
〔
要
旨
〕『
源
氏
物
語
』
横
笛
巻
に
お
い
て
、
柏
木
の
一
周
忌
を
迎
え
た

折
、
光
源
氏
が
柏
木
を
哀
悼
し
供
養
す
る
場
面
で
、「
よ
ろ
づ
も
知
ら
ず

顔
に
い
は
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
薫
が

「
知
ら
ず
顔
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
対
象
は
「
よ
ろ
づ
も
」
と
あ
る
よ
う

に
、
実
父
で
あ
る
柏
木
が
亡
く
な
り
、
自
分
が
女
三
の
宮
の
密
通
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
と
い
う
一
切
の
事
情
で
あ
る
。
こ
の
「
知
ら
ず
顔
」
は
、

「
知
ら
な
い
様
子
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
字
義
的
に
は
、
知
っ
て
い
る

の
に
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の

「
知
ら
ず
顔
」
の
用
例
を
調
べ
る
と
、
人
に
対
し
て
は
、
す
べ
て
「
知
ら

ぬ
ふ
り
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
薫
に
そ
れ
と
は
異
な
る
意
味

で
「
知
ら
ず
顔
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
た
の
か
を
考
察
し
た
。

他
者
が
「
知
ら
ず
顔
」
と
す
る
場
合
は
、
他
者
自
身
の
意
識
が
、
根
底

に
あ
る
。「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
が
人
以
外
の
場
合
は
、「
知
ら
な
い
様

子
」
と
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
人
と
同
様
に
「
知
ら
ぬ
ふ

り
」
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

横
笛
巻
も
、
源
氏
が
薫
を
「
知
ら
ず
顔
」
と
「
見
た
ま
ふ
」
こ
と
か

ら
、
そ
う
思
う
人
の
意
識
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
、
何
も
知
ら
な
い
薫

で
は
な
く
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
」
と
い
う
源
氏
の
思
い
と
解
す

べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。

源
氏
は
、
以
前
は
薫
を
柏
木
に
似
て
い
る
不
義
の
子
と
見
て
い
た
が
、

柏
木
と
切
り
離
し
て
薫
を
見
つ
め
、
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
識

に
変
わ
っ
た
。
続
く
「
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
れ
ば
」
は
、
薫
自
身
に
対
す

る
思
い
で
あ
り
、
源
氏
の
死
後
、
真
相
を
知
る
こ
と
に
な
る
未
来
の
薫
を

重
ね
て
、
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
と
感
じ
た
と
解
釈
し
た
い
。

薫
の
「
知
ら
ず
顔
」
は
、「
知
ら
な
い
様
子
」
で
は
な
く
「
知
ら
ぬ
ふ

り
」
と
解
す
る
こ
と
で
、
薫
の
将
来
を
予
言
し
、
薫
の
主
人
公
性
を
付
与

す
る
語
句
な
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
薫
の
「
知
ら
ず
顔
」
再
考

岸

ひ
と
み

四
九



〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
源
氏
物
語
、
知
ら
ず
顔
、
他
者

は
じ
め
に

横
笛
巻
に
お
い
て
、
柏
木
の
一
周
忌
を
迎
え
た
折
、
源
氏
が
柏
木
を
哀

悼
し
供
養
す
る
場
面
で
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

御
は
て
に
も
、
誦
経
な
ど
と
り
わ
き
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
よ
ろ
づ
も
知

ら
ず
顔
に
い
は
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
さ
す
が
に

い
み
じ
く
あ
は
れ
な
れ
ば
、
御
心
の
中
に
ま
た
心
ざ
し
た
ま
う
て
、

黄
金
百
両
を
な
む
別
に
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
横
笛
巻
三
四
五
頁
）

薫
が
「
知
ら
ず
顔
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
対
象
は
「
よ
ろ
づ
も
」
と
あ

る
よ
う
に
、
実
父
で
あ
る
柏
木
が
亡
く
な
り
、
自
分
が
女
三
の
宮
の
密
通

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
う
一
切
の
事
情
で
あ
る
。
こ
の
「
知
ら
ず
顔
」

は
、「
知
ら
な
い
様
子
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が（
�
）、
字
義
的
に
は
知
っ
て

い
る
の
に
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
�
）。
歌
語
と
し

て
も
同
義
と
い
え
よ
う（
�
）。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
知
ら
ず
顔
」
の
用
例
の
う
ち
、
人
が
主
体

で
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
以
外
は
す
べ
て
「
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
」
と
な

っ
て
い
る（
�
）。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
よ
り
前
の
作
品
で
、「
知
ら
な
い

様
子
」
と
い
う
「
知
ら
ず
顔
」
の
用
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た（
�
）。
後

の
作
品
で
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
で
、
人
に
対

し
て
「
知
ら
な
い
様
子
」
の
「
知
ら
ず
顔
」
を
各
一
例
確
認
で
き
た
だ
け

で
あ
る（
�
）。

も
ち
ろ
ん
一
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
薫
が
、
知
ら
な
い
ふ
り
な
ど
で
き

よ
う
は
ず
も
な
い
。
し
か
し
、「
知
ら
な
い
様
子
」
と
さ
れ
る
「
知
ら
ず

顔
」
に
は
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
部
分
は
、
源
氏
が
薫
を
「
知
ら
ず
顔
」
と
「
見
た
ま
ふ
」
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
源
氏
が
な
ぜ
薫
を
「
知
ら
ず
顔
」
と
意
識
し
た

の
か
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
源
氏
の
思
い
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
の
「
知
ら
ず
顔
」
の
用
例
の
う
ち
、
ま
ず
、

「
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
」
と
い
う
「
知
ら
ず
顔
」
に
お
い
て
、
他
者
が
、

「
知
ら
ず
顔
」
と
意
識
す
る
場
合
を
取
り
上
げ（
�
）、
次
に
、
人
以
外
が
主

体
の
「
知
ら
ず
顔
」
を
検
討
し
た
い
。

五
〇



一
、
他
者
か
ら
の
「
知
ら
ず
顔
」

他
者
が
「
知
ら
ず
顔
」
と
し
て
い
る
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
「
知

ら
ず
顔
」
と
思
わ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
と

意
識
し
て
い
る
。
な
ぜ
「
知
ら
ず
顔
」
だ
と
思
う
の
か
を
押
さ
え
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
他
者
が
、「
知
ら
ず
顔
」
と
し
て

い
る
用
例
の
う
ち
、
心
内
文
の
三
例
を
取
り
上
げ
る（
�
）。

①
ま
た
気
色
に
出
だ
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
な
ど
思
し
乱
る
る
に
つ

け
て
、
故
院
の
上
も
、
か
く
、
御
心
に
は
知
ろ
し
め
し
て
や
、
知
ら

ず
顔
を
つ
く
ら
せ
た
ま
ひ
け
む
、
思
へ
ば
、
そ
の
世
の
こ
と
こ
そ

は
、
い
と
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
、
と
近
き
例
を
思

す
に
ぞ
、

（
若
菜
下
巻
二
五
五
頁
）

こ
れ
は
源
氏
の
心
内
文
で
、
女
三
の
宮
と
柏
木
の
密
通
を
知
っ
て
、
二

人
に
怒
り
を
募
ら
せ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、「
故
院
の
上
も
、
か

く
、
御
心
に
は
知
ろ
し
め
し
て
や
、
知
ら
ず
顔
を
つ
く
ら
せ
た
ま
ひ
け

む
」
と
、
源
氏
は
桐
壺
院
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
藤
壺
と
の
密
通
を
ご

存
じ
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
知
ら
ぬ
ふ
り
を
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
る
。
生
前
、
桐
壺
院
は
密
通
に
気
づ
い
て
お
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
、
源
氏
が
意
識
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
冷
泉
帝
に
秘
事
が
漏

れ
た
こ
と
を
知
り
、
王
命
婦
に
問
い
質
し
た
時
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。

源
氏
は
、
女
三
の
宮
の
密
通
を
知
っ
て
、
初
め
て
そ
う
い
う
意
識
を
持

っ
た
。
密
通
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
証
拠
と
な
る
手
紙
の
主
で
あ
る
柏

木
に
対
し
、
次
に
女
三
の
宮
に
怒
り
が
向
け
ら
れ
た
。
二
人
を
指
弾
す
る

描
写
の
後
に
、「
気
色
に
出
だ
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
な
ど
思
し
乱
る

る
に
つ
け
て
」
と
、
感
情
を
表
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
苦
悩
す
る
中

で
、
桐
壺
院
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
て
い
る（
�
）。

密
通
の
加
害
者
で
あ
っ
た
源
氏
が
、
被
害
者
と
な
る
こ
と
で
、
桐
壺
院

の
「
知
ら
ず
顔
」
を
意
識
し
た
こ
と
か
ら
、
他
者
が
「
知
ら
ず
顔
」
を
意

識
す
る
の
は
、「
知
ら
ず
顔
」
を
し
て
い
る
本
人
で
は
な
く
、
そ
う
意
識

す
る
他
者
自
身
の
問
題
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

②
世
も
い
と
定
め
な
し
、
宮
も
亡
せ
さ
せ
た
ま
は
ば
、
御
服
あ
る
べ
き

を
、
知
ら
ず
顔
に
て
も
の
し
た
ま
は
む
、
罪
深
き
こ
と
多
か
ら
む
、

お
は
す
る
世
に
、
こ
の
こ
と
あ
ら
は
し
て
む
、五

一



（
行
幸
巻
二
九
六
頁
）

こ
れ
も
源
氏
の
心
内
文
で
、「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
は
玉
鬘
で
あ
る
。

大
宮
が
亡
く
な
れ
ば
、
本
来
玉
鬘
は
喪
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
、
知
ら
ぬ
ふ
り
で
い
る
の
は
罪
深
い
だ
ろ
う
と
、
源
氏
が
意
識
し
て
い

る
。
源
氏
が
な
ぜ
そ
う
思
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
玉
鬘
は
源
氏
の
娘
と
さ

れ
て
い
る
が
、
実
は
内
大
臣
の
娘
で
大
宮
の
孫
に
あ
た
る
か
ら
で
あ
る
。

玉
鬘
に
出
仕
や
結
婚
の
話
が
あ
り
、
早
急
に
裳
着
の
儀
式
を
す
る
必
要

が
出
て
き
た
。
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
事
実
は
世
間
に
知
ら
れ
て
い
な
い

が
、
隠
し
通
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
源
氏
は
素
姓
を
明
確
に
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
、
裳
着
の
儀
式
で
内
大
臣
の
娘
で
あ
る

こ
と
を
公
表
し
よ
う
と
決
心
し
、
内
大
臣
に
腰
結
役
を
依
頼
し
た
が
、
断

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
す
ぐ
前
に
記
さ
れ
て
い
る
。

玉
鬘
の
実
父
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
時
点
で
は
源
氏
の
心

の
内
に
留
ま
っ
て
い
る
。
源
氏
の
娘
と
し
て
裳
着
の
儀
式
を
行
う
の
で
あ

れ
ば
、
内
大
臣
の
娘
で
は
な
い
の
で
、
玉
鬘
は
大
宮
が
亡
く
な
っ
て
も
喪

に
服
す
べ
き
で
は
な
い
。
喪
に
服
す
べ
き
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
こ
そ
、

そ
れ
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
「
知
ら
ず
顔
」
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
源
氏
の
娘

と
し
て
儀
式
を
行
う
場
合
に
は
、
源
氏
に
「
知
ら
ず
顔
に
て
も
の
し
た
ま

は
む
」
と
い
う
意
識
は
生
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
か
ら
、
源
氏
が
玉
鬘
の
実
の
父
を
公
表
し
よ
う
と
い
う
意
識
に

変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
玉
鬘
に
対
し
て
「
知
ら
ず
顔
」
と
い
う
語
句

が
使
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

③
お
の
が
じ
し
は
、
こ
の
人
ど
も
も
、
我
あ
し
と
や
は
思
へ
る
、
後
手

は
知
ら
ず
顔
に
、
額
髪
を
ひ
き
か
け
つ
つ
色
ど
り
た
る
顔
づ
く
り
を

よ
く
し
て
う
ち
ふ
る
ま
ふ
め
り
、

（
総
角
巻
二
八
〇
頁
）

こ
れ
は
大
君
の
心
内
文
で
、
年
配
の
女
房
達
が
自
身
の
後
ろ
姿
を
「
知

ら
ず
顔
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
年
配
の
女
房
達
は
「
我
あ
し
と
や
は

思
へ
る
」
と
、
自
分
が
老
い
て
醜
く
な
っ
て
き
た
と
は
思
っ
て
い
な
い

が
、
一
方
で
、「
額
髪
を
ひ
き
か
け
つ
つ
色
ど
り
た
る
顔
づ
く
り
を
よ
く

し
て
」
と
、
老
醜
を
隠
す
た
め
に
顔
を
隠
し
厚
化
粧
を
し
て
い
る
よ
う
だ

と
、
見
ら
れ
て
い
る
。
女
房
達
は
、「
知
ら
ず
顔
」
を
し
て
醜
く
な
っ
て

き
た
こ
と
を
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
お
り
、
老
醜
を
自
覚
し
て
い
る
一
方
で

ご
ま
か
せ
る
と
い
う
思
い
を
持
ち
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
こ
と
を
知
ら
れ
た

く
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
、
大
君
は
感
じ
て
い
る
。 五

二



こ
の
直
前
に
、「
姫
宮
、
我
も
や
う
や
う
盛
り
過
ぎ
ぬ
る
身
ぞ
か
し
、

鏡
を
見
れ
ば
、
痩
せ
痩
せ
に
な
り
も
て
ゆ
く
」（
総
角
巻
二
八
〇
頁
）
と

記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
大
君
の
思
い
で
も
あ
る
。
女
房
の
こ
と

を
こ
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
が
、
実
は
自
分
に
も
同
じ
こ
と
が
向
け
ら
れ

て
い
る
。
大
君
は
自
分
自
身
の
容
色
の
衰
え
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
こ
そ
、
女
房
の
後
ろ
姿
を
「
知
ら
ず
顔
」
と
意
識
し
た
。

以
上
に
よ
り
、
他
者
が
「
知
ら
ず
顔
」
と
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
よ

う
に
思
う
他
者
自
身
の
意
識
が
根
底
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

二
、
人
以
外
の
「
知
ら
ず
顔
」

本
章
で
は
、
人
以
外
が
主
体
の
「
知
ら
ず
顔
」
の
用
例
を
取
り
上
げ

る
。
主
体
が
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
が
で
き
な
い
動
植
物
で
あ
っ
て
も
、「
知

ら
ず
顔
」
と
意
識
し
て
い
る
の
は
人
で
あ
り
、
そ
の
者
の
意
識
が
ど
う
で

あ
る
か
見
て
い
き
た
い
。

④
か
の
御
形
見
の
紅
梅
に
鶯
の
は
な
や
か
に
鳴
き
出
で
た
れ
ば
、
立
ち

出
で
て
御
覧
ず
。

植
ゑ
て
見
し
花
の
あ
る
じ
も
な
き
宿
に
知
ら
ず
顔
に
て
来
ゐ
る

鶯

と
、
う
そ
ぶ
き
歩
か
せ
た
ま
ふ
。

（
幻
巻
五
二
八
頁
）

紫
の
上
亡
き
後
、
源
氏
の
悲
し
み
は
癒
え
ず
、
庭
に
咲
く
形
見
の
紅
梅

に
鶯
が
や
っ
て
き
て
鳴
い
て
お
り
、
そ
の
時
に
源
氏
が
歌
を
口
ず
さ
ん

だ
。「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
は
鶯
で
、「
花
の
あ
る
じ
も
な
き
」
と
、
主
で

あ
る
紫
の
上
も
い
な
い
こ
と
を
「
知
ら
ず
顔
」
だ
と
し
て
い
る
。「
知
ら

ず
顔
」
は
、『
新
編
全
集
』
で
は
、「
知
ら
ぬ
顔
」
と
訳
し
て
い
る
が
、

「
知
ら
な
い
様
子
」
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る（
）。

「
鶯
の
は
な
や
か
に
鳴
き
出
で
た
れ
ば
」
は
、『
新
編
全
集
』
で
は
「
鶯

が
楽
し
そ
う
に
鳴
き
た
て
る
の
で
」
と
さ
れ
て
い
る
。
鶯
が
集
ま
っ
て
き

た
所
は
、「「
母
の
の
た
ま
ひ
し
か
ば
」
と
て
、
対
の
御
前
の
紅
梅
と
り
わ

き
て
後
見
あ
り
き
た
ま
ふ
を
」（
幻
巻
五
二
八
頁
）
と
、
紫
の
上
が
匂
宮

に
大
切
に
し
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
紅
梅
で
あ
る
。
紫
の
上
の
愛
情
が
込
め

ら
れ
た
紅
梅
に
集
う
鶯
は
、
紫
の
上
の
生
前
の
頃
と
同
じ
よ
う
に
鳴
い
て

い
る
の
で
、「
知
ら
ず
顔
」
と
な
る
。
鶯
が
紫
の
上
の
死
を
知
ら
な
い
か

ら
か
、
知
っ
て
い
る
の
に
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
の
か
、
文
字
面
か

ら
は
ど
ち
ら
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
後
に
「
御
前
の
あ
り
さ
ま
い

五
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に
し
へ
に
変
ら
ぬ
を
、
め
で
た
ま
ふ
方
に
は
あ
ら
ね
ど
、
静
心
な
く
、
何

ご
と
に
つ
け
て
も
胸
い
た
う
思
さ
る
れ
ば
」（
幻
巻
五
二
九
頁
）
と
さ
れ
、

源
氏
は
紫
の
上
が
亡
く
な
り
、
自
分
の
気
持
ち
と
は
異
な
っ
て
変
わ
ら
ぬ

自
然
を
前
に
し
て
、
辛
く
思
っ
て
い
る
。

⑤
植
ゑ
し
人
な
き
春
と
も
知
ら
ず
顔
に
て
常
よ
り
も
に
ほ
ひ
重
ね
た
る

こ
そ
あ
は
れ
に
は
べ
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
幻
巻
五
三
二
頁
）

こ
れ
は
、
紫
の
上
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
源
氏
が
女
三
の
宮
の
も
と
を

訪
れ
、
庭
先
の
山
吹
が
美
し
く
咲
い
て
い
る
様
子
を
見
て
、
女
三
の
宮
に

話
し
か
け
た
場
面
で
あ
る
。「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
は
山
吹
で
、
源
氏
は

「
植
ゑ
し
人
な
き
春
と
も
知
ら
ず
顔
に
て
」
と
、『
新
編
全
集
』
で
は
、

「
あ
の
花
を
植
え
た
人
も
い
な
い
春
と
も
気
づ
か
ぬ
ら
し
く
」
と
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
も
「
知
ら
ず
顔
」
の
語
釈
が
分
か
れ
て
い
る（
）。

源
氏
の
言
葉
で
あ
る
の
で
、「
知
ら
ず
顔
」
は
源
氏
か
ら
の
視
線
で
あ

る
。「
知
ら
ず
顔
」
と
感
じ
る
の
は
、「
常
よ
り
も
に
ほ
ひ
重
ね
た
る
」

と
、
山
吹
が
い
つ
も
よ
り
美
し
い
か
ら
で
あ
る
。
植
え
た
人
が
亡
く
な
っ

た
こ
と
を
山
吹
が
知
っ
て
い
れ
ば
、
悲
し
く
て
美
し
く
咲
く
こ
と
が
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
知
ら
な
け
れ
ば
、
ま
た
知
っ
て
い
て
も
知
ら
な
い
ふ
り

を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
美
し
く
咲
く
こ
と
が
で
き
る
。

両
用
例
共
に
、
源
氏
が
紫
の
上
を
偲
ん
で
い
る
。
以
前
紫
の
上
と
共
に

眺
め
た
鴬
や
山
吹
は
変
わ
り
が
な
い
の
に
、
紫
の
上
が
い
な
い
こ
と
で
源

氏
は
寂
し
く
深
い
悲
し
み
の
中
に
あ
り
、
自
分
の
気
持
ち
が
全
く
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
、「
知
ら
ず
顔
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
知
ら
ず

顔
」
を
ど
う
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
思
い
が
異
な
っ
て
く
る
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

⑥
例
よ
り
は
う
れ
し
と
お
ぼ
え
た
ま
ふ
も
、
か
つ
は
あ
や
し
。
秋
の
け

し
き
も
知
ら
ず
顔
に
、
青
き
枝
の
、
片
枝
い
と
濃
く
も
み
ぢ
た
る

を
、

（
総
角
巻
二
五
七
頁
）

こ
れ
は
、
薫
が
大
君
に
片
枝
の
紅
葉
を
付
け
て
手
紙
を
寄
こ
し
た
場
面

で
あ
る
。「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
は
「
青
き
枝
」
で
、『
新
編
全
集
』
で

は
、「
秋
の
け
し
き
も
知
ら
ず
顔
」
を
「
秋
の
風
情
も
知
ら
ぬ
体
」
と
し

て
い
る
が
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る（
）。
知
ら
な

い
様
子
で
あ
る
の
は
、
枝
が
青
々
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

五
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「
秋
の
け
し
き
も
知
ら
ず
顔
」
と
感
じ
て
い
る
の
は
大
君
で
あ
る（
）。

大
君
は
、
薫
の
相
手
に
は
自
分
で
は
な
く
中
の
君
を
と
思
い
、
自
分
の
気

持
ち
を
押
し
殺
し
て
い
た
。
昨
夜
、
薫
は
大
君
と
中
の
君
が
共
に
い
る
寝

所
に
忍
ん
で
来
た
が
、
大
君
は
逃
げ
て
中
の
君
が
薫
と
結
ば
れ
る
よ
う
に

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薫
か
ら
自
分
あ
て
に
手
紙
が
来
た
。
そ
れ
に
対

し
て
「
例
よ
り
は
う
れ
し
と
お
ぼ
え
た
ま
ふ
も
、
か
つ
は
あ
や
し
」
と
、

意
外
に
も
嬉
し
い
と
し
て
、
そ
う
思
う
気
持
ち
を
矛
盾
し
て
い
る
と
思
っ

て
い
る
。
大
君
は
薫
を
避
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
は
薫
の
手
紙
を
嬉

し
く
思
い
、
気
持
ち
が
変
化
し
て
い
る
。「
知
ら
ず
顔
」
と
い
う
表
現
の

奥
に
、
大
君
の
思
い
の
変
化
が
存
在
す
る
。

以
上
三
例
は
、
人
以
外
の
も
の
が
主
体
で
あ
る
が
、「
知
ら
ず
顔
」
と

感
じ
る
者
の
意
識
の
変
化
が
認
め
ら
れ
た
。
人
に
対
す
る
「
知
ら
ず
顔
」

は
、
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
人
以
外
の
も
の
に

対
し
て
は
、「
知
ら
な
い
様
子
」
と
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
二
通
り
の
語
釈
が

あ
っ
た
。
用
例
④
と
⑤
は
同
じ
日
で
時
間
が
継
続
し
て
お
り
、
共
に
紫
の

上
を
偲
ぶ
源
氏
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
知
ら
ず
顔
」
の
語

釈
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
用
例
④
の
歌
の
解
釈
に
よ
る
で
あ
ろ
う（
）。

主
体
が
、
知
ら
ぬ
ふ
り
が
で
き
な
い
動
植
物
で
あ
る
と
し
て
も
、「
知

ら
ず
顔
」
と
見
て
い
る
の
は
人
の
方
で
あ
る
。
他
者
が
「
知
ら
ず
顔
」
を

意
識
す
る
場
合
は
、「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
で
は
な
く
、
そ
う
意
識
す
る

他
者
自
身
の
問
題
と
既
述
し
た
こ
と
か
ら
、
人
以
外
の
「
知
ら
ず
顔
」

も
、
人
の
場
合
と
同
様
に
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
解
す
こ
と
が
で
き
そ
う

で
あ
る
。三

、
人
以
外
の
「
知
ら
ず
顔
」
の
語
釈

本
章
で
は
、
人
以
外
の
「
知
ら
ず
顔
」
の
語
釈
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か

を
見
て
い
き
た
い
。『
源
氏
物
語
』
よ
り
も
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
次
の

歌
を
取
り
上
げ
る（
）。

⑦
今
は
た
だ
心
の
ほ
か
に
聞
く
も
の
を
知
ら
ず
顔
な
る
荻
の
上
風

（『
新
古
今
集
』
巻
第
十
四
恋
四

一
三
〇
九

式
子
内
親
王
）

「
知
ら
ず
顔
な
る
」
の
主
体
は
「
荻
の
上
風
」
で
、「
今
は
た
だ
心
の
ほ
か

に
聞
く
も
の
を
」
と
い
う
上
句
を
受
け
て
、
自
分
の
心
の
変
化
を
「
知
ら

ず
顔
」
だ
と
し
て
い
る
。「
今
は
た
だ
」
と
、
以
前
と
違
っ
て
恋
人
の
来

訪
を
待
っ
て
い
た
頃
は
、「
荻
の
上
風
」
で
恋
人
が
来
た
の
か
と
思
っ
た

が
、
今
は
待
つ
こ
と
を
諦
め
た
の
で
、
た
だ
の
自
然
の
風
で
あ
る
。「
荻

五
五



の
上
風
」
を
擬
人
化
し
て
、
自
分
の
気
持
ち
に
「
知
ら
ず
顔
」
で
あ
る
風

を
冷
淡
で
無
情
だ
と
感
じ
て
い
る
。

こ
の
「
知
ら
ず
顔
」
も
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
」、「
知
ら
な
い
様
子
」
と
二

つ
の
解
釈
が
あ
り
、
論
が
分
か
れ
て
い
る（
）。
奥
野
陽
子
氏
は
「
知
ら

な
い
顔
」
と
解
し
、
無
生
物
に
「
知
ら
ず
顔
」
が
使
用
さ
れ
た
場
合
は
、

「
実
際
に
知
っ
て
い
て
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
の
か
、
知
ら
ぬ
か
ら
知

ら
な
い
顔
な
の
か
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
そ
の
知
ら
な
い
こ
と
に
或
る
非

難
が
ま
し
い
、
恨
め
し
い
感
じ
を
も
っ
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
」
と
論

じ
ら
れ
て
い
る（
）。

人
以
外
が
主
体
と
な
る
場
合
は
、
詠
み
手
が
そ
れ
を
人
に
見
立
て
て

「
知
ら
ず
顔
」
と
感
じ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
人
に
対
す
る
の
と
同

じ
よ
う
に
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、「
知
ら
な
い
様
子
」

と
す
る
必
然
性
は
な
い
。「
知
ら
な
い
様
子
」
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
気
持

ち
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
恨
め
し
い
。
し
か
し
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
」

の
場
合
は
、
意
図
的
な
行
為
で
あ
り
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
も
の
に
対
し

て
恨
め
し
い
。
両
者
で
恨
み
の
対
象
が
異
な
り
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
の
方

が
、
相
手
に
対
す
る
思
い
が
ス
ト
レ
ー
ト
と
な
る
。

「
荻
の
上
風
」
の
「
知
ら
ず
顔
」
を
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
解
す
る
と
、

「
荻
の
上
風
」
に
対
す
る
恨
み
は
、
知
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
は

な
い
。
自
分
の
気
持
ち
を
知
っ
て
い
る
の
に
知
ら
ん
顔
を
し
て
い
る
「
荻

の
上
風
」
に
向
か
い
、
詠
み
手
の
情
念
が
際
立
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

他
の
和
歌
で
も
、「
知
ら
ず
顔
」
の
解
釈
は
両
方
存
在
す
る
が
、
す
べ

て
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
す
べ
き
で
あ
る（
）。

そ
こ
で
、
人
以
外
が
主
体
の
場
合
も
、「
知
ら
ず
顔
」
は
「
知
ら
な
い

様
子
」
で
は
な
く
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
で
き
る
こ
と

を
踏
ま
え
て
、
前
章
の
人
以
外
が
主
体
の
「
知
ら
ず
顔
」
の
用
例
を
ど
う

解
釈
す
べ
き
か
見
て
い
き
た
い
。

用
例
④
・
⑤
は
、「
知
ら
な
い
様
子
」
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
気
持
ち
と

対
比
し
て
知
ら
な
い
こ
と
を
恨
め
し
く
思
う
。「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
す
る

と
、
楽
し
げ
に
鳴
く
鶯
と
美
し
く
咲
く
山
吹
を
擬
人
化
し
て
、
紫
の
上
の

死
を
知
っ
て
い
な
が
ら
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
自
分
の
気
持
ち
に
共
感
し

て
く
れ
ず
、
源
氏
の
絶
望
感
や
孤
独
感
は
よ
り
強
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ

う
。⑤

の
用
例
の
源
氏
の
「
あ
は
れ
に
は
べ
れ
」
は
、
知
ら
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
新
編
頭
注
で
、「
主
を
失
っ
た
と
も
知
ら
ず
精
一
杯
美
し
く
咲
く
。

深
い
感
慨
を
お
ぼ
え
る
ゆ
え
ん
」
と
さ
れ
、
知
ら
ず
に
健
気
に
美
し
く
咲

い
て
い
る
こ
と
に
、「
あ
は
れ
」
と
、
生
命
感
の
あ
る
山
吹
へ
の
感
動
の

思
い
と
な
る
。
し
か
し
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
で
あ
れ
ば
、
美
し
く
咲
い
て
い

五
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る
山
吹
そ
の
も
の
に
対
し
て
恨
め
し
く
、
山
吹
が
自
分
の
思
い
に
寄
り
添

っ
て
く
れ
な
い
こ
と
で
、
自
分
が
「
あ
は
れ
」
と
、
寂
し
さ
や
辛
さ
を
感

じ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
女
三
の
宮
へ
の
言
葉
で
あ
る
の

で
、
表
面
上
は
「
知
ら
な
い
様
子
」
で
あ
る
と
し
て
、
山
吹
の
美
し
さ
を

愛
で
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
せ
か
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
知
ら
ぬ
ふ

り
」
と
解
す
る
こ
と
で
源
氏
の
心
の
内
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
に
つ
い
て
、「
知
ら
な
い
様
子
」
で
あ
れ
ば
、
表
面
に
現
れ
た
青
い

枝
の
状
態
と
な
る
。
し
か
し
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
で
あ
れ
ば
、
大
君
の
気

持
ち
が
入
っ
て
く
る
。
枝
に
自
分
と
妹
を
掛
け
、
青
い
方
は
大
君
で
あ
る

の
で
、
薫
へ
の
自
分
の
気
持
ち
を
表
に
出
さ
ず
に
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て

い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
知
ら
ず
顔
」
に
は
、
そ
う
思
う
人
の
意
識
の
変
化
が
あ
る
。
以
前
は

何
と
も
思
わ
ず
眺
め
て
い
た
同
じ
も
の
が
、
自
分
の
気
持
ち
の
変
化
に
よ

っ
て
「
知
ら
ず
顔
」
と
見
え
る
。
自
然
に
存
在
す
る
も
の
を
擬
人
化
し

て
、
そ
れ
に
自
分
の
思
い
を
込
め
て
い
る
の
で
、「
知
ら
な
い
様
子
」
と

す
る
よ
り
も
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
以
外
が
主
体
と
な
っ
た
場
合
も
、「
知
ら
ず
顔
」
は

「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
意
識
す
る
他
者
の
思
い
が
主

体
そ
の
も
の
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

四
、
薫
の
「
知
ら
ず
顔
」

横
笛
巻
の
「
よ
ろ
づ
も
知
ら
ず
顔
」
は
、
薫
が
何
も
知
ら
な
い
様
子
と

訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
冒
頭
で
述
べ
た
。
し
か
し
、
前
章
で
「
知
ら
ず

顔
」
は
、
す
べ
て
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
結
論
づ
け
た
こ

と
か
ら
、
赤
子
の
薫
が
知
ら
ぬ
ふ
り
が
で
き
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ

源
氏
は
、
薫
が
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
と
意
識
し
た
の
か
を
考
察
す

る
。「

知
ら
ず
顔
」
と
い
う
語
句
に
は
、
そ
う
思
う
者
自
身
の
意
識
の
変
化

が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
既
述
し
た
の
で
、
源
氏
に
ど
の
よ
う
な
心
の
変

化
が
生
じ
て
い
る
の
か
見
て
い
き
た
い
。

源
氏
は
、
薫
が
柏
木
に
似
て
い
る
こ
と
を
す
で
に
意
識
し
て
い
た
。
五

十
日
の
お
祝
い
の
時
に
、「
大
将
な
ど
の
児
生
ひ
ほ
の
か
に
思
し
出
づ
る

に
は
似
た
ま
は
ず
。
女
御
の
御
宮
た
ち
、
は
た
、
父
帝
の
御
方
ざ
ま
に
、

王
気
づ
き
て
気
高
う
こ
そ
お
は
し
ま
せ
、
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
う
し

も
お
は
せ
ず
」（
柏
木
巻
三
二
三
頁
）
と
、
夕
霧
や
明
石
の
女
御
腹
の
宮

を
思
い
出
し
て
、
薫
と
異
な
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。
続
い
て
、「
い
と

あ
て
な
る
に
添
へ
て
愛
敬
づ
き
、
ま
み
の
か
を
り
て
、
笑
が
ち
な
る
な
ど

五
七



を
い
と
あ
は
れ
と
見
た
ま
ふ
。
思
ひ
な
し
に
や
、
な
ほ
い
と
よ
う
お
ぼ
え

た
り
か
し
」（
柏
木
巻
三
二
三
頁
）
と
あ
り
、
薫
の
顔
を
見
て
愛
お
し
く

思
っ
て
お
り
、
薫
が
柏
木
に
似
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
次

に
、「
あ
は
れ
、
は
か
な
か
り
け
る
人
の
契
り
か
な
と
見
た
ま
ふ
に
」（
柏

木
巻
三
二
三
頁
）
と
し
て
、
柏
木
に
意
識
が
向
か
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
ま
み
口
つ
き
の
う
つ
く
し
き
も
、
心
知
ら
ざ
ら
む
人
は
い

か
が
あ
ら
む
、
な
ほ
、
い
と
よ
く
似
通
ひ
た
り
け
り
」（
柏
木
巻
三
二
四

頁
）
と
、
再
び
薫
が
柏
木
に
似
て
い
る
と
し
て
、「
親
た
ち
の
、
子
だ
に

あ
れ
か
し
と
泣
い
た
ま
ふ
ら
む
」（
柏
木
巻
三
二
四
頁
）
と
、
柏
木
の
親

に
意
識
が
移
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
以
前
は
、
薫
が
誰
に
似
て
い
る
の
か
と
い
う
意
識
の
中
で

薫
を
見
つ
め
て
お
り
、
柏
木
に
似
て
い
る
こ
と
で
、
薫
が
自
分
の
子
で
は

な
く
、
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
、
薫
か
ら
柏
木
や
柏
木

の
両
親
に
意
識
が
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
場
面
で
は
、
源
氏
は
薫
を
見
て
初
め
て
、「
知

ら
ず
顔
」
と
い
う
意
識
を
持
ち
、「
い
み
じ
く
あ
は
れ
」
と
思
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
柏
木
に
似
て
い
る
薫
か
ら
柏
木
に
意
識
が
向
か
う
こ
と
は
な

い（
）。
薫
に
対
す
る
「
い
み
じ
く
あ
は
れ
」
と
は
、
柏
木
が
亡
く
な
っ

た
こ
と
も
知
ら
な
い
薫
の
様
子
に
対
す
る
気
持
ち
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
解
す
る
と
、「
い
み
じ
く
あ
は
れ
」
の
対
象
は
、

薫
の
様
子
で
は
な
く
、「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
で
あ
る
薫
自
身
と
な
る
。

こ
こ
で
は
、
源
氏
は
薫
を
見
つ
め
て
、
意
識
は
そ
こ
に
留
ま
っ
て
お
り
、

以
前
と
は
異
な
っ
て
、
薫
は
柏
木
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
な
ぜ
薫
が
「
あ
は
れ
」
な
の
か
、
源
氏
の
視
点
か
ら
見
て
い

く
。「
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
れ
ば
、
御
心
の
中
に
ま
た
心
ざ
し
た
ま
う
て
、

黄
金
百
両
を
な
む
別
に
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
」
と
続
い
て
、
薫
の
分
と
し

て
黄
金
百
両
を
別
に
寄
進
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実

父
柏
木
の
死
を
知
ら
な
い
薫
の
た
め
で
あ
る
。
源
氏
は
何
も
知
ら
な
い
薫

に
対
し
て
、
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
と
思
う
こ
と
か
ら
、
今
は
知
ら
な

い
が
、
い
つ
か
は
自
分
の
誕
生
の
真
相
を
知
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う（
）。
柏
木
が
死
に
際
に
遺
言

を
し
て
手
紙
を
残
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
、
薫
は
柏
木
の
子
で
あ
る

こ
と
を
知
ら
さ
れ
る（
）。

ゆ
え
に
、
こ
れ
は
源
氏
の
薫
の
将
来
に
対
す
る
暗
示
で
あ
る
。
源
氏
が

亡
く
な
っ
た
後
、
薫
が
真
実
を
知
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど

の
思
い
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
と
心
中
を
推
し
量
っ
て
、
源
氏
は
「
い
み
じ

く
あ
は
れ
」
と
感
じ
た
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
倉
田
実
氏
は
「「
よ
ろ
づ
も
知
ら
ず
顔
」
と
す
る

五
八



指
示
の
仕
方
自
体
、
い
つ
か
は
知
る
と
い
う
こ
と
を
内
在
さ
せ
て
い
る
わ

け
で
あ
り
、
無
心
無
垢
な
薫
の
表
情
は
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
光
源
氏

の
内
面
に
「
あ
は
れ
」
を
去
来
さ
せ
る
」
と
し
て
、「
薫
の
顔
は
（
略
）

続
篇
を
予
感
さ
せ
て
い
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
が（
）、
本
稿
で
は
、

薫
の
「
知
ら
ず
顔
」
が
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら

論
じ
た
。

薫
が
柏
木
の
死
を
知
ら
な
い
か
ら
不
憫
な
だ
け
で
は
な
く
、
不
義
の
子

と
し
て
生
ま
れ
て
、
い
つ
か
真
実
を
知
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
運
命
を

背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
薫
が
哀
れ
だ
、
と
も
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
源

氏
は
未
来
の
薫
も
見
つ
め
て
い
る
。

薫
の
将
来
に
対
す
る
予
言
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
場
面
よ

り
後
の
、
薫
が
櫑
子
に
盛
ら
れ
た
筍
に
興
味
を
示
し
た
次
の
描
写
に
注
目

し
て
い
る
。「
今
よ
り
い
と
け
は
ひ
こ
と
な
る
こ
そ
わ
づ
ら
は
し
け
れ
。

女
宮
も
の
し
た
ま
ふ
め
る
あ
た
り
に
か
か
る
人
生
ひ
出
で
て
、
心
苦
し
き

こ
と
誰
が
た
め
に
も
あ
り
な
む
か
し
」（
横
笛
巻
三
五
〇
頁
）
と
し
、
さ

ら
に
「
御
歯
の
生
ひ
出
づ
る
に
食
ひ
当
て
む
と
て
、
筍
を
つ
と
握
り
持
ち

て
、
雫
も
よ
よ
と
食
ひ
濡
ら
し
た
ま
へ
ば
、「
い
と
ね
ぢ
け
た
る
色
ご
の

み
か
な
」
と
て
」（
横
笛
巻
三
五
〇
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

手
塚
昇
氏
は
、
前
段
部
分
に
つ
い
て
、「
註
釈
書
の
中
に
は
、
こ
の
辺

の
事
を
、
薫
が
あ
ま
り
美
し
い
の
で
源
氏
が
冗
談
を
言
っ
た
の
だ
と
い
っ

た
り
し
て
い
る
が
、
こ
の
辺
は
冗
談
ど
こ
ろ
で
な
く
て
、
薫
の
生
涯
に
対

す
る
予
言
的
伏
線
を
張
っ
た
重
要
な
部
分
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る（
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
仁
平
道
明
氏
は
、「
予
言
的
伏
線
を
張
っ
た
」
と
さ
れ

た
箇
所
に
つ
い
て
疑
義
を
呈
さ
れ
、「「
い
と
ね
ぢ
け
た
る
色
好
み
」
と
い

う
言
葉
は
、
単
に
お
さ
な
子
の
薫
に
つ
い
て
だ
け
言
わ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、（
略
）
続
篇
の
薫
の
姿
を
予
告
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と（
）、

む
し
ろ
後
段
部
分
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

共
に
、
密
通
を
犯
し
た
柏
木
の
血
を
受
け
継
ぐ
薫
に
、
成
長
後
の
好
色

性
を
予
見
す
る
こ
と
か
ら
、
将
来
へ
の
予
言
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部

分
よ
り
も
前
の
薫
の
「
知
ら
ず
顔
」
に
お
い
て
、
源
氏
が
未
来
を
暗
示
し

て
い
る
。
源
氏
自
身
も
幼
き
頃
、
高
麗
人
の
相
人
に
未
来
を
予
言
さ
れ
て

い
た
。

ま
た
、「
今
よ
り
気
高
く
も
の
も
の
し
う
さ
ま
こ
と
に
見
え
た
ま
へ
る

気
色
な
ど
は
、
わ
が
御
鏡
の
影
に
も
似
げ
な
か
ら
ず
見
な
さ
れ
た
ま
ふ
」

（
横
笛
巻
三
四
九
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
源
氏
は
薫
が
自
分
に
似
て

い
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
っ
て
い
る（
）。
源
氏
は
今
ま
で
も
薫
の
器
量

が
抜
き
ん
出
て
優
れ
て
い
る
こ
と
は
意
識
に
上
っ
て
い
た
が
、
初
め
て
薫

が
自
分
に
似
て
い
る
よ
う
な
思
い
を
持
っ
て
い
る
。五

九



以
上
の
点
か
ら
、
薫
が
源
氏
を
受
け
継
ぎ
、
源
氏
亡
き
後
に
薫
が
物
語

の
主
人
公
と
な
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

従
来
の
研
究
史
で
は
、
横
笛
巻
に
お
け
る
薫
の
「
知
ら
ず
顔
」
は
、

「
知
ら
な
い
様
子
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
用
例
以
外
で
は
人
に
対
す
る

「
知
ら
ず
顔
」
は
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
解
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、「
知
ら
ず
顔
」
と
見
る
他
者
の
意
識
を
考
察
し
た
結
果
、

他
者
が
「
知
ら
ず
顔
」
と
す
る
場
合
は
、
他
者
自
身
の
意
識
の
変
化
が
、

根
底
に
あ
る
こ
と
を
読
み
取
っ
た
。「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
が
人
以
外
の

場
合
は
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
人
の
場
合
と
同
様
に
、「
知
ら
ぬ
ふ

り
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
思
う
人
の
意
識
の
変
化
が
投
影
さ
れ

て
い
る
。

ゆ
え
に
、
源
氏
が
薫
を
「
知
ら
ず
顔
」
と
「
見
た
ま
ふ
」
こ
と
か
ら
、

何
も
知
ら
な
い
赤
子
の
薫
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
未
来
の
薫
が
知
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
で
、
源
氏
に
は
「
薫
が
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い

る
」
と
映
っ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
、

源
氏
の
思
い
が
、
薫
が
知
ら
な
い
様
子
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
薫
そ
の

も
の
に
向
か
っ
て
い
る
。

源
氏
は
、
薫
を
柏
木
に
似
て
い
る
不
義
の
子
と
し
て
、
柏
木
と
繋
が
っ

て
見
て
い
た
が
、
柏
木
と
切
り
離
し
て
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
意

識
に
変
わ
り
、
将
来
薫
が
真
相
を
知
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
と
解
釈
し

た
い
。

薫
の
「
知
ら
ず
顔
」
は
、「
知
ら
な
い
様
子
」
で
は
な
く
「
知
ら
ぬ
ふ

り
」
と
解
す
る
こ
と
で
、
薫
の
将
来
を
暗
示
し
、
薫
の
主
人
公
性
を
付
与

す
る
語
句
な
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
�
）
「
よ
ろ
づ
も
知
ら
ず
顔
に
」
に
つ
い
て
、
注
釈
書
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
管
見
で
は
「
知
ら
ず
顔
」
を
「
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
」

と
し
て
い
る
注
釈
は
な
か
っ
た
。

・『
新
編
全
集
』
何
も
ご
存
じ
な
く

・『
大
系
』（
実
父
柏
木
の
死
は
勿
論
）
一
切
万
事
、
何
も
知
ら
な
い

顔
を
し
て

・『
玉
上
評
釈
』
何
も
分
ら
な
い
顔
を
し
て

（
�
）
「
知
ら
ず
顔
」
の
語
義
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・『
角
川
古
語
大
辞
典
』
知
っ
て
い
る
の
に
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る

六
〇



こ
と
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
顔
つ
き
。
知
ら
ん
顔
。

・『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
そ
知
ら
ぬ
顔
。
知
ら
な
い
ふ
り
。

（
�
）
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
加
藤
睦
氏
）
で
は
、「
知
ら
な
い
様

子
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
解
説
に
記
載
さ
れ
て
い
る
三

つ
の
用
例
は
、
そ
の
う
ち
二
例
「（
後
撰
集
・
恋
六
・
九
九
七
・
よ

み
人
し
ら
ず
）」、「（
新
古
今
集
・
雑
下
・
一
七
六
七
・
良
経
）」
が

人
に
対
す
る
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
で
あ
る
。
残
る
一
例
は
、「「
道
す
が

ら
我
の
み
つ
ら
く
な
が
む
れ
ど
月
は
別
れ
も
知
ら
ず
顔
な
る
」（
玉

葉
集
・
恋
二
・
一
四
四
七
・
雅
有
）」
と
あ
っ
て
、「
知
ら
ず
顔
」
の

主
体
が
「
月
」
と
な
っ
て
お
り
、「
知
ら
な
い
ふ
り
」（『
和
歌
文
学

大
系
』
の
「
知
ら
ぬ
顔
」、『
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈
』
の
「
知
ら
ぬ
げ

な
顔
」
と
い
う
注
釈
を
参
照
）
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
解
説

に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
知
ら
な
い
様
子
」
と
い
う
の
は
、「
知
ら
な

い
よ
う
な
様
子
」
ま
た
は
「
知
ら
な
い
様
子
を
す
る
」
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。

（
�
）
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
知
ら
ず
顔
」
の
用
例
は
三
十
二
例
で

あ
る
。
対
象
別
で
は
、
人
物
は
二
十
九
例
、
植
物
二
例
、
動
物
一
例

と
な
っ
て
い
る
。
同
義
語
の
「
知
ら
ぬ
顔
」
は
、
本
稿
で
は
別
語
と

し
て
対
象
と
し
な
い
。（
宮
島
達
夫
編
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙

表
』（
笠
間
書
院
）
二
〇
一
四
年
、『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
』

（
勉
誠
社
）
一
九
九
四
年
を
参
照
）

（
�
）
『
源
氏
物
語
』
よ
り
前
で
は
、「
知
ら
ず
顔
」
の
用
例
は
、『
う
つ

ほ
物
語
』
八
、『
落
窪
物
語
』・『
枕
草
子
』
各
二
、『
後
撰
集
』・『
蜻

蛉
日
記
』
各
一
で
あ
る
。
す
べ
て
人
に
対
す
る
も
の
で
（
＊
）、
そ

の
う
ち
「
知
ら
な
い
様
子
」
と
い
う
の
は
、『
枕
草
子
』
の
一
例
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
岩
佐
美
代
子
氏
が
、「
女
は
た
知
ら
ず
顔
に
て
、

お
ほ
ど
か
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
」（
新
編
全
集
『
枕
草
子
』
二
八
頁
）

に
つ
い
て
、「
知
ら
ず
顔
」
が
「
見
知
ら
ぬ
ふ
う
」、「
知
ら
ぬ
が

仏
」、「
気
づ
か
な
い
様
子
」
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
し
、

正
し
く
は
「
知
ら
な
い
ふ
り
」
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
（「
女

は
た
知
ら
ず
顔
に
て
│
枕
草
子
解
釈
考
│
」『
国
文
鶴
見
』
第
三
十

六
号
（
笠
間
書
院
）
二
〇
〇
二
年
三
月
）。

＊
次
の
用
例
は
、「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
は
「
雛
鳥
」
で
あ
る
が
、

「
真
砂
子
君
」
を
指
し
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

巣
立
つ
こ
と
ま
だ
知
ら
ざ
り
し
雛
鳥
の
枝
は
い
づ
れ
ぞ
知
ら
ず
顔

に
も

（
新
編
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
中
巻
二
三
四
頁
）

（
�
）
該
当
の
用
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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・
い
か
に
せ
ん
と
か
な
し
き
に
、
若
君
の
か
か
る
こ
と
や
あ
ら
ん
と

も
知
ら
ず
顔
に
何
心
な
き
御
笑
み
顔
を
見
る
が
、

（
新
編
全
集
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
三
九
二
頁
）

若
君
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

・
五
月
雨
は
い
と
ど
晴
れ
間
な
く
、
軒
の
菖
蒲
も
知
ら
ず
顔
に
て
過

ぎ
ぬ
。

（
新
編
全
集
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
三

二
七
〇
頁
）

「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
は
、
後
一
条
天
皇
の
崩
御
を
悼
む
女
房
た

ち
で
あ
る
。『
新
編
全
集
』
で
は
「
軒
に
葺
く
菖
蒲
も
気
に
と
め
ず
、

わ
け
が
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。「
菖
蒲
」
に

「
文
目
」
を
掛
け
て
い
る
た
め
、
知
ら
な
い
様
子
と
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

（
�
）
「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
が
人
の
場
合
は
、
会
話
文
八
例
の
う
ち
他

者
が
二
例
、
本
人
四
例
、
一
般
対
象
二
例
で
あ
る
。
心
内
文
は
四
例

で
、
内
訳
は
他
者
三
例
、
本
人
一
例
と
な
っ
て
い
る
。
地
の
文
で

は
、
該
当
用
例
以
外
は
す
べ
て
語
り
手
の
視
線
で
あ
る
。

（
�
）
会
話
文
に
も
次
の
と
お
り
二
例
存
在
す
る
が
、
話
し
手
が
聞
き
手

を
意
識
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
対
象
と
し
な
い
。

・
院
に
も
思
さ
む
こ
と
は
、
げ
に
か
た
じ
け
な
う
い
と
ほ
し
か
る
べ

け
れ
ど
、
か
の
御
遺
言
を
か
こ
ち
て
知
ら
ず
顔
に
参
ら
せ
た
て
ま

つ
り
た
ま
へ
か
し
。（
澪
標
巻
三
二
〇
頁
）

藤
壺
が
源
氏
に
、
朱
雀
院
の
前
斎
宮
へ
の
想
い
に
つ
い
て
源
氏
が

知
ら
な
か
っ
た
ふ
り
を
し
て
前
斎
宮
を
入
内
さ
せ
よ
う
と
提
案
し
て

い
る
。

・
ま
だ
下
﨟
な
り
、
世
の
聞
き
耳
軽
し
と
思
は
れ
ば
、
知
ら
ず
顔
に

て
こ
こ
に
委
せ
た
ま
へ
ら
む
に
、
う
し
ろ
め
た
く
は
あ
り
な
ま
し

や
」
な
ど
呻
き
た
ま
ふ
。（
常
夏
巻
二
二
九
頁
）

源
氏
が
玉
鬘
に
交
わ
し
た
言
葉
で
あ
る
。「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体

は
内
大
臣
で
、
夕
霧
と
雲
居
雁
と
の
仲
を
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
く
れ

れ
ば
い
い
の
に
と
、
源
氏
は
内
大
臣
を
批
判
し
て
い
る
。

（
�
）
怒
り
の
感
情
は
、
ま
ず
怒
り
の
原
因
で
あ
る
対
象
者
に
向
け
ら
れ

る
が
、
次
に
自
分
に
意
識
が
向
か
い
、
そ
の
中
で
桐
壺
院
の
こ
と
が

浮
か
び
上
が
っ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
、「
思
へ
ば
、
そ
の
世
の
こ
と

こ
そ
は
、
い
と
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
、
と
近
き
例

を
思
す
に
ぞ
」
と
、
自
分
の
密
通
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
桐
壺

院
の
「
知
ら
ず
顔
」
を
意
識
す
れ
ば
、
な
ぜ
桐
壺
院
が
知
ら
ぬ
ふ
り

を
さ
れ
た
の
か
、
密
通
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
て
い
ら
れ
た
か
な
ど
に

六
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も
意
識
が
向
く
は
ず
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
論
じ
な
い
。

（

）
「
知
ら
な
い
様
子
」
と
し
て
い
る
の
は
、『
大
系
』
の
「
知
ら
な
い

様
子
」、『
玉
上
評
釈
』
の
「
気
づ
か
な
い
様
子
」
で
あ
る
。

（

）
『
玉
上
評
釈
』
は
「
知
ら
ず
顔
」、『
新
大
系
』
は
『
新
編
全
集
』

と
同
様
に
「
気
づ
か
ぬ
風
情
」
と
な
っ
て
い
る
。

（

）
『
大
系
』
は
「
知
ら
な
い
風
」
と
し
て
い
る
。
大
系
頭
注
で
「（
季

節
に
合
っ
た
草
や
木
の
枝
に
、
文
を
結
び
つ
け
る
も
の
な
の
に
）
薫

は
、
秋
の
様
子
も
知
ら
な
い
風
に
、
青
い
枝
で
、
一
部
分
は
、
大
層

紅
葉
し
て
い
る
の
を
選
ん
で
、
つ
け
て
」
と
の
記
述
が
あ
る
。「
青

き
枝
」
は
薫
が
選
ん
だ
こ
と
か
ら
、「
青
き
枝
」
に
薫
の
思
い
が
入

っ
て
い
る
と
し
て
、
薫
が
「
知
ら
ず
顔
」
の
主
体
と
な
っ
て
、「
知

ら
ぬ
ふ
り
」
と
い
う
解
釈
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
佐
伯
梅
友
編

『
源
氏
物
語
講
読

中
』
も
「
知
ら
な
い
ふ
う
」
と
な
っ
て
い
る
。

（

）
大
君
が
薫
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
り
、
薫
が
「
秋
の
け
し
き
も
知

ら
ず
顔
に
、
青
き
枝
の
、
片
枝
い
と
濃
く
も
み
ぢ
た
る
を
」
と
し
た

の
を
「
見
た
ま
ふ
」
と
な
っ
て
お
り
、
大
君
の
視
点
と
解
す
る
。

（

）
『
新
編
全
集
』
で
は
用
例
④
が
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」、
⑤
は
「
知
ら
な

い
様
子
」
で
あ
る
。
用
例
④
は
、
新
編
頭
注
で
「「
花
の
あ
る
じ
」

は
紫
の
上
。「
鶯
」
に
、
紫
の
上
を
喪
っ
た
源
氏
自
身
の
孤
独
を
か

た
ど
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紫
の
上
の
死
を
知
ら
な
い
「
鶯
」

に
、
知
っ
て
い
る
源
氏
自
身
の
思
い
を
重
ね
て
い
る
た
め
に
、「
知

ら
ず
顔
」
が
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
玉
上
評

釈
』
で
は
両
用
例
の
語
釈
が
『
新
編
全
集
』
の
場
合
と
逆
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
指
摘
の
み
と
す
る
。

（

）
勅
撰
集
で
は
、
人
以
外
が
主
体
の
「
知
ら
ず
顔
」
は
六
例
で
、

『
新
古
今
集
』、『
続
後
撰
集
』、『
続
拾
遺
集
』、『
玉
葉
集
』
各
一
例

で
、『
新
続
古
今
集
』
二
例
と
な
っ
て
い
る
（『
新
編
国
歌
大
観
』
を

参
照
）。
以
下
、
和
歌
の
歌
番
号
・
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に

拠
る
が
、
漢
字
を
あ
て
て
表
記
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。

（

）
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
す
る
も
の
は
、
久
保
田
淳
氏
『
新
古
今
和
歌

集
全
注
釈
』
角
川
学
芸
出
版
、
和
歌
文
学
大
系
『
式
子
内
親
王

集
』、
大
系
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
、「
知
ら
な
い
様
子
」
は
、
窪
田

空
穂
氏
『
完
本
新
古
今
和
歌
集
評
釈
』
東
京
堂
出
版
、『
新
古
今
集

詳
解
』
明
治
書
院
、
新
編
全
集
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
あ
る
。

（

）
奥
野
陽
子
氏
『
式
子
内
親
王
集
全
釈
』（
風
間
書
房
）
二
〇
〇
一

年
十
月

（

）
勅
撰
集
に
お
い
て
、
該
当
の
用
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
和
歌

文
学
大
系
を
参
照
）。
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「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
す
る
も
の

恋
ひ
恋
ひ
て
逢
ふ
夜
の
夢
を
う
つ
ゝ
と
も
知
ら
ず
顔
な
る
鐘
の
音

か
な（『

続
後
撰
集
』
巻
第
十
三
恋
三

八
二
三

前
大
僧
正
慈
鎮
）

も
ろ
と
も
に
な
れ
し
雲
居
は
忘
れ
ぬ
に
月
は
我
を
ぞ
知
ら
ず
顔
な

る

（『
続
拾
遺
集
』
巻
第
八
雑
秋

六
〇
二

二
条
院
讃
岐
）

道
す
が
ら
我
の
み
辛
く
な
が
む
れ
ど
月
は
別
れ
も
知
ら
ず
顔
な
る

（
既
出
）（『

玉
葉
集
』
巻
第
十
恋
二

一
四
四
七

前
参
議
雅
有
）

「
知
ら
な
い
様
子
」
と
す
る
も
の

つ
ら
し
と
や
山
の
桜
も
思
ふ
ら
む
知
ら
ず
顔
に
て
過
ぐ
る
春
風

（『
新
続
古
今
集
』
巻
第
十
六
哀
傷

一
五
六
一

道
命
法
師
）

見
る
か
ら
に
な
ぐ
さ
め
か
ぬ
る
心
と
も
知
ら
ず
顔
な
る
月
の
影
か

な
（『
新
続
古
今
集
』
巻
第
十
九
雑
下

二
〇
三
四

後
亀
山
院
）

（

）
「
知
ら
ず
顔
」
の
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
と
い
う
意
味
か
ら
、
知
ら
な

い
薫
に
対
し
て
、
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
人
物
と
し
て
柏
木
を
想
起

す
る
こ
と
は
な
い
。
人
以
外
の
「
知
ら
ず
顔
」
で
も
、
擬
人
化
に
よ

っ
て
動
植
物
が
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
を
し
て
い
る
と
意
識
さ
れ
、
知
ら

な
い
様
子
を
し
て
い
る
主
体
と
知
っ
て
い
る
主
体
は
同
一
で
あ
る
。

（

）
源
氏
は
、
冷
泉
帝
に
実
父
は
自
分
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
続
け
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
藤
壺
亡
き
後
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
な
ぜ
秘
密
が
漏
れ
た
の
か
源
氏
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
。
薫

に
つ
い
て
は
「
こ
の
事
の
心
知
れ
る
人
、
女
房
の
中
に
も
あ
ら
む
か

し
」（
柏
木
巻
三
二
四
頁
）
と
、
密
通
を
仲
介
し
た
女
房
が
い
る
で

あ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
、
そ
の
女
房
は
柏
木
に
も
近
い
人
物
の
は
ず

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
薫
が
将
来
実
父
を
知
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

意
識
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

（

）
薫
は
真
実
を
知
ら
さ
れ
る
以
前
に
、
幼
き
頃
か
ら
自
分
の
出
生
に

疑
問
を
持
っ
て
苦
悩
し
て
い
た
こ
と
が
、
匂
兵
部
卿
巻
で
記
述
さ
れ

て
い
る
。

（

）
倉
田
実
氏
「
薫
の
表
情
│
「
…
顔
」
表
現
の
反
復
│
」『
大
妻
女

子
大
学
紀
要

文
系
』
二
十
九
号
一
九
九
七
年
三
月

（

）
手
塚
昇
氏
『
源
氏
物
語
の
再
検
討
』（
風
間
書
房
）
一
九
六
六
年

一
月

（

）
仁
平
道
明
氏
「
い
と
ね
ぢ
け
た
る
色
好
み
│
薫
像
と
そ
の
背
景

│
」『
古
代
文
学
論
叢
』
第
十
四
輯
（
武
蔵
野
書
院
）
一
九
九
七
年

六
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七
月

（

）
源
氏
が
な
ぜ
こ
の
時
点
で
初
め
て
「
わ
が
御
鏡
の
影
に
も
似
げ
な

か
ら
ず
」
と
意
識
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

六
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