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大

証一山

」

四
九

章

段

の

文

物

平日
一、

「大
相
物
語
」
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
に
桜
井
佑
三
氏
が
、

他
の
平
安
初
期
の
諸
作
品
に
比
し
て
、
頗
る
平
易
で
、
文
脈
の
浬
解
し
難
い
様
な

箇
所
は
至
っ
て
少
い
。
何
等
の
抑
錫
も
緩
急
も
な
い
。
淡
々
た
る
文
章
を
以
て
終

止
し
粉
飾
を
施
さ
な
い
素
朴
な
、
古
雅
な
味
ひ
は
あ
る
が
、
伊
勢
に
見
る
緊
密
な

簡
勤
な
中
に
溢
る
h

ば
か
り
の
持
情
味
を
湛
へ
た
潤
ひ
や
調
べ

の
一
口
同
さ
を
見
出
す

と
述
<< 
てこ
お と
ら は
オ工 カ〉
る111な
。り
近困
く難
でで
はあ
、 る

渡。

辺
実
氏
が

「
伊
勢
物
語
」

の
文
体
の
高
さ、

そ
れ
に
比
し
て
「
大
和
物
語
」

の
文
体
の
低
さ
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
衆
目
の
賭
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

2
 

と
言
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、

「
伊
勢
物
語
」
に
比
べ
て
単
純

・
素
朴

な
文
章
と
い
う
の
が
、

お
そ
ら
く
「
大
和
物
語
」
に
対
す
る
大
方
の
見
方
で
あ
ろ
う
と
恩

わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、

「
大
和

物
語
」
の
文
章
に
は
稚
拙
さ
が
見
ら
れ
、
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
が、

そ
れ
を
も

っ
て
た
だ
ち
に
「
伊
勢
物
語
」
よ
り
一
段
劣
っ

て
い
る
と
言
っ
て
し
ま
う
の
に

伊
佐
山

子

潤

は
問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

そ
も
そ
も
、
内
容
的
に
、

歌
物
語
的
色
彩
の
強
い
前
半
部
と
説
話
的
色
彩
の
強
い
後
半

部
と
い
う
、
か
な
り
異
質
な
二
部
か
ら
成
っ
て
い
る
「
大
和
物
語」

に
お
い
て
は
、
文
章

内
ペ

υ

の
上
に
も
前
半

・
後
半
で
違
い
の
あ
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
内
部
に
こ
の

よ
う
な
断
絶
の
あ
る
も
の
を
す
ぐ
に

「大
和
物
語
」
の
文
章
と
ひ
と
く
く
り
に
し
て
し
ま

う
の
は
早
計
に
す
ぎ
る。

ま
た
、
糸
井
通
浩
氏
の
言
わ
れ
る
、
各
章
段
は、

語
り
の
「
発
生
か
ら
成
長
へ
の
、
種

々
の
段
階
に
お
け
る
形
態
を
、
そ
れ
個
々
の
段
階
に
お
い
て
筆
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

A
生

る
」
と
の
観
点
に
立
て
ば
、
ま
ず
い
ろ
い
ろ
な
特
徴
を
も
っ
そ
れ
ぞ
れ
の
章
段
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
集
合
に
よ
っ
て
「
大
和
物
語
」
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
や
は
り
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
章
段
の
文
章
を

「大
和
物
語
」
の
全
体
を
見
る
前
に
、

詳
し
く
見
て
行
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
他
の
作
品
と
比
較
す
る
よ
り
先
に、

「大
和
物
語
」
の
文
章
自
体
に
つ
い

て
も
っ
と
解
明
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
個
々
の
章
段
の
文
章
の
特
質
を
明
ら

か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で

乙
乙
で
は
試
み
に
、

一
四
九
段
の
文
章
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を

調
べ
て
み
て
、
今
後

「大
和
物
語
」
の
文
章
を
考
え
て
行
く
上
で
の
問
題
点
を
探
っ
て
み

十



伊

佐

た
い
と
思
う
。

一、

さ
て、

「
大
和
物
語
」
の
一
四
九
段
に
関
し
て
は
、
古
く
か
ら
多
く
の
人
々
が
さ
ま
ざ

ま
な
言
及
を
し
て
き
で
い
る
。

「
伊
勢
物
語
」
の
二
三
段
、
筒
井
筒
の
話
と
同
じ
内
容
を

持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
伊
勢
物
語
」

「
大
和
物
語
」
の
特
質
を
比
較
す
る
た
め
の

そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。
が
、
意
外
な
と
と
に
、

好
材
料
と
な
っ
て
い
る
乙
と
が
、

乙
の
段

の
文
章
に
つ
い
て
の
言
及
は
、

こ
れ
ま
で
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
一

「
具
体
的
な
事
柄
が
増
し
合
埋
的
な
説
明
も
加
へ
ら

も
、
た
と
え
ば
、
清
水
好
子
氏
の
、

に
d

れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
ζ

と
ば
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
純
然
た
る
文
章
と
い
う
よ
り
は
そ

「
伊
勢
物
語
」
と
の
比
較
の
上
に
、

「
く
ど
く
ど
と
説
明
し
す
ぎ

ての
い内
る剛容
」に

と注
か 目
、し

て
「
説
明
的
・
合
理
的
・
具
体
的
・
細
部
明
確
と
い
う
効
果
に
つ
な
が
る

記
述
を
本
段
に
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
&
」
と
か
い
っ
た
論
述
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

文
学
的
に
ど
う
読
む
か
と
い
う
問
題
が
あ
ま
り
に
も
前
面
に
出
て
扱
わ
れ
す
ぎ
た
た
め
に
、

文
章
の
面
か
ら
こ
の
段
を
眺
め
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
中
で
、
阪
倉
篤
義
氏
が
、
会
話
文
の
使
用
状
況
か
ら
「
伊
勢
物
語
」
よ
り
物
語
化

。。

が
進
ん
で
い
る
と
述
べ
ら
れ
た
ほ
か
は
、
阿
部
俊
子
氏
が
次
の
よ
う
に
二
一
一
口
わ
れ
た
こ
と
に

注
目
さ
れ
る
。

著
し
く
文
章
が
み
ぢ
か
く
な
り
、
追
想
詠
歎
の
「
け
り
」
で
結
ぶ
場
合
が
多
く
、

強
調
し
て
述
べ
る
場
合
に
は

「
な
む
:
:
:
連
体
形
」
を
つ
か
ひ
、
細
か
に
具
体

的
に
い
き
/
{
¥
と
描
出
し
よ
う
と
い
ふ
時
に
は
、

た
た
み
か
け
て
、
短
文
で
現
在

形
で
結
び
つ
つ
文
章
を
重
ね
て
ゐ
る
。
そ
の
意
味
で
は
生
き
/
1
1
と
語
り
か
け
る l.u 

潤

子

十

叙
法
を
と
っ
て
ゐ
る
と
い
へ
ょ
う
。
即
ち
強
調
す
べ
き
は
念
を
お
し
、

つ
よ
く
語

り
か
け
つ
つ
全
体
を
追
想
的
に
情
感
を
こ
め
て
語
る
と
い
ふ
形
を
十
分
駆
使
し
て

そ
の
意
味
で
歌
の
情
趣
に
よ
り
か
か
る
の
み
で
な
く
、
歌
を
物
語
る
作
品

と
し
て
も
一
つ
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
ま
と
ま
り
得
て
ゐ
る
・
:
(

を
り
、

乙
の
阿
部
氏
の
記
述
を
基
礎
に
置
い
た
上
で
、

一
四
九
段
に
は
な
お
い
く
つ
か
の
文
章

上
の
特
徴
、
問
題
点
が
見
ら
れ
る
。
以
下
、
文
連
接
の
仕
方
・

「
な
む

1
l
け
る
」

-文

末
語
な
ど
の
面
か
ら
考
察
し
て
行
く
。

岩
波
書
庖

日
本
古
典
文
学
大
系
「
大
和
物
語
」
一
四
九
段

昔
大
和
の
国
葛
城
の
郡
に
す
む
男
女
あ
り
け
り
。
乙
の
女
か
ほ
容
貌
い
と
き
よ
ら
な
り
。

と
し
ど
ろ
お
も
ひ
か
は
し
て
す
む
に
、

乙
の
女
い
と
わ
ろ
く
な
り
に
け
れ
ば
、
思
ひ
わ

づ
=
り
ひ
て
、

か
ぎ
り
な
く
お
も
ひ
な
が
ら
妻
を
ま
・
つ
け
て
け
り
。

ζ

の
い
ま
の
め
は
富

み
た
る
女
に
な
む
あ
り
け
る
。
乙
と
に
お
も
は
ね
ど
、
行
け
ば
い
み
い
レ
靭
つ
い
た
は
り
、

5
身
の
装
束
も
い
と
き
よ
ら
に
せ
さ
せ
け
り
。
か
く
に
ぎ
わ
h

し
き
と
と
ろ
に
な
ら
ひ
て
、

き
た
れ
ば
、

乙
の
女
い
と
わ
ろ
げ
に
て
ゐ
て
、

か
く
ほ
か
に
歩
け
ど
さ
ら
に
妬
げ
に
も

み
え
ず
な
ど
あ
れ
ば
、

い
と
あ
は
れ
と
お
も
ひ
け
り
。
心
ち
に
は
か
ぎ
り
な
く
妬
く
心

憂
し
と
お
も
ふ
を
忍
ぶ
る
に
な
む
あ
り
け
る
。
留
ま
り
な
む
と
思
う
夜
も
、

は
を
「
往

ね
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
わ
が
か
く
歩
き
す
る
を
妬
ま
で
、
異
業
す
る
に
や
あ
ら
む
、

え」

ωる
わ
ざ
せ
ず
ば
う
ら
む
る
乙
と
も
あ
り
な
ん
な
ど
、

心
の
う
ち
に
お
も
ひ
け
り
。
さ
て

い
で
て
い
く
と
み
え
て
、
前
栽
の
中
に
隠
れ
て
男
や
来
る
と
み
れ
ば
、
端
に
い
で
ゐ
て
、

月
の
い
と
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
に
、
頭
か
い
統
り
な
ど
し
て
を
り
。
夜
更
く
る
ま
で



寝
ず
、

い
と
い
た
う
う
ち
な
げ
き
て
な
が
め
け
れ
ば
、
人
待
つ
な
め
り
と
み
る
に
、
使

ふ
人
の
前
な
り
け
る
に
い
ひ
け
る
、

15 

風
吹
け
ば
お
き
っ
し
ら
な
み
た
っ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

と
よ
み
け
れ
ば
、
わ
が
う
へ
を
お
も
ふ
な
り
け
り
と
お
も
ふ
に
、
い
と
か
な
し
う
な
り

ぬ
。
乙
の
今
の
め
の
家
は
立
田
山
乙
え
て
行
く
み
ち
に
な
む
あ
り
け
る
。
か
く
て
な
を

見
を
り
け
れ
ば
、
こ
の
女
う
ち
泣
き
て
臥
し
て
、
金
椀
に
水
を
い
れ
て
胸
に
な
む
据
へ

た
り
け
る
。

「あ
や
し、

い
か
に
す
る
に
か
あ
ら
む
」
と
て
な
を
み
る
。
さ
れ
ば
こ
の

却
水
熱
湯
に
た
ぎ
り
ぬ
れ
ば
、

湯
ふ
て
っ
。
又
水
を
入
る
。
み
る
に
い
と
か
な
し
く
て
走

り
い
で
て
、

「
い
か
な
る
心
ち
し
給
へ
ば
、

か
く
は
し
た
ま
ふ
ぞ
」
と
い
ひ
で
か
き
抱

き
て
な
む
寝
に
け
る
。
か
く
て
ほ
か
へ
も
さ
ら
に
行
か
で

つ
と
ゐ
に
け
り
。
か
く
て
月

日
お
ほ
く
経
て
お
も
ひ
け
る
や
う
、

「
つ
れ
な
き
顔
な
れ
ど
、
女
の
お
も
ふ
ζ

と
い
と

い
み
じ
き
こ
と
な
り
け
る
を
、
か
く
行
か
ぬ
を
、

い
か
に
恩
ふ
ら
む
」

と
思
ひ
い
で
て
、

お
あ
り
し
女
の
が
り
い
き
た
り
け
り
。
久
し
く
行
か
ざ
り
け
れ
ば
、
つ
h

ま
し
く
て
た
て

り
け
り
。
さ
て
か
い
ま
め
ば
、

我
に
は
よ
く
て
み
え
し
か
ど
、

い
と
あ
や
し
き
様
な
る

衣
を
き
て
、
大
櫛
を
面
櫛
に
さ
し
か
け
て
を
り
て
、
手
づ
か
ら
飯
盛
り
を
り
け
り
。
い

と
い
み
じ
と
お
も
ひ
て
、
来
に
け
る
ま
、み
に
、
い
か
ず
な
り
に
け
り
。
こ
の
男
は
王
な

り
け
り
。

ーー電

初
め
に
文
連
接
の
仕
方
か
ら
見
て
み
よ
う
。

平
安
時
代
の
文
学
作
品
の
文
連
接
法
に
つ
い
て
は
、
山
口
仲
美
氏
に
詳
細
な
論
稿
が
あ

品
川
切る

。
い
ま
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て
二

二
文
か
ら
成
る

一
四
九
段
を
み
る
と、

次
の
よ
う
な
結

「
大
和
物
語
」

果
が
得
ら
れ
た
。

山
口
氏
の
出
さ
れ
た
「
大
和
物
語
」
の
数
値
に
比
べ

て、

接
続
詞
型
と

指
示
詞
型
の
値
が
高
い
こ
と
、

特
に
、
接
続
詞
型
が
非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
と

が
特
徴
的
で
あ
る
。

(
注
)
山
口
氏
論
文
中
の
グ
ラ
フ
か
ら
よ
み
と

っ
た
お
よ
そ
の
数
値

「大
和
物
語
」
も
含
め
て、

歌
物
語
一
般
に
接
続
詞
型

・
指
示
詞
型
が
多
い
乙
と
に
つ

い
て
、
山
口
氏
は
、

「接
続
詞
型
を
多
用
し
て
文
を
す
す
め
る
の
は
、
作
者
が
、

で
き
る

だ
け
文
脈
を
解
説
し
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
表
現
態
度
で
あ
る
乙
と
を
示
」
し
、
信
一不
詞

型
を
用
い
る
の
は
、

「文
と
文
と
が
切
れ
る
と
と
を
好
ま
ず
、
逆
に
鎖
の
よ
う
に

つ
な
が

り
合
い
な
が
ら
展
開
し
、
同
時
に
親
近
感
を
も
た
せ
る
様
な
文
体
を
好
ん
だ
た
め
」
で
、

「
い
ず
れ
も
、
歌
物
語
が
、
口
で
語
ら
れ
て
い
た
『
歌
語
り
」
を
基
盤
と
し
て
発
生
し
た

乙
と
か
ら
生
じ
た
特
色
、
つ
ま
り
、
も
と
も
と
は

『
耳
で
聞
く
」
文
学
で
あ
っ
た
特
色
を

不
し
て
い
る
」
と
分
析
し
て
お
ら
れ
る
が
、

一
四
九
段
の
場
合
も
、

乙
の
点
か
ら
説
明
が

一
四
九
段
の
文
章

十
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つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
接
続
詞
型
七
例
中
三
例
を
占
め
る
「
か
く
て
」
、
指

一
不
詞
型
五
例
中
四
例
を
占
め
る
「
乙
の
」
の
使
わ
れ
方
を
み
て
み
る
。

ま
ず
、

「
か
く
て
」
は
、
第
日
文
、
第
げ
文
、
第
同
文
の
文
頭
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

① 

か
く
て
な
を
見
を
り
け
れ
ば
、
乙
の
女
う
ち
泣
き
て
臥
し
て
:
:
:
(
げ
行
自
)

か
く
て
ほ
か
へ
も
さ
ら
に
行
か
で
っ
と
ゐ
に
け
り
。
(
辺
行
目
)

か
く
て
月
日
お
ほ
く
経
て
お
も
ひ
け
る
や
う
:
:
:
(
辺
行
自
)

② ③ 
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

乙
の
三
例
と
も
が
、
す
ぐ
前
の
文
の
内
容
を
明
確
に
受
け
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
υ

①
の
「
か
く
て
」
は
、
直
前
の
文
で
は
な
く
、
も

う
ひ
と
つ
前
の
文
の
「
わ
が
う
へ
を
お
も
ふ
な
り
け
り
と
お
も
ふ
に
、

い
と
か
な
し
う
な

「
い
と
か
な
し
う
な
り
ぬ
。

な
を
見
を
り
け
れ
ば
:
:
:
」
と
続
い
て
行
く
と
ζ

ろ
で
あ
る
が
、
聞
に
解
説
の
文
「
こ
の

り
ぬ
」
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
話
の
流
れ
か
ら
い
え
ば
、

今
の
め
の
家
は
立
田
山
と
え
て
行
く
み
ち
に
な
む
あ
り
け
る
」
が
入
り
乙
ん
で
き
て
い
る

た
め
に
流
れ
が
中
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
切
れ
目
を
補
っ
て
話
を
さ
ら
に
続
け
て
行
く
役

目
を
負
っ
た
乙
と
ば
と
し
て
、

「
か
く
て
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
厳

密
に
言
え
ば
、

乙
の
「
か
く
て
」
は
前
文
と
後
続
文
と
を
正
し
く
結
ん
で
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
②
で
は
、
も
と
の
妻
へ
の
愛
情
を
再
確
認
さ
せ
ら
れ
た
あ
る
夜
の
で
き
ご
と
を
、

@
で
は
、
男
が
新
し
い
妻
を
設
け
て
か
ら
も
と
の
妻
の
も
と
へ
一
戻
っ
て
行
く
ま
で
の
い
き

そ
れ
ぞ
れ
「
か
く
て
」
と
受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
「
か

さ
っ
す
べ
て
を
、

く
て
」
は
、
単
純
に
前
文
と
後
続
文
と
を
つ
な
い
で
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
述
べ

て
き
た
こ
と
が
ら
を
大
ま
か
に
受
け
て
話
を
進
め
て
行
く
た
め
の
き
っ
か
け
に
な
る
よ
う ILJ 

潤

十
四

子

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
は
、
山
口
氏
の
言
わ
れ
る
、

「
文
脈
を
解
説
し
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
表
現
態
墜

の
現
れ
た
文
連
接
と
は
少
し
違
っ
て
い
る
。
接
続
詞
の
中
で
も
、

「
き
れ
ば
」

「
さ
れ
ど
」

の
よ
う
に
因
果
関
係
を
表
す
も
の
な
ど
は
、
文
脈
を
誤
り
な
く
辿
る
た
め
の
役
割
を
持
つ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、

「
か
く
て
」
の
よ
う
な
、
漠
然
と
そ
れ
ま
で
の
内
容
を
受

け
る
接
続
詞
の
場
合
は
、
論
浬
的
に
き
ち
ん
と
前
を
受
け
て
後
へ
続
け
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
、
必
ず
し
も
解
説
的
・
説
明
的
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
九

段
の
「
か
く
て
」
は
、
話
し
こ
と
ば
の
特
徴
か
ら
来
た
、
正
確
に
文
脈
を
辿
る
た
め
の
手

が
か
り
と
言
う
よ
り
は
、
大
ま
か
に
前
の
話
を
受
け
て
先
へ
続
け
る
時
に
筆
者
が
好
ん
で
、

品
川
“

あ
る
い
は
筆
ぐ
せ
と
し
て
用
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
lζ 

「
こ
の
」
に
つ
い
て
。
文
頭
の
「
こ
の
」
は
次
の
四
例
で
あ
る
。

④ 

ζ

の
女
か
ほ
容
貌
い
と
き
よ
ら
な
り
。

こ
の
い
ま
の
め
は
富
み
た
る
女
に
な
む
あ
り
け
る
。

乙
の
今
の
め
の
家
は
立
田
山
乙
え
て
行
く
み
ち
に
な
む
あ
り
け
る
。

乙
の
男
は
王
な
り
け
り
。

(
げ
行
目
)

(
l
行
自
)

⑤ 

(
3行
目
)

⑥ ⑦ 

(
お
行
自
)

④
⑤
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、

「
妻
を
ま
・
つ
け
て
け

「男
女
あ
り
け
り
」
の

「
女
」
、

り
」
の
「
妻
」
の
よ
う
に
、
直
前
の
文
に
受
け
る
も
の
が
あ
る
が
、
⑥
⑦
の
場
合
は
、
直

前
の
文
に
は
「
ζ

の
」
が
受
け
る
も
の
は
な
い
。
⑦
は
直
前
文
「
い
か
ず
な
り
に
け
り
」

の
男
を
受
け
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

一
四
九
段
全
体
を
通
し
て
話
題
に
な
っ
た
男
を
受

け
て
い
る
と
し
た
方
が
自
然
で
あ
り
、
⑥
で
「
こ
の
」
が
受
け
て
い
る
の
は
、

か
な
り
前

の

「
妻
を
ま
'
つ
け
て
け
り
」
の
「
妻
」
で
あ
る
。

一
四
九
段
の
「
乙
の
」
に
は
、
直
前
の



文
に
受
け
る
語
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
の
、
二
通
り
が
あ
る
よ
う
だ
。

ち
な
み
に
、
文
頭
以
外
に
見
ら
れ
る
「
乙
の
」
は
、

③ 

と
し
ど
ろ
お
も
ひ
か
は
し
て
す
む
に
、

q
N叫
女
い
と
わ
ろ
く
な
り
に
け
れ
ば
・:

(2
行
日
)

⑨ 

き
た
れ
ば
、
乙

の
女
い
と
わ
ろ
げ
に

か
く
に
ぎ
わ
』
し
き
と
ζ

ろ
に
な
ら
ひ
て
、

て
ゐ
て
:
:・

(
5行
自
)

⑩ 

か
く
て
な
を
見
を
り
け
れ
ば
、
乙
の
女
う
ち
泣
き
て
臥
し
て
:
:
:
(
げ
行
自
)

さ
れ
ば
こ

の
水
熱
湯
に
た
ぎ
り
ぬ
れ
ば
、

湯
ふ
て
っ
。

⑪ 

(ω
行
目
)

の
四
例
で
あ
る
u

ζ

の
う
ち
、
③
だ
け
は
直
前
文
の

「女
」
を
受
け
て
い
る
が
、
⑨
⑬
@

に
つ
い
て
は
受
け
る
語
句
が
直
前
の
文
に
は
な
い
。

と
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

一
四
九
段
で
用
い
ら
れ
て
い
る

「乙
の
」
は
、
山
口
氏
の

言
わ
れ
る
、
文
を
切
ら
ず
「
鎖
の
よ
う
に
」
つ
な
げ
て
行
く
文
連
接
の
た
め
の
も
の
で
は

な
く
、
も
っ
と
別
の
働
き
を
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
ざ
わ
ざ
「
乙

の
」
と
述
べ
な
く
て
も
い
い
場
合

(た
と
え
ば
@
⑧
)
、
普
通
な
ら
「
そ
の
」
ま
た
は
他

の
語
を
用
い
る
よ
う
な
場
合

(た
と
え
ば
⑨
⑪
)
に
も
、

ζ

と
さ
ら
「
乙
の
」
が
使
わ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
も
と
か
ら
の
萎
を
表
す
時
は
す
べ
て

「叶
叫
女
」
、
新
し
い
妻
は

「

乙
の
今
の
妻
」
、
男
を
表
す
の
も
「
こ
の
男
」
と
い
う
よ
う
に
、
登
場
人
物
に
は
い
つ
も

「ζ
の
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。
例
外
は

「あ
り
し
女
の
が
り

い

き
た
り
け
り

(
お
行
自
)
」
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
、
も
と
の
妻
と
新
し
い
妻
と
い
う
二
者

の
対
立
が
く
ず
れ
た
あ
と
の
話
で
、
新
し
い
妻
の
方
は
す
で
に
主
要
な
人
物
で
は
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
す
た
め
に
「
あ
り
し
女
」
と
言

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

「
大
和
物
語
」

の
で、

話
の
中
心
と
な
る
人
物
と
し
て
述
べ
る
場
合
に
は
す
べ
て
「
こ
の
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

指
示
語
に
つ

い
て
、
井
手
至
氏
は
、

「話
手
が
、
近
称
で
指
示
す
る
か
、
中
称
で
指
示

す
る
か
の
相
違
は
、
要
す
る
に
、
話
手
が
、
先
行
表
現
を
身
近
な
も
の
と
し
て
受
け
取
る

川
q
d

か
、
取
ら
ぬ
か
の
問
題
」
で
あ
る
と
言
わ
む
、
そ
れ
を
受
け
て
、
神
谷
か
を
る
氏
が
、
「

前
の
脈
絡
と
必
ず
し
も
論
浬
的
に
関
係
せ
ず
、
近
し
い
と
語
り
手
の
感
じ
た
も
の
、
近
し

く
摘
き
た
い
物
事
に
」
対
し
て
「
コ

・
コ
ノ

・コ

レ
」
な
ど

「
コ
系
」
の
語
を
用
い
る
場

合
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
乙
と
が
ら
が

「大
写
し
に
さ
れ
る
」
効
果
が
あ
る
と
述
べ
て

制
御

お
ら
れ
る。

こ
れ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

一
凶
九
段
の

「こ
の
」
は
、
論
埋
的
な
文
脈
上
の
つ
な
が

り
よ
り
も
、
心
理
的
に
読
者
に
近
い
も
の
と
感
じ
さ
せ
る
こ
と
の
万
に
重
点
を
置
い
た
使

わ
れ
万
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
山
口
氏
が
「
親
近
感
を
も
た
せ
る
様
な

文
体
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
に
あ
た
る
と
恩
わ
れ
る
が
、

文
連
接
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
語

り
を
基
盤
と
し
た
文
章
の
性
質
と
は
臭
っ
て

い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

以
上
、

「
か
く
て
」
や
「
こ
の
」
の
使
わ
れ
方
を
見
て
く
る
と
、

一
四
九
段
で
は
、
本

来
は
、
前
に
話
し
た
内
容
を
確
実
に
つ
み
重
ね
て
行
っ
て
、
耳
で
聞
い
て
も
間
違
い
な
く

浬
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
文
連
絡
上
の
工
夫
で
あ
っ
た
も
の
が
、
前
出
の
こ
と
ば
を
受
け

て
後
へ
正
し
く
続
け
る
と
い
う
点
で
は
か
な
り
働
き
が
あ
い
ま
い
に
な

っ
て
い
る
乙
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
は
、

「大
和
物
語
」
が
も
と
も
と
監
語
り
を
基
盤
に
し
て
い
る
と
は
言
つ

て
も
、
す
で
に
本
来
の
語
り
、
話
し
こ
と
ば
の
姿
か
ら
は
隔
っ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
を
恩

わ
せ
る。

四

一
四
九
段
の
文
章

十
五



伊

佐

続
い
て
「
な
む
|
|
け
る
」

を
み
て
み
よ
う
。

一
四
九
段
に
は
次
の
五
例
が
あ
る
。

⑫ 

乙
の
い
ま
の
め
は
富
み
た
る
女
に
な
む
あ
り
け
る
。

⑬ 

(
3行
目
)j

l

 

心
ち
に
は
か
ぎ
り
な
く
妬
く
心
憂
し
と
お
も
ふ
を
忍
ぶ
る
に
な
む
あ
り
け
る
。

(
7行
目
)

乙
の
今
の
め
の
家
は
立
田
山
乙
え
て
行
く
み
ち
に
な
む
あ
り
け
る
。

(口
行
自
)

⑭ 

こ
の
女
う
ち
泣
き
て
臥
し
て
、
金
椀
に
水
を
い
れ

⑮ 
て
胸か
lζ く
なSて
む1な
据 を
へ見
た を
りり
けiけ
るlれ

ば

(
口
行
目
)

て

5!: 
寝「
lζ し、

けiか
る1な

る
IL，、

ち
し
給
-̂

ば

か
く
は
し
た
ま
ふ
ぞ
」
と
い
ひ
で
か
き
抱
き

⑮ 

(
辺
行
自
)

同

u

w

m

NW

「
な
む
1
1
け
る
」

に
つ
い
て
も
、
岡
村
和
江
氏
、
阪
倉
篤
義
氏
を
は
じ
め
、
乙
れ
ま

で
に
い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
小
林
岩
彦
氏
は
、

「
『
な
む

l
l
け
る
」

は
、
伝
承
さ
れ
た
過
去
の
事
柄
を
、

そ
の
ま
ま
、
主
観
を
交
え
な
い
で
、
回
想
的
に
、
淡

い
詠
嘆
を
帯
び
た
口
調
で
聞
き
手
に
語
り
か
け
る
機
能
を
も
つ
も
の
」
と
説
明
し
て
お
ら

m
H
H
 

れ
る
。
し
か
し
、

一
四
九
段
の

「な
む
|
|
け
る
」
は
、

こ
れ
と
い
く
ら
か
異
っ
た
意
味

あ
い
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
⑫
⑬
⑬
と
⑮
⑬
と
で
は
、
同
じ
「
な
む
|
|
け
る
」
で
も
そ
の
性
質
を
多
少
異

に
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
⑫
⑬
⑬
は
話
の
展
開
上
必
ず
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
文
で
は
な
い
。

⑫
は
、
も
と
の
妻
が
「
い
と
わ
ろ
く
」
な
っ
た
の
に
対
し
て
、

「
か
く
に
ぎ
わ
h

し
き
と

乙
ろ
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
特
に
「
富
み
た
る
」
な
ど
と
言
わ
な
く
て
も
新
し IlJ 

子

潤

十

い
妻
の
経
済
的
な
豊
か
さ
は
充
分
に
理
解
で
き
る
。
⑬
で
は
、
あ
と
の
方
で
胸
に
あ
て
た

金
椀
の
水
が
湯
に
な

っ
た
と
い
う
話
が
出
て
く
る
の
で
、
表
面
は
何
気
な
く
ふ
る
ま
い
な

が
ら
内
心
非
常
に
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
女
の
気
持
ち
は
よ
ど
役
軍
せ
ら
れ
る
。

に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
を
先
走
っ
て
、
と
こ
で
乙
の
よ
う
に
言

っ
て
し
ま
う
の
は
、
か
え
っ
て
輿
ざ

め
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
同
様
に
⑭
も
、

「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
多
少
な
り
と
も
知
つ

て
い
る
者
に
と
っ
て
は
余
計
な
注
釈
で
あ
り
、
た
と
え
初
め
て
ζ

の
歌
に
接
す
る
者
で
あ

っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
話
と
歌
だ
け
で
、
男
が
立
田
山
を
越
え
て
新
し
い
妻
の
所
へ
通
つ

て
い
る
と
い
う
状
況
は
間
違
い
な
く
把
爆
で
き
る
。
乙
の
よ
う
に
、
⑫
⑬
⑬
は
極
端
に
言

え
ば
、

余
分
な
解
説、

む
し
ろ
な
く
も
が
な
の
文
な
の
で
あ
る
。

「く
ど
く
ど
説
明
し
す
ぎ
て
」
お
り
、

州
向
W

劣
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
&
原
因
な
の
で
あ
ろ
う
。

ζ

れ
を
筆
者
の
合
理
的
精
神
の
現
れ

と
の
あ
た
り
が
、

「
伊
勢
物
語
」
よ
り

「一

段

「伊
勢
物
語
」
よ
り

一
歩
新
し
い
方
向
へ
進
み
出
し
て
い
る
も
の
と
す
る
見
方

品
切

内

U

も
あ
る
よ
う
だ
が
、
特
に
⑬
な
ど
は
、

歌
を
詠
む
と
と
に
続
い
て
妻
が
泣
き
臥
し
、
胸
に

と
し
て

あ
て
た
金
椀
の
水
が
湯
に
な

っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
、

い
わ
ば
ζ

の
段
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク

ス
と
も
い
う
べ
き
部
分
の
話
の
流
れ
を
完
全
に
中
断
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

た
だ
乙
乙
で
注
意
し
た
い
の
は
、
ζ
'
つい，っ、

い
わ
ば
あ
と
か
ら
と
っ
て
つ
け
た
よ
う

な
説
明
、
解
説
の
部
分
に
、

皆、

「
な
む

1

0
け
る
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
林
氏
の
言
わ
れ
る
「
伝
承
さ
れ
た
事
柄
を
、
そ
の
ま
ま
、
主

観
を
交
え
な
い
で
」
述
べ
る
も
の
と
は
違
っ
て
、
逆
に
、

「
な
む

l
l
け
る
」
が
持
っ
て

い
る
語
り
口
調
の
性
質
を
利
用
し
て
、

読
者
が
知
ら
な
い
、

わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
筆

者
の
考
え
る
乙
と
が
ら
を
説
明
す
る
た
め
の
、

一
種
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
表
現
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
⑬
⑬
の
場
合
は
、
す
で
に
語
り
の
口
調
な
ど
と
い
う
と
と
か
ら
は
離
れ
、
解



説
の
た
め
の
表
現
と
も
異
っ
て
、
単
に
こ
と
が
ら
の
強
調
の
た
め
の
表
現
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
乙
の
段
の
中
で
最
も
高
ま
り
を
見
せ
る
場
面
で
、
乙
れ
ら
は
現
れ
て
く
る
。

一
体
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う

と
、
主
人
公
の
男
も
読
者
も
不
思
議
に
思
う
。
そ
乙
で

「
胸
に
な
む
据
へ

た
り
け
る
」
と

の
ぞ
き
見
を
し
て
い
る
と
、
妻
が
金
椀
に
水
を
入
れ
て
い
る
。

い
う
具
合
に
、

「
な
む
l
|
け
る
」
に
よ
る
強
調
は
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

一
四
九
段
の

「な
む
|
|
け
る
」
に
は

一
方
で
は
本
来

の
語
り
口
調
と
し
て
の
あ
り
方
を
生
か
し
て
、
話
の
途
中
に
説
明
を
放
り
込
む
時
に
用
い

る
場
合
と
、

一
方
で
は
も
は
や
文
章
語
と
し
て
、
単
に
こ
と
が
ら
を
強
調
す
る
場
合
と
、

二
通
り
の
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
乙
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
前
章
で
述
べ

た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
乙
の
段
の
文
章
が
、
語
り
の
性
質
を
残
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
利

用
し
な
が
ら
も
、
読
む
文
章
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
現
れ
と
思
わ
れ
る
。

五、

次
に
文
末
語
に
つ
い

て
。
そ
の
前
に
ま
ず
、

乙
の
段
の
構
成
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
。

一
般
に
、

「
大
和
物
語
」

の
一
四
九
段
は
、

「風
吹
け
ば
」
の
歌
を
中
心
と
す
る
前
半
部

側

二
部
か
ら
成
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か

と
後
日
謹
の
後
半
部
の
、

し
と
れ
は

「
伊
勢
物
語
」
の
二
三
段
が
、
山
「
筒
井
筒
」
の
歌
を
中
心
と
す
る
幼
時
の

恋
の
部
分
、

ω
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
の
部
分、

間
後
日
護
の
部
分
の
、

三
部
か
ら
成
る
こ

と
を
基
準
に
し
、

「
古
今
集
」
な
ど
と
の
関
係
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

い
ま
一
且
そ
れ
ら
と
切
り
離
し
て
一
四
九
段
だ
け
を
読
め
ば
、
と
の
段
は
三
部
繕
成
に
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
大
和
物
語
」

新
し
い
妻
の
も
と
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た
の
に
も
と
の
妻
の
態
度
が
少
し

9
u
 

も
変
わ
ら
ず、

男
が
そ
れ
を
不
信
に
思
う
部
分
「
昔
大
和
の
国
葛
城
の
郡
に

-
(
1行
自
)
」

)
 

仏

U(
 

委
は
浮
気
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
男
が
、
あ
る
日
妻
の
本
当

の
気
持
ち
を
知
る
部
分
「
さ
て
い
で
て
い
く
と
み
え
て
:
:
;
(ω
行
目
)
」

刷
新
し
い
女
の
所
へ
行
つ
て
の
ぞ
き
見
を
し
、
す
っ
か
り
幻
滅
し
て
し
ま
う

部
分
「
か
く
て
月
日
お
ほ
く
経
て
:
:
:
(
沼
行
目
)
」

の
三
部
で
あ
る
。

山
川
の
切
れ
目
は
、
従
来
の
二
部
構
成
の
考
え
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
問
題
な
い

と
し
て
、
山
間
と
刷
と
の
切
れ
目
の
と
こ
ろ
に
は
多
少
疑
問
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
初
め
は
態
度
の
変
わ
ら
ぬ
も
と
の
妻
を
「
あ
は
れ
」
と
思
っ

て
い
た
男
が
、
次

第
に
妻
を
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
乙
と
と
、
あ
る
時
妻
の
本
心
を
確
か
め
る
た
め
に
の
ぞ
き

見
を
す
る
場
面
と
の
聞
に
は
、
時
間
的
に
ズ

レ
が
あ
る
。
ま
た
、
表
現
の
上
か
ら
も
、

一寸

-:・:う
ら
む
る
ζ

と
も
あ
り
な
ん
な
ど
、

心
の
う
ち
に
お
も
ひ
け
り
」
と
「
さ
て
い
で
て

い
く
と
み
え
て
:::」

の
聞
に
は
断
絶
、

あ
る
い
は
飛
躍
が
あ
る
。

こ
の
話
を
読
む
時
、

我
々
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
そ
れ
を
補
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が、

ζ

乙
に
は
諮
問

通
な
ら
ば
、

「
そ
乙
で
妻
が
自
分
を
裏
切
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
確
か
め
よ
う
と
恩
っ
て
、

あ
る
日
の
ぞ
き
見
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
て
:
:
:
」
と
い
う
よ
う
な
乙
と
ば
が
あ
っ
て

い
い
と
乙
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
浬
由
で
、

一
四
九
段
は
、
内
容
の
上
で

部
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
ζ

と
は
、
各
文
末
表
現
の
上
に
も

確
実
に
反
映
し
て
い
る
。

一
四
九
段
、

二
二
文
の
文
末
語
を
並
べ
る
と、

次
の
よ
う
に
な
る
。

一
四
九
段
の
文
章

十
七



伊

佐

(c) (b) (a) 

(
け
る
)
、
け
り
、
け
り
、

(
け
る
)
、
け
り
、

け
り
、
な
り
、
け
り
、

を
り

ぬ

(
け
る
)
、
け
る
、
み
つ
、

っ
、
入
る
、

け
る
、
け
り
、

け
り
、
け
り
、
け
り
、

け
り
、
け
り
、

(
)
に
入
れ
た
の
は

「な
む
|
|
け
る
」

の
章
で
述
べ
た
解
説
の
文
の
文
末
で
あ
る
。

乙
れ
は
余
計
な
放
り
込
み
の
文
と
考
え
て
、

い
ま
そ
れ
を
除
い
て
み
る
と
、
内
容
か
ら
み

た
三
部
構
成
に
合
わ
せ
て
、
各
文
末
語
も
あ
る
型
を
侍
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
末

音
の
み
に
注
目
し
て
み
る
と
、
同
の
部
分
と
向
の
第
一
文
、
山
川
の
最
終
文
と
川
部
分
の
イ

音
に
は
さ
ま
れ
る
形
で
、
山
川
の
中
心
部
分
に
ウ
音
が
並
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
末
音

が
、
ィ
音

|
l
ウ
音
|
|
イ
音
と
、
は
っ
き
り
三
部
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
:
:
:
け
り
。
;
:
:
け
り
。
:
:
:
け
り
。
:
:
:
」
と
、
イ
音
の
文
末
を
連
ね
て
淡
々
と

進
め
ら
れ
る
話
の
中
に
あ
っ
て
、

最
も
高
湯
す
る
場
-白
に
、
動
詞
の
現
在
形
(
み
る
・
入

る
)
や
、
係
り
結
び
に
よ
る
連
体
形
(
け
る
)
、

「
つ
・
ぬ
」
と
い
っ
た
、

ウ
音
で
終
わ

る
語
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
筆
者
が
意
図
的
に
文
末
を
こ
の
よ
う

に
そ
ろ
え
た
の
か
ど
う
か
は
、
ま
た
、
別
の
問
題
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
、

ζ

・
つ
い
っ
た

文
末
表
現
が
物
語
の
起
伏
を
明
確
に
し
、
盛
り
上
が
り
を
助
長
し
て
い
る
乙
と
は
間
違
い

な
い
。
傍
成
に
の
っ
と
っ
た
文
末
用
語
の
使
用
状
況
は
、
語
り
こ
と
ば
と
い
う
よ
り
は
書

き
こ
と
ば
と
し
て
の
工
夫
の
現
れ
と
言
え
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
大
和
物
語
」
の
文
末
用
語
に
つ
い
て
は

「
け
り
」
と
「
け
り
」
以
外
の
語
と
い
う

観
点
か
ら
、
小
林
岩
彦
氏
が
、

「
け
り
」
以
外
の
文
末
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

他
に
比
べ
て
長
文
の
、
変
化
や
調
子
の
盛
り
上
が
り
の
あ
る
、
説
話
と
し
て
お
も
し
ろ
い

向

M

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
か
っ
ち
り
と
バ
タ

章
段
で
、
文
章
と
し
て
も
す
ぐ
れ
て
い
る
、

ー
ン
化
さ
れ
た
文
末
語
の
使
用
状
況
と
、

そ
の
効
果
と
い
う
点
で

一
四
九
段
は
ひ
と
つ l.u 

潤

子

十
;¥ 

の
典
型
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

....1ー-J、、、

以
上

「
大
和
物
語
」

一
四
九
段
の
文
章
は
、
従
来

一
四
九
段
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
歌
語
り
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
文
字
で
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
む
し
ろ
書
き

乙
と
ば
の
方
に
傾
い
た
性
絡
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
必
ず
し
も
正
確
に
文
脈
に
合

っ
た
も
の
で
は
な
い
文
連
接
の
仕
方
や
、
語
り
口
調
の
語
句
と
い
わ
れ
る
「
な
む

|

lけ

る
」
が
そ
れ
よ
り
一
歩
進
ん
だ
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
乙
と
な
ど
か
ら
、

そ
れ
は
う
か

が
え
る
。
そ
し
て
、
内
容
に
応
じ
た
三
部
構
成
で
文
末
表
現
に
特
徴
が
あ
り
、
阪
倉
篤
義

ω
 

氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
会
話
文
や
心
中
言
を
多
く
用
い
る
ζ

と
に
よ
っ
て
物
語
的
色
合

を
強
め
、
起
伏
の
は
っ
き
り
し
た
読
ま
せ
る
文
章
と
し
て
の
工
夫
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

フ。。
こ
れ
を
敷
街
す
れ
ば
、
高
橋
正
治
氏
の
言
わ
れ
る
、

「
物
語
の
場
で
語
ら
れ
て
ゐ
た
や

う
な
材
料
を
歌
語
り
の
経
験
の
あ
る
人
が
、
語
っ
た
時
の
方
法
を
生
か
し
な
が
ら
、
文
字

「
正
に
歌
語
り
か
ら
、
文
字
文

ω
 

芸
に
移
る
過
渡
的
な
様
相
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
た
作
品
」
で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
の

に
V

守
し
て
い
っ
た
」
も
の
で
あ
り
、

「
大
和
物
語
」
は
、

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
過
渡
的
な
様
相
」
と
は
言
っ
て
も

一
様
で
は
な
く
、

お
そ
ら
く

章
段
ご
と
に
異
っ
た
姿
を
呈
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
ζ

と
は
予
怨
さ
れ
、

一
四
九
段
の
場
合

も
、
そ
の
ひ
と
つ
の
姿
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
υ

他
の
章
段
に
つ
い
て
は
、

ま
た
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、

こ
乙
で
取
り
上
げ
た
、
文
連
接
の
仕
方
、

「
な
む

!
l
け
る
」
、
文
末
語
な
ど
の
問
題
は



あ
る
章
段
が

「歌
語
り
か
ら
文
字
文
芸
」
に
至
る
段
階
の
ど
乙
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る

か
を
判
断
す
る
た
め
の
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

伊
-の
'』
、

ふ

I
JI

ζ

れ
ら
の
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
ら
自
体
に
も
、
い
く
つ
か
の
問

題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
文
末
語
に
関
し
て
、
前
記
小
林
氏
の
ほ
か
、
梅

原
恭
則
氏
も
、

「
伊
勢
物
語
」
に

「
『
け
り
』

K
代
表
さ
れ
る
物
語
の
叙
述
の
部
分
と
、

そ
の
ほ
か
の
語
に
よ
る
事
件
描
写
の
部
分
と
の
二
重
構
造
|
|
あ
る
い
は
、
そ
の
上
に
和

歌
を
認
め
て
三
重

重

ー

が

認
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
側
、
乙
う

い
っ
た
矯
造
、
表
現
万
法
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
い
っ
た
ζ

と
は
、
興
味
あ
る
問
題
で

あ
る
。
が
、
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ

九
八
三

・
八
・

二
九
稿
)

注

山
桜
井
祐
三
、
「
大
和
物
語
の
文
章
と
構
想
」
(
解
釈
と
鑑
貰

昭一

三
・
四
)

ω
渡
辺
実
、
「
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
の
文
体
」
(
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
5
・

『
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』
、
角
川
書
底
、
昭
五
O
)

問問

会
話
度
を
扱
っ
た
阪
倉
篤
義
、
「
物
語
の
文
章
l
会
話
文
に
よ
る
考
察
」

(
京
都
大
学
教
養
部
、
人
文
6
、
昭
三
四
)
、

時
を
表
す
語
を
扱
っ
た
松
尾

拾
、
「
大
和
物
語
文
体
試
論
」
(
日
本
大
学
国
語
国
文
学
会
、
語
文
M
、
昭

四
一
)
ほ
か
。

凶
糸
井
通
浩
、
「
初
期
物
語
の
文
章
二・

三
の
問
題
l
「
語
り
」
の
志
向
す

る
も
の
」
(
古
代
文
学
研
究
4
、
昭
五
四
)

間

清
水
好
子
、

「物
語
の
文
体
」
(
国
語
国
文
、
昭
二
四
・
九
)

同
片
桐
洋
一
、
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
5
・
『
伊
勢
物
語

・
大
和
物
語
」

角

「
大
和
物
語
」

川
書
庖
、
昭
五

O
)

m
柿
本
奨
、
「
事
実
と
物
語
!
大
和
物
語
の
記
述
L

五
二

・
十
二
)

間
前
掲
(
注
3
)
論
文

間

阿

部
俊
子
、

『
歌
物
語
と
そ
の
周
辺
』

(
風
間
書
房
、
昭
四
四
)

岡

山

口
仲
美
、
「
平
安
朝
文
章
史
研
究
の

一
視
点
|
文
連
接
法
を
め
ぐ
っ
て
」

(
国
語
学
錦、

昭
四
九
)
な
お
、
文
連
接
に
つ
い
て
は
、
岡
村
和
江
、

「仮

名
文
」

(岩
波
講
座
日
本
語
叩
『
文
体
』、

昭
五
二
)
も
参
照
さ
れ
た
い
。

凶

乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の

「な
む
|
け
る
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る。

間

「大
和
物
語
」
の
「
か
く
て
」
に
つ
い
て
は
、

大
杢
忠
美
子
、

「大
和
物
語
に

お
け
る

『
か
く
て
』

の
考
察
」

(
二
松
学
舎
大
学
、
人
文
論
叢
9
、
昭
五

一
)、

前
掲
(
注
4
)
糸
井
氏
論
文
な
ど
に
言
及
が
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

日

井
手
至
、
「
文
脈
指
示
語
と
文
章
」

(
国
語
国
文
、
昭
二
七

・
九
)

凶
神
谷
か
を
る
、

「物
語
文
章
史
ん
揖
示
語
」

(大
阪
大
学
、
語
文
相初、

昭
五
六
)

間

宮
坂

(
岡
村
)
和
江
、
「
係
結
の
表
現
価
値
」
(
国
語
と
国
文
学
、
昭
二

七
・
二
)

畑山

阪
倉
篤
義
、
「
歌
物
語
の
文
章
i
『な
む
』
の
係
り
結
び
を
め
ぐ
っ
て
」

(
国
語
同
国
文
、
昭
二
八

・
六
)

間

小

林

山石彦
、

「伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
の
文
休し

(中
京
大
学
文
学
部
紀

安
4
の
l
、
昭
四
四
)

側
片
桐
洋
一

、
前
掲

(注
6
)
論
文

叩

柿

本
奨
、
前
掲
(注
7
)
論
文
、
大
岡
信
、
「

『
伊
勢
』
と
『
大
和
』
ひ

と
つ
の
読
み
方
」
(国
文
学
、
昭
五
四
・
一
)
な
ど
。

側

『
日
本
古
典
文
学
大
系
、
大
和
物
語
』
補
注

一三
六
ほ
か
。

削
小
林
岩
彦
、
前
掲
(
注
げ
)
論
文

間
前
掲
(
注
3
)
論
文

岡

高
橋
正
治
、
「
大
和
物
語
の
位
相
」

(国
語
と
国
文
学
、
昭
=
二

・
九
)

凶

梅
原
恭
則
、
「
伊
勢
物
語
の
文
章
に
つ
い
て
、
そ
の
続
き

(
一
)
」

(
東
洋
日
の
6
、
昭
五
一
)

(国
語
と
国
文
学
、
昭

一
四
九
段
の
文
章

十
九


