
せ
ま
た
設
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
く
り
返
し
っ
づ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
な

ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
幻
巻
で
明
石
上
と
対
面
し
た
光
源
氏
が
語
り
出
し
た
言
葉
の
中
に
次
の
よ
う

な
一
節
が
あ
っ
た
。

　
　
「
人
を
、
「
あ
は
れ
」
と
、
心
と
父
め
ん
は
、
「
い
と
、
わ
ろ
か
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

　
　
事
」
と
、
い
に
し
へ
よ
り
思
は
え
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｖ
Ｏ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

仏
道
の
面
か
ら
み
れ
ぱ
「
わ
ろ
か
る
べ
き
事
」
な
の
で
は
あ
る
が
、
自
然
に
さ

ま
ざ
ま
な
女
性
に
「
あ
は
れ
」
の
思
い
を
抱
い
て
心
を
向
げ
て
し
ま
う
と
い
う
。

　
　
　
９

古
今
集
９
３
「
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
こ
そ
う
た
て
世
中
を
思
ひ
は
た
れ
ぬ
ほ
だ
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

り
げ
れ
」
と
同
じ
内
容
の
も
の
だ
ろ
う
。
　
「
ほ
だ
し
」
に
は
ち
が
い
な
い
が
、

し
か
し
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
強
く
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
点
に
目

を
向
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
「
人
を
、
「
あ
は
れ
」
と
、
心
と
父
め
ん
」
と

は
、
端
的
に
い
う
た
ら
他
者
と
の
関
係
を
希
求
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

自
然
た
心
の
動
き
で
あ
ろ
う
。
人
問
の
存
在
が
孕
み
つ
づ
げ
る
他
者
へ
の
た
え

ざ
る
魂
の
呼
び
か
げ
あ
い
の
よ
う
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
実

は
こ
の
心
の
動
き
が
っ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
「
あ
は
れ
」
と
だ
に
、
の
給
は
せ
よ
」

と
近
縁
性
を
も
っ
て
い
る
点
を
、
禁
忌
と
の
距
離
の
あ
り
方
に
お
い
て
指
摘
し

た
い
の
で
あ
る
。
禁
忌
が
破
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
の
中
で
も
、
人
六
の
内
部

に
湧
き
起
こ
る
の
が
相
手
か
ら
「
あ
は
れ
」
を
か
け
て
ほ
し
い
と
い
う
要
求
で

あ
る
し
、
ま
た
禁
忌
を
破
る
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
く
て
も
、
自
已
の
内
部
に
相

手
へ
の
「
あ
は
れ
」
と
い
う
思
い
は
湧
き
起
こ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
禁
忌
侵

犯
に
ま
で
発
展
す
る
激
情
を
排
し
た
と
こ
ろ
の
、
他
者
と
の
関
係
へ
の
希
求
、

と
い
う
こ
と
が
共
通
項
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
恋
へ
の
激
し
い
心
の
惑
乱
を
意
味
す
る
男
の
「
ま
ど
ひ
」
も
、
仏
教
思
想
を

抱
え
込
ん
だ
た
め
に
抑
止
さ
れ
て
い
る
。
物
語
は
男
と
女
を
向
き
合
わ
せ
恋
物

語
を
進
め
よ
う
と
す
る
が
、
非
目
常
的
時
空
を
生
み
出
す
契
機
を
失
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
女
は
宿
世
観
に
深
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
し
、
男
は
「
ま
ど
ひ
」

を
失
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
は
た
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
交
情
が

可
能
で
あ
ろ
う
か
。
交
情
の
時
空
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
時
空
に
入
っ
て
い
く
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

め
に
は
正
し
い
儀
礼
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
れ
は
男
と
女
と
い
う
も
の
が
本
来
そ

れ
ぞ
れ
異
界
に
属
す
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
両
者
は
非
目

常
的
時
空
で
は
じ
め
て
交
情
を
可
能
に
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
時
空
を
現

出
さ
せ
る
契
機
が
、
物
語
の
内
部
か
ら
た
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
人

を
、
「
あ
は
れ
」
と
、
心
と
父
め
ん
」
の
思
い
が
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
男

と
女
を
向
き
合
わ
せ
る
よ
う
た
設
定
の
物
語
は
つ
づ
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の

思
い
だ
げ
で
は
交
情
の
時
空
を
現
出
さ
せ
る
契
機
に
は
た
ら
た
い
。
橋
姫
物
語

は
そ
の
よ
う
た
男
と
女
を
向
き
合
わ
せ
、
交
情
の
可
能
性
を
問
お
う
と
し
た
の

で
あ
っ
た
。
「
「
あ
は
れ
」
と
、
の
給
は
せ
ぱ
な
む
」
か
ら
始
ま
っ
た
橋
姫
物
語

は
、
薫
の
「
お
な
じ
心
に
も
て
あ
そ
ぴ
」
（
ｗ
湖
）
「
あ
た
が
ち
次
る
心
の
程
も
、

「
あ
は
れ
」
と
思
し
知
ら
ぬ
こ
そ
、
か
ひ
な
け
れ
」
（
Ｗ
湖
）
、
大
君
の
述
懐
だ

が
、
「
中
麹
言
の
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
１
、
言
ひ
あ
り
き
給
ふ
も
、
　
『
人
の
心

を
見
ん
』
と
た
り
け
り
」
（
ｗ
蜘
）
な
ど
、
　
一
貫
し
た
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
よ

う
。
と
こ
ろ
が
や
は
り
先
に
み
た
総
角
巻
で
の
二
人
の
贈
答
に
よ
っ
て
も
、
明

ら
か
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
問
い
か
け
も
結
局
は
む
な
し
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
物
語
は
確
認
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
大
君
物
語
と
比
べ
れ
ぱ
明
白
だ
が
、
浮
舟
物
語
は
交
情
の
時
空
の
可
能
性
た

ど
間
題
に
し
て
い
な
い
。
浮
舟
の
女
と
し
て
の
生
き
難
さ
が
確
認
せ
ら
れ
、
た

だ
一
条
、
死
へ
の
道
を
歩
ま
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
薫
も
匂
宮
も
救
済
者
で
は

あ
り
え
な
い
。
匂
宮
は
「
世
に
知
ら
ず
惑
ふ
べ
き
か
な
先
に
立
っ
涙
も
道
を
か



き
く
ら
し
っ
二
」
（
Ｖ
螂
）
「
嶺
の
雪
み
ぎ
は
の
氷
踏
み
分
げ
て
君
に
ぞ
ま
ど
ふ

道
は
ま
ど
は
ず
」
（
Ｖ
醐
）
と
「
ま
ど
ひ
」
を
訴
え
る
。
「
ま
ど
ひ
」
が
木
来

も
っ
て
い
た
日
常
性
と
鋭
く
対
立
し
、
そ
の
極
限
で
非
日
常
性
が
現
出
す
る
、

と
い
っ
た
重
い
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
匂
宮
の
姿
で
あ
る
。
き
わ
め
て
浮

薄
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
浮
舟
は
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
心
寄
せ
る
が
、
そ

れ
を
「
怪
し
か
ら
ぬ
」
と
白
省
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
匂
官
の
「
ま
ど
ひ
」

が
相
対
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
男
と
女
を
向
き
合
わ
せ
、
交
情
の
可

能
性
を
問
い
か
け
た
が
、
物
語
に
お
け
る
非
日
常
的
時
空
は
橋
姫
物
語
を
語
る

一
」
と
で
終
焉
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
も
い
う
べ
き
物

語
状
汎
が
同
時
に
、
「
「
あ
は
れ
」
と
だ
に
。
、
の
給
は
せ
よ
」
と
い
う
要
求
も
成

就
さ
れ
た
い
事
態
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
っ
い
に
は
、
そ
れ
を
真
に
求
め
る
人

物
を
描
く
こ
と
さ
え
も
物
語
は
放
棄
す
る
こ
と
に
－
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

○
　
本
文
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
（
）
内
は
巻
数
と
頁
数
を
表
す
。

　
そ
の
他
の
作
品
引
用
の
場
合
も
、
特
に
注
記
し
な
い
か
ぎ
り
、
大
系
本
本
文
に
ょ

　
る
。

　
乗
岡
憲
正
氏
「
や
つ
し
考
」
『
古
代
伝
承
文
学
の
研
究
』
所
収
。

＠
池
田
和
臣
氏
の
一
連
の
論
考
。
「
竹
河
巻
と
橋
姫
物
語
試
論
」
（
『
源
氏
物
語
及
び

以
後
の
物
語
研
究
と
資
料
』
所
収
）
「
物
語
取
り
」
（
『
源
氏
物
語
必
携
ｕ
』
所
収
）
。

高
橋
亨
氏
「
源
氏
物
語
の
内
な
る
物
語
史
」
『
源
氏
物
語
の
対
位
法
』
所
収
、
た
ど
。

＠
　
柿
木
と
薫
の
間
に
。
位
置
す
る
蔵
人
少
将
の
言
葉
の
中
に
「
『
あ
は
れ
』
と
思
ふ
」

　
と
ぼ
か
り
だ
に
、
；
旨
、
の
給
は
せ
ぱ
、
そ
れ
に
１
か
げ
止
め
ら
れ
て
、
暫
し
も
、
長

　
ら
へ
や
せ
ん
」
（
ｗ
胴
）
と
あ
る
。
こ
の
蔵
人
少
将
は
戯
画
化
さ
れ
て
お
り
、
薫
の

　
　
　
　
源
氏
物
語
　
禁
忌
侵
犯
の
回
避
と
そ
の
表
現

沈
着
と
し
て
「
ま
ど
は
」
な
い
姿
と
対
照
的
に
浮
薄
さ
が
出
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

　
言
葉
が
非
常
に
散
文
的
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
一
応
今
回
の
考
察
か
ら
は
省

　
く
。

　
例
え
ば
深
沢
三
千
男
氏
「
光
源
氏
像
の
形
成
序
説
」
（
『
源
氏
物
語
の
彩
成
』
所

　
収
）
、
廣
川
勝
美
氏
「
光
源
氏
物
語
・
反
神
話
論
的
始
発
－
禁
忌
背
反
の
系
譜
１
」

　
（
廣
川
勝
美
編
著
『
神
話
・
禁
忌
・
漂
泊
』
所
収
）
た
ど
。

＠
　
注
＠
と
同
じ
。

¢
　
「
日
知
り
の
蕎
の
物
語
」
『
火
山
列
島
の
思
想
』
所
収
。

＠
鈴
木
日
出
男
氏
「
〈
語
り
Ｖ
の
な
か
の
く
歌
Ｖ
」
日
本
文
学
８
１
・
５
。
た
だ
し
、

　
鈴
木
氏
が
そ
の
「
魂
の
共
感
」
を
柚
木
と
女
三
宮
に
お
い
て
も
み
て
お
ら
れ
る
が
、

　
本
稿
で
は
光
源
氏
と
藤
壷
と
の
関
係
に
。
お
い
て
の
み
あ
り
え
た
も
の
と
考
え
た
い
の

　
で
あ
る
。

＠
藤
井
貞
和
氏
（
「
物
語
の
神
話
構
造
」
『
深
層
の
古
代
』
所
収
）
は
、
「
天
女
と
い

　
え
ど
も
、
人
問
界
に
な
じ
め
ば
、
天
上
界
に
帰
る
を
得
た
く
た
る
、
と
い
う
危
険
は

　
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
」
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

＠
栗
本
慎
一
郎
氏
「
同
性
愛
の
経
済
人
類
学
」
『
幻
想
と
し
て
の
経
済
』
所
収
。

◎
　
『
顕
昭
』
、
『
顕
註
密
勘
』
な
ど
、
相
手
か
ら
の
「
あ
は
れ
」
の
言
葉
で
あ
る
と
し

　
て
い
る
。

＠
古
今
集
古
注
釈
大
成
本
に
よ
っ
た
。

＠
賀
茂
真
淵
全
集
第
一
に
よ
っ
た
。

＠
今
回
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
夕
霧
も
同
じ
よ
う
な
言
葉
を
発
し
て
い
る
。

　
「
同
じ
野
の
露
に
や
つ
る
上
藤
袴
あ
は
れ
は
か
け
よ
か
こ
と
ぼ
か
り
も
」
（
皿
ｍ
）
、

　
「
あ
は
れ
と
だ
に
、
お
ぽ
し
お
け
よ
」
（
皿
０
４
）
と
あ
り
、
玉
竃
へ
の
思
い
を
述
へ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
い
る
。
夕
霧
も
ま
た
交
情
の
困
難
性
を
抱
え
る
地
上
的
な
人
物
で
あ
る
。

三
三
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