
帯
木
・

空
蝉
・

タ
顔
三
巻
の
構
成
的
意
義

桐
壺
の
巻
か
ら
帯
木
の
巻
へ
の
巡
絡
に
つ
い
て
は、
早
く
和
辻
哲
郎
氏
が
問

函
に
し
た
が、
そ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る

年代
に
五
年
の
空
白
が
あ
る
こ
と
は、

事
実
で
あ
る。
し
か
し
紫
式
部
が
当
初、
年
次
に
従
っ
て
書
き
続
け
る
と
い
う

方
針
で
あ
っ
た
か
ど
う
か、
不
明
で
あ
る。
涼
氏
の
生
涯
に
つ
い
て
皿
点
的
に

書
く
意
図
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い。
あ
る
い
は
そ
の
空
白
の
期
間
に
薔
＜

べ
き
耶
実
が
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る。
し
か
し
そ
の
後
に
お

い
て
も
こ
の
二
硲
の
連
絡
を
問
廂
と
す
る
考
え
方
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は、
帯

木・
空
蜘・
タ
顔
の
三
巻
が、
桐
壺・
話
壺・
紫
上
を
貧
く
主
題
の
世
界
か
ら

遊
躁
し
た
傍
系
の
話
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
基
づ
く
の
で
あ
る
が、
し

か
し
作
者
が
こ
れ
を
主
源
の
世
界
に
結
び
つ
け
て
統一
し
よ
う
と
し
て
い
る
努

力
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い。
―
つ
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
を
分

析
す
る
だ
け
で
は、
そ
の
作
品
を
迎
解
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
う。

桐
壺・
帯
木
両
巻
の
連
絡
の
問
退
は、
先
ず
五
年
の
隔
た
り
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が、
し
か
し
こ
れ
は
作
者
の
省
筆
と
考
え
て
さ
し
て
不
当
で
は
な
い
と
思

う。
作
者
は
大
胆
な
省

筆を
試
み
る
人
で
あ
る。
そ
し
て
源
氏
と
藤
壺
の
仲
は

決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し、
ま
た
葵
上
の
許
に
は
藤
壺
の
こ
と

が
あ
る
の
で
源
氏
は
近
づ
か
な
い。
更
に
ま
た
桐
壺
の
巻
に
み
え
た
よ
う
に、

葵
上
の
自
分
が
年
上
で
あ
る
と
い
う
意
緻
も
茄
害
に
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
が、
大
体
彼
女
は
可
憐
な
人
で
は
な
か
っ
た。
従
っ
て
源
氏
は
こ
の
人
を
拠

り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
か
よ
う
に
行
き
詰
っ
た

源
氏
の
心
が、
や
が
て
青
春
の
初
径
を
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
は、
必
ず
し
も

不
自
然
で
は
な
い。
従
っ
て
帯
木・
空
抑・
タ
顔
の
世
界
は
傍
系
と
は
言
え
よ

う
が、
桐
壺
の
巻
か
ら
こ
こ
に
結
び
つ
く
必
然
性
は
存
す
る
の
で
あ
る。
そ
し

て
筍
木
の
巻
は、
い
わ
ゆ
る
雨
夜
の
品
定
め
を
中
心
と
す
る。
そ
れ
は
周
知
の

よ
う
に
長
雨
哨
れ
間
な
き
こ
ろ、
宮
中
の
物
忌
み
が
続
い
て
い
る
し
め
や
か
な

宵
の
こ
と
で
あ
る。
桐
盗
の
粉
に
み
え
た
葵
上
の
兄
痰
人
の

少将
も
こ
の
巻
で

は
頭
中
将
に
昇
進
し、
涼
氏
と
同
じ
よ
う
に
正
要
右
大
臣
の
四
の
君
の
許
を
住

と
の
い

み
憂
く
思
い、
今
宵
も
源
氏
の
宿
直
所
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
か
ら、
話
は
始
ま
る

の
で
あ
る。
こ
こ
に
左
馬
頭、
藤
式
部
丞
が
防
れ
て
い
わ
ゆ
る

雨夜
の
品
定
め

が
行
わ
れ
て、
中
流
の

女性
た
ち
を
中
心
に
し
た
世
界
で
あ
る
と
い
う
意
味
で、

桐
壺
と
は
別
の
世
界
と
は
言
え
よ
う
が、
頭
中
将
が
活
動
し
て
い
る
こ
と
は、

極
め
て
煎
要
で
あ
る。
彼
は
源
氏
に
次
い
で
主
要
な
男
性
で
あ
る。
父
は
左
大

臣
で
あ
り
母
は
桐
壺
帝
の
妹
大
宮
で
あ
る
か
ら、
最
も
高
負
な
人
で
あ
る。
こ

こ
に
話
領
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
た
女
性
た
ち
は、

中流
の
人
々
で
あ
る
に
ち
が

森

岡

常
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い
な
い
が、

し
か
し
前
巻
桐
壺
に
引
き
続
い
て
こ
の
上
流
の
男
性
が
登
場
し
て

い
る
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る。

そ
の
夜
の
話
は、

中流
女
性
の
「
思
ひ
の
外
に
を
か
し
き」
旨
を
述
ぺ
、

上

流
階
級
以
外
に
も
よ
き
人
の
あ
る
こ
と
を
経
っ
て
い
る。
そ
し
て
要
た
る
ぺ
き

者
に
必
要
な

資格
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
最
後
に
恋
の
経
験
談
と

し
て
馬
頭
の
語
っ
た
指
喰
い
の
女
・
木
枯
の
女、

頭
中
将
の
常
夏
の
女、

式
部

丞
の

極熱
の
草
薬
の
女
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る。
こ
の
雨
夜
の
品
定
め
は、

帯

木
の
巻
の
三
分
の
二
に
近
い
分
拉
を
占
め
て
い
る
が、
こ
れ
に
つ
い
て
源
氏
物

語一・
部
の
序
と
す
る
考
え
方
が
あ
る。
こ
こ
に
見
え
る
女
性
穀
は、

今
後
源
氏

·

物
語
の
世
界
に
活
動
す
る
女
性
た
ち
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
は
言
え
な

い
が、

桐
壺
の
巻
に
続
い
て
こ
こ
に
序
を
屈
く
と
い
う
の
も
不
自
然
で
あ
ろ

う。
こ
れ
は
や
は
り
源
氏
に

中流

七応B
に
対
す
る
謁
心
を
呼
び
起
こ
し、

や
が

て
空
蜘
や
夕
顔
と
い
う
よ
う
な
中
流
の
女
性
た
ち
を
引
き
出
す
た
め
の

前臨
き

と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う。
や
や
曲
き
す
ぎ
た

感も
あ
る
が、

作
者
は
か

．
よ
う
な
評
論
的
な
事
項
に
も
関
心
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

帯
木
の
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
に
お
い
て、

頭
中
将
の
諾
っ
た
常
夏
の
女
は、

．
や
が
て
夕
領
の
巻
に
展
開
す
る
し、
そ
の
巻
後
半
の
空
抑
の
話
は
直
ち
に
空
抑

．
の
挫
に
引
き
続
く
も
の
で
あ
る。
し
か
し
帯
木
の
迭
に
空
抑
の
話
を
街
き
な
が

ら、
ど
う
し
て
新
た
に
空
蜘
の
牲
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う

こ
と
が
問
迎
に
な
る。
し
か
し
帯
木
の
巻
は、

空
蜘
が
再
び
は
応
ぜ
ず、

源
氏

の
蹄
め
き
れ
な
い
思
い
で
箪
を
止
め
た
と
こ
ろ
に、

蔀
切
れ
と
し
て
一
段
と
印

．

象
が
深
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
空
抑
の
巻
に
お
け
る
源
氏
の
三
度

目
の
訪
問
は、

軒
澁
の
荻
を
絡
ま
し
て、
そ
れ
だ
け
で
ま
と
ま
っ
て
い
る。
こ

．

の
事
実
だ
け
を
強
閑
し
よ
う
と
す
る
意
図
も、
理
解
で
き
る
の
で
あ
る。
か
よ

う
に
帯
木
の
巻
を
空
蜘
の
物
語
の
途
中
で
結
ん
だ
結
呆、，
空
抑
の
巻
は、

歌
物

語
の
よ
う
な
効

果を
有
し
て
い
る
と
思
う。

次
に

柑木
の
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
の
最
後
の
と
こ
ろ
で、

「
君
は
人
ひ
と
り

の
御
有
様
を
心
の
中
に
思
ひ
続
け
給
ふ。
こ
れ
に
足
ら
ず
ま
た
さ
し
す
ぎ
た
る

事
な
く
も
の
し
給
ひ
け
る
か
な
と
あ
り
が
た
き
に
も、
い
と
ど
腐
寇
る」
と
杏

い
て
い
る
の
は、

重
要
な
こ
と
で
あ
る。
こ
れ
に
よ
る
と
雨
夜
の
品
定
め
の
話

を
聞
き
な
が
ら、

源
氏
が
常
に
藤
壺
の
こ
と
を
考
え
続
け
て
い
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る。
藷
壺
に
脚
す
る
記
述
の
分
迅
は
極
め
て
僅
か
で
あ
る
が、
一
夜
の
話

の
結
ば
れ
る
砥
要
な
と
こ
ろ
に
殴
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な

い
と
思
う。

．

次
に
紀
伊
守
の
中
川
の
家
に
泊
り
そ
こ
で
侍
女
た
ち
が
自
分
の
こ
と
を
内
し

て
い
る
の
を
間
い
て
も、

「
思
す
こ
と
の
み
心
に
か
か
り
給
へ
ば、
ま
づ
胸
つ

ぷ
れ
て、
か
や
う
の
つ
い
で
に
も、

人
の
営
ひ
漏
ら
さ
む
を、

闘
き
つ
け
た
ら

む
時、

な
ど
党
え
給
ふ」
と
あ
る
よ
う
に、

藤
壺
と
の
こ
と
が
世
間
に
洩
れ
は

し
な
い
か
と
い
う
思
い
が、

卸
氏
の
念
頭
に
上
っ
た
の
で
あ
る。
か
よ
う
に
一

見
傍
系
の
世
界
の
ご
と
く
み
ら
れ
る

甜木
の
巻
の
世
界
も、

藤
磁
の
世
界
に
堅

く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

更
に

紀伊
守
の
家
で
は、

源
氏
が
式
部

卯
宮
の
姫
に
朝
額
を
奉
っ
た
時
の
歌
を、

侍
女
た
ち
が
文
句
を
迩
え
て
話
し
て

い
る
の
を
聞
い
て
い
る。
こ
の
姫
は
こ
の
巻
で
は
全
く
話
の
筋
に
関
係
の
な
い

人
で
あ
る
が、

や
が
て
葵
の
咎
や
茂
木
の
咎
に
至
っ
て
登
場
し、
そ
こ
で
は
朝

顔
の
姫
君
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も、
こ
の
帯
木
の
巻
の
記
述
に
基
づ
い
て
い
る

の
で
あ
る。
そ
し
て
桐
壺
帝
の
姪
に
あ
た
る
こ
の
高
貸
な
姫
は、

決
し
て
空
蜘

2



や
夕
額
の
よ
う
な

中流
女
性
の
仲
間
で
は
な
い。
後
出
の
朝
面
の
池
は、
こ
の

姫
を
中
心
と
す
る
物
語
で
あ
る
が、
こ
れ
を
玉
髪
系
統
の
池
と
は
誰
も
考
え
な

い
で
あ
ろ
う。
か
よ
う
に
朝
顔
の
姫
が
先
ず
帯
木
の
巻
に
み
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
も、

傍
系
の
世
界
が
主
返
の
世
界
に
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る。
こ
れ
ら
の
世
界
は、
作
者
に
よ
っ
て
一
元
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る。

夕
領
の
巻
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
夕
顔
は、

帯
木
の
怨
の
常
夏
の
女
で
あ

る。
そ
し
て
こ
の
硲
は
先
ず
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
あ
り
き
の
頃」
と
祖
き

出
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
は
店
突
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が、
し
か
し
こ
の
何
気

な
く
昏
き
出
さ
れ
た
も
の
が、

読者
の
意
表
を
つ
い
て
煎
大
な
恋
味
を
持
つ
に

至
る
こ
と
は、
源
氏
物
距
に
一
貫
す
る
構
成
の
方
則
で
あ
る。
頭
中
将
の
恋
の

経
験
談
と
し
て
語
ら
れ
た
常
夏
の
女
は、
そ
の
場
の
座
興
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
た
が、
そ
れ
が
や
が
て
夕
顔
と
な
り、
更
に
玉
髪
の
物
店
に
発
展
す
る

の
で
あ
る。
若
紫
の
巻
に
お
い
て
病
い
心
地
の
源
氏
を
慰
め
る
た
め
に
語
ら
れ

た
明
石一
家
の
図
が、
や
が
て
誼
要
な
物
語
の
流
れ
に
展
開
す
る。
そ
れ
と
同

様
に
こ
こ
に
苔
か
れ
て
い
る
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き」
は、
六
条
御
息

所
を
意
味
す
る
の
で
あ
り、
こ
れ
が
や
が
て

秋好
の
物
語
に
引
き
続
く
の
で
あ

る。
六
条
御
息
所
は、

高
嚢
な
女
性
の
一
人
で
あ
る。
こ
の
夕
顔
の
巻
で
は
御

息
所
と
い
う
身
分
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が、

夕
顔
と
対
照
さ
れ
て、
そ

の
人
柄
は
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
若
紫
の
巻
で
「
六
条
京
極
わ
た

り」
と
い
う
言
い
方
だ
け
が
見
え
る
の
も、

彼
女
の
こ
と
を
意
味
す
る
か
と
思

わ
れ
る
が、

葵
の
巻
に
至
っ
て
大
い
に
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
の
巻
で

「
ま
こ
と
や、
か
の
六
条
の
御
息
所」
と
祖
い
て
い
る
の
は、

す
で
に
六
条
御

息
所
が
読
者
に
お
馴
染
み
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。
こ
の
文
が
夕
額
の
巻

を
承
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は、

極
め
て
明
白
で
あ
る。

若紫
の
巻
に
み
え
る

「
六
条
京
極
わ
た
り」
と
い
う
祖
き
方
だ
け
で
「
ま
こ
と
や
か
の
六
条
御
息

所」
と
い
う
言
い
方
は、

絶
対
に
で
き
な
い。
従
っ
て
夕
顔
の
巻
は、

六
条
御

息
所
の
存
在
に
よ
っ
て、

葵
の
巻
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る。
従
っ
て
夕
顔
の
咎

は、

六
条
御
息
所
の
登
場
を
考
え
る
な
ら
ば、
中
流
女
性
の
巻
と
し
て
切
り
離

し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い。
帯
木
の
巻
に
み
え
る
朝
顔
の
姫
以
上
に、

タ

顔
の
巻
に
み
え
る
六
条
御
息
所
の
叙
述
は
誼
要
で
あ
る。

次
に
夕
顔
の
死
に
つ
い
て
源
氏
は、
「
わ
が
心
な
が
ら、
か
か
る
筋
に
お
ふ

け
な
く
あ
る
ま
じ
き
心
の
報
ひ
に、
か
く
来
し
方
行
く
先
の
例
と
な
り
ぬ
ぺ
き

耶
は
あ
る
な
め
り」
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が、

「
お
ふ
け
な
く
あ
る
ま
じ

き
心」
と
い
う
の
は、

藤
壺
に
対
す
る
恩
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い。
従
っ
て

夕
顔
の
死
は、
藉
壺
事
件
の
応
報
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て、
こ

れ
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
う。
す
な
わ
ち
夕
顔
の
巻
は、

藤
盗
を
中
心
と

す
る
主
題
の
世
界
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る。
こ
こ
に
は
帯
木
の
巻
に
お
い
て

源
氏
が
藤
壺
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら、
雨
夜
の
品
定
め
を
聞
い
て
い
た
の
と
同

様
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る。
従
っ
て
夕
頭
の
世
界
も、
主
図
の
世
界
か
ら
切
り

離
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る。

次
に
夕
顔
と
六
条
御
息
所
の
関
係
に
つ
い
て
言
う
と、
源
氏
が
六
条
御
息
所

の
許
を
訪
れ
ず、
そ
れ
を
後
め
た
く
思
い
な
が
ら
寝
た
夜
に、

夕
顔
は
物
に
お

そ
わ
れ
る
よ
う
な
状
態
で
急
死
す
る
の
で
あ
る。
夕
顔
の
死
は、
六
条
御
息
所

の
生
霊
が
取
り
憑
い
た
の
で
は
な
く、
源
氏
が
「
こ
の
法
事
し
給
ひ
て
ま
た
の

夜、
ほ
の
か
に、
か
の
あ
り
し
院
な
が
ら、

添
ひ
た
り
し
女
の
さ

まも
同
じ
ゃ

3
 



う
に
て
見
え
け
れ
ば、

荒
れ
た
り
し
所
に
住
み
け
む
物
の
わ
れ
に
見
入
れ
け

た
よ
り

む
便
に、
か
く
な
り
ぬ
る
第、
と
思
し
出
づ
る
に
も
ゆ
ゆ
し
く
な
む」
と
言
っ

・

て
い
る
よ
う
に、

荒
れ
た
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
臆
物
が、

魅
入
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
ま
た
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
夕
顔
に
取
り
憑
い
た
と

い
う
の
で
は、
葵
の
巻
に
お
い
て
葵
上
に
取
り
憑
く
と
い
う
印
象
的
な
事
件
が

二
番
煎
じ
と
な
っ
て、
興
味
は
索
然
と
す
る
で
あ
ろ
う。
従
っ
て
夕
顔
の
死
と

六
条
御
息
所
に
直
接
因
呆
関
係
を
認
め
る
旧
説
は、
従
え
な
い
の
で
あ
る。
し

か
し
な
が
ら
六
条
御
息
所
の
許
に
は
疎
遠
に
な
っ
て
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る

心
の
引
け
目
に
乗
じ
て、

荒
れ
た
庭
に
住
む
木
魂
が
魅
入
っ
た
と
す
れ
ば、
そ

の
よ
う
な
意
味
で
は
そ
こ
に
や
は
り
二
人
の
関
連
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る。

夕
顔
の
話
は、
四
十
九
日
の
仏
事
と
共
に
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
が、
更
に
空

蜘
が
夫
伊
予
介
と
共
に
任
地
に
下
る
こ
と
が
叙
せ
ら
れ
て
い
る。
す
な
わ
ち
タ

顔
と
は
死
別、
空
畑
と
は
生
別
で
あ
る
が、
一
度
は
自
己
の
手
中
に
入
れ
た
人

.
々
と
別
れ
ざ
る
を
得
な
い
悲
し
み
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
帯

木・
空
蜘・
タ
顔
の
三
巻
は、

枠
で
囲
ま
れ、
そ
れ
だ
け
で
一
応
ま
と
ま
っ
て

い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
が、
し
か
し
こ
の
世
界
は、

決
し
て
源
氏
物
語
の
主

．
蜀
の
世
界
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る。
そ
れ
は
す
で
に
指
摘
し

た
よ
う
に、
先
ず
源
氏
の
藤
壺
に
対
す
る
思
い
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
知

られ
る。
次
に
源
氏
の
外
に
頭

中将
は、

桐
壺
の
巻
の
蔵
人
少
将
で
あ

る
し、

朝
顔
の
唸
は
帯
木
の
巻
に
み
え、
夕
顔
の
巻
の
六
条
御
息
所
に
至
っ
て

は、

夕
顔
と
対
照
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
要
す
る
に
主
屈
の
世
界

と
こ
の
三
巻
の
世
界
は、
表
襄一
体
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る。

次
に
帯
木・
空
抑・
タ
顔
の
三
巻
の
後
の
な
々
へ
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い。
先
ず
若
紫
の
巻
に
至
る
と
源
氏
と
藤
壺
の
交
渉
は
進
ん
で
い
る
が、

こ
れ
は
帯
木
お
よ
び
夕
顔
の
巻
の
藤
壺
oo
係
の
記
述
に
よ
っ
て、
極
め
て
自
然

な
も
の
に
な
っ
て
い
る。
次
に
帯
木
の
悠
に
お
い
て
朝
顔
の
唸
を
出
し
て
い
る

の
は、
こ
の
人
を
や
が
て
取
り
上
げ
よ
う
と
い
う
作
者
の
意
図
が
あ
っ
て
の
こ

と
で
あ
ろ
う。
そ
れ
を
承
け
て
葵
の
巻
で
源
氏
に
心
ひ
か
れ
な
が
ら
も、
こ
れ

以
上
打
ち
解
け
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
心
梢
を
示
し、
そ
し
て
朝
顔
の
巻
に
至

っ
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る。
帯
木
の
巻
か

ら朝
顔
の
巻

ま
で
に
は
多
数
の
巻
々
が
隔
て
ら
れ
て
い
る
が、
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
朝
顔
を

中
心
と
し
て
取
り
上
げ
る
適
当
な
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
卸

氏
と
朝
顔
は
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
終
っ
た
の
で
あ
る
が、
し
か
し
こ
れ
を
誤
解

し
た
紫
上
に
瓜
大
な
苦
悶
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る。
か
よ
う
な
意
味
で

帯
木
の
巻
に
み
え
る
朝
顔
は、

彼
女
自
身
空
蜘
と
は
別
の
世
界
の
人
で
あ
る
の

み
な
ら
ず、
か
よ
う
に
主
題
の
世
界
に
深
く
絡
ん
で
い
る
の
で
あ
る。

次
に
葵
の
巻
と
須
磨
の
硲
に
み
え
る
右
近
尉
は、
関
屋
の
硲
を
読
み
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て、
空
抑
の
巻
に
み
え
る

紀伊
守
の
弟
で
あ
る
こ
と
は、

明
白

で
あ
る。
こ
の
脇
役
の
人
物
に
よ
っ
て
も、
空
抑
の
巻
が
葵
の
咎
や
須
磨
の
巻

に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る。
関
屋
の
巻
の
叙
述
を
除
い
て
考
え
た

楊
合、
右
近
尉
の
存
在
は、
理
解
で
き
な
い
と
思
う。
次
に
夕
顔
の
巻
に
つ
い

て
考
え
る
と、
こ
の
巻
で
は
六
条
御
息
所
の
身
分
脳
係
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
が、
そ
の
存
在
が
や
が
て
葵
の
巻
の
車
の
所
争
い
に
引
き
続
く
の
で
あ

る。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に、
夕
顔
の
巻
が
先
行
す
る
の
で
な
け
れ
ば、
葵

四
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の
巻
に
お
け
る
六
条
御
息
所
の
出
現
は、

唐
突
に
な
る
の
で
あ
る。
次
に
再
び

夕
顔
の
よ
う
な
人
を
求
め
る
心
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
が、

末
摘
花
の

物
語
で
あ
る。
夕
顔
と
末

摘花
の
二
人
の
間
に
は
何
等
直
接
の
関
係
は
な
い
の

で
あ
る
が、
し
か
し
夕
顔
の
再
来
を
求
め
る
源
氏
の
心
理
の
展
開
と
い
う
意
味

で
は、

末

摘花
の
世
界
は
そ
の
正
絃
な
流
れ
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
の
で
あ

る。
そ
し
て
末
摘
花
の
巻
を
玉
髪
系
と
考
え
て、

紫
上
を
中
心
と
す
る
主
厖
の

世
界
と
区
別
す
る
考
え
方
の
あ
る
こ
と
も、
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う。
し
か
し

末
摘
花
の
巻
の

結末
の
と
こ
ろ
で、
若
紫
の
無
邪
気
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る。

こ
れ
は
彼
女
が
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
て
か
ら
の
生
活
の
一
こ
ま
で
あ
る。

夕
顔
の
よ
う
な
人
を
あ
こ
が
れ
て
得
た
の
が、
末

摘花
の
よ
う
に
共
様
な
姫
で

あ
っ
た
た
め
に、
自
ら
ゃ
り
場
の
な
い
よ
う
な
源
氏
の
思
い
は、
こ
の
可
憐
な

若
紫
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
る。
か
よ
う
な
意
味
で
そ
の
分
盈
は
少
な
い
が、

こ
の
一
こ
ま
の
存
在
は、
こ
の
巻
の
最
後
に
脱
か
れ
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て

い
る
と
思
う。
夕
顔
の
死
が
藤
壺

事件
と
因
果
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

は、
既
に
述
ぺ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が、．
こ
こ
に
至
っ
て
末
摘
花
の
世
界
が
若
紫

を
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る。
従
っ
て

末摘花
の
巻
を
玉
蔓
系
の
巻
と
し
て

紫
上
系
と
対
照
的
に
考
え
る
と
い
う
試
み
は、
若
紫
の
皿
要
な
一
こ
ま
を
全
く

無
視
し
て
い
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
夕
顔
の
巻
に
お
い
て
も、

そ
の
流
れ
に
立
つ
末

摘花
の
世
界
に
お
い
て
も、
主
顕
の
世
界
に
結
び
つ
け
ら

れ
て、
表
襄一
体
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る。

次
に
夕
顔
と
い
う
人
と
寵
接
関
係
を
有
す
る
の
は、
そ
の
娘
玉
髪
で
あ
る。

そ
し
て
そ
の
玉
蔓
を
中
心
と
す
る
玉
髪
の
巻
も、
や
は
り
夕
顔
の
巻
に
応
ず
る

も
の
で
あ
る。
夕
顔
の
死
後、
源
氏
は
右
近
に
そ
の
人
の
素
性
を
聞
い
て、
そ

れ
が
帯
木
の
巻
に
お
い
て
頭
中
将
が
語
っ
た
「
常
夏
の
女」
で
あ
っ
た
こ
と
を

知
る。
彼
女
は
「
山
が
つ
の
垣
ほ
荒
る
と
も
を
り
を
り
に
あ
は
れ
を
か
け
よ
な

で
し
こ
の
露」
と
詠
ん
で
い
る
よ
う
に、

話
船
に
な
っ
た
と
き
か
ら
頭
中
将
と

の
間
北
生
ま
れ
た
姫
と
切
り
離
せ
な
い
人
で
あ
る。
源
氏
は
そ
れ
を
知
っ
て
「

＼
づ
こ

さ
て
何
処
に
ぞ、
人
に
さ
と
は
知
ら
せ
で、
わ
れ
に
得
さ
せ
よ」
と
右
近
に
頼

み、
右
近
は
こ
れ
に
対
し
て
「
さ
ら
ば
い
と
う
れ
し
く
な
む
侍
る
べ
き、
か
の

西
の
京
に
て
生
ひ
出
で
給
は
む
は、
心
苦
し
く
な
む」
と
答
え
て
い
る。
か
よ

う
に
夕
顔
の
死
後、
そ
の
忘
れ
形
見
の
娘
が
問
屈
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

し
か
し
右
近
は
か
し
が
ま
し
く
言
い
騒
が
れ
る
こ
と
を
思
い、
ま
た
源
氏
は
今

更
洩
ら
す
ま
い
と
忍
ん
で
い
る
の
で、

「
若
君
の
上
を
だ
に
え
聞
か
ず、
あ
さ

ま
し
く
行
方
な
く
て
過
ぎ
行
く」
と
い
っ
た
状
態
が
述
べ
ら
れ
て
い
る。
こ
れ

だ
け
の
関
心
を
示
し
て
い
る
以
上、
こ
れ
を
契
桟
と
し
て
玉
髪
の
話
が
展
開
す

る
の
は、
当
然
で
あ
る。
要
す
る
に
夕
顔
の
巻
は、

夕
顔
の
再
米
を
求
め
る
心

が
末
摘
花
の
巻
を
引
き
出
し
た
し、
六
条
御
息
所
に
つ
い
て
言
え
ば
葵
の
巻
に

辿
関
し
て
行
く
し、

更
に
夕
顔
の
娘
は
玉
聾
と
し
て
活
動
す
る
の
で
あ
っ
て、

夕
顔
の
巻
は、
三
本
の
糸
に
よ
っ
て
後
の
巻
々
と

密接
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で

あ
る。
そ
し
て
末
摘
花
は
異
色
あ
る
脇
役
で
あ
る
が、
玉
蔓
は
源
氏
中
年
期
を

'
彩
る
主
要
な
女
性
で
あ
る。
彼
女
は
蔀
氏
の
栄
部
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
明
る

い
花
々
と
し
た
女
性
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る。
実
の
娘
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
玉
髪
は
夕
顔
の
幻
彩
を
負
う
人
で
な
い
と
い
う
趣
向
は、
作
者
の
意
図
の

存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る。
か
よ
う
に
夕
顔
の
巻
が
玉
聾
を
甜
き
出
す
契
機
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は、

構
成
上
極
め
て
震
要
で
あ
る。
ま
た
六
条
御
息
所
は
藤
壺

に
次
い
で、

源
氏
の
青
春
期
に
お
け
る
忘
れ
得
な
い
人
で
あ
っ
た。
源
氏
は

「
さ
る
ま
じ
き
庫
ど
も
の
心
ぐ
る
し
き
が、
あ
ま
た
に
侍
り
し
な
か
に、
つ
ひ

に
心
も
解
け
ず、

結
ぼ
ほ
れ
て
止
み
ぬ
る
事、
二
つ
な
む
侍
る。
先
づ
一
っ

5



は、
こ
の
過
ぎ
給
ひ
に
し
御
事
よ」．

G蔀

雲）．
と
六
条
御
息
所
の
こ
と
を
そ
の

姫斎
宮
女
御
（

秋好）
に
語
り
か
け
て•
他
の
一
っ
（
藤
壺）
は
言
う
の
を
止

め
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
更
に
六
条
御
息
所
の
姫
の
こ
と
が
み
え
る
の
は、

葵

．

の
悠
に
入
っ
て
で
あ
る
が、
こ
の
人
の
存
在
に
よ
っ
て、・
六
条
御
息
所
は
更
に

思
い
出
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。．
源
氏
は

秋好
に
対
す
る
自

ら
の
思
い
を
抑
え
て
冷
泉
院
の
後
宮
に
奉
っ
た
の
で
あ
る
か
ら、．
そ
こ
に
葛
藤

は
起
こ
ら
な
か
っ
た
が、
御
息
所
と

秋好‘•
葵
上
と
夕
霧
の
母
子
は、
そ
れ
ぞ

れ
対
照
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る。
そ
し
て

藷哀
葉
の
牲
に
お
い
て・
「
大
臣
は、

中宮
の
御
母
御
息
所
の、
車
押
し
さ
げ
ら
れ
給
へ
り
し
折
の
こ
と
思
し
出
で
て

r
時
に
よ
る
心
お
ご
り
し
て、
さ
や
う
な
る
事
な
む
な
さ
け
な
き
事
な
り
け

・
る
9

こ
よ
な
く
思
ひ
消
ち
た
り
し
人
も、
欺
き
負
ふ
や
う
に
て
亡
く
な
り
に

き』
と、
そ
の
程
は
宜
ひ
消
ち
て、

『
残
り
と
ま
れ
る
人
の、

中
将
は
か
く
た

だ
人
に
て、
わ
づ
か
に
な
り
の
ぼ
る
め
り。
宮
は
な
ら
び
な
き
筋
に
て
お
は
す

る
も、
思
へ
ば
い
と
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
ヒ

と
祖
か
れ
て
い
る
よ
う
に●
源
氏

・
は
六
条
御
息
所
の
方
に
好
意
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が、
こ
こ
に
は
現
在
の

中宮
で
あ
る

秋好
の
存
在
が
大
い
に
与
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
源
氏
物

語
の
中
で
も
汲
も
高
貨
な
世
界
に
住
す
る
六
条
御
息
所
が、
夕
顔
の
巻
の
日
頭

．
に
見
え
る
こ
と
は、
注
意
す
ぺ
き
こ
と
で
あ
る。
か
よ
う
に
帯
木
以
後
の
三
巻

．
に
は、
朝
顔・
六
条
御
息
所・
玉
髪
ら
今
後
の
巻
々
で
活
動
す
る
人
々
を
準
備

す
る
と
い
う
役
割
も
認
め
ら
れ
る。
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
々
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て、

中
流
女
性
の
世
界
と
い
う
こ
と
だ
け
を
強
調
す
る
の
は、
一
面
的
な
見
方
で
あ

．
ろ
う
と
思
う。

更
に
朝
顔
の
巻
末
に
お
い
て
源
氏
が
藤
壺
を
歩
に
見
た
の
は、

印象
的
な
場

面
で
あ
る
が、
そ
の
歩
の
中
の
藤
壺
は、
源
氏
が
秘
密
を
洩
ら
し
た
こ
と
を
恨

ん
で
不
典
な
お
も
も
ち
で
あ
っ
た。．
i

し
か
し
源
氏
は
そ
の
秘
密
を
洩
ら
し
た
こ

と
は
な
か
っ
た
し、
ま
た
洩
れ
て
い
な
い
筈
で
あ
っ
た。
こ
れ
は
こ
の
秘
密
を

絶
対
に
洩
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が、
常
に
源
氏
の
心
の
底
に
あ
っ・

て•
か
よ
う
な
夢
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
るし
従
っ
て
帯
木
の
巻
の
紀
伊
守
の
中

川
の
家
で、
源
氏
は
そ
こ
の
侍
女
た
ち
が
自
分
の
噂
を
し
て
い
る．
の
を
聞
い
た

お
ぼ

と
こ
ろ
で、
「
思
す
軍
の
み
心
に
か
か
り
給
へ
ば、
ま
づ．
誨
つ
ぷ
れ
て●
か
や

う
の．
つ
い
で
に
も、
人
の
言
ひ
福
ら
さ
む
を、
聞
き
つ
け
た
ら
む
時、
な
ど
党

え
給
ふ」
と
密
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は、
す
で
に
酋

及し
た
が、
源
氏
の
か
よ

う
な
心
理
が、
隠
微
の
中
に
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
藤
壺
の
こ
と
ば
に
響
い
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る。
ま
た
若
紫
の
巻
に
明
石
上
の
唸
が
初
め
て
見
え
る
の
で
あ
る

が、

明
石
上
も
中
流

女性
と
い
う
恋
味
で、
や
は
り
気
分
の
通
い
合

うも
の
が

認
め
ら
れ
る
と
思
う。

要
す
る
に
こ
こ
に
は
帯
木・
空
蜘ぃ
夕
顔
三
巻
の
源
氏
物
語
全
体
の
中
に
お

け
る
構
成
上
の
OO
述
を
拾
じ
た
の
で
あ
る
が、
こ
の
三
巻
の
存
在
に
よ
っ
て、

源
氏•
藤
壺
の
交
渉
の
展
開
を
側
面
か
ら
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は、

最
も
重
要
で
あ
る。
あ
え
て
輝
く
藤
壺
の
巻
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る。
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