
夕
顔
の
扇　
―
能『
夕
顔
』と『
源
氏
物
語
』の
相
違
―

岩
坪
　
健

同
志
社
大
学
文
学
部
教
授

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
に
お
い
て『
源
氏
物
語
』五
十
四
帖
を

全
部
揃
え
て
い
た
の
は
、朝
廷
や
幕
府
な
ど
、ご
く
一
部
の
上
流
階
級

だ
け
で
あ
る
。
現
代
な
ら
ば
図
書
館
で
借
り
た
り
、
書
店
で
買
っ
た
り

で
き
る
。
し
か
し
当
時
は
所
有
者
に
頼
ん
で
貸
し
て
も
ら
い
、
書
写

す
る
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
は『
源
氏
物
語
』を
所
有
す
る
高
貴
な

人
と
の
縁
故
、
そ
し
て
大
量
の
紙
・
墨
・
筆
を
用
意
す
る
経
済
力
が

必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
コ
ネ
も
金
も
な
い
庶
民
に
は
不
可
能
で
あ
り
、

ゆ
え
に『
源
氏
物
語
』は
ま
さ
に
高
嶺
の
花
で
あ
っ
た
。

　

け
れ
ど
も
室
町
時
代
に
な
る
と
、
庶
民
の
間
に
も
連
歌
が
流
行
し
て

『
源
氏
物
語
』の
知
識
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
光
源
氏
の
話
を

知
ら
な
い
と
、
連
歌
は
た
し
な
め
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で『
源
氏
物
語
』を

持
て
な
い
人
々
の
た
め
に
、
梗
概
書
が
数
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

な
か
に
は『
源
氏
物
語
』の
内
容
か
ら
、
か
け
離
れ
た
も
の
も
現
れ
た

が
、
そ
れ
に
気
づ
く
人
は
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら『
源
氏
物
語
』を

読
ん
だ
こ
と
が
な
い
の
で
、追
加
・
改
変
さ
れ
た
話
も
、光
源
氏
の
物
語

と
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

三
、夕
顔
の
扇

　

そ
れ
で
は
、具
体
的
に
例
を
示
そ
う
。
謡
曲『
夕
顔
』の
間
狂
言
で
、

光
源
氏
と
夕
顔
の
君
と
の
馴
れ
初
め
が
語
ら
れ
る
件
が
あ
る
。
光
源

一
、謡
曲
と『
源
氏
物
語
』

　

謡
曲『
夕
顔
』は
、『
源
氏
物
語
』夕
顔
の
巻
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
で
は
両
者
の
内
容
は
、
す
べ
て
一
致
す
る
か
と
い
う
と
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。こ
れ
は『
夕
顔
』に
限
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』を

踏
ま
え
た
他
の
謡
曲
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
不
一
致
に

昔
の
研
究
者
も
気
づ
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
謡
曲
の
作
者
が
勘
違
い
し
た

か
ら
だ
と
片
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
な
る
誤
解
で
は

な
い
こ
と
が
、昭
和
四
十
年
代
に
な
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

謡
曲
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
光
源
氏
の
話
は
、
直
接『
源
氏
物
語
』

か
ら
引
用
さ
れ
た
と
、
そ
れ
ま
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
う
で
は
な
く
、
実
は『
源
氏
物
語
』の
あ
ら
す
じ
を
記
し
た
梗
概
書

（
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
）が
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
中
世

（
鎌
倉
・
室
町
時
代
）に
作
成
さ
れ
た
梗
概
書
は
、『
源
氏
物
語
』を
忠
実
に
抄
出

し
た
と
は
限
ら
ず
、た
と
え
ば『
源
氏
物
語
』に
な
い
話
や
人
物
を
追
加

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
筋
書
き
が
謡
曲
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
結
果
、

『
源
氏
物
語
』の
筋
立
て
と
合
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、謡
曲
と『
源
氏
物
語
』の
梗
概
書

　

で
は
、
な
ぜ
謡
曲
の
作
者
は『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
を
使
わ
な



氏
が
夕
顔
の
花
を
所
望
す
る
と
、「
端つ
ま

い
た
う
焦こ

が
い
た
る
白
き
扇お
う
ぎ
」

に
花
を
載
せ
て
さ
し
出
さ
れ
た
、と
あ
る
。
白
い
扇
な
の
に
、端
だ
け

焦
げ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
扇
に
描
か
れ
た
絵
が
変
色

し
な
い
よ
う
に
、
扇
を
閉
じ
た
ま
ま
香
炉
に
近
づ
け
て
た
き
し
め
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
じ
話
を
踏
ま
え
た
謡
曲『
半は
じ
と
み蔀
』に
も
、「
白
き

扇
の
端
い
た
う
焦
が
し
た
り
」と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が『
源
氏
物
語
』に
は
、「
白
き
扇
の
い
た
う
焦
が
し
た
る
」

と
あ
る
だ
け
で
、「
端
」と
い
う
言
葉
は
見
あ
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち

『
源
氏
物
語
』で
は
、
扇
全
体
が
色
変
わ
り
す
る
ほ
ど
、
お
香
が
た
き

し
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
代
人
が
読
ん
で
い
る『
源
氏
物
語
』

は
、
紫
式
部
よ
り
も
約
二
百
年
後
に
活
躍
し
た
藤
原
定
家
が
本
文
を

定
め
て
青
い
表
紙
を
付
け
た
、青
表
紙
本『
源
氏
物
語
』で
あ
る
。
そ
の

本
文
は
、定
家
以
外
の
人
が
所
持
し
て
い
た『
源
氏
物
語
』と
は
か
な
り

異
な
る
が
、こ
の
箇
所
に
関
し
て
は
同
文
で
あ
る
。

　

で
は
、「
端
」と
い
う
語
句
は
、
謡
曲
の
作
者
が
適
当
に
付
け
加
え

た
の
か
、
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
鎌
倉
時
代
に
編
ま
れ
た『
源
氏

物
語
』の
注
釈
書
で
あ
る『
光
源
氏
物
語
抄
』を
見
る
と
、「
端
い
た
く

焦
が
し
た
る
扇
」と
書
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
そ
の
言
い
回
し
は
、
謡
曲

『
夕
顔
』『
半
蔀
』が
成
立
す
る
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

四
、ほ
か
の
扇

　
『
源
氏
物
語
』で
は
、ほ
か
の
場
面
で
も
扇
が
登
場
す
る
が
、ど
の

扇
に
も「
端
」と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

中
世
に
作
成
さ
れ
た
梗
概
書
を
見
る
と
、
ほ
か
に
二
人
の
女
君

（
朧
月
夜
・
源

げ
ん
の

典
な
い
し
の

侍す
け

）も「
端
焦
が
し
た
る
」扇
を
持
っ
て
い
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
光
源
氏
の
未
来
を
占
っ
た
外
国
の
博
士
は
、

光
源
氏
に
数
々
の
贈
り
物
を
し
た
。
物
語
で
は
具
体
的
な
説
明
は
な

さ
れ
て
い
な
い
が
、
中
世
の
梗
概
書
で
は
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
に
は
、
病
の
と
き
に
使
う
と
回
復
す
る
、
と
い
う
「
端

焦
が
す
扇
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
端
が
焦
げ
た
扇
は

『
源
氏
物
語
』に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
中
世
の
注
釈
書
・
梗
概
書
で
は

四
例
も
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

五
、江
戸
時
代
に
お
け
る
扇

　

近
世（
江
戸
時
代
）に
な
る
と『
源
氏
物
語
』は
出
版
さ
れ
、中
世
よ
り

も
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
、『
源
氏
物
語
』

と
一
致
し
な
い
話
や
人
物
を
含
む
中
世
の
書
物
は
、
荒
唐
無
稽
な

も
の
と
見
な
さ
れ
、
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
。
で
は
、
端
が
焦
げ
た
扇
も

忘
れ
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
近
世
に
流
行
し
た
俳
諧

（
現
在
の
俳
句
）を
例
に
挙
げ
よ
う
。

　
「
夕
顔
や　

あ
ば
ら
屋
の
昔　

古
雪せ
っ
ち
ん隠
」。
こ
の
句
に
対
し
て
松
尾

芭
蕉
が
、
批
評
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に「
五
条
あ
た
り
古
き
雪
隠

の
香
り
も
、
端
い
た
う
焦
が
せ
る
扇
の
匂
ひ
に
消
さ
れ
て
」と
い
う

一
節
が
あ
る
。
こ
の
端
を
焦
が
し
た
扇
と
い
う
表
現
は
、
謡
曲
の
本
文

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
に
な
る
と
中
世
の
梗
概
書
は
顧
み
ら
れ

な
く
な
っ
た
が
、謡
曲
は
謡
い
続
け
ら
れ
、俳
諧
な
ど
の
近
世
文
学
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。



六
、扇
の
色

　

今
ま
で
に
取
り
上
げ
た
扇
の
色
は
、
時
代
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
白

で
あ
っ
た
。
白
い
扇
は
夏
用
で
、
夏
に
咲
く
夕
顔
の
白
い
花
に
合
う
。

ま
た
白
色
は
、
夕
顔
の
君
の
衣
装
や
住
ま
い
の
簾
の
色
に
も
使
わ
れ

て
い
て
、
夕
顔
の
巻
の
基
調
と
な
る
色
彩
で
あ
る
。
そ
の
色
は
清
楚

で
は
あ
る
が
、
む
な
し
く
、
は
か
な
い
印
象
を
与
え
、
突
然
亡
く
な
る

女
君
の
運
命
を
も
暗
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
大
切
な
色
で
あ
る
の
に
、
中
世
の
梗
概
書
の
な
か
に

は
赤
い
扇
が
登
場
す
る
。「
紅
の
扇
」、あ
る
い
は「
紅
の
い
と
ど
焦
が

れ
た
る
扇
」に
花
を
載
せ
て
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
花
の
白
と
扇
の
紅

と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
鮮
や
か
で
あ
る
。

　

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
描
か
れ
た
絵
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
は

白
い
扇
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ご
く
少
数
で
は
あ
る
が
、
紅
色
が

混
じ
っ
た
扇
も
あ
る
。
そ
れ
を
手
掛
け
た
絵
師
は
、「
紅
の
扇
」と

記
さ
れ
た
梗
概
書
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は「
白
き
扇
の

い
た
う
焦
が
し
た
る
」と
い
う
物
語
本
文
を
絵
画
化
す
る
に
あ
た
り
、

焦
げ
た
部
分
を
赤
色
で
表
現
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

七
、現
代

　

今
回
は『
源
氏
物
語
』
だ
け
取
り
上
げ
た
が
、『
伊
勢
物
語
』
や

『
古
今
和
歌
集
』、『
和
漢
朗
詠
集
』
な
ど
の
平
安
時
代
の
作
品
も
、

謡
曲
に
引
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
原
典
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
そ
の
梗
概
書
や
注
釈
書
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
現
象
は
謡
曲
だ
け
で
は
な
く
、
中
世
文
学
全
般
に
も
及
ん
で
い
る

こ
と
が
、昭
和
四
十
年
代
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
原
典
か
ら
離
れ
て
享
受
さ
れ
る
の
は
、
中
世
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
現
代
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば『
源
氏

物
語
』は
、
今
ま
で
に
何
度
も
映
画
化
さ
れ
て
い
る
が
、
映
画
の
内
容
は

必
ず
し
も『
源
氏
物
語
』の
世
界
を
忠
実
に
復
元
し
た
も
の
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も『
源
氏
物
語
』を
読
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
物
語
と
の
不
一
致

に
気
づ
か
な
い
。
ど
の
よ
う
に
改
変
さ
れ
て
も
受
け
継
が
れ
る
も
の
、

そ
れ
が
古
典
の
宿
命
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

↑
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た『
源
氏
物
語
』の
挿
し
絵（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵　『
源
氏
小
鏡
』）

　
　
屋
根
や
塀
に
、夕
顔
の
花
が
咲
い
て
い
る
。そ
の
花
を
扇
に
置
い
て
、女
性
が
さ
し
出
し
、

　
　
そ
れ
を
光
源
氏
の
家
来
が
受
け
取
る
と
こ
ろ
。光
源
氏
は
牛
車
の
中
に
い
る
。


