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松下ひとみ　『とりかへばや物語』に見る至上の美

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
見
る
至
上
の
美

―
―
中
性
的
美
意
識
に
つ
い
て
―
―

松
　
下
　
ひ
　
と
　
み

一

　

現
代
ま
で
続
く
歌
舞
伎
や
能
、
狂
言
な
ど
の
伝
統
芸
能
を
始
め
、
祭
に
お
け

る
女
装
、
平
安
末
期
に
登
場
す
る
白
拍
子
、
大
正
時
代
に
始
ま
る
宝
塚
や
、
倭

健
命
等
の
「
女
装
す
る
英
雄
」
た
ち
、
そ
の
他
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
な
ど
、

他
国
に
比
べ
日
本
は
異
性
装
、
性
の
越
境
に
抵
抗
感
が
薄
い
よ
う
に
思
え
る
。

　

外
国
で
の
異
性
装
の
例
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
地
域
・
時
代
・
ジ
ャ
ン
ル
が

限
定
的
で
、
日
本
ほ
ど
連
続
性
・
多
様
性
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
女

装
芸
能
の
例
を
あ
げ
る
と
、
バ
レ
エ
で
は
ア
メ
リ
カ
に
ト
ロ
カ
デ
ロ
・
デ
・
モ

ン
テ
カ
ル
ロ
バ
レ
エ
団
、
グ
ラ
ン
デ
ィ
ー
バ
バ
レ
エ
団
が
あ
る
が
、
一
九
七
三

年
、
一
九
九
六
年
に
そ
れ
ぞ
れ
創
設
さ
れ
た
新
し
い
も
の
で
あ
る
し
、
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
女
役
を
男
性
・
少
年
が
勤
め
た
こ
と
が
あ
っ

た
も
の
の
、
一
時
的
な
も
の
で
現
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

清
代
に
生
ま
れ
た
京
劇
は
文
化
大
革
命
に
よ
り
女
装
が
禁
止
さ
れ
、
女
形
の
継

承
が
行
わ
れ
な
か
っ

（
1
（

た
。
清
代
末
期
か
ら
女
優
も
誕
生
し
、
現
在
は
基
本
的
に

女
性
の
役
は
女
優
が
行
っ
て
い
る
。

　

何
故
「
西
洋
と
東
洋
」
と
い
う
図
式
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
東
ア
ジ
ア
圏
に

位
置
す
る
「
中
国
と
日
本
」
に
も
差
異
が
あ
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
日
本
人
の

考
え
る
理
想
的
な
「
美
」
が
男
性
と
も
女
性
と
も
つ
か
な
い
「
中
性
」
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
現
存
す
る
中
で
恐
ら
く
日
本
最
古
の
男
女
入
れ
替

え
物
語
で
あ
ろ
う
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
起
点
と
し
て
、
日
本
の
意
識
の

底
に
あ
る｢

中
性
化｣

志
向
に
つ
い
て
、｢

美
の
表
現｣

を
手
掛
か
り
に
当
時

の
「
至
上
の
美
」
を
探
っ
て
い
く
。

　

ま
ず
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
簡
単
な
梗
概
を
記
す
。

　

関
白
左
大
臣
の
二
人
の
妻
に
、
そ
れ
ぞ
れ
子
供
が
で
き
た
。
一
人
は
内

気
で
女
性
的
な
性
格
の
男
児
、
も
う
一
人
は
快
活
で
男
性
的
な
性
格
の
女

児
。
二
人
は
異
母
兄
弟
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
瓜
二
つ
の
美
貌
を

持
っ
て
い
た
。
父
左
大
臣
は
そ
の
性
質
の
た
め
「
性
別
を
取
り
替
え
た
い

も
の
だ
」
と
嘆
い
て
い
た
が
、
男
児
は
「
姫
君
」
と
し
て
、
女
児
は
「
若

君
」
と
し
て
育
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
男
装
の
女
児
で
あ
る
「
若

君
」
は
男
性
と
し
て
宮
廷
に
出
仕
す
る
や
、
あ
ふ
れ
る
才
気
を
発
揮
し
、

若
く
し
て
出
世
街
道
を
突
き
進
む
。
ま
た
、
女
装
の
男
児
で
あ
る
「
姫

君
」
も
女
性
と
し
て
後
宮
に
出
仕
を
始
め
る
。
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そ
の
後
二
人
は
本
来
の
性
に
戻
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
関
白
左
大

臣
・
中
宮
と
い
う
人
臣
の
最
高
位
に
至
っ
た
。
更
に
は
姉
君
と
帝
と
の
間

に
新
た
に
産
ま
れ
た
男
児
が
東
宮
を
経
て
、
天
皇
に
即
位
す
る
と
い
う
大

団
円
を
迎
え
る
。

　

右
の
梗
概
に
あ
る
よ
う
に
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
最
大
の
特
徴
は
、
美

貌
の
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
性
別
を
取
り
替
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
や

は
り
男
性
・
女
性
そ
れ
ぞ
れ
の
「
至
高
の
美
」
が
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
に
は
中
性
的
美
意
識
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

二

　
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
美
的
表
現
を
見
て
い
こ
う
。

　
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
い
て
、
最
上
の
美
貌
と
謳
わ
れ
て
い
る
の
は

二
人
の
男
女
の
主
人
公
で
あ
る
。
二
人
の
年
齢
差
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

兄
妹
か
姉
弟
確
定
で
き
な
い
が
、
物
語
が
主
に
女
主
人
公
を
中
心
と
し
て
動
き
、

心
情
描
写
も
多
い
た
め
こ
こ
で
は
姉
弟
と
と
る
。
以
下
便
宜
上
そ
れ
ぞ
れ
姉
君
、

弟
君
、
四
の
宮
・
姉
君
と
通
じ
る
男
性
は
、
最
初
の
官
職
で
あ
る
中
将
と
記
す
。

　

物
語
の
初
め
は
父
で
あ
る
権
大
納
言
の
紹
介
か
ら
始
ま
る
（
す
ぐ
に
左
大
臣

に
昇
進
す
る
た
め
以
下
「
左
大
臣
」
と
記
す
）。
左
大
臣
は
、

御
容
貌
、
身
の
才
、
心
も
ち
ゐ
よ
り
は
じ
め
て
、
人
柄
、
世
の
お
ぼ
え
も

な
べ
て
な
ら
ず
も
の
し
た
ま
（
ふ
）（
一
六
五

（
2
（

頁
）

　

と
い
う
よ
う
に
、
一
見
理
想
的
な
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
し
か
し
、
主
題

の
「
と
り
か
へ
ば
や
」
へ
繋
が
る
、
二
人
の
御
子
に
対
す
る
苦
悩
を
抱
え
て
い

た
。
弟
君
の
母
親
は
源
の
宰
相
（
源
氏
出
身
）
の
娘
、
姉
君
の
母
親
は
藤
中
納

言
（
藤
原
氏
出
身
）
の
娘
で
あ
り
、
二
人
と
も
格
別
美
し
い
わ
け
で
も
左
大
臣

の
愛
情
深
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
ま
れ
た
御
子
た
ち
が
並

外
れ
て
美
し
く
、
素
晴
ら
し
か
っ
た
た
め
、
左
大
臣
は
ど
ち
ら
も
大
事
に
扱
っ

て
い
た
。
こ
こ
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
姉
君
と
弟
君
は
不
思
議
な
こ
と
に
「
瓜

二
つ
の
顔
」
を
し
て
お
り
、
し
か
も
誰
も
が
驚
く
べ
き
美
貌
の
持
ち
主
だ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

　
「
男
女
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
通
用
す
る
美
貌
」
と
は
、
理
想
的
な
男
女
の
容

姿
が
極
め
て
接
近
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
武
田
佐
知
子
氏
は
、「
マ
ッ
チ
ョ

な
男
が
理
想
像
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
で
、
そ
う
し
た
美
の
範
疇
で
の

「
い
い
男
」
が
女
装
し
た
と
す
れ
ば
、
滑
稽
で
あ
り
こ
そ
す
れ
、
か
り
そ
め
に

も
美
し
い
と
は
言
え
ず
、
異
性
装
を
主
題
に
し
た
ド
ラ
マ
が
コ
メ
デ
ィ
に
な
っ

て
し
ま
う
の
は
必
定
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
つ
ま
り
ユ
ニ
セ
ッ
ク
ス
な
美
意
識

が
支
配
す
る
世
界
で
こ
そ
、
こ
う
し
た
異
性
装
を
主
題
と
し
た
シ
リ
ア
ス
な
サ

ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
が
成
り
立
つ
の
だ
が
、
前
近
代
の
日
本
は
、
ま
さ
に
そ

う
し
た
世
界
で
あ
っ
た
の
で
あ

（
（
（

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
中
で
は
、
男
女
ど
ち
ら
で
も
通
用
す
る
「
中
性
的

な
美
」
が
至
上
の
美
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
姉
君
と
弟
君
は
複
製
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
。
本
文
を
み

て
み
る
と
、
顔
は
同
じ
で
も
、
二
人
の
印
象
は
正
反
対
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。
姉
君
は

は
な
ば
な
と
ほ
こ
り
か
に
、
見
て
も
飽
く
世
な
く
、
あ
た
り
に
も
こ
ぼ
れ

散
る
愛
敬
な
ぞ
今
よ
り
似
る
も
の
な
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
（
一
六
六
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頁
）

　

と
評
さ
れ
、
弟
君
の
方
は

あ
て
に
か
を
り
気
高
く
、
な
ま
め
か
し
き
方
添
ひ
て
見
え
た
ま
ひ
（
一
六

六
頁
）

　

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
人
の
特
徴
は
物
語
の
最
後
ま
で
決
し
て
変

化
す
る
こ
と
は
無
い
の
だ
が
、
こ
の
異
な
る
美
質
は
性
差
に
よ
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
美
質
を
表
す
語
句
ご
と
に
、
性
別
に
よ
る
違
い
や
、
姉
君
・
弟
君
が

持
つ
「
至
高
の
美
」
の
特
徴
を
他
の
平
安
期
の
文
学
作
品
な
ど
も
参
考
に
し
な

が
ら
探
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
は
多
く
の
美
を
表
現
す
る
言
葉
が
出
て
く
る
が
、

そ
の
中
か
ら
、「
愛
敬
・
愛
敬
づ
く
・
あ
て
な
り
・
あ
て
は
か
な
り
・
あ
て
や

か
な
り
・
う
つ
く
し
・
う
つ
く
し
げ
さ
・
う
つ
く
し
げ
な
り
・
う
つ
く
し
さ
・

き
よ
げ
な
り
・
き
よ
ら
な
り
・
き
ら
き
ら
し
・
気
高
し
・
子
め
か
し
・
子
め

き
・
な
ま
め
か
し
・
な
ま
め
く
・
に
ほ
は
し
・
に
ほ
ひ
・
に
ほ
ひ
や
か
な
り
・

に
ほ
ふ
・
花
・
は
な
ば
な
と
・
は
な
や
か
な
り
・
光
・
光
る
・
光
り
出
づ
・
び

び
し
・
ま
ば
ゆ
し
・
ら
う
た
げ
な
り
・
ら
う
た
さ
・
ら
う
た
し
」
の
、
三
二
語

を
調
査
し
た
。
語
句
の
総
数
は
二
七
六
例
で
、
そ
の
内
姉
君
は
一
一
八
例
と
突

出
し
て
い
る
。
次
点
で
弟
の
四
三
例
、
そ
の
後
に
四
の
君
の
三
六
例
、
吉
野
の

姉
君
の
一
九
例
が
続
く
。

　

そ
の
内
、
姉
弟
に
対
す
る
美
的
語
句
の
詳
細
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。
尚
、

（　

）
内
は
異
性
装
時
の
評
価
を
示
す
。

　

各
語
句
の
使
用
例
を
見
た
所
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
見
ら
れ
る
美
の

表
現
、
主
人
公
の
男
女
二
人
へ
の
美
的
語
句
は
、
ほ
ぼ
性
の
区
別
な
く
使
用
さ

れ
て
い
る
。
例
外
は
「
ら
う
た
げ
な
り
」「
子
め
か
し
」
系
統
の
語
で
、
ほ
と

ん
ど
女
性
（
も
し
く
は
子
供
）
に
し
か
使
わ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
「
美
し
さ
」
と
い
う
よ
り
も
、
庇
護
す
べ
き
対
象
に
向
け
た

愛
情
か
ら
く
る
「
可
愛
ら
し
さ
」
に
比
重
を
置
く
語
で
あ
る
の
で
、

男
性
に
使
用
し
づ
ら
い
た
め
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
こ
と
は
、
文
中
で
の
「
美
し
さ
」
は
あ
く
ま
で
「
女
性

美
」
へ
の
「
近
似
」
で
あ
っ
て
、
完
全
に
女
性
と
同
じ
魅
力
を
備
え

る
こ
と
が
「
男
性
美
」
の
条
件
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
一
つ
の

例
で
は
な
い
か
。

　

逆
に
男
性
に
し
か
用
例
が
な
い
語
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
故
に
、

本
作
品
で
想
定
さ
れ
て
い
た
男
性
美
は
極
め
て
女
性
に
接
近
し
た
形

『とりかへばや物語』における
人物別美的語句

人物 用例数
姉君 118
弟君 43
中将 10
四の君 36
吉野宮 4
吉野の姉君 19
吉野の妹君 17
帝 2
春宮 3
麗景殿女 1
姉君の若宮 1
姉君の若君 13
四の君娘 1
春宮の若君 3
麗景殿の娘 1
僧 1
女童 1

総計 276
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で
あ
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
加
え
て
主
要
人
物
の
内
、
主
人
公
の
姉
君
及

び
弟
君
の
み
が
「
子
め
か
し
」
を
除
く
ほ
ぼ
全
て
の
美
質
を
持
っ
て
い
た
こ
と

は
注
目
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
、
作
者
の
意
識
の
中
に
あ
る
理
想
の

「
美
」
は
、
男
性
・
女
性
ど
ち
ら
で
も
表
現
可
能
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
登
場

人
物
が
誰
一
人
、
姉
弟
の
入
れ
替
え
前
・
入
れ
替
え
後
に
顔
か
た
ち
の
「
美
し

さ
」
の
程
度
に
関
し
て
の
違
い
・
違
和
感
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、

中
性
的
な
美
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
尚
且
つ
至
高
の
美
と
し
て
そ
れ
を
賛
美
す
る

風
潮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三

　
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
、
最
上
の
美
貌
を
持
つ
主
人
公
た
ち
の
姿
が
、

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
美
の
特
徴
を
備
え
て
お
り
、
非
常
に
中
性
的
な
容
姿
と
し
て

描
写
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
最
高
の
美
を
「
中
性
的
な
美
」
と
す
る
意
識
は
他
の
作
品
で
も
見
ら

れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
特
有
の
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
以
前
に
成
立
し
て
い
る
平
安
期

の
文
学
作
品
で
、
文
中
で
最
上
級
の
美
貌
と
評
さ
れ
て
い
る
主
人
公
と
、
そ
の

相
手
役
と
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
き
た
い
。
以
下
三
つ
の
長
編
王
朝
物
語
文
学
を

『とりかへばや物語』内の姉君・弟君の
美的語句内訳

語句 姉 弟
愛敬 9（7） 0
愛敬づく 15（4） 1（1）
はなばなと 15（8） 0
はなやかなり 4（（） 0
あてなり 1（1） 8（4）
あてはかなり 1（1） 0
あてやかなり 1（1） 0
気高し 1（0） （（1）
なまめかし 0 6（（）
なまめく 2（0） 6（2）
らうたげなり （（1） 0
らうたし 1（0） 1（1）
きよらなり 1（1） 8（0）
光 2（2） 2（1）
光る 4（（） 1（0）
まばゆし 1（1） 0
きらきらし 2（1） 0
うつくし 10（4） 2（1）
うつくしげさ 1（0） 0
うつくしげなり 10（1） 0
うつくしさ 2（2） 0
にほはし 1（1） 0
にほひ 16（9） 2（1）
にほひやかなり 6（2） 0
にほふ 5（4） 2（2）
びびし 2（2） 1（0）
花 2（2） 0

総数 118 4（
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挙
げ
る
。（
調
査
す
る
美
的
語
句
は
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
の
語
句
と
同

系
統
の
も
の
を
調
べ
た
）

　
『
源
氏
物

（
4
（

語
』
で
は
、
源
氏
と
紫
の
上
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
源
氏
は

亡
き
後
も
並
ぶ
者
が
い
な
い
美
し
さ
と
世
の
人
々
に
目
さ
れ
る
ほ
ど
の
絶
世
の

美
貌
の
人
で
あ
り
、
美
的
語
句
で
見
て
も
百
を
超
え
る
語
句
数
は
他
の
登
場
人

物
を
圧
倒
し
て
い
る
。
源
氏
は
「
光
」
の
美
が
特
徴
的
と
言
わ
れ
る
が
、
あ
ら

ゆ
る
美
の
表
現
を
そ
の
身
に
受
け
て
い
る
。
同
様
に
源
氏
の
一
番
の
相
手
役
で

あ
る
紫
の
上
は
、
源
氏
に
次
ぐ
美
的
語
句
の
数
で
、
宇
治
十
帖
の
主
人
公
、
薫

の
四
五
例
を
軽
く
上
回
る
。
紫
の
上
は
こ
れ
よ
り
後
に
挙
げ
る
王
朝
物
語
の
相

手
役
と
し
て
は
例
外
的
に
、
主
人
公
と
同
様
、
ほ
ぼ
全
て
の
美
的
語
句
を
持
つ
。

容
姿
・
知
性
な
ど
最
高
級
の
女
性
で
あ
る
と
、
紫
式
部
が
意
識
し
て
「
理
想
の

女
性
」
と
し
て
描
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
内
で
も
紫
の
上
以

外
に
全
て
の
美
質
を
持
つ
女
性
は
他
に
い
な
い
。

　
『
浜
松
中
納
言
物

（
5
（

語
』
の
主
人
公
、
中
納
言
は
本
国
な
ら
ず
唐
国
で
も
そ
の

美
し
さ
を
讃
え
ら
れ
る
美
男
子
で
、
唐
の
御
門
に
も
「
比
べ
よ
う
が
な
い
ほ
ど

美
し
い
」
と
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
美
的
表
現
も
、
ほ
ぼ
「
と
り
か
へ
ば
や
」
の

主
人
公
達
と
同
様
に
、
ま
ん
べ
ん
な
く
様
々
な
美
質
を
備
え
て
い
る
。
加
え
て
、

登
場
す
る
女
性
の
中
で
一
番
美
し
い
と
さ
れ
、
中
納
言
の
扱
い
が
重
い
の
が
、

『源氏物語』内の源氏・紫の上の美的語句
内訳

語句 源氏 紫の上
愛敬 （ 2
愛敬づく 6 （
あてなり 2 （
うつくし 1 11
うつくしげさ 1 0
うつくしげなり （ 8
きよげなり （ 0
きよらなり 16 5
気高し 2 （
なまめかしし 15 1
なまめかしさ 2 0
なまめく 6 1
にほひ 9 4
にほひみつ 1 1
にほひやかなり 2 0
にほふ 0 2
はなやかなり 0 1
らうたげなり 0 6
らうたし 2 1（
光 19 0
光あふ 1 0
光る 2 1
ひかりまさる 1 0
花 1 （

総計 101 68
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唐
と
日
本
の
ハ
ー
フ
で
あ
る
唐
の
后
で
あ
る
。
中
納
言
と
似
た
よ
う
な

語
句
の
分
布
だ
が
、「
き
よ
げ
な
り
」「
き
よ
ら
な
り
」
を
表
す
語
は
な

い
。
こ
の
「
清
ら
」
系
統
の
語
は
、
も
う
一
人
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
尼

姫
君
が
持
つ
美
の
特
徴
で
あ
る
。

　
『
夜
の
寝

（
6
（

覚
』
の
女
主
人
公
寝
覚
の
上
。
天
才
的
な
音
楽
の
才
と
絶

世
の
美
貌
を
持
つ
女
性
で
あ
る
。
語
句
の
分
布
を
見
る
と
、
や
は
り
あ

ら
ゆ
る
美
質
を
持
つ
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
中
で
突

出
し
た
美
的
語
句
数
で
あ
る
。
こ
の
数
は
相
手
役
で
あ
る
権
中
納
言
の

約
三
倍
で
あ
る
。
権
中
納
言
も
非
常
に
美
し
い
容
貌
を
し
て
い
る
が
、

「
な
ま
め
か
し
さ
」
以
外
で
は
寝
覚
の
上
に
及
ば
な
い
。
権
中
納
言
は

女
性
的
な
顔
を
し
た
二
人
の
息
子
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
、
と
い
う
評
価

を
作
中
で
受
け
て
い
る
の
で
、
権
中
納
言
自
身
も
女
性
的
な
容
姿
を
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
狭
衣
の
君
が
主
人
公
で
あ
る
。
こ
の
君
は
、

源
氏
と
同
じ
く
「
光
」
を
特
徴
と
す
る
美
貌
の
持
ち
主
で
あ
り
、「
輝

く
よ
う
な
美
し
さ
」
を
表
す
語
が
非
常
に
多
い
。
そ
の
腕
の
白
さ
を

「
女
性
よ
り
も
美
し
い
」
と
評
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
後
述
す
る
が
、

彼
の
息
子
は
非
常
に
女
性
の
よ
う
な
美
貌
の
持
ち
主
で
あ
る
。
狭
衣
の

君
は
、
最
終
的
に
帝
に
ま
で
上
り
つ
め
て
栄
華
を
極
め
る
が
、
類
ま
れ

な
美
女
で
あ
る
源
氏
の
宮
と
は
つ
い
に
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
初
恋
の
君
で
あ
る
源
氏
の
宮
の
他
に
、
深
く
愛
す
る
女
性
に
女
二

『浜松中納言物語』内の中納言・唐后の
美的語句内訳

語句 中納言 唐后
愛敬 2 2
あてなり 1 1
うつくし 1 2
うるはし 1 2
かかやく 2 1
きよげなり 1 0
きよらなり 2 0
気高し 1 4
なまめかし 2 1
なまめく 0 2
にほひ 1 （
にほひやかなり （ 0
らうたし 0 1
光 2 1
光る 1 （

総計 21 2（

『夜の寝覚』内の寝覚の上・権中納言の
美的語句内訳

語句 寝覚の上 権中納言
愛敬 2 0
あてなり （ 0
うつくし 11 0
うつくしげ 5 0
かかやく （ 0
きよげなり 1 1
きよらなり 1 2
けうらなり 0 1
気高し 1 1
なまめかし 1 6
なまめく 4 2
にほひ 1（ 7
はなばなと 1 0
らうたげなり 9 0
らうたし 8 0
光 8 1

総計 66 21
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の
宮
が
い
る
が
、
美
的
語
句
の
僅
か
に
種
類
が
少
な
く
、
総
数
が
一
七
で
あ
っ

た
た
め
源
氏
の
宮
を
相
手
役
と
し
て
選
出
し
た
。

　

以
上
、
い
く
つ
か
の
王
朝
物
語
の
主
人
公
た
ち
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
共

通
す
る
の
は
、
第
一
に
主
人
公
及
び
そ
の
一
番
の
相
手
役
は
絶
世
の
美
貌
の
持

ち
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
組
の
男
女
は
、
作
中
で
男
性
、

も
し
く
は
女
性
の
中
で
最
上
級
の
美
人
で
あ
る
の
だ
が
、
明
ら
か
な
差
が
見
ら

れ
る
。
表
を
み
る
と
、
美
質
の
種
類
の
多
少
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

主
人
公
は
あ
ら
ゆ
る
美
を
そ
の
身
に
備
え
て
い
る
が
、
相
手
役
の
多
く
は
主
人

公
に
比
べ
て
何
か
し
ら
欠
け
て
い
る
か
、
著
し
い
偏
り
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
主
人
公
の
性
別
に
関
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
よ
り
多
く
の
種
類
の
違
う

美
質
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
物
語
の
主
人
公
た
る
条
件
の
一
つ
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
「
最
高
の
美
貌
」
と
は
、
通
常
の
「
美
」
を
越
え
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
美
質
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
老
若
男
女
、
誰
が
ど
の
角

度
・
条
件
で
見
て
も
魅
力
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
男
ら
し
さ
、
女
ら
し
さ

を
越
え
た
普
遍
的
な
「
美
」
の
形
に
他
な
ら
な
い
。
故
に
、
そ
れ
が
通
常
よ
り

も
中
性
性
を
帯
び
る
の
は
あ
る
意
味
当
然
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四

　
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
、
男
性
の
理
想
美
が
女
性
に
近
似
し
て
お
り
、

「
中
性
的
な
美
」
が
至
高
で
あ
る
と
述
べ
た
。
前
述
し
た
作
品
を
見
て
み
る
と
、

や
は
り
極
め
て
美
し
い
男
性
が
女
性
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
記
述
が
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
。

　
『
夜
の
寝
覚
』
で
は
、『
源
氏
物
語
』
と
異
な
り
、
寝
覚
の
上
と
権
中
納
言
の

子
供
達
の
方
が
、
美
し
さ
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
を
受
け
て
い
る
。
そ
の

息
子
の
一
人
で
あ
る
ま
さ
こ
君
は
大
変
優
れ
た
容
貌
の
持
ち
主
で
、
兄
妹
で
あ

る
姫
君
と
比
べ
て
も
遜
色
な
い
美
し
さ
で
あ
り
、「
女
に
て
見
ま
ほ
し
き
」（
狭

衣
物
語

（
7
（

①　

四
〇
七
頁
）、「
御
か
た
ち
、
様
体
、
女
に
て
い
と
見
ま
ほ
し
く
」

（
同　

四
八
二
頁
）
と
、
そ
の
美
し
さ
の
た
め
に
女
性
と
し
て
拝
見
し
た
い
も

の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
狭
衣
の

君
の
腕
を
見
て
、
そ
れ
が
白
く
可
憐
で
あ
っ
た
の
で
「（
腕
が
）
女
性
よ
り
も

美
し
い
」
と
言
わ
れ
る
の
を
始
め
、
狭
衣
の
君
に
そ
っ
く
り
な
息
子
で
あ
る
若

宮
が
、
あ
ま
り
に
不
吉
な
ま
で
に
美
し
く
、
可
愛
ら
し
か
っ
た
の
で
「
女
宮
に

『狭衣物語』内の狭衣の君・源氏の宮の
美的語句内訳

語句 狭衣の君 源氏の宮
愛敬 11 0
あてなり 2 2
うつくし 1 5
うつくしげ 4 0
うつくしさ 0 2
かかやく （ 0
きよし 1 0
けうらなり 1 0
気高し 2 0
なまめかし 5 （
にほひ 5 （
はなばなと 1 1
光る 4 （
光 4 1
まばゆし 2 1

総計 46 21
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ぞ
せ
ま
ほ
し
げ
に
見
え
た
ま
う
」（
狭
衣
物
語
②　

三
六
九
頁
）
と
狭
衣
の
君

は
思
い
、
実
際
に
姫
君
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
彼
は
若

宮
が
い
る
桐
壺
に
容
姿
の
優
れ
た
女
房
達
を
多
く
仕
え
さ
せ
、
女
宮
の
よ
う
に

最
高
に
美
し
く
し
つ
ら
え
た
の
で
あ
る
。
平
安
期
の
後
宮
サ
ロ
ン
の
様
子
が
見

て
取
れ
る
。

　

当
然
『
源
氏
物
語
』
に
も
こ
の
よ
う
な
、「
女
性
に
し
て
見
た
い
」
美
貌
を

持
つ
人
物
が
何
人
か
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
は
や
は
り
、『
源
氏
物
語
』

中
の
絶
世
の
美
貌
を
持
つ
人
物
の
光
源
氏
を
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
場
面
で
、
頭
中
将
を
始
め
と
す
る
男
性
陣
は
、

　

白
き
御
衣
ど
も
の
な
よ
ゝ
か
な
る
に
、
な
を
し
ば
か
り
を
し
ど
げ
な
く

着
な
し
給
て
、
紐
な
ど
も
う
ち
捨
て
て
添
ひ
臥
し
給
へ
る
御
火
影
い
と
め

で
た
く
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
。
こ
の
御
た
め
に
は
上
が
上
を

選
り
出
で
て
も
猶
飽
く
ま
じ
く
見
え
給
ふ
（
源
氏
物
語
①　

三
八
頁
）

　

と
、
常
よ
り
も
打
ち
解
け
た
格
好
を
し
た
源
氏
を
、
や
は
り
女
性
と
し
て
見

た
い
と
考
え
て
り
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
美
し
い
源
氏
の
た
め
に
、
ど
ん
な
に

最
上
級
の
女
性
を
選
ん
で
も
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
思
考
を
辿
っ
て

い
る
。
ま
た
、
紫
の
上
の
父
で
あ
る
兵
部
卿
宮
と
対
面
し
た
際
、
源
氏
は
そ
の

優
艶
な
容
姿
に
女
性
と
し
て
見
立
て
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
兵
部
卿
宮

も
源
氏
を
婿
に
す
る
よ
り
も
、
源
氏
を
女
性
と
し
て
相
手
を
し
て
み
た
い
と
互

い
に
考
え
て
い
る
の
は
非
常
に
印
象
的
で
あ
る
。
白
洲
正
子
氏
は
、
著
書
『
両

性
具
有
の
美
』
の
中
で
「
光
源
氏
こ
そ
両
性
具
有
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ

（
8
（

た
」

と
述
べ
て
い
る
。
源
氏
と
藤
壺
の
息
子
で
あ
る
冷
泉
帝
は
、
母
藤
壺
か
ら
源
氏

と
生
き
写
し
の
容
姿
だ
と
評
さ
れ
た
後
「
笑
み
た
ま
へ
る
か
を
り
う
つ
く
し
き

は
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ほ
し
う
き
よ
ら
な
り
」（
源
氏
物
語
②　

一
一
六

頁
）
と
思
わ
れ
て
い
る
。
葵
の
上
の
子
供
、
や
は
り
父
と
瓜
二
つ
の
美
貌
を
持

つ
夕
霧
も
、
扇
を
か
ざ
す
手
つ
き
の
優
雅
さ
を
「
女
性
な
ら
ぜ
ひ
こ
う
あ
り
た

い
も
の
だ
」（
源
氏
物
語
④　

四
四
九
頁
）
と
侍
女
た
ち
に
女
性
の
手
本
と
し

て
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
女
性
に
し
て
み
た
い
」
と
思
わ
せ
る
『
源
氏
物
語
』
中
の
登
場
人
物

は
、
冷
泉
帝
、
夕
霧
、
紫
の
上
の
父
で
あ
る
兵
部
卿
宮
で
あ
る
。
つ
ま
り
理
想

的
男
性
で
あ
っ
た
源
氏
の
直
系
と
、
物
語
中
で
理
想
的
女
性
像
に
近
い
と
見
ら

れ
る
紫
の
上
の
父
で
あ
り
、
や
は
り
ご
く
限
ら
れ
た
特
別
な
美
貌
を
持
つ
人
々

の
み
が
女
性
と
し
て
も
通
用
す
る
美
、
言
い
換
え
れ
ば
至
高
の
男
性
美
を
実
現

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
『
夜
の
寝
覚
』、『
狭
衣
物

語
』
で
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
少
し
時
代
が
下
っ
た
『
堤
中
納
言
物
語
』

の
「
花
桜
折
る
少
将
」
で
も
こ
れ
ら
の
定
型
が
受
け
継
が
れ
、「
花
（
桜
）
の

美
し
さ
も
一
途
に
色
を
失
う
か
と
見
ま
が
う
ほ
ど
」（
落
窪
物
語
・
堤
中
納
言

物
（
9
（

語　

三
九
一
頁
）
の
美
し
さ
を
持
つ
少
将
は
、「
限
り
な
き
女
も
、
か
く
は

え
あ
ら
じ
」（
同　

三
九
一
頁
）
な
ど
と
美
貌
と
振
る
舞
い
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。

　

翻
っ
て
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
、
こ
の
「
女
性
美
」
と
「
男
性
美
」

の
近
似
が
よ
り
一
層
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
姉
君
と
男
た
ち
と
の
接

近
過
程
で
あ
る
。

　

作
品
内
で
、
姉
君
は
結
果
的
に
二
人
の
男
性
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
親
友
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で
あ
っ
た
中
将
と
、
最
終
的
に
夫
と
な
る
帝
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
姉
君
へ
惹

か
れ
る
過
程
を
見
て
み
る
と
、
中
将
は
男
装
の
姉
君
の
美
し
さ
か
ら

　

見
る
目
容
貌
の
似
る
も
の
な
く
愛
敬
こ
ぼ
れ
て
う
つ
く
し
き
さ
ま
の
、

か
か
る
女
あ
ら
ま
ほ
し
か
ば
（
一
八
一
頁
）

　

と
、
常
々
「
こ
の
人
が
女
性
だ
っ
た
ら
・
女
性
と
し
て
拝
見
し
た
い
」
と

思
っ
て
お
り
、
彼
の
妹
な
ら
ば
似
た
所
が
あ
っ
て
素
晴
ら
し
い
女
性
に
違
い
な

い
と
、
女
装
の
弟
君
に
恋
慕
の
情
を
抱
く
。
し
か
し
上
手
く
い
か
ず
、
姉
君
の

美
貌
を
見
て
心
を
慰
め
よ
う
と
、
彼
女
に
会
い
に
行
っ
た
先
で
姉
君
の
美
し
さ

に
目
が
眩
み
、
女
性
と
知
ら
ず
に
想
い
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

帝
に
い
た
っ
て
も
、
朝
廷
に
出
仕
し
て
い
る
男
装
の
姉
君
の
容
姿
を
見
て
、

　

げ
に
こ
れ
が
髪
長
く
て
よ
く
化
粧
じ
額
髪
な
が
や
か
に
か
か
り
た
ら
ん

は
天
女
の
天
振
り
た
ら
ん
も
う
る
は
し
う
こ
と
ご
と
し
か
り
ぬ
べ
し
、
こ

れ
は
げ
に
愛
敬
づ
き
、
は
な
や
か
な
る
さ
ま
は
並
ぶ
人
あ
ら
じ
を
（
二
八

〇
頁
）

　

と
、
現
実
の
姉
君
に
姉
君
が
女
装
し
た
様
子
を
自
然
に
重
ね
て
見
て
い
る
。

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
い
て
、
宮
中
で
最
上
級
の
男
性
と
見
做
さ
れ
た

姉
君
と
、
中
将
と
帝
が
考
え
る
理
想
的
な
至
高
の
女
性
像
と
が
無
理
な
く
合
致

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

　

以
上
よ
り
、
少
な
く
と
も
平
安
期
に
は
「
至
高
の
美
」
の
形
が
限
り
な
く
中

性
的
な
美
に
近
い
形
で
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ

れ
よ
り
以
前
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
武
田
佐
知
子
氏
は
蜂
の
よ
う
に
く
び
れ
て

い
た
「
細
腰
」
を
自
慢
す
る
男
性
の
歌

　

海
神
の　

殿
の
甍
に
飛
び
翔
る　

す
が
る
の
ご
と
き　

腰
細
に
（
萬
葉

集
（
（（
（

④　

九
五
頁
）

　

幅
広
い
胸
と
細
腰
を
美
し
さ
に
数
え
る
歌

　

頁
末
の
珠
名
は　

胸
別
の　

広
き
我
妹　

腰
細
の　

す
が
る
娘
子
の　

そ
の
姿
の
き
ら
ぎ
ら
し
き
に
（
萬
葉
集

（
（（
（

②　

四
一
三
頁
）

　

な
ど
を
『
万
葉
集
』
か
ら
例
に
と
り
、「
女
性
の
豊
満
な
バ
ス
ト
が
評
価
の

ポ
イ
ン
ト
と
な
ら
ず
、
た
く
ま
し
い
胸
板
の
広
さ
を
愛
で
、
し
か
も
男
性
美
と

し
て
賞
賛
さ
れ
た
細
腰
と
い
う
容
姿
を
、
女
性
美
と
し
て
数
え
上
げ
た
万
葉
の

時
代
の
美
意
識
は
、
こ
れ
も
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
、
ユ
ニ
セ
ッ
ク
ス
の
美
意
識
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ

（
（（
（

う
」
と
、
よ
り
女
性
美
が
優
先
す
る
平
安
期
よ
り
も
中
性
的

な
美
意
識
が
支
配
し
て
い
た
と
見
て
い
る
。

　
『
古
事

（
（（
（

記
』・『
日
本
書

（
（（
（

紀
』・『
風
土

（
（（
（

記
』
で
の
美
的
表
現
を
見
る
と
、『
古
事

記
』
は
ほ
ぼ
「
う
る
は
し
（
麗
・
麗
美
・
美
麗
）」
の
語
が
大
半
を
占
め
る
が
、

男
女
比
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
に
七
例
対
八
例
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
で
は
多
少
語

句
の
種
類
が
増
え
る
が
、
や
は
り
「
う
る
は
し
（
美
・
麗
・
佳
麗
・
華
麗
・
美

麗
・
麗
美
）」
ま
た
は
「
き
ら
ぎ
ら
し
（
端
正
・
端
麗
）」
の
語
の
語
が
多
く
使

用
さ
れ
、
こ
こ
で
も
男
女
の
使
用
は
六
例
対
五
例
、
三
例
対
五
例
で
あ
っ
た
。

『
風
土
記
』
で
は
「
う
る
は
し
」
の
語
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
ず
、
ほ
ぼ
「
き

ら
き
ら
し
・
き
ら
ぎ
ら
し
」
が
使
わ
れ
た
が
、
男
女
比
は
二
例
対
四
例
と
、
用

例
数
自
体
が
少
な
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
あ
ま
り
極
端
な
偏
り
で
は
な

い
。
美
的
語
句
の
流
れ
か
ら
み
て
も
、
使
用
さ
れ
る
語
句
に
変
遷
は
あ
っ
て
も

語
が
使
用
さ
れ
る
男
女
の
比
率
は
そ
こ
ま
で
変
わ
り
が
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
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や
は
り
古
来
よ
り
一
定
の
美
し
さ
の
基
準
は
男
女
共
通
の
も
の
さ
し
を
使
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
、
作
者
の
「
理
想
的
な
美
」
に
対
す
る
強
烈
な

拘
り
が
伺
え
る
。
本
書
で
描
き
出
さ
れ
た
主
人
公
た
ち
は
、
考
え
う
る
限
り
の

「
美
し
さ
」
を
備
え
た
「
理
想
美
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
源
氏
を

は
じ
め
と
す
る
他
の
王
朝
物
語
の
主
人
公
た
ち
も
同
様
で
あ
る
が
、
文
章
中
に

使
用
さ
れ
る
語
彙
数
が
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
圧
倒
的
に
多
い
。『
源
氏

物
語
』、『
狭
衣
物
語
』
等
、
本
書
よ
り
は
る
か
に
長
大
な
物
語
と
比
較
し
て
も
、

主
人
公
で
あ
る
姉
君
の
美
的
語
句
の
総
数
が
源
氏
や
狭
衣
の
君
よ
り
も
勝
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
面
で
は
文
章
の
巧
拙
に
関
わ
る
問
題
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
も
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
最
上
の
美
し
さ
を
主
人
公

に
与
え
た
い
と
い
う
、作
者
の
「
美
」
に
対
す
る
執
着
が
伺
え
る
。
そ
の
「
美
」

に
拘
っ
た
結
果
生
ま
れ
た
の
が
本
書
で
あ
り
、
こ
こ
で
理
想
と
さ
れ
る
美
し
さ

と
は
、
男
女
を
超
え
た
美
、
言
い
換
え
れ
ば
男
女
共
に
表
現
可
能
な
美
し
さ
、

即
ち
「
中
性
美
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
姉
君
、
弟
君
は
「
至
上
の
美
」
の
体
現
者
で
あ

り
、
そ
の
美
と
は
「
中
性
的
な
美
」
を
示
す
。
そ
れ
は
作
中
で
理
想
的
男
性
像

と
理
想
的
女
性
像
が
合
致
し
て
い
る
こ
と
、
男
女
で
使
用
さ
れ
る
美
的
語
句
に

区
別
が
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
中
性
的
な
美
意
識
が
、
他
の

の
文
学
作
品
に
も
古
来
よ
り
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
こ
の
日
本
人
の
意
識
に
流
れ
る
「
中
性
的
美
意
識
」
と
は
何
な
の
か
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
理
想
美
の
権
化
で
あ
る
主
人
公
た
ち
の
特
徴
は
、
あ

ら
ゆ
る
美
し
さ
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
必
ず
そ
の
中
に

「
気
高
し
」「
き
よ
ら
」「
光
」
の
三
語
が
揃
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。「
気
高
し
」
は
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
主

に
皇
統
に
連
な
る
人
々
と
主
人
公
を
指
す
。「
き
よ
ら
な
り
」
と
は
谷
口
典
子

氏
に
よ
れ
ば
「
濃
厚
・
強
烈
な
美
の
輪
郭
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
清
楚
で
、

さ
わ
や
か
で
淡
白
な
美
の
描

（
（（
（

出
」
で
あ
り
、
か
つ
清
浄
美
を
下
敷
き
と
し
た

「
華
や
か
さ
・
近
親
性
・
好
感
美
」
を
も
示
す
第
一
級
の
美
へ
の
表
現
で
あ
る

の
だ
が
、
同
時
に
『
源
氏
物
語
』
の
紫
の
上
（
源
氏
物
語
④　

一
四
三
頁
）
や

『
讃
岐
典
侍
日

（
（（
（

記
』
の
帝
の
臨
終
（
四
一
九
頁
）
の
際
に
「
き
よ
ら
な
り
」
の

形
容
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
秘
的
・
高
貴
性
が
強
く
感
じ
ら
れ
る

語
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
俗
世
を
離
れ
た
者
が
も
つ
素
直
で
清
ら
か
な
美
し
さ

が
あ
る
。「
光
」
の
語
に
お
い
て
は
元
々
天
照
大
神
の
姿
が
「
光
華
明
彩
」（
日

本
書
紀
①　

三
六
頁
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
竹
取
物

（
（（
（

語
』
の
月
の

都
人
だ
っ
た
姫
君
を
表
し
た
（
六
一
頁
）
語
で
あ
る
よ
う
に
、
人
知
を
越
え
た

も
の
を
表
す
語
で
あ
る
。
中
性
的
な
美
貌
を
持
ち
、
こ
れ
ら
三
つ
の
美
質
全
て

を
備
え
る
王
朝
物
語
の
主
人
公
た
ち
の
姿
は
、
性
を
超
越
し
た
神
仏
の
姿
が
想

起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
邦
の
神
は
基
本
的
に
そ
の
姿
は
絵
画
で
描
か
れ
ず
、
渡
来
の
宗
教
で
あ
る

仏
教
の
仏
は
、
極
め
て
中
性
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
山
本
陽
子
氏
は
、
天
皇
が

主
体
の
行
事
に
お
い
て
さ
え
も
絵
巻
に
姿
が
描
か
れ
な
い
こ
と
か
ら
、「
主
人

公
の
姿
を
あ
ら
わ
に
見
せ
な
い
こ
と
は
、
巨
大
な
神
社
建
築
の
内
で
決
し
て
人

目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
日
本
の
神
の
在
り
方
に
近

（
（（
（

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
と
同
時
期
に
成
立
し
た
『
浜
松
中
納
言
物
語
』（
九
六
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頁
）、『
夜
の
寝
覚
』（
二
五
七
頁
）、『
狭
衣
物
語
』（
狭
衣
物
語
①　

二
三
頁
）

に
お
い
て
、
主
人
公
を
菩
薩
に
例
え
た
描
写
が
見
ら
れ
、
ま
た
絵
画
表
現
で
も

高
貴
か
つ
美
し
い
者
は
極
め
て
抽
象
的
に
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貴
人
は

神
に
近
似
し
た
存
在
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

性
を
超
越
し
た
美
、
す
な
わ
ち
中
性
的
美
が
至
高
と
さ
れ
た
背
景
に
は
、
こ

の
「
高
貴
か
つ
美
し
い
者
ほ
ど
抽
象
的
に
表
現
さ
れ
る
（
も
し
く
は
「
何
も
描

か
な
い
」
こ
と
で
究
極
の
美
と
畏
怖
を
表
す
）
べ
き
」
と
い
う
美
意
識
が
潜
ん

で
い
る
と
考
え
る
。
高
貴
さ
と
美
し
さ
の
極
み
が
、
そ
の
姿
が
描
か
れ
な
い
日

本
の
神
、
性
を
超
越
し
た
仏
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
想
的
な
男
女
の
容
姿
が
一
致

す
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
西
洋
的
美
意
識
を
端
的
に
表
し
た
ギ
リ

シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
の
彫
刻
は
、
男
性
性
・
女
性
性
そ
れ
ぞ
れ
の
「
美
」
の
追

求
し
て
い
る
。
彼
ら
の
「
美
し
さ
」
と
は
、
具
体
性
を
持
っ
た
肉
体
的
な
美
で

あ
る
が
、
日
本
の
美
意
識
は
む
し
ろ
そ
の
具
体
性
こ
そ
を
忌
避
す
る
。
凹
凸
で

は
な
く
、
限
り
な
く
平
面
的
な
、
フ
ラ
ッ
ト
な
美
し
さ
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

体
の
線
を
あ
ら
わ
に
し
な
い
（
性
別
に
よ
る
身
体
的
特
徴
を
強
調
し
な
い
）
着

物
に
も
、
そ
の
美
意
識
が
伺
え
る
。
衣
服
の
形
態
を
見
て
も
、
ス
カ
ー
ト
型
＝

女
性
、
ズ
ボ
ン
型
＝
男
性
と
、
性
で
区
別
さ
れ
る
西
洋
、
そ
し
て
中
国
と
も
異

な
り
、
日
本
は
基
本
的
に
男
女
の
衣
服
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
る
。
日
本
人
は
、

女
官
が
袴
を
穿
き
、
侍
が
着
流
し
を
着
る
こ
と
に
何
ら
疑
問
を
持
た
な
い
の
で

あ
る
。

　

性
を
超
越
し
た
「
抽
象
性
」
を
「
聖
」
と
す
る
の
な
ら
ば
、
性
別
に
よ
る

「
具
体
性
」
は
「
俗
」
で
あ
る
。
極
め
て
男
性
的
・
女
性
的
な
美
し
さ
は
、
賛

美
さ
れ
得
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
「
至
高
の
美
」
に
は
な
れ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
俗
世
界
の
人
間
の
美
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
、
至
上
の

美
を
あ
ら
わ
す
者
は
、
中
性
的
な
容
姿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
中
性
的
美
意
識
」
の
流
れ
は
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
後
世
へ
と
受
け

継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
倭
健
命
を
は
じ
め
と
す
る
、

源
義
経
や
里
見
八
犬
伝
の
犬
坂
毛
野
、
白
波
五
人
男
の
弁
天
小
僧
菊
之
助
等
の

「
女
装
す
る
美
貌
の
英
雄
」
の
存
在
、
美
し
い
花
に
例
え
ら
れ
た
武

（
（（
（

将
、
観
音

に
擬
さ
れ
た
稚
児
、
白
拍
子
や
歌
舞
伎
役
者
と
い
っ
た
「
異
性
装
者
」
へ
の

人
々
の
熱
狂
の
中
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
、
至
高

の
美
を
備
え
た
、
同
じ
容
貌
の
男
女
を
主
人
公
に
据
え
、
異
性
装
時
で
あ
っ
て

も
そ
の
美
し
さ
に
変
わ
り
が
な
い
事
を
示
す
こ
と
で
、
日
本
人
が
持
つ
中
性
的

な
美
意
識
、
志
向
を
初
め
て
露
骨
に
表
し
た
作
品
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

注
1　

し
か
し
現
在
ま
た
育
成
を
始
め
た
と
の
話
も
あ
る
。
た
だ
し
新
京
劇
に
限
る
か
。

逆
に
男
装
も
行
う
、
女
性
の
み
で
構
成
さ
れ
る
越
劇
は
一
九
〇
六
年
頃
に
生
ま
れ
て

い
る
。

2　

三
角
洋
一
・
石
埜
敬
子　

校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

住
吉
物
語　

と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
小
学
館　

二
〇
〇
二
年
四
月

（　

武
田
佐
知
子
著
『
衣
服
で
読
み
直
す
日
本
史
』
朝
日
選
書　

一
九
九
八
年
六
月

4　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男　

校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集　

源
氏
物
語
①
～
⑥
』、
小
学
館　

一
九
九
四
年
三
月
～
一
九
九
八
年
四
月
。

以
下
、『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
上
記
の
書
に
よ
る
。

5　

池
田
利
夫
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

浜
松
中
納
言
物
語
』
小
学
館　

二
〇
〇
一
年
四
月
。
以
下
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
引
用
は
上
記
の
書
に
よ
る
。

6　

鈴
木
一
雄
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

夜
の
寝
覚
』
小
学
館　

一
九

九
六
年
九
月
。
以
下
、『
夜
の
寝
覚
』
の
引
用
は
上
記
の
書
に
よ
る
。

7　

小
町
谷
照
彦
・
後
藤
祥
子
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

狭
衣
物
語
①
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～
②
』
小
学
館　

一
九
九
九
年
十
一
月
～
二
〇
〇
一
年
十
一
月
。
以
下
、『
狭
衣
物

語
』
の
引
用
は
上
記
の
書
に
よ
る
。

8　

白
州
正
子
著
『
両
性
具
有
の
美
』
新
潮
社　

一
九
九
七
年
三
月
一
日

9　

三
谷
栄
一
・
三
谷
邦
明
・
稲
賀
敬
二
校
注･

訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

落

窪
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
』
小
学
館　

二
〇
〇
〇
年
九
月
。
以
下
、『
堤
中
納
言
物

語
』
の
引
用
は
上
記
の
書
に
よ
る
。

10　

小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

萬

葉
集
④
』
一
九
九
六
年
八
月

11　

小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

萬

葉
集
②
』
一
九
九
五
年
四
月

12　

注
3
に
同
じ

13　

山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注･
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
事
記
』
小

学
館　

一
九
九
七
年
六
月
。
以
下
、『
古
事
記
』
の
引
用
は
上
記
の
書
に
よ
る
。

14　

小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
校
注
・
訳
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集　

日
本
書
紀
①
～
③
』
小
学
館　

一
九
九
四
年
四
月
～
一
九
九

八
年
六
月
。
以
下
、『
日
本
書
記
』
の
引
用
は
上
記
の
書
に
よ
る
。

15　

植
垣
節
也
校
注･

訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

風
土
記
』
小
学
館　

一
九
九

七
年
一
〇
月

16　

谷
口
典
子
著
『「
き
よ
し
」
の
系
譜　

王
朝
美
表
現
の
一
考
察
』
桜
楓
社　

一
九
七

六
年
二
月

17　

藤
岡
忠
美
・
中
野
幸
一
・
犬
養
廉
・
石
井
文
夫
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集　

和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記
・
讃
岐
典
侍
日
記
』
小
学
館　

一
九
九
四
年
九
月

18　

片
桐
洋
一
・
福
井
貞
助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
子
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集　

竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
平
中
物
語
』
小
学
館　

一
九
九
四

年
十
二
月
。
以
下
、『
竹
取
物
語
』
の
引
用
は
上
記
の
書
に
よ
る
。

19　

山
本
陽
子
書
『
絵
巻
に
お
け
る
神
と
天
皇
の
表
現　

見
え
ぬ
よ
う
に
描
く
』
中
央

公
論
美
術
出
版　

二
〇
〇
六
年
七
月

20　
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
、
平
重
衡
は
牡
丹
、
光
源
氏
に
擬
え
ら
れ
た
平
維
盛
は
桜

花
に
そ
の
美
し
さ
を
例
え
ら
れ
て
い
る

※
本
文
の
引
用
は
、
全
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。

（
ま
つ
し
た
・
ひ
と
み　

二
〇
一
三
年
度
文
学
部
日
本
文
学
科
卒
業
生
）
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