
平
安
和
文
の
役
柄
語
（
二
）

登
場
人
物
の
セ
リ
フ
の
特
性

関

一

雄

は
じ
め
に

「
平
安
和
文
の
役
柄
語
（
一
）
」
に
関
連
し
て
の
補
足

物
語
文
学
の
会
話
文
は
、
物
語
と
い
う
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
人
物
（
役
者
）

が
相
互
に
交
わ
し
合
う
セ
リ
フ
で
あ
り
、
地
の
文
が
描
き
上
げ
る
人
物
の
動
き

（
演
技
）
と
情
景
（
背
景
）
と
そ
れ
ら
の
時
間
の
流
れ
の
中
で
、
語
り
手
に

よ
っ
て
す
べ
て
が
実
現
す
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
し
て
く
る
人
物
の
多
く

は
貴
族
で
あ
り
皇
族
で
あ
る
。
そ
の
人
物
の
多
く
が
発
す
る
セ
リ
フ
は
、
「
侍

り
」
「
給
ふ
（
下
二
段
）
」
な
ど
の
謙
譲
語
や
命
令
・
意
志
・
願
望
等
の
表
現
を

除
け
ば
、
地
の
文
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ

る
ご
と
く
、
貴
族
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
が
ち
な
庶
民
（
「
し
も
び
と
」
）
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
物
語
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
人
物
も
少
な
か
ら
ず
登
場
す
る
の
が

平
安
物
語
で
あ
る
。
『
竹
取
物
語
』
の
「
翁
」
も
そ
の
一
人
で
あ
る
が
、
賎
民

の
「
翁
」
が
漢
文
訓
読
と
は
、
お
よ
そ
無
縁
の
「
漢
文
訓
読
語
」
を
用
い
て
い

る
こ
と
の
理
由
は
「
漢
文
訓
読
語
」
と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
の
中
に
は
「
漢
文

訓
読
語
」
と
し
て
、
日
本
語
の
中
に
加
わ
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
に
は
違
い
な
か

ろ
う
が
、
逆
に
も
と
も
と
日
常
的
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
漢
文

訓
読
の
際
に
用
い
ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
さ
さ
か
も
不
自
然
で

は
な
く
、
「
竹
取
の
翁
」
の
そ
れ
は
、
後
者
の
「
漢
文
訓
読
語
」
を
そ
の
キ
ャ

ラ
を
表
す
に
ふ
さ
わ
し
い
語
と
し
て
物
語
作
者
に
よ
っ
て
意
図
的
に
選
ば
れ
た

も
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
言
葉
が
、
日
常
的
用
語
で
な
い
こ
と
は
、
夙
に
先
学
の
説
く

と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
常
的
用
語
は
、
会
話
文
に
多
く
使
わ
れ
る
と
し
て
よ
か
ろ

う
が
、
こ
こ
に
後
者
の
「
漢
文
訓
読
語
」
が
、
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と

す
る
の
が
、
本
稿
で
改
め
て
主
張
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
平
安
和
文
の
役

柄
語
（
一
）
」
＊
で
は
、
「
そ
も
そ
も
」
「
は
な
は
だ
」
「
た
だ
し
」
「
す
み
や
か

に
」
「
も
は
ら
」
な
ど
の
接
続
詞
・
副
詞
を
採
り
上
げ
て
、
「
役
柄
語
」
の
実
例

を
分
析
し
た
。
「
役
柄
語
」
は
、
平
安
時
代
の
日
常
的
用
語
の
追
求
の
た
め
に

用
い
る
仮
称
で
あ
り
、
そ
の
為
に
、
狭
義
の
物
語
文
学
の
用
語
に
止
ま
ら
ず
、

『
土
左
日
記
』
『
更
級
日
記
』
等
の
用
語
も
考
察
の
対
象
と
す
る
。
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平
安
和
文
の
役
柄
語
（
二
）

役
柄
語
1
1
『
竹
取
物
語
」
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
等
の

 
 
 
 
地
の
文
に
は
使
わ
れ
ず
、
会
話
文
に
限
っ
て
使
わ
れ
る
語
。
会
話
主

 
 
 
 
体
が
日
常
的
に
用
い
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
用
法
（
キ
ャ
ラ
語
と
仮

 
 
 
 
称
）
と
、
普
段
は
日
常
的
に
は
用
い
な
い
主
体
が
様
々
な
緊
張
し
た

 
 
 
 
場
面
で
、
強
い
語
気
・
語
調
で
、
意
図
的
に
発
す
る
用
法
と
が
あ

 
 
 
 
る
。

 
 
 
 
前
者
は
、
主
と
し
て
身
分
の
下
位
の
者
が
、
上
位
の
聞
き
手
に
使
う

 
 
 
 
も
の
で
、
場
面
に
よ
っ
て
は
畏
ま
り
（
卑
下
謙
遜
）
に
近
い
意
味
合

 
 
 
 
い
を
帯
び
る
こ
と
が
あ
る
。
後
者
は
、
上
位
の
者
が
下
位
の
者
を
叱

 
 
 
 
落
す
る
意
味
合
い
を
帯
び
る
こ
と
も
あ
る
。

二
 
動
詞
・
名
詞
類
に
つ
い
て

 
お
そ
る

『
う
つ
ほ
物
語
』

○
（
忠
遠
↓
正
頼
）
「
（
略
）
学
問
に
漏
る
る
を
ば
、
一
度
の
下
行
ふ
お
そ
れ
て
、
つ

 
か
れ
ふ
す
る
こ
と
な
し
。
跡
を
絶
ち
て
籠
り
は
べ
る
学
生
な
り
」

 
（
祭
の
使
①
四
九
七
ぺ
）
【
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
。
以
下
同
じ
】

『
源
氏
物
語
』

○
（
内
舎
人
↓
右
近
）
「
（
略
）
用
意
し
て
候
へ
、
便
な
き
事
も
あ
ら
ば
、
重
く
勘
当

 
せ
し
め
給
べ
き
よ
し
な
ん
仰
青
侍
つ
れ
ば
、
い
か
な
る
仰
せ
事
に
か
と
お
そ

 
れ
申
は
ん
べ
る
」
（
浮
舟
 
〈
五
〉
二
四
八
ぺ
）
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
。
以
下
同
じ
】

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
は
、
下
位
の
者
が
上
位
の
者
に
い
う
セ
リ
フ
で
、
キ
ャ

ラ
語
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
例
は
、
内
舎
人
と
い
う
下
級
役
人
の
セ
リ
フ

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
聞
き
手
の
右
近
と
の
上
下
関
係
は
明
確
に
は
し
難
い

が
、
こ
の
セ
リ
フ
に
よ
り
、
物
語
中
で
の
異
様
な
場
面
を
作
り
出
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
浮
舟
の
侍
女
右
近
は
、
「
臭
の
鳴
か

ん
よ
り
も
、
い
と
物
恐
ろ
し
」
と
お
び
え
る
の
で
る
。

こ
の
「
お
そ
る
」
は
、
『
大
和
物
語
』
の
地
の
文
で
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い

る
。●

近
江
の
守
、
（
帝
ガ
）
い
か
に
き
こ
し
め
し
た
る
に
か
あ
ら
む
と
歎
き
恐
れ

 
て
、
（
略
）
帰
ら
せ
給
ふ
打
出
の
浜
に
、
世
の
常
な
ら
ず
め
で
た
き
か
り
屋
ど

 
も
を
つ
ぐ
り
て
、
菊
の
は
な
の
お
も
し
ろ
き
を
う
へ
て
、
御
ま
う
け
っ
か
う

 
ま
つ
れ
り
け
り
。
国
の
守
も
お
ち
恐
れ
て
、
ほ
か
に
か
く
れ
を
り
て
、
た
ゴ

 
黒
主
を
な
む
す
へ
置
き
た
り
け
る
。

 
 
 
 
 
 
 
（
一
七
二
段
三
四
五
ぺ
）
 
【
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
。
】

「
歌
物
語
」
の
一
つ
と
し
て
の
『
大
和
物
語
』
が
、
歌
に
関
わ
る
口
承
性
を
有

す
る
素
材
を
淵
源
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
「
お
そ
る
」
は
、

当
時
の
日
常
的
用
語
で
あ
り
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
で
は
キ
ャ
ラ
語

と
し
て
用
い
た
と
説
明
で
き
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
前
掲
の
『
大
和
物
語
』
で

 「
お
ち
恐
れ
て
」
と
用
い
た
類
義
の
具
体
動
作
語
動
詞
「
お
つ
」
を
『
う
つ
ほ

物
語
』
『
源
氏
物
語
』
で
は
地
の
文
で
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
登
場
人
物
の
動
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ユ
 

き
（
演
技
）
を
描
き
上
げ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
『
古
今
和
歌
集
仮
名
序
』
『
枕
草
子
』
の
地
の
文
に
も
「
お
そ
る
」

見
え
る
が
、
四
段
活
用
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
同
一
に
は
扱
え
な
い
。

が

 
い
ぬ

『
源
氏
物
語
』

○
（
光
源
氏
↓
預
か
り
の
子
）
「
紙
燭
さ
し
て
ま
い
れ
。
「
随
身
も
弦
打
ち
し
て
絶
え

 
ず
声
つ
く
れ
」
と
仰
せ
よ
。
人
離
れ
た
る
と
こ
ろ
に
心
と
け
て
い
ぬ
る
も
の

 
か
。
（
略
）
」
（
夕
顔
〈
一
〉
一
二
三
ぺ
）

『
更
級
日
記
』

○
あ
か
月
、
夜
ぶ
か
く
い
で
て
、
え
と
ま
ら
ね
ば
、
奈
良
坂
の
こ
な
た
な
る
家

 
を
た
つ
ね
て
や
ど
り
ぬ
。
こ
れ
も
い
み
じ
げ
な
る
こ
い
ゑ
也
。
「
こ
＼
は
け

 
し
き
あ
る
所
な
め
り
。
ゆ
め
い
ぬ
な
。
れ
う
が
い
の
こ
と
あ
ら
む
に
、
あ
な

 
か
し
こ
、
を
び
え
さ
は
が
せ
給
な
。
息
も
せ
で
、
ふ
さ
せ
給
へ
」
と
云
ふ
を

 
聞
く
に
も
、
（
四
二
二
ぺ
）
【
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
。
以
下
同
じ
】

『
源
氏
物
語
』
と
『
更
級
旦
記
』
で
は
「
い
ぬ
」
．
は
会
話
文
に
の
み
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
『
枕
草
子
』
で
は
、
地
の
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

●
ア
思
は
ん
子
を
法
師
に
な
し
た
ら
む
こ
そ
心
ぐ
る
し
け
れ
。
た
ゴ
木
の
は
し

 
な
ど
の
や
う
に
思
ひ
た
る
こ
そ
い
と
い
と
を
し
け
れ
。
精
進
物
の
い
と
あ
し

 
き
を
う
ち
く
ひ
、
い
ぬ
る
を
も
、
（
四
段
八
ぺ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
。
以
下
同
じ
】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く

●
イ
い
た
く
ふ
け
て
、
御
前
に
も
お
ほ
と
の
ご
も
り
、
人
ぐ
み
な
ね
ぬ
る
の

平
安
和
文
の
役
柄
語
（
二
）

 
ち
、
外
の
か
た
に
殿
上
人
な
ど
に
物
な
ど
い
ふ
。
奥
に
、
碁
石
の
笥
に
入

 
る
＼
を
と
あ
ま
た
＼
び
聞
ゆ
る
、
い
と
心
に
く
し
。
火
箸
を
し
の
び
や
か
に

 
つ
い
立
つ
る
も
、
ま
だ
お
き
た
り
け
り
と
聞
く
も
、
い
と
を
か
し
。

 
猶
い
ね
ぬ
人
は
心
に
く
し
。
人
の
ふ
し
た
る
に
、
物
へ
だ
て
て
聞
く
に
、
夜

 
中
ば
か
り
な
ど
、
う
ち
お
ど
ろ
き
て
聞
け
ば
、
お
き
た
る
な
な
り
と
聞
え

 
て
、
い
ふ
こ
と
は
聞
え
ず
、
男
も
し
の
び
や
か
に
う
ち
笑
ひ
た
る
こ
そ
、
な

 
に
ご
と
な
ら
む
と
ゆ
か
し
け
れ
。
（
一
八
九
段
二
四
一
ぺ
）

『
更
級
日
記
』
の
会
話
文
の
例
は
、
前
半
部
分
に
、
敬
語
が
無
く
、
後
半
に
は

「
さ
せ
給
ふ
」
と
高
い
敬
語
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
前
半
は
お
供
の

頭
が
部
下
の
者
に
言
い
、
後
半
は
作
者
に
言
う
セ
リ
フ
と
見
な
さ
れ
る
。
要
す

る
に
身
分
の
高
く
は
な
い
者
の
日
常
的
用
語
と
見
て
良
か
ろ
う
。
そ
れ
を
、

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
光
源
氏
に
使
わ
せ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
魔
性
の
女
の
出

現
と
、
夕
顔
の
死
の
直
前
で
、
光
源
氏
の
周
章
狼
狽
し
た
情
景
を
、
彼
が
通
常

の
セ
リ
フ
で
は
用
い
な
い
「
い
ぬ
る
も
の
か
」
 
〈
寝
床
二
身
イ
テ
モ
眠
ッ
テ
ハ

ナ
ラ
ヌ
〉
を
、
敢
え
て
使
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
『
更
級
日
記
』
の
「
ゆ

あ
い
ぬ
な
」
と
同
義
で
あ
る
。

「
ぬ
」
と
「
い
ぬ
」
の
意
味
差
は
、
と
も
に
地
の
文
に
用
い
た
『
枕
草
子
』
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゴ
 
 
 
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タ

例
で
も
、
明
白
で
あ
る
。
●
イ
の
「
ぬ
（
ね
）
」
は
、
中
宮
（
御
前
）
の
「
お

 
 
 
 
 
 
ヌ

と
の
こ
も
る
（
り
）
」
〈
御
寝
室
ニ
オ
入
リ
ニ
ナ
ル
（
リ
）
〉
に
対
応
す
る
無
敬

語
の
表
現
〈
寝
床
二
就
ク
〉
で
あ
る
。
そ
の
後
続
文
で
、
「
猶
い
ね
ぬ
人
は
心

に
く
し
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
は
、
そ
れ
に
更
に
続
く
文
で
分
か
る
よ
う
に
、
男

女
の
同
会
を
意
味
す
る
一
句
で
あ
る
。
「
い
ね
ぬ
」
 
〈
寝
床
二
様
イ
テ
眠
ラ
ナ
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イ
〉
の
表
現
に
よ
り
、
情
景
描
写
が
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
く
。
前
後
す
る
が
、

●
ア
の
「
精
進
物
の
い
と
あ
し
き
を
う
ち
く
ひ
、
い
ぬ
る
を
も
」
は
、
 
〈
精
進

物
ノ
大
変
マ
ズ
イ
ノ
ヲ
パ
ッ
ト
ロ
ニ
入
レ
、
寝
床
ニ
ツ
イ
テ
眠
ル
ノ
モ
〉
と
い

う
簡
潔
に
し
て
詳
細
な
情
景
描
写
で
あ
る
。

 
き
た
る

『
う
つ
ほ
物
語
』

1
（
阿
修
羅
↓
御
蔭
）
「
（
略
）
い
か
に
思
ひ
て
か
、
人
の
身
を
受
け
て
、
汝
が
こ
こ

 
に
来
た
れ
る
。
す
み
や
か
に
そ
の
よ
し
を
申
せ
」
（
俊
蔭
①
二
五
ぺ
）

2
（
阿
修
羅
↓
俊
蔭
）
「
（
略
）
た
は
や
す
く
来
た
れ
る
罪
だ
に
あ
り
、
い
は
む
や
、

 
そ
こ
ば
く
の
年
月
、
な
で
生
ぼ
し
木
つ
く
る
。
（
略
）
」
と
い
ひ
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
盛
事
①
二
七
ぺ
）

3
（
仙
人
↓
仙
人
）
「
日
本
の
人
、
蓮
華
の
花
園
よ
り
と
て
来
た
れ
ば
、
そ
の
乳

 
房
の
恋
し
さ
に
な
む
。
（
略
）
」
（
俊
蔭
①
三
三
ぺ
）

4
（
仙
人
↓
俊
蔭
）
「
お
の
れ
は
、
天
上
よ
り
来
た
り
た
ま
ひ
し
人
の
御
子
ど
も

 
な
り
。
（
略
）
」
（
異
本
①
三
三
ぺ
）

5
（
真
菅
↓
堰
）
「
は
や
来
た
れ
」
（
藤
原
の
君
①
一
八
六
ぺ
）

6
（
藤
壼
↓
祐
澄
）
「
こ
れ
を
持
て
来
て
す
な
は
ち
な
む
、
さ
は
い
ひ
に
来
た
り

 
し
。
こ
れ
を
心
一
つ
に
思
ふ
な
む
、
い
み
じ
う
悲
し
き
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
蔵
開
上
③
四
一
二
ぺ
）

『
源
氏
物
語
』

○
（
光
源
氏
）
「
紙
燭
さ
し
て
ま
い
れ
。
「
随
身
も
弦
打
ち
し
て
絶
え
ず
声
つ
く

 
れ
」
と
仰
せ
よ
。
人
離
れ
た
る
と
こ
ろ
に
心
と
け
て
寝
ぬ
る
も
の
か
。
惟
光

 
の
朝
臣
の
来
た
り
つ
ら
ん
は
」
（
夕
顔
〈
一
〉
一
二
三
ぺ
）

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
一
と
2
は
、
身
分
の
低
い
者
の
セ
リ
フ
で
、
キ
ャ
ラ
語
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
面
で
は
阿
修
羅
は
聞
き
手
の
俊
蔭
を
見
下
ろ
し
て
言

う
場
面
で
、
「
き
た
る
」
は
聞
き
手
の
動
作
に
つ
い
て
使
わ
れ
た
用
法
で
あ
る

か
ら
、
語
気
を
強
め
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
と
、
見
ら
れ
よ
う
。
5
の
真
摯

の
セ
リ
フ
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
6
は
女
性
が
用
い
た
例

で
あ
る
。
藤
壷
が
同
母
兄
の
祐
澄
に
亡
き
兄
、
仲
澄
の
公
報
の
届
い
た
こ
と
を

「
さ
は
い
ひ
に
来
た
り
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
さ
は
い
ひ
に
来
し
」

で
は
表
せ
な
い
語
気
を
「
来
た
り
し
」
に
込
め
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
来
た
り
」
は
、
通
説
で
は
「
来
＋
た
り
（
助
動
詞
）
」
と

説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
前
項
「
い
ぬ
」
の
例
と
同
じ
く
異
常
で
緊
張
し
た
場
面

で
の
用
法
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
、
「
ぬ
」
と
「
い
ぬ
」
、
「
く
」
と
「
き
た
る
」
の
相
違
に
つ
い
て
、
改

め
て
検
討
し
て
見
る
。
通
説
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
前
者
は
和
文
語
、
後
者
は
漢
文

訓
読
語
と
い
う
文
体
・
位
相
の
相
違
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
ぬ
」
の
実
際
の
使
用
例
を
見
て
い
く
と
、
〈
寝
床
デ
横
ニ
ナ
ル
〉
 
〈
同
裳
ス

ル
〉
 
〈
寝
床
ニ
ッ
イ
テ
眠
ル
〉
な
ど
の
意
を
文
脈
に
応
じ
て
表
す
と
こ
ろ
の
い

わ
ゆ
る
多
義
語
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
い
ぬ
」
は
、
〈
寝
床
ニ
ッ
イ
テ
眠

ル
〉
と
い
う
意
味
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
。
前
者
を
「
具
体
動
作
語
動
詞
」

と
呼
ぶ
な
ら
、
後
者
は
「
限
定
動
作
語
動
詞
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
意
味
差
で
捉
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え
ら
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
次
に
「
く
」
と
「
き
た
る
」
で
は
、
後

者
が
〈
到
着
ス
ル
・
到
来
ス
ル
〉
の
意
を
表
す
の
に
対
し
、
前
者
は
そ
の
意
を

表
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
〈
近
ヅ
ク
〉
 
〈
帰
ル
〉
 
〈
戻
ル
〉
 
〈
行
ク
〉
な
ど
の

様
々
な
意
を
文
脈
に
応
じ
て
表
す
多
義
語
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
日
本
語
の
動

詞
（
精
確
に
は
単
純
動
詞
）
の
大
半
は
、
多
義
語
で
あ
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

「
限
定
動
作
語
動
詞
」
と
仮
称
し
た
「
い
ぬ
」
は
「
い
（
睡
眠
）
＋
ぬ
」
の
、

「
き
た
る
」
も
「
き
（
来
）
＋
い
た
る
（
到
る
）
」
の
複
合
語
で
あ
る
。
物
語
の

地
の
文
や
貴
族
の
セ
リ
フ
で
は
、
「
い
ぬ
」
を
「
ね
い
る
（
寝
入
る
）
」
〔
敬
体

は
「
大
殿
籠
り
入
る
」
〕
、
「
き
た
る
」
を
「
き
つ
く
（
来
着
く
）
」
〔
敬
体
は

「
お
は
し
〈
ま
し
〉
着
く
」
〕
の
よ
う
に
、
具
体
動
作
語
同
士
を
複
合
す
る
方
法

に
よ
り
、
目
に
写
り
、
耳
に
聴
こ
え
る
動
作
を
相
乗
効
果
的
に
表
し
た
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

 
あ
ざ
け
る

『
源
氏
物
語
』

○
（
近
江
君
↓
柏
木
）
「
（
略
）
中
将
の
君
そ
つ
ら
く
お
は
す
る
。
さ
か
し
ら
に
迎
へ

 
た
ま
ひ
て
、
軽
め
あ
ざ
け
り
給
ふ
。
少
々
の
人
は
、
え
立
て
る
ま
じ
き
殿
の

 
う
ち
か
な
。
あ
な
か
し
こ
く
」
（
行
幸
〈
三
〉
八
二
ぺ
）

「
あ
ざ
け
る
」
は
、
平
安
和
文
に
は
用
例
が
少
な
い
が
、
右
の
例
の
よ
う
に
、

近
江
君
の
セ
リ
フ
に
使
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
『
更
級
日
記
』
の
地
の
文
に
は
、

●
「
あ
れ
は
な
ぞ
、
く
」
と
、
や
す
か
ら
ず
い
ひ
お
ど
ろ
き
、
あ
さ
み
わ
ら

平
安
和
文
の
役
柄
語
（
二
）

 
ひ
、
あ
ざ
け
る
物
ど
も
も
あ
り
。
（
四
一
九
ぺ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
。
】

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
お
り
、
「
い
ぬ
」
の
『
源
氏
物
語
』
1
会
話
文
、
『
枕
草

子
』
i
地
の
文
の
使
用
法
と
似
て
い
る
。
た
だ
し
、
か
れ
が
同
時
代
の
作
品
の

用
語
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
、
少
し
時
代
が
下
っ
て
、
（
和
文
の
）
地
の

文
に
も
使
わ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
の
相
違
を
考
え
て
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』

等
の
会
話
文
に
は
、
地
の
文
に
用
い
る
こ
と
を
敢
え
て
避
け
、
登
場
人
物
の

キ
ャ
ラ
を
表
す
た
め
に
当
時
の
日
常
的
用
語
を
意
図
的
に
用
い
た
と
お
ぼ
し
き

例
が
見
ら
れ
た
。
「
あ
ざ
け
る
」
は
、
そ
の
典
型
的
例
と
も
見
ら
れ
る
。
次
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
か
う
ぶ
る
」
も
し
か
り
、
で
あ
る
。

 
か
う
ぶ
る

『
う
つ
ほ
物
語
』

○
（
三
春
高
基
↓
あ
て
宮
）
「
（
略
）
こ
こ
に
は
う
し
ろ
あ
た
き
人
も
侍
ら
ず
、
た
だ

 
高
き
山
と
の
み
頼
み
聞
こ
え
て
な
む
。
必
ず
御
か
へ
り
み
か
う
ぶ
ら
む
。
さ

 
て
こ
れ
は
い
と
な
け
れ
ど
、
御
方
の
下
仕
へ
ら
に
も
賜
は
せ
よ
と
て
な
む
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
祭
の
使
①
四
八
三
ぺ
）

『
源
氏
物
語
』

○
（
近
江
君
↓
内
大
臣
）
「
山
と
う
た
は
、
あ
し
ノ
＼
も
つ
ゴ
け
侍
な
む
。
む
ね

 
く
し
き
方
の
こ
と
は
た
、
殿
よ
り
申
さ
せ
た
ま
は
ば
、
つ
ま
こ
え
の
や
う

 
に
て
、
御
徳
を
も
か
う
ぶ
り
は
べ
ら
む
」
（
行
幸
 
〈
三
〉
八
四
ぺ
）
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平
安
和
文
の
役
柄
語
（
二
）

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
は
、
会
話
に
準
じ
る
消
息
の
も
の
で
、
消
息
の
書
き
手

の
三
春
高
基
は
、
帝
の
落
胤
で
あ
る
。
御
落
胤
で
は
あ
っ
て
も
、
あ
て
宮
に
対

し
て
は
、
下
位
の
立
場
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
例
は
、
近
江

君
が
父
の
大
臣
に
申
し
上
げ
る
セ
リ
フ
で
、
と
も
に
キ
ャ
ラ
語
で
あ
る
。

 
さ
っ
く

『
源
氏
物
語
』

1
（
僧
都
↓
浮
舟
）
「
（
略
）
御
忌
む
こ
と
は
、
い
と
や
す
く
さ
づ
け
た
て
ま
つ
る
べ

 
き
を
、
急
な
る
こ
と
に
ま
か
ん
で
た
れ
ば
（
略
）
七
日
は
て
て
ま
か
で
む
に

 
仕
ま
つ
ら
む
」
（
手
習
 
〈
五
〉
三
六
四
ぺ
）

2
（
薫
↓
僧
都
）
「
（
略
）
か
の
山
里
に
知
る
べ
き
人
の
、
隠
ろ
へ
て
侍
る
や
う
に

 
聞
き
侍
り
し
を
、
（
略
）
御
弟
子
に
な
り
て
、
忌
む
こ
と
な
ど
さ
づ
け
給
ひ
て

 
け
り
と
聞
き
侍
る
は
、
ま
こ
と
か
。
（
略
）
」
（
夢
浮
橋
〈
五
〉
三
九
三
ぺ
）

こ
の
語
は
吉
田
金
彦
・
築
島
裕
金
砂
『
訓
点
語
辞
典
』
（
二
〇
〇
一
年
）
の

「
訓
点
語
彙
」
の
一
項
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
何
れ
も
僧
侶
関
係
の
会
話
の
中
に

出
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
薫
は
、
僧
侶
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、

《
「
忌
む
こ
と
」
の
述
語
と
し
て
「
さ
っ
く
」
が
会
話
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た

も
の
》
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
「
や
る
」
「
つ
か
は
す
」
「
た
ま
は
す
」
が
、

多
義
語
（
前
述
の
「
具
体
動
作
語
動
詞
」
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
さ
っ
く
」

は
、
一
義
的
語
（
前
述
の
「
限
定
動
作
語
動
詞
」
）
で
あ
り
、
日
常
的
用
語
が

漢
文
訓
読
の
際
に
も
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
ざ
ふ
じ

『
源
氏
物
語
』

1
（
博
士
の
娘
↓
式
部
丞
）
「
月
ご
ろ
、
風
病
重
き
に
耐
え
か
ね
て
、
極
熱
の
草
薬

 
を
服
し
て
、
い
と
臭
き
に
よ
り
な
ん
え
対
面
た
ま
は
ら
ぬ
。
目
の
あ
た
り
な

 
ら
ず
と
も
、
さ
る
べ
か
ら
ん
ざ
う
事
ら
は
う
け
給
は
ら
む
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
帯
木
〈
一
〉
五
八
ぺ
）

2
（
内
舎
人
↓
右
近
）
「
殿
に
召
し
侍
り
し
か
ば
、
け
さ
ま
い
り
侍
て
、
た
ゴ
い
ま

 
な
ん
ま
か
り
か
へ
り
は
ん
べ
り
つ
る
。
ざ
う
じ
ど
も
仰
ら
れ
つ
る
つ
い
で

 
に
、
（
略
）
」
（
浮
舟
〈
五
〉
二
四
七
ぺ
）

3
（
里
人
）
「
古
八
の
宮
の
御
む
す
め
、
右
大
将
殿
の
通
ひ
給
し
、
こ
と
に
悩
み

 
給
こ
と
も
な
く
て
に
は
か
に
隠
れ
給
へ
り
と
て
さ
は
ぎ
侍
、
そ
の
御
葬
送
の

 
ざ
う
じ
ど
も
仕
う
ま
つ
り
侍
り
と
て
、
昨
日
は
え
ま
い
り
侍
ら
ざ
り
し
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習
 
〈
五
〉
三
三
一
ぺ
）

1
の
例
で
、
博
士
の
娘
で
あ
る
か
ら
、
「
ざ
ふ
じ
（
雑
事
）
」
の
ほ
か
「
風
病
」

「
極
熱
」
「
草
薬
」
な
ど
の
漢
語
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
説
明
さ
れ

る
の
は
、
必
ず
し
も
肯
定
で
き
な
い
。

「
ざ
ふ
じ
」
に
つ
い
て
、
2
・
3
の
会
話
主
に
つ
い
て
も
考
え
を
致
さ
ね
ば
な

る
ま
い
。
2
は
、
「
お
そ
る
」
の
項
で
説
明
し
た
と
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。

聞
き
手
の
右
近
に
異
様
に
聞
こ
え
る
キ
ャ
ラ
語
と
し
て
内
舎
人
に
使
わ
せ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
3
は
里
人
の
キ
ャ
ラ
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
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ま
な
こ

『
土
左
日
記
』

○
（
あ
る
人
↓
揖
取
）
「
ま
な
こ
も
こ
そ
ふ
た
つ
あ
れ
。
た
ゴ
ひ
と
つ
あ
る
か
ゴ
み

 
を
た
い
ま
つ
る
」
（
二
月
五
日
五
二
ぺ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
。
】

『
竹
取
物
語
』

1
（
世
間
の
人
）
「
（
略
）
み
ま
な
ご
二
に
、
李
の
や
う
な
る
玉
を
ぞ
添
へ
て
、
い

 
ま
し
た
る
」
（
竜
の
頸
の
玉
四
一
ぺ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
。
以
下
同
じ
】

2
（
翁
↓
か
ぐ
や
姫
）
「
御
迎
へ
に
来
む
人
を
ば
、
長
き
卸
し
て
、
ま
な
ご
を
つ
か

 
み
つ
ぶ
さ
ん
。
（
略
）
」
（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
六
七
ぺ
）

『
土
左
日
記
』
の
一
例
は
、
「
目
」
と
言
っ
て
も
分
か
る
と
こ
ろ
を
「
ま
な

ご
“
眼
球
」
と
い
う
一
義
的
語
を
用
い
た
用
法
で
あ
る
。

『
竹
取
物
語
』
の
「
ま
な
ご
」
の
例
は
一
・
2
の
例
の
よ
う
に
身
分
の
低
い
者

の
セ
リ
フ
に
用
い
ら
れ
た
キ
ャ
ラ
語
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ほ
ぼ
同
義
と
み

ら
れ
る
「
め
（
目
）
」
は
、
「
竜
の
頸
の
玉
」
の
地
の
文
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ

●
（
大
納
言
ハ
）
風
い
と
重
き
人
に
て
、
囲
い
と
ふ
く
れ
、
こ
な
た
か
な
た
の
目

 
に
は
、
李
を
二
つ
つ
け
た
る
や
う
也
。
（
三
九
ぺ
）

と
あ
り
、
1
の
世
間
の
人
の
セ
リ
フ
の
箇
所
に
対
応
す
る
。
ま
た
、
地
の
文
の

他
の
二
例
は
、

 
 
 
 
 
 
 
タ
 
 
 
 
 
 
 
く

●
（
中
納
言
ハ
）
御
目
は
白
目
に
て
臥
し
給
へ
り
。
（
燕
の
子
安
貝
四
七
ぺ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く

●
（
翁
ハ
）
此
事
を
嘆
く
に
、
髪
も
白
く
、
腰
も
か
ゴ
ま
り
、
目
も
た
ゴ
れ
に

 
け
り
。
（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
六
四
ぺ
）

と
あ
っ
て
、
こ
の
会
話
文
で
の
「
ま
な
ご
」
の
用
法
は
明
ら
か
に
作
者
に
よ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ヨ
 

意
図
的
な
も
の
で
あ
る
。

 
た
だ
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
ま
な
ご
」
と
「
目
」
に
は
こ
の
よ
う
な
明
確

な
相
違
は
見
ら
れ
ず
、
「
役
柄
語
」
の
使
用
法
は
物
語
作
者
の
間
で
必
ず
し
も

土
ハ
通
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
い
得
な
い
。

 
注

1
「
お
つ
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
の
い
く
つ
か
で
採
り
上
げ
た
が
、
拙
著
『
平
安
時
代
和

 
文
語
の
研
究
』
 
〈
一
九
九
三
年
〉
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
『
大
和
物

 
語
』
の
用
語
の
性
格
に
つ
い
て
、
補
足
す
る
。
今
井
源
衛
『
大
和
物
語
評
釈
下
巻
』

 
〈
二
〇
〇
〇
年
〉
に
、
「
『
大
和
物
語
』
の
文
学
的
母
胎
を
口
承
の
「
歌
語
り
」
の
世

 
界
と
し
、
或
い
は
「
異
伝
」
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
今
日
甚
だ
有
力
で
あ
る
が
、
そ

 
れ
は
こ
の
よ
う
な
（
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
『
大
和
物
語
』
へ
の
）
書
承
の
契
機
を
不
用

 
意
に
見
逃
す
危
険
を
常
に
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
の
物
語
の
理
解
を
志
す
に
は
、
口

 
承
・
一
一
の
両
面
を
通
じ
て
、
史
実
・
伝
承
・
虚
構
と
い
う
種
々
の
次
元
か
ら
、
複

 
眼
を
用
意
し
て
柔
軟
に
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
そ
う
に
思
う
。
」
（
二
九
九
ぺ
）

 
と
あ
る
の
は
、
口
承
性
と
日
常
的
用
語
と
を
関
連
づ
け
る
本
稿
の
筆
者
へ
の
警
告
を

 
も
含
ん
で
い
る
と
受
け
取
れ
る
の
で
、
『
大
和
物
語
』
の
用
語
の
性
格
づ
け
に
は
周
到

 
な
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
口
承
と
い
う
性
格
も
一
面
で
は
認
め
ら
れ
る

 
と
す
る
と
、
同
書
上
巻
〈
一
九
九
九
年
〉
に
、
「
会
話
の
前
後
に
同
語
が
反
復
さ
れ
る

 
例
」
と
し
て
、

 
 
立
て
り
て
い
ひ
け
る
、
「
世
の
中
の
（
略
）
」
と
い
ひ
け
り
。
（
六
十
四
段
）

 
 
か
く
て
の
た
ま
へ
り
け
る
、
「
か
の
廟
に
（
略
）
」
と
の
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
百
四
十
段
）
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う
か
れ
め
ば
ら
の
申
す
や
う
、
「
大
江
の
玉
淵
が
（
略
）
」
と
申
し
け
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
百
四
十
六
段
）

 
 
仰
せ
た
ま
ふ
や
う
、
「
玉
淵
は
」
と
お
ほ
せ
た
ま
ひ
け
り
（
同
）

 
 
親
の
い
ふ
や
う
、
「
誰
も
み
な
（
略
）
」
と
い
ふ
時
に
（
百
四
十
七
段
）

 
 
男
に
い
ひ
け
る
や
う
、
「
津
の
国
と
（
略
）
」
と
い
ひ
け
れ
ば
（
百
四
十
八
段
）

 
の
よ
う
な
会
話
の
引
用
を
例
示
さ
れ
る
（
同
書
三
一
四
ぺ
）
の
は
、
注
目
さ
れ
る
。

 
こ
の
用
法
は
、
「
は
じ
め
に
」
に
も
述
べ
た
『
竹
取
物
語
』
に
共
通
す
る
も
の
で
あ

 
り
、
『
竹
取
物
語
』
の
も
と
が
漢
文
訓
読
に
あ
る
と
す
る
通
説
に
間
接
的
な
が
ら
否
定

 
的
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

2
「
軽
め
あ
ざ
け
り
給
ふ
」
の
後
の
「
少
々
」
は
、
光
源
氏
の
セ
リ
フ
に
も
「
（
略
）
少

 
く
の
殿
上
人
に
お
と
る
ま
じ
」
（
蛍
〈
三
〉
四
三
四
ぺ
）
と
あ
り
、
男
性
用
語
を
近

 
江
の
君
が
使
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る
ほ
か
、

 
（
内
大
臣
）
「
い
づ
ら
、
近
江
の
君
、
こ
な
た
に
」
と
召
せ
ば
、
「
を
」
と
、
け
ざ
や
か

 
に
聞
こ
え
て
出
で
来
た
り
」
（
行
幸
〈
三
〉
八
三
ぺ
〉
の
「
を
」
と
い
う
応
答
詞
も
普

 
通
は
男
性
の
用
い
る
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
稿
「
『
源
氏
物
語
』
の
会
話
文
の
一

 
面
」
 
〈
「
梅
光
学
院
大
学
・
女
子
短
期
大
学
部
論
集
」
3
6
号
二
〇
〇
三
年
〉
）
。

 
こ
の
よ
う
に
、
近
江
の
君
の
セ
リ
フ
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
他
の
姫
君
と
は

ト
違
っ
て
異
常
に
過
ぎ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
五
島
和
代
「
近
江
の
君
の
言
語
」

 
（
『
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要
』
4
8
号
一
九
九
三
年
）
の
詳
細
な
記
述
の
中
に
、
「
申

 
す
」
に
関
わ
っ
て
、

 
 
近
江
君
が
父
大
臣
に
「
申
す
」
の
は
娘
が
父
に
言
う
体
で
は
な
く
、
女
房
が
主
人

 
 
に
申
し
上
げ
る
体
の
表
現
で
あ
る
。
彼
女
の
意
識
は
娘
で
は
な
く
女
房
で
あ
る
、

 
 
と
い
う
こ
と
を
こ
の
「
申
す
」
は
示
し
て
い
る
。

 
と
あ
る
の
が
、
注
目
さ
れ
る
。

3
こ
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
竹
取
物
語
』
の
用
語
と
表
現
1
「
敬
語
」
「
和
文

 
語
」
「
漢
文
訓
読
語
」
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
筑
紫
語
学
論
叢
』
 
〈
二
〇
〇
一
年
〉
所

収
）
で
、
副
題
に
示
し
た
内
容
で
詳
述
し
た
が
、
こ
こ
に
そ
の
一
部
を
繰
り
返
し
た
。

今
後
の
課
題

「
お
わ
り
」
に
か
え
て

「
役
柄
語
」
と
い
う
学
界
に
な
じ
ま
な
い
術
語
を
敢
え
て
表
題
に
掲
げ
て
論
じ

て
き
た
が
、
本
稿
は
も
と
よ
り
文
学
研
究
で
は
な
く
、
文
学
作
品
の
中
か
ら
当

時
の
日
常
的
用
語
を
探
り
出
そ
う
と
す
る
試
み
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
。

 
日
本
語
史
の
研
究
が
、
豊
富
な
資
料
の
研
究
や
方
言
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

よ
っ
て
、
マ
ク
ロ
に
も
ミ
ク
ロ
に
も
進
展
し
て
い
る
の
は
、
歓
迎
す
べ
き
事
柄

で
は
あ
る
が
、
既
定
の
概
念
・
通
念
を
一
度
は
疑
っ
て
見
る
こ
と
も
無
駄
な
作

業
で
は
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

『
竹
取
物
語
』
か
ら
始
ま
っ
て
『
源
氏
物
語
』
に
至
る
い
わ
ゆ
る
作
り
物
語
に

登
場
す
る
皇
族
・
貴
族
・
庶
民
な
ど
の
人
物
の
セ
リ
フ
は
、
平
安
時
代
の
現
実

社
会
に
お
い
て
身
分
を
越
え
て
共
通
す
る
日
常
の
会
話
を
基
本
的
に
反
映
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
い
わ
ゆ
る
「
漢
文
訓
読
語
」
は
、
物
語

の
中
で
は
身
分
の
相
違
を
表
す
用
法
も
あ
っ
た
と
す
る
一
見
矛
盾
す
る
か
の
よ

う
な
観
点
か
ら
論
述
し
て
き
た
。

 
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
『
竹
取
物
語
』
の
「
翁
」
の
セ
リ
フ
が
、
「
漢
文
訓
読

語
」
で
あ
る
こ
と
は
何
故
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
起
点
と
し
て
い
る
。

「
漢
文
訓
読
語
」
「
和
文
語
」
と
い
う
通
念
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

す
で
に
論
じ
尽
く
さ
れ
た
か
の
感
も
あ
る
中
古
・
中
世
の
文
学
作
品
の
「
会
話
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文
」
の
用
語
を
、
根
本
か
ら
見
直
し
て
い
き
た
い
。

＊
「
平
安
和
文
の
役
柄
語
（
一
）
」
（
「
日
本
文
学
研
究
」
（
梅
光
学
院
大
学
日
本
文
学
会
）

 
第
四
三
号
〈
二
〇
〇
八
年
一
月
〉
に
掲
載
）
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