
仁
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作
者
の
と
ら
え
た

「雅」

序

『
仁
勢
物
語
』
は
、
『
仁
勢
物
語
』
（
流
布
本
）
百
二
十
五
段
を
、

逐
語
的
に
も
じ
っ
た
滑
稽
文
学
で
あ
る
。
成
立
は
寛
永
十
六
年
（
一

六
一
二
九
〉
前
後
と
推
定
さ
れ
、
作
者
は
未
詳
と
な
っ
て
い
る
。
古
来
、

『
伊
勢
物
語
』
ほ
ど
、
後
代
の
文
学
作
品
や
芸
能
に
深
い
影
響
を
及

ぼ
し
た
も
の
は
類
を
み
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
『
仁
勢
物
語
』
は
、

近
世
初
期
の
『
伊
勢
物
語
』
流
行
の
下
で
こ
そ
生
ま
れ
得
た
と
い
え

る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
作
品
の
中
で
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
古
典

的
「
雅
」
の
世
界
が
、
近
世
の
「
俗
」
へ
と
完
全
に
転
化
さ
れ
て
い

る
た
め
、
野
間
〈
住
l

〉
光
辰
氏
等
よ
り
、
古
典
的
伝
統
を
批
判
し
よ
う

と
し
た
も
の
だ
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
当
に
そ

う
な
の
か
。
私
は
こ
の
点
に
疑
念
を
抱
き
、
作
者
の
執
筆
意
図
は
何

な
の
か
、
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
を
、
作
品
の
「
俗
」
化
の
方
法

を
辿
り
な
、
か
ら
、
古
典
の
「
雅
」
と
近
世
の
「
俗
」
に
対
す
る
態
度

な
ど
も
探
り
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

と

「俗」

二
十
六
回
卒

回ゐ．． 
女

武

由
紀
子

第
一
章
仁
勢
物
語
の
位
置

第
一
節
時
代
背
景

『
仁
勢
物
語
』
の
成
立
し
た
近
世
初
期
は
、
『
伊
勢
物
語
』
を
始
め

と
す
る
古
典
流
行
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
新
時
代
へ
の
不
安

か
ら
来
る
懐
古
心
や
印
刷
術
の
発
達
に
伴
う
版
本
の
普
及
と
い
っ
た

原
因
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
殊
に
『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
は
、
中
世
以

来
の
知
識
階
級
で
の
人
気
と
、
近
世
の
享
楽
的
精
神
に
通
ず
る
よ
う

な
、
内
容
の
好
色
性
と
が
庶
民
に
受
け
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ブ
l
ム

が
捲
き
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
平
和
な
時
代
の
到
来
に
伴
う
、
町
人
と
い
う
読
者
の
台
頭
、

さ
ら
に
は
彼
ら
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
知
識
欲
が
、
仮
名
草
子
の
形

態
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
「
俗
」
の
位
置

当
作
品
に
お
け
る
「
俗
」
と
は
ど
う
い
っ
た
種
類
の
も
の
か
を
定

義
す
る
た
め
、
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
言
葉
や
事
柄
を
ざ
っ
と
眺
め
て

み
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
み
て
も
、
一
般
の
町
人
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
下
の
庶
民
の
生
活
と
関
連
の
深
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど

nu 
q

、υ



で
あ
り
、
し
か
も
多
数
散
り
ば
め
て
あ
る
の
で
、
作
品
全
体
の
印
象

は
か
な
り
野
卑
で
下
賎
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
わ
か
っ
た
。
た
だ
、

こ
れ
の
み
が
「
俗
」
の
中
味
だ
と
は
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
が
そ
れ
に

つ
い
て
は
次
章
以
下
で
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
二
章
「
俗
」
化
の
方
法
に
つ
い
て

第
一
節
方
法
の
分
類

『
仁
勢
物
語
』
の
「
俗
」
化
の
方
法
と
し
て
、
最
も
基
本
と
な
る

の
は
逐
語
的
も
じ
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
に
終
始
し
て
い

わ
け
で
な
く
、
他
の
目
的
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
郎
分

も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
主
2

〉
高
橋
清
隆
氏
、
が
、

作
者
の
興
味
の
方
向
は
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
三
点
は
、

ω
逐
語
的
も
じ
り

例
話
題
性
の
構
築

制
笑
話
性
の
構
築

だ
と
し
て
い
る
。
高
橋
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

ωは
「
滑
稽
味
よ
り

も
題
材
に
ニ
ュ
ー
ス
性
、
新
奇
性
を
求
め
て
い
る
も
の
」
で
あ
り
、

同
は
「
語
の
も
じ
り
以
外
の
場
面
な
い
し
話
の
レ
ベ
ル
で
滑
稽
味
を

出
し
て
い
る
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
説
に
非
常
に
共
感
を
覚

え
た
の
で
、
こ
れ
を
基
に
し
て
、
各
章
段
を
そ
れ
ぞ
れ
「
俗
」
化
の

厳
大
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
も
の
は
何
か
、
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
た
。

そ
の
場
介
川
と
同
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
具
体
的
な
内
容
に
よ
っ
て
細

分
化
し
て
分
類
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ω
話
題
性
の
構
築

当
時
の
時
勢
、
風
俗
を
措
い
た
も
の

実
在
の
ん
物
を
登
場
さ
せ
た
も
の

先
行
文
芸
の
一
部
を
持
っ
て
き
た
も
の

D

怪
異
護
・
動
物
語

同
笑
話
性
の
構
築

的
食
物
や
金
銭
に
関
わ
る
行
為

判
病
気
や
身
体
の
欠
陥

付
性
的
な
こ
と
に
関
す
る
も
の

仲

そ

の

他

の
よ
う
に
分
け
た
。
各
章
段
が
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
た
か
は
、

〈表
1
〉
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
節
で

述
べ
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

A B c 
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仁勢物語
＜表 l>

〔ニ）

89 8 

11 

31 

40 

4t 

43 

47 

54 

58 

61 

63 

69 

70 

71 

72 

84 

90 

91 

93 

99 

100 

107 

108 

117 

119 

26 

十す

13 

18 

27 

49 

55 

60 

6 

( 3) 

（ロ）

2 金銭

3 10 

4 17 

15 32 

30 64 

56 73 

62 88 

67 92 

74 97 

94 125 

95 

105 

109 

112 

113 

115 

118 

9 

17 

95 

〔イ）

食物

81 1 

87 9 

96 14 

98 16 

101 19 

106 20 

110 22 

114 23 

116 24 

120 25 

121 28 

122 29 

124 34 

39 

44 

45 

4§ 

50 

57 

59 

68 

75 

76 

80 

37 

46 

113 

125 

-41-

〔2)
(I) 

分

D c B A 類

6 35 5 12 7 

85 82 79 21 26 

lll 83 33 36 

123 104 37 38 

65 41 

77 48 章

102 51 

103 52 

53 

66 
段

78 

86 

4 4 2 8 
12 

数18 



第
二
節
方
法
の
分
析

〈表
1
〉
の
分
類
に
従
っ
て
分
析
を
行
っ
た
も
の
の
内
か
ら
い
く

つ
か
章
段
を
取
り
上
げ
て
み
る
。

ω
逐
語
的
も
じ
り

〈表
l
〉
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
分
類
し
た
章
段
は

十
三
と
意
外
に
少
い
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
に

留
意
し
て
の
分
類
で
あ
る
た
め
こ
う
い
う
数
字
と
な
っ
た
が
、
実
際
、

逐
語
的
も
じ
り
の
一
つ
も
な
い
章
段
は
吉
一
一
十
五
段
中
一
段
も
な
い

と
い
っ
て
よ
い
。

さ
て
、

ωの
例
と
し
て
第
七
段
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

・
を
か
し
、
男
有
け
り
。
京
に
在
り
わ
び
て
東
に
行
け
る
に
、
伊
勢

・
尾
張
に
、
飽
、
蛤
の
海
面
に
あ
る
を
、
人
の
い
と
多
く
売
り
け

る
を
見
て
、

い
と
ど
し
く
好
き
ぬ
る
貝
の
恋
し
き
に

羨
し
く
も
買
へ
る
人
か
な

と
な
ん
詠
め
り
け
る
。
（
仁
〉

・
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
あ
づ
ま
に
い
き
け
る

に
、
伊
勢
・
尾
張
の
あ
は
ひ
の
海
づ
ら
を
ゆ
く
に
浪
の
い
と
白

く
た
つ
を
見
て
、

い
と
ど
し
く
過
ぎ
ゆ
く
方
の
恋
し
き
に

う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
浪
か
な

と
な
む
よ
め
り
け
る
。
（
伊
）

〈
尚
、
（
仁
）
は
仁
勢
物
説
、
（
伊
）
は
伊
勢
物
語
の
略
。
傍
線

は
筆
者
記
。
以
下
川
様
と
す
る
。
〉

こ
の
段
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
伊
勢
物
語
の
「
あ
は
ひ
（
間
）
」
「
か
へ

る
（
返
る
と
を
、
「
飽
（
あ
は
び
）
」
「
買
へ
る
」
と
し
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
過
ぎ
ゆ
く
方
」
を
「
好
き
ぬ
る
貝
」
へ
の

語
呂
合
わ
せ
も
生
ま
れ
、
全
体
と
し
て
、
東
へ
向
か
う
男
が
道
端
で

只
を
売
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
「
好
き
な
貝
だ
か
ら
買
う
人
が
羨
ま

し
い
」
と
詠
ん
だ
、
と
い
う
話
が
で
き
上
が
る
の
で
あ
る
。

ω逐
語
的
も
じ
り
の
章
段
と
い
う
の
は
、
言
葉
を
同
音
や
音
の
近

い
他
の
音
に
言
い
か
け
た
り
し
て
、
『
伊
勢
物
語
』
と
の
内
容
の
ず

れ
か
ら
生
じ
る
滑
稽
さ
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
前
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
百
二
十
五
段
中
十
一
一
し
か
な
い
と
い
う
の
は
、

如
何
に
他
の
要
素
を
盛
り
込
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
意
識
し

て
、
「
俗
」
化
が
な
さ
れ
た
か
の
表
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ω
話
題
性
の
構
築

ま
ず
A
の
当
時
の
時
勢
、
風
俗
を
描
い
た
も
の
の
例
と
し
て
、
第

三
十
三
段
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
れ
は
島
原
の
乱
に
出
征
し
て
い
く
男

と
そ
の
妻
の
や
り
と
り
の
話
に
な
っ
て
い
る
。

・
を
か
し
、
男
、
肥
前
の
国
高
来
の
郡
、
島
原
の
城
へ
向
ひ
け
る
。

女
、
此
度
生
て
は
又
は
帰
ら
じ
と
思
へ
る
気
色
な
れ
ば
、

足
手
よ
り
身
内
の
簸
の
い
や
ま
し
に

君
に
年
を
も
寄
ら
せ
ま
す
か
な

返

し

、

、

龍
り
ぬ
る
大
人
数
を
ば
い
か
で
か
は

無
勢
に
先
を
さ
せ
て
み
る
べ
き

夷
中
人
の
言
に
て
は
、
善
し
ゃ
悪
し
ゃ
。
（
仁
）

・
む
か
し
、
男
、
津
の
園
、
菟
原
の
郡
に
通
ひ
け
る
女
、
こ
の
た
び

い
き
で
は
ま
た
は
来
じ
と
思
へ
る
け
し
き
な
れ
ば
、

ηノ“
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あ
し
ベ
よ
り
満
ち
く
る
し
ほ
の
い
や
ま
し
に

君
に
心
を
思
ひ
ま
す
か
な

返
し
、こ

も
り
江
に
思
ふ
心
を
い
か
で
か
は

舟
さ
す
梓
の
さ
し
て
し
る
べ
き

ゐ
な
か
人
の
こ
と
に
て
は
、
よ
し
ゃ
あ
し
や
。
（
伊
）

島
原
の
乱
は
寛
永
十
四
年
十
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
の
出
来

事
で
あ
る
。
平
和
な
近
世
初
期
に
お
い
て
最
も
世
間
の
耳
目
を
集
め

て
い
た
戦
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
戦
い
に
は
、
自
己
の
仕
官
出

世
の
道
を
聞
く
た
め
、
数
多
く
の
浪
人
が
歩
兵
と
し
て
出
征
し
奮
戦

し
た
。
こ
の
段
に
描
か
れ
て
い
る
男
女
も
そ
う
し
た
人
た
ち
な
の
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
話
へ
と
作
り
変
え
た
き
っ
か
け
は
、
『
伊
勢
物

語
』
の
「
こ
の
た
び
い
き
（
行
き
）
て
は
、
ま
た
は
来
じ
」
を
「
此

度
生
て
は
又
は
帰
ら
じ
」
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
島
原
の

乱
と
い
う
戦
の
場
面
を
着
想
し
、
夫
婦
が
今
生
の
別
れ
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
状
況
で
互
い
の
身
を
い
た
わ
り
合
う
、
と
い
う
滑
稽
さ
と

は
程
遠
い
美
談
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
他
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧

（
十
二
段
）
、
撰
銭
制
度
（
三
十
七
段
）
、
女
郎
と
若
者
の
駈
け
落
ち

（
六
十
五
段
）
、
若
衆
歌
舞
伎
（
百
二
段
）
、
等
当
時
の
世
相
や
、
民

間
に
流
布
し
た
風
俗
を
鋭
く
観
察
し
て
、
う
ま
く
取
り
入
れ
て
い
る
。

次
に

B
の
実
在
の
人
物
を
登
場
さ
せ
た
も
の
に
分
類
さ
れ
た
の
は

二
章
段
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
五
段
に
登
場
す
る
の
は
「
名
人
の
碁

打
」
で
あ
る
。
正
確
に
は
、
名
人
の
所
へ
習
い
に
行
っ
て
い
た
男
が

主
人
公
だ
か
ら
、
名
人
本
人
は
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は

り
当
時
の
名
人
（
三
代
本
因
坊
算
悦
日
信

1
日
蓮
宗
寂
光
土
子
住
職
、

万
治
元
年
（
一
六
五
人
）
没
行
年
四
十
八
歳
）
の
想
起
を
狙
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
題
材
に
真
実
味
と
親
近
感
を
持
た
せ
る
の
が
主

な
目
的
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

C
は
先
行
文
芸
の
一
部
を
持
っ
て
き
た
も
の
で
、
該
当
す
る
四
章

段
の
う
ち
三
十
五
段
と
八
十
三
段
が
謡
曲
か
ら
、
後
の
二
つ
が
平
家

物
語
か
ら
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
八
十
二
段
に
は
平
維
盛

の
出
奔
及
び
出
家
の
話
（
平
家
物
語
巻
十
「
横
笛
」

1
同
「
熊
野
参

詣
」
）
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段

の
詞
章
及
び
文
章
の
構
成
を
く
ず
さ
ぬ
よ
う
に
章
段
形
成
し
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
「
世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は

の
ど
け
か
ら
ま
し
」
（
伊
）
の
歌
を
、
維
盛
と
運
命
を
共
に
し
た
家
臣

の
一
人
が
詠
ん
だ
と
し
て
「
世
の
中
に
絶
え
て
妻
子
の
無
か
り
せ
ば

今
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
（
仁
）
と
変
え
て
い
る
。
平
家
本
文
に

維
盛
が
八
嶋
か
ら
出
奔
し
た
の
は
都
の
妻
子
恋
し
さ
の
故
で
あ
っ
た

と
の
記
述
も
あ
り
、
当
を
得
た
賛
歌
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

先
行
文
芸
を
取
り
入
れ
て
話
題
性
の
提
供
を
す
る
と
い
う
方
法
は
、

そ
の
先
行
文
芸
と
、
『
伊
勢
物
語
』
と
の
両
方
を
充
分
吟
味
し
て
、
形

成
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
難
し
く
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
作
者

の
腕
の
見
せ
所
と
も
い
え
る
の
で
、
作
者
も
そ
れ
を
意
識
し
て
か
、

い
ず
れ
も
完
成
度
の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

D
の
怪
異
語
・
動
物
語
は
四
章
段
で
、
そ
れ
ぞ
れ
鬼
子
（
六
段
）
、

天
狗
（
八
十
五
段
〉
、
猫
と
ね
ず
み
（
百
十
一
段
）
、
ね
ず
み
と
男

（
百
二
十
三
段
）
が
登
場
す
る
。
こ
の
う
ち
百
二
十
三
段
は
、
礼
記

の
一
節
を
も
基
に
し
て
工
夫
を
凝
ら
し
た
章
段
形
成
を
し
て
い
る
。

『
仁
勢
物
語
』
が
単
な
る
滑
稽
文
学
と
趣
を
異
に
す
る
所
以
は
、
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こ
う
し
た
話
題
性
を
汲
み
入
れ
た
章
段
の
存
在
に
あ
る
。
一
体
こ
れ

ら
の
章
段
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て

は
後
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

同
笑
話
性
の
構
築

〈表
1
〉
に
一
京
す
よ
う
に
、
こ
こ
に
属
す
る
章
段
は
九
十
五
段
あ

り
、
最
も
多
い
。
こ
れ
ら
は
勢
語
の
も
じ
り
を
行
い
な
が
ら
も
そ
れ

の
み
に
留
ま
ら
ず
、
独
立
し
た
面
白
味
を
醸
し
出
し
て
い
る
章
段
の

数
々
で
あ
る
。

ま
ず
、
例
食
物
、
金
銭
に
関
す
る
行
為
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
多

数
の
た
め
表
で
は
分
け
て
み
た
。
例
と
し
て
は
、
食
物
の
方
の
第
二

十
九
段
を
挙
げ
る
。

・
を
か
し
、
山
寺
の
稚
児
た
ち
の
花
見
に
、
飯
、
酒
も
無
か
り
け
れ
ば
、

腹
に
飽
け
る
莱
飯
は
い
つ
も
食
ひ
し
か
ど

今
日
の
花
見
に
煮
る
米
も
無
し
（
仁
）

－
む
か
し
、
春
宮
の
女
御
の
御
方
の
花
の
賀
に
、
め
し
あ
づ
け
ら
れ

た
り
け
る
に
、

花
に
あ
か
ぬ
嘆
き
は
い
つ
も
せ
し
か
ど
も

今
日
の
今
宵
に
似
る
時
は
な
し
（
伊
）

『
伊
勢
物
語
』
の
「
め
し
あ
づ
け
ら
れ
」
か
ら
、
「
飯
」
を
連
想
し

て
、
原
文
が
花
の
賀
の
こ
と
な
の
で
、
花
見
の
場
面
と
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
歌
の
中
の
、
「
嘆
き
」
を
「
菜
飯
」
と
し
た
の
も
、
単
に

頭
韻
や
語
巴
合
わ
せ
ば
か
り
で
な
く
、
春
と
い
う
時
節
、
山
寺
の
稚

児
で
あ
る
こ
と
（
「
菜
」
に
た
ん
に
菜
っ
ば
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
菜

の
花
、
山
菜
の
意
も
含
ま
れ
る
と
す
る
）
等
と
う
ま
く
関
係
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
周
到
な
作
者
の
態
度
が
う
か
が
え
る
。

付
の
病
気
や
身
体
の
欠
陥
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
第
五
十
六

段
を
挙
げ
て
お
く
。

・
を
か
し
、
男
、
臥
し
て
撫
で
、
起
き
て
撫
で
、
思
い
徐
り
て
、

わ
が
頭
は
夏
の
蛍
に
あ
ら
ね
ど
も

暮
る
れ
ば
月
の
光
な
り
け
り
（
仁
）

・
む
か
し
、
男
、
ふ
し
て
思
ひ
お
き
て
思
ひ
、
思
ひ
あ
ま
り
て

わ
が
袖
は
草
の
庵
に
あ
ら
ね
ど
も

暮
る
れ
ば
露
の
や
ど
り
な
り
け
り
（
伊
）

「
草
の
庵
」
を
「
夏
の
蛍
」
に
変
え
た
の
は
逐
語
的
も
じ
り
と
は

い
え
ま
い
。
こ
の
段
全
体
と
し
て
は
逐
語
的
も
じ
り
と
い
っ
て
差
し

支
え
な
い
し
、
原
文
を
知
っ
て
い
た
方
が
面
白
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
禿
げ
た
頭
を
こ
の
よ
う
に
詠
ん
だ
と
い
う
滑
稽
さ
が

か
な
り
出
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

付
の
性
的
な
話
は
全
部
で
六
段
あ
る
が
、
付
の
病
気
ほ
ど
は
っ
き

り
書
い
て
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
隠
語
で
何
と
な
く
そ
う
い
う
話
と
わ

か
る
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
性
的
な
話
は
露
骨
に
す
る
に
は

抵
抗
が
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
却
っ
て
隠
語
な
ど
を
使
っ
て
ぼ
か
し

た
方
が
、
そ
う
い
う
話
と
し
て
の
効
果
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
川
w
i付
の
ど
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
付
そ
の
他

と
し
て
分
類
し
た
。
主
に
人
の
悪
癖
や
性
格
、
変
わ
っ
た
職
業
、
天

災
な
ど
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
方
法
と
し
て
は
前
の
例
1
付
と
同

様
で
原
文
を
知
ら
な
く
て
も
笑
話
と
し
て
自
立
し
た
面
白
味
が
あ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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第
三
章
作
者
の
視
点
と
態
度

第
一
節
「
俗
」
に
対
す
る
視
点
と
態
度

二
章
で
行
っ
た
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
作
者
の
「
俗
」
に
対
す
る
態

度
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
作
者
は
「
俗
」
の
外
の
知
識
階
級
の

人
間
で
あ
る
か
ら
、
侮
蔑
の
気
持
ち
が
あ
っ
て
こ
う
い
う
も
の
を
書

い
た
の
か
と
思
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
多

大
な
興
味
と
関
心
の
姿
勢
で
も
っ
て
、
観
察
の
眼
を
向
け
て
い
る
。

そ
れ
で
い
て
、
決
し
て
「
俗
」
に
共
感
し
た
り
同
調
し
た
り
し
て
は

い
ず
、
作
者
と
作
品
に
描
か
れ
た
世
界
と
の
聞
に
は
常
に
距
離
が

あ
っ
て
縮
ま
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
「
俗
」
の
外

か
ら
、
客
観
的
に
「
俗
」
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
態
度
が
う
か
が
え

る。
ま
た
、
話
題
性
の
構
築
を
主
目
的
と
す
る
章
段
の
存
在
も
、
作
者

に
と
っ
て
近
世
初
期
の
町
人
社
会
そ
の
も
の
、
が
「
俗
」
で
あ
っ
た
と

考
え
れ
ば
、
そ
の
社
会
の
出
来
事
も
、
そ
れ
を
話
題
と
し
て
求
め
る

読
者
も
大
切
な
「
俗
」
の
要
素
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

第
二
節
「
雅
」
に
対
す
る
態
度

『
伊
勢
物
語
』
の
「
雅
」
を
「
俗
」
へ
と
置
き
換
え
た
作
者
は
、

「
雅
」
に
対
し
て
ど
う
い
う
態
度
で
い
た
の
か
を
考
察
し
た
。
章
段

を
対
比
さ
せ
て
、
み
て
み
る
と
、
『
伊
勢
物
語
』
を
と
り
立
て
て
否
定

し
よ
う
と
か
、
批
判
や
調
刺
を
行
お
う
と
は
全
く
し
て
い
な
い
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
一
大
古
典
の
庇
護

下
に
作
品
を
置
い
て
、
あ
る
種
の
遊
び
の
精
神
で
も
っ
て
「
俗
」
加

を
行
っ
た
、
と
い
う
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。

近
世
初
期
の
、
『
伊
勢
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
古
典
流

行
は
、
新
し
い
時
代
へ
の
不
安
か
ら
く
る
懐
古
心
、
及
び
古
き
良
き

時
代
へ
の
憧
れ
が
、
人
々
の
心
に
生
ま
れ
た
こ
と
も
原
因
の
一
つ
で

あ
っ
た
。
作
者
も
そ
う
し
た
古
典
復
興
の
波
に
も
ま
れ
な
が
ら
、
思

い
切
っ
て
そ
の
敬
服
す
る
古
典
の
姿
を
、
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
古
典
へ
の
憧
慢
の
念
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。結

び

特
別
な
主
義
主
張
も
な
く
、
独
立
し
た
文
学
世
界
も
完
成
し
得
た

と
は
い
え
な
い
こ
の
作
品
に
あ
る
も
の
と
い
え
ば
、
も
じ
り
と
そ
こ

か
ら
逸
脱
し
た
笑
話
性
や
話
題
性
、
そ
し
て
古
典
憧
慣
と
世
俗
へ
の

関
心
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
、
自
分
の
難
に
あ
る
様
々
な
志
向
を
、

少
し
捻
っ
た
表
現
の
し
か
た
で
、
で
き
る
だ
け
様
々
な
ま
ま
表
し
た

か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
変
に
ま
と
ま
り
を
見
せ
た
り
、
あ
る

主
義
を
貫
い
た
り
し
た
の
で
は
、
自
分
の
描
き
た
い
も
の
、
が
描
け
な

い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
作
者
は
広
い
知
識
を
持
っ
た
人
で
あ
っ
た
か
ら
そ

の
広
い
知
識
の
い
く
ら
か
で
も
、
そ
れ
を
求
め
て
い
る
人
々
に
、
求

め
て
い
る
形
で
供
給
し
た
い
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な

要
素
を
盛
り
込
ん
だ
、
『
仁
勢
物
語
』
と
い
う
作
品
を
書
い
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

時
代
が
求
め
た
も
の
を
時
代
が
求
め
た
姿
で
、
と
い
う
と
、
自
己

は
滅
却
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
と
れ
る
が
、
実
は
、
そ
う
い
う

姿
で
表
す
こ
と
が
、
作
者
自
身
の
望
む
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
と
、
私

は
考
え
る
の
で
あ
る
。
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『
御
伽
草
子
・
仮
名
草
子
』
（
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
昭
犯
・

2
）
の
解
説
で
野
間
氏
は
「
古
典
の
外
形
を
似
せ
、
古
典
の
文
章
を
も

じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
古
典
的
伝
統
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
」

と
の
べ
て
い
る
。

注
2

高
橋
清
隆
仮
名
草
子
『
仁
勢
物
語
』
論
ー
に
せ
男
と
し
て
の

作
者
l
（
日
本
文
芸
論
叢
昭
印
・

3
・
3
号）

〈
尚
、
本
文
引
用
は
、
『
仁
勢
物
語
』
が
岩
波
書
店
刊

学
大
系
「
仮
名
草
子
集
」
、
『
伊
勢
物
語
』
が
、
小
学
館

学
全
集
「
伊
勢
物
語
」
に
よ
る
。
〉

注

日
本
古
典
文

日
本
古
典
文
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