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復
活
す
る
昔
男
-
伊
勢
物
語
四
九
～
七
六
段
に
見
る
ニ
度
の
〈
再
生
〉
-

序

伊
勢
物
語
を
今
あ
る
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
読
も
う
と
思
う
。
成
立
論
の
頼
り
な
さ
と
不
毛
さ

は
既
に
証
明
し
た
し
(
注
1
)
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
も
な
い
。
現
前
の
伊
勢
物
語
を
ど
う
読
め

る
か
。
我
々
に
残
さ
れ
た
視
座
は
も
う
こ
れ
以
外
に
な
い
。

私
は
、
伊
勢
物
語
の
群
小
章
段
を
主
要
章
段
と
分
け
隔
て
な
く
読
ん
で
き
た
。
一
段
か
ら
四

八
段
ま
で
の
読
み
を
、
三
本
の
論
文
で
展
開
し
て
き
た
(
注
2
)
。
今
回
は
四
九
段
か
ら
七
六
段

を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
群
小
章
段
が
多
く
、
一
見
す
る
と
つ
ま
ら
な
さ
そ
う
な
部

分
だ
が
、
私
の
読
み
は
章
段
ど
う
し
の
繋
が
り
=
相
補
的
関
係
の
な
か
か
ら
新
た
な
意
味
を
見

出
し
て
い
く
読
み
だ
。
従
来
な
か
っ
た
よ
う
な
読
み
の
深
化
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

単
独
で
見
た
場
合
に
は
群
小
章
段
で
も
、
配
列
の
な
か
に
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
を
証
明
し
、
相

補
論
の
楽
し
さ
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
こ
の
論
文
も
含
め
た
配
列
順
相
補
的
解
釈
シ
リ
ー
ズ
の

目
的
な
の
だ
。

四
九
段
~
七
六
段
は
、
大
き
く
わ
け
て
、
四
九
~
五
七
段
・
五
八
~
六
三
段
・
六
四
~
七
六

段
に
三
分
さ
れ
る
。
は
じ
め
の
四
九
～
五
七
段
は
、
言
葉
遊
び
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
用
例
集
の
よ

う
な
章
段
群
で
、
物
語
世
界
に
影
響
す
る
よ
う
な
内
容
は
特
に
な
い
。
と
ば
し
て
し
ま
っ
て
も

か
ま
わ
な
い
く
ら
い
な
の
だ
か
、
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
で
空
白
を
つ
く
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の

で
、
ご
く
簡
単
に
お
さ
え
て
お
く
。
つ
づ
く
五
八
上
八
三
段
は
、
仕
切
り
直
し
的
な
意
味
を
も

つ
、
節
目
と
な
る
よ
う
な
章
段
群
。
五
九
段
で
昔
男
は
一
旦
死
に
、
復
活
し
て
ミ
ヤ
ビ
の
モ
ラ

ル
と
イ
ロ
ゴ
ノ
ミ
の
権
威
を
と
り
戻
す
。
最
後
の
六
四
～
七
六
段
は
、
冒
頭
の
六
四
段
と
末
尾

の
七
六
段
が
六
五
～
七
五
段
を
は
さ
む
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
は
さ
ま
れ
た
六
五
～
七
五
段
で

は
ま
だ
権
威
に
な
り
き
っ
て
い
な
い
頃
の
若
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
実
際
、
昔
男
は
六
五
段
で

若
返
っ
て
い
る
し
、
末
尾
の
七
六
段
に
は
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
か
ら
元
の
時
間
に
戻
る
よ
う
な
雰

囲
気
が
あ
る
。
副
題
に
掲
げ
た
「
二
度
の
〈
再
生
〉
」
と
は
、
一
度
目
の
〈
再
生
〉
が
五
八
~
六
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三
段
の
仕
切
り
直
し
、
二
度
目
の
〈
再
生
〉
が
六
四
~
七
六
段
の
若
返
り
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ニ

レ
ト
リ
ッ
ク
用
例
集

ま
ず
、
四
九
一
五
七
段
と
そ
の
前
の
章
段
群
と
の
繋
が
り
を
見
て
お
こ
う
。

前
稿
で
は
、
昔
男
が
一
旦
死
ぬ
五
九
段
に
ま
で
先
回
り
し
て
、

三
八
~
四
八
段
に
は
、
〈
連
帯
〉
に
安
息
し
、
〈
孤
高
〉
か
ら
脱
却
す
る
優
し
い
昔
男
の
姿

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昔
男
は
、
そ
の
過
剰
な
ま
で
の
優
し
さ
を
五
九
段
以
降
ま
で
ひ
き

ず
ら
な
い
。
一
度
死
ぬ
こ
と
で
甘
さ
を
拭
い
落
と
し
、
〈
孤
高
〉
の
昔
男
へ
と
回
帰
し
て
い

と
述
べ
た
。
四
八
段
以
前
に
は
優
し
さ
が
描
か
れ
、
五
八
~
五
九
段
あ
た
り
か
ら
は
本
来
の
姿

に
戻
る
。

で
は
、
四
九
~
五
七
段
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
四
八
段
以
前
の
優
し
さ
を
引
き
ず
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
気
の
抜
け
た
雰
囲
気
は
引
き
ず
っ
て
い
る
。
シ
リ
ア
ス
な
物
語
世
界
か
ら
は

一
旦
離
れ
、
直
後
の
五
九
段
の
仕
切
り
直
し
に
頼
る
か
の
よ
う
に
、
軽
い
章
段
が
連
な
る
。
歌

物
語
の
伊
勢
物
語
で
は
、
各
章
段
に
必
ず
歌
が
あ
る
。
歌
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
が
あ
る
。
特
に
古

今
時
代
の
歌
に
は
、
ま
る
で
子
供
の
謎
々
の
よ
う
な
理
屈
で
か
た
め
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
が
多

い
。
そ
う
い
う
類
の
歌
を
集
め
た
の
が
四
九
~
五
七
段
だ
。
読
者
は
子
供
の
謎
々
に
つ
き
あ
わ

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
休
止
、
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

四
九
段
は
、
言
葉
遊
び
を
宣
言
す
る
章
段
。

昔
、
男
、
妹
の
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
る
を
見
を
り
て
、

う
ら
若
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
結
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ

と
き
こ
え
け
り
。
返
し
、

初
草
の
な
ど
め
づ
ら
し
き
言
の
葉
ぞ
う
ら
な
く
も
の
を
思
ひ
け
る
か
な

男
の
贈
歌
は
、
「
ね
」
に
「
根
」
と
「
寝
」
を
、
「
結
ば
む
」
に
「
草
を
結
ぶ
」
と
「
契
り
を
結

ぶ
」
を
掛
け
た
技
巧
的
な
歌
で
、
異
母
妹
=
「
若
草
」
を
女
と
し
て
見
る
と
い
う
変
わ
っ
た
内

一
一
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容
の
歌
だ
。
女
の
返
歌
に
も
、
「
初
草
」
-
「
葉
」
1
「
う
ら
」
と
い
っ
た
言
葉
に
技
巧
が
凝
ら
さ

れ
て
い
る
。
知
の
贈
答
、
と
言
っ
て
い
い
。
内
容
は
こ
の
際
問
題
外
だ
。
実
際
、
そ
の
後
は
描

か
れ
な
い
。
眼
目
は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
あ
る
。

つ
づ
く
五
〇
段
は
、
あ
り
そ
う
に
な
い
こ
と
や
で
き
そ
う
に
な
い
こ
と
を
讐
え
に
用
い
、
男

女
が
「
あ
だ
く
ら
べ
」
を
す
る
話
。
五
首
に
わ
た
っ
て
同
種
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
っ
づ
く
。
レ
ト

リ
ッ
ク
ば
か
り
に
力
が
注
が
れ
、
内
容
は
二
の
次
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。

五
一
～
五
七
段
に
は
、
非
常
に
短
い
章
段
ば
か
り
が
連
な
る
。
歌
は
ど
れ
も
一
首
の
み
。
地

の
文
の
行
数
は
、
『
集
成
』
で
言
う
と
、
歌
前
部
一
行
が
五
章
段
、
二
行
が
二
章
段
。
歌
後
部
が

あ
る
の
は
、
「
と
て
、
維
子
を
な
む
や
り
け
る
」
の
五
二
段
し
か
な
い
。
伊
勢
物
語
の
な
か
で
も

と
り
わ
け
短
い
章
段
が
集
ま
っ
て
い
る
箇
所
だ
。
た
と
え
ば
前
々
稿
「
イ
ロ
ゴ
ノ
ミ
と
し
て
成

長
す
る
昔
男
1
伊
勢
物
語
二
I
上
二
七
段
に
見
る
積
層
構
造
-
」
で
と
り
あ
つ
か
っ
た
二
一

圭
二
七
段
の
な
か
に
も
二
五
圭
二
七
段
の
よ
う
な
短
小
章
段
の
集
合
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
よ

り
極
端
に
短
く
、
内
容
の
連
続
性
も
読
み
と
り
に
く
い
。
二
五
上
二
七
段
は
、
一
つ
一
つ
は
短

い
な
が
ら
も
、
相
補
的
に
繋
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ロ
ゴ
ノ
ミ
と
し
て
成
長
し
て
い
く
昔
男
像
を

読
み
と
り
得
た
。
他
に
繋
が
っ
て
い
く
内
容
の
連
続
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
五
一
~
五
七
段

は
や
や
異
な
る
。
ご
く
ご
く
簡
単
な
説
明
が
あ
っ
て
、
昔
男
の
歌
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
た
め
、
内
容
的
な
重
み
が
な
く
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
技
巧
ば
か
り
が
印
象
に
残
る
。
積

極
的
に
連
続
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
気
に
は
な
れ
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
、
片
想
い
を
嘆
く
五
四

～
五
七
段
く
ら
い
は
、
片
恋
の
苦
し
さ
ゆ
え
に
隠
棲
し
た
と
読
め
ば
、
長
岡
隠
棲
の
五
八
段
・

東
山
移
住
願
望
の
五
九
段
に
繋
が
ら
な
く
も
な
い
が
、
そ
の
五
四
~
五
七
段
で
す
ら
、
「
あ
だ
く

ら
べ
」
の
五
〇
段
同
様
、
切
実
さ
は
あ
ま
り
伝
わ
っ
て
こ
な
い
(
言
葉
遊
び
章
段
の
後
に
く
る

配
列
も
、
軽
さ
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
)
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
ら
あ
た
り
は
、
歌
の
表
現

の
妙
を
主
に
見
て
お
け
ば
い
い
だ
ろ
う
。

四
九
~
五
七
段
は
、
後
に
つ
づ
く
復
活
章
段
群
の
仕
切
り
直
し
を
あ
て
に
し
た
小
休
止
、
と

読
ん
で
お
こ
う
。

三

一
度
目
の
〈
再
生
〉

こ
こ
か
ら
本
題
に
入
る
。

五
八
段
に
入
り
、
昔
男
は
襟
を
正
す
。
長
さ
も
、
こ
の
段
か
ら
は
平
均
的
な
長
さ
に
戻
る
。

内
容
は
、
長
岡
で
風
流
に
暮
ら
す
昔
男
の
家
に
不
作
法
な
女
た
ち
が
あ
が
り
こ
み
、
昔
男
を
辞

易
さ
せ
る
と
い
う
も
の
。
風
流
/
不
作
法
と
い
う
対
立
が
あ
る
。
昔
男
は
「
心
つ
き
て
色
好
み

な
る
男
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
女
た
ち
か
ら
も
「
す
き
者
」
と
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ロ

ゴ
ノ
ミ
と
し
て
の
地
位
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ヤ
ビ
と
か
イ
ロ
ゴ
ノ
ミ
と
い
っ
た
概
念
は
伊

こ
I

勢
物
語
本
来
の
価
値
観
だ
。
五
八
段
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
久
々
に
高
ら
か
と
喧
伝
さ
れ
て
い

実
は
、
五
八
~
六
三
段
の
う
ち
、
五
九
段
を
除
く
四
章
段
で
は
、
い
ず
れ
も
昔
男
に
絶
対
的

価
値
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
六
〇
～
六
三
段
の
相
補
的
解
釈
は
、
既
に
「
伊
勢
物
語
の
相
補
的

解
釈
-
そ
の
序
説
と
し
て
の
試
論
-
」
(
注
3
)
に
お
い
て
論
じ
た
。
六
〇
・
六
二
段
に
お
け
る

昔
男
は
、
ミ
ヤ
ビ
を
捨
て
て
都
落
ち
し
た
元
の
妻
に
制
裁
を
加
え
る
。
ミ
ヤ
ビ
の
具
現
者
と
し

て
、
ミ
ヤ
ビ
の
〈
モ
ラ
ル
〉
破
戒
者
を
否
定
す
る
(
注
4
)
。
六
一
段
で
は
、
は
る
か
筑
紫
に
お

い
て
も
「
色
好
む
と
い
ふ
す
き
者
」
と
噂
さ
れ
、
六
三
段
で
は
、
見
ず
知
ら
ず
の
九
十
九
髪
の

老
女
に
ま
で
憧
れ
ら
れ
る
有
名
人
に
な
っ
て
い
る
。
六
〇
エ
八
二
段
の
制
裁
を
正
当
化
す
る
か

の
よ
う
に
、
昔
男
の
絶
対
的
価
値
が
顕
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

前
稿
「
〈
連
帯
〉
に
安
息
す
る
昔
男
-
伊
勢
物
語
三
八
~
四
八
段
に
見
る
〈
孤
高
〉
か
ら
の
脱

却
―
」
で
と
り
あ
げ
た
三
八
~
四
八
段
あ
た
り
か
ら
、
昔
男
は
優
男
化
し
て
い
る
。
私
は
、
こ

れ
を
、
「
一
上
二
七
段
の
反
動
」
と
読
み
、
「
行
き
つ
戻
り
つ
の
人
生
を
具
現
し
て
い
る
」
と
も

述
べ
た
。
そ
し
て
。

つ
づ
く
五
九
段
の
再
生
と
六
〇
・
六
二
段
の
制
裁
も
、
三
八
一
四
八
段
の
反
動
と
読
め
ば

い
い
。

と
予
告
し
て
お
い
た
。
一
度
目
の
〈
再
生
〉
五
八
~
六
三
段
は
、
三
八
段
以
来
の
長
い
安
息
か

ら
の
覚
醒
と
読
め
る
。
絶
対
的
価
値
を
付
与
す
る
た
め
に
費
や
さ
れ
る
四
章
段
の
質
量
は
、
そ

れ
ま
で
の
眠
り
の
深
さ
・
長
さ
に
比
例
し
て
い
る
。
眠
り
が
深
く
長
い
ほ
ど
、
本
来
的
価
値
観

を
再
認
識
さ
せ
る
た
め
に
は
、
明
解
な
章
段
を
一
定
量
用
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
読
ん

で
お
こ
う
。

一
旦
殺
し
て
リ
セ
ッ
ト
す
る
の
も
有
効
な
方
法
だ
ろ
う
。

五
九
段
の
本
文
を
示
す
。

昔
、
男
、
京
を
い
か
が
思
ひ
け
む
、
東
山
に
住
ま
む
と
思
ひ
入
り
て
。

住
み
わ
び
ぬ
今
は
か
ぎ
り
と
山
里
に
身
を
隠
す
べ
き
宿
求
め
て
む

か
く
て
、
も
の
い
た
く
病
み
て
、
死
に
入
り
た
り
け
れ
ば
、
面
に
水
そ
そ
ぎ
な
ど
し
て
い

き
出
で
て
。

わ
が
う
へ
に
露
ぞ
お
く
な
る
天
の
河
門
わ
た
る
舟
の
擢
の
雫
か

と
い
ひ
け
る
に
ぞ
、
思
ひ
出
で
て
、
尼
に
な
り
て
、
山
に
入
り
て
ぞ
あ
り
け
る
。

こ
の
死
、
大
局
的
に
俯
瞰
す
れ
ば
、
三
八
段
以
降
の
甘
さ
を
払
拭
す
る
仕
切
り
直
し
と
読
め

る
の
だ
が
、
直
前
の
五
八
段
か
ら
の
章
段
群
内
の
細
部
の
繋
が
り
も
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
思

え
ば
、
五
八
段
に
お
け
る
昔
男
は
、
昔
男
ら
し
く
な
か
っ
た
。
一
言
で
言
え
ば
、
「
逃
げ
隠
れ
す

る
昔
男
」
と
で
も
言
お
う
か
。
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復活する昔男一伊勢物語四九~七六段に見る二度の〈再生〉一

こ
と
も
な
き
女
ど
も
の
、
田
舎
な
り
け
れ
ば
田
刈
ら
む
と
て
、
こ
の
男
の
あ
る
を
見
て
。

「
い
み
じ
の
す
き
者
の
し
わ
ざ
や
」
と
て
集
ま
り
て
入
り
来
け
れ
ば
、
こ
の
男
、
逃
げ
て

奥
に
隠
れ
に
け
れ
ば

と
あ
る
。
「
逃
げ
て
奥
に
隠
れ
」
る
と
い
う
行
為
は
、
長
岡
隠
棲
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
長
岡
に

隠
れ
、
さ
ら
に
家
の
奥
に
隠
れ
る
。
女
た
ち
を
鄭
楡
す
る
歌
は
詠
む
も
の
の
、
優
男
の
印
象
が

強
い
。
五
八
段
は
、
〈
再
生
〉
の
は
し
ま
り
で
は
あ
っ
て
も
、
本
格
的
に
は
〈
再
生
〉
し
て
い
な

い
。
つ
づ
く
五
九
段
の
冒
頭
に
も
隠
棲
志
向
は
示
さ
れ
る
。
隠
棲
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
流
れ

が
あ
る
。
五
九
段
の
突
然
死
は
、
そ
の
流
れ
を
も
遮
断
す
る
。
隠
棲
な
ど
ま
だ
ま
だ
早
い
、
と

止
め
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

ち
な
み
に
、
五
九
段
「
京
を
い
か
が
思
ひ
け
む
、
東
山
に
住
ま
む
と
思
ひ
入
り
て
」
は
、
東

下
り
を
思
い
出
さ
せ
る
。
七
段
「
京
に
あ
り
わ
び
て
東
に
い
き
け
る
に
」
、
八
段
「
京
や
住
み
憂

か
り
け
む
、
東
の
か
た
に
ゆ
き
て
住
み
所
求
め
む
と
て
」
、
九
段
「
身
を
要
な
き
も
の
に
思
ひ
な

し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
東
の
か
た
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
、
と
て
ゆ
き
け
り
」
。
よ
く
似
て
い

る
。
「
東
山
」
と
「
東
」
も
一
字
の
ち
が
い
で
、
と
も
に
東
の
方
角
だ
。
住
も
う
と
し
た
地
に
落

ち
着
け
な
い
点
も
同
じ
。
東
下
り
し
た
昔
男
は
、
自
己
の
ミ
ヤ
ビ
至
上
主
義
を
確
認
し
て
帰
京
。

東
国
が
安
住
の
地
で
な
い
こ
と
を
悟
る
。
伊
勢
物
語
は
、
昔
男
の
東
国
安
住
を
許
さ
な
い
。
同

様
に
、
東
山
隠
棲
も
許
さ
な
い
。
戦
線
離
脱
を
許
さ
な
い
場
面
が
、
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る

の
だ
。

さ
て
、
本
格
的
に
〈
再
生
〉
し
た
昔
男
は
実
に
パ
ワ
フ
ル
だ
。
方
角
は
、
東
と
正
反
対
の
西

(
九
州
方
面
)
に
な
る
。
東
国
や
東
山
が
逃
避
を
意
味
す
る
な
ら
、
西
は
征
伐
を
意
味
す
る
。

弱
さ
と
強
さ
。
迷
い
と
信
念
。
方
角
の
対
照
性
は
、
そ
う
し
た
対
照
性
を
も
象
徴
し
て
い
る
か

の
よ
う
だ
。
六
〇
エ
八
二
段
で
は
、
都
落
ち
し
た
元
の
妻
を
わ
ざ
わ
ざ
捜
し
出
し
て
制
裁
を
加

え
て
い
る
。
も
は
や
「
逃
げ
隠
れ
す
る
昔
男
」
で
は
な
い
。
そ
の
逆
で
、
都
か
ら
の
ミ
ヤ
ビ
の

具
現
者
と
し
て
、
ミ
ヤ
ビ
の
〈
モ
ラ
ル
〉
の
番
人
と
し
て
、
あ
た
か
も
独
裁
者
の
よ
う
に
振
る

舞
う
。
六
〇
エ
八
二
段
に
並
行
す
る
六
万
六
三
段
に
お
い
て
は
、
イ
ロ
ゴ
ノ
ミ
の
ヒ
ー
ロ
ー

と
し
て
振
る
舞
う
。
六
一
段
で
は
、
筑
紫
の
女
に
「
こ
れ
は
色
好
む
と
い
ふ
す
き
者
」
と
言
わ

れ
。

染
川
を
渡
ら
む
人
の
い
か
で
か
は
色
に
な
る
て
ふ
こ
と
の
な
か
ら
む

と
、
開
き
直
り
と
も
と
れ
る
堂
々
た
る
歌
を
返
す
。
五
八
段
で
も
「
い
み
じ
の
す
き
者
の
し
わ

ざ
や
」
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
あ
の
時
は
「
逃
げ
て
奥
に
隠
れ
」
た
。
昔
男
に
逞
し
さ
が
戻
っ

て
き
て
い
る
。
憐
欄
の
情
か
ら
老
女
と
共
寝
を
し
て
や
る
六
三
段
に
至
っ
て
は
、
強
さ
と
か
信

念
と
か
い
っ
た
次
元
を
超
え
て
、
余
裕
の
境
地
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
イ
ロ
ゴ
ノ
ミ
の
代
表
格

と
し
て
有
名
な
存
在
。
老
女
の
小
細
工
に
も
気
づ
か
ぬ
ふ
り
で
接
す
る
。
全
知
的
で
あ
り
、
慈

愛
に
満
ち
て
も
い
る
。
絶
対
的
な
高
み
に
い
る
。
〈
再
生
〉
を
通
り
越
し
〈
完
成
〉
の
域
に
達
し

て
し
ま
っ
た
感
も
あ
る
が
、
昔
男
が
こ
こ
ま
で
復
活
し
て
い
る
点
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

仕
切
り
直
し
と
い
う
意
味
で
は
、
ミ
ヤ
ビ
や
イ
ロ
ゴ
ノ
ミ
や
強
さ
を
印
象
づ
け
る
五
八
上
八

三
段
の
一
度
目
の
〈
再
生
〉
は
成
功
し
て
い
る
。
し
か
も
、
徐
々
に
復
活
し
て
い
く
〈
再
生
〉

の
過
程
を
追
う
こ
と
も
で
き
る
。
隠
棲
志
向
の
優
男
か
ら
強
力
な
絶
対
的
存
在
へ
。
最
後
に
は

余
裕
す
ら
見
せ
る
。
復
活
物
語
と
し
て
十
分
楽
し
め
る
。

四

二
度
目
の
〈
再
生
〉

だ
が
、
何
か
欠
け
て
な
い
だ
ろ
う
か
。
昔
男
は
完
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
悩
み
も
が
く
姿
は

見
ら
れ
な
い
。
一
度
目
の
〈
再
生
〉
は
、
勢
い
を
つ
け
す
ぎ
、
一
気
に
権
威
へ
と
駆
け
上
が
っ

て
し
ま
っ
た
か
に
さ
え
見
え
る
。

そ
れ
を
修
正
し
て
元
の
軌
道
に
戻
す
の
が
、
六
四
~
七
六
段
の
役
割
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
六
四
~
六
五
段
に
お
い
て
二
条
后
物
語
が
甦
る
。
六
五
段
で
は
昔
男
が
殿

上
童
と
し
て
若
返
っ
て
お
り
、
若
か
り
し
頃
の
襖
悩
ま
で
も
甦
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
次
に

く
る
の
は
、
征
伐
の
西
下
り
と
は
ち
が
う
、
憂
い
の
逍
逢
だ
。
逃
避
の
東
下
り
に
近
い
。
伊
勢

物
語
で
は
、
ご
了
六
段
で
二
条
后
物
語
、
つ
づ
く
七
~
一
五
段
で
東
下
り
物
語
、
と
い
う
構
成

に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
再
現
に
も
見
え
る
。
そ
し
て
、
最
終
の
七
六
段
に
お
い
て
時
間
は
〈
語

り
の
今
〉
に
戻
り
、
昔
男
は
「
翁
」
に
な
っ
て
い
る
。
二
条
后
と
過
去
を
懐
か
し
む
大
人
に
な
っ

て
い
る
の
だ
が
、
権
威
で
は
な
い
、
影
の
あ
る
、
渋
味
の
あ
る
昔
男
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
定

位
置
に
戻
っ
て
き
た
よ
う
な
安
心
感
を
私
は
お
ぼ
え
る
。

な
お
、
二
条
后
物
語
か
ら
逍
逡
物
語
へ
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
の
繰
り
返
し
に
つ
い
て
は
、
既
に

深
町
健
一
郎
の
指
摘
が
あ
り
(
注
5
)
、
類
似
の
指
摘
は
深
町
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
。

以
下
に
は
既
に
深
町
に
よ
っ
て
指
摘
済
み
の
類
似
が
多
い
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。
た
だ
、

だ
れ
た
三
八
～
五
七
段
の
反
動
と
し
て
〈
再
生
〉
を
意
味
づ
け
、
そ
の
〈
再
生
〉
に
つ
い
て
も
、

一
度
目
の
と
り
こ
ぼ
し
を
二
度
目
が
カ
バ
ー
す
る
と
解
釈
す
る
と
こ
ろ
に
、
私
の
オ
リ
ジ
す
リ

テ
ィ
ー
が
あ
る
。
屋
上
屋
を
架
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ
り
相
補
的
に

読
も
う
と
し
て
い
る
点
を
理
解
さ
れ
た
い
。

で
は
、
六
四
~
六
五
段
か
ら
見
て
い
こ
う
。

六
四
段
の
本
文
を
示
す
。

昔
、
男
、
み
そ
か
に
語
ら
ふ
わ
ざ
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
い
づ
く
な
り
け
む
、
あ
や
し
さ
に

よ
め
る
。

吹
く
風
に
わ
が
身
を
な
さ
ば
玉
簾
ひ
ま
求
め
つ
つ
入
る
べ
き
も
の
を

返
し
、

一
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と
り
と
め
ぬ
風
に
は
あ
り
と
も
玉
簾
誰
が
許
さ
ば
か
ひ
ま
求
む
べ
き

相
手
の
女
が
入
内
後
の
二
条
后
だ
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
彼
女
は
今
玉
簾
の
内

に
い
る
。
后
と
し
て
昔
男
の
手
の
と
ど
か
な
い
場
所
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
昔
男
が
で
き
る
の

は
、
反
実
仮
想
で
逢
瀬
を
想
像
す
る
く
ら
い
。
女
も
ま
た
駄
目
押
し
的
に
逢
え
な
い
こ
と
を
詠

ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
の
伊
勢
物
語
の
諸
章
段
の
な
か
で
最
も
懊
悩
が
深
か
っ
た
と
言
え
ば
、
三

～
六
段
の
二
条
后
物
語
だ
ろ
う
。
そ
の
物
語
が
時
を
経
て
甦
る
。
時
間
の
経
過
は
二
人
の
隔
絶

を
決
定
的
な
も
の
に
し
、
昔
男
は
何
も
で
き
な
い
。
甦
る
懊
悩
。
つ
い
さ
っ
き
ま
で
権
威
だ
っ

た
昔
男
は
、
今
度
は
后
と
い
う
権
威
の
前
に
何
も
で
き
ず
、
か
つ
て
の
悩
み
も
が
く
昔
男
に
戻

る
。
二
度
目
の
〈
再
生
〉
は
、
当
事
者
的
懊
悩
を
描
く
と
い
う
点
で
、
真
の
〈
再
生
〉
と
言
え

る
。
シ
リ
ア
ス
路
線
が
伊
勢
物
語
の
本
流
な
ら
、
完
全
に
軌
道
に
戻
っ
て
き
た
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。

六
五
段
の
「
殿
上
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
在
原
な
り
け
る
男
の
、
ま
だ
い
と
若
か
り
け
る
」
と
い

う
紹
介
は
、
昔
男
が
殿
上
童
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
が
起
き
て
い

る
の
だ
。
前
段
の
六
四
段
か
ら
登
場
し
て
き
た
二
人
は
回
想
シ
ー
ン
に
入
る
。
こ
こ
で
の
昔
男

は
、
伊
勢
物
語
の
な
か
で
最
も
破
滅
的
だ
。
二
条
后
と
お
ぼ
し
き
女
か
ら
「
い
と
か
た
は
な
り
。

身
も
ほ
ろ
び
な
む
。
か
く
な
せ
そ
」
と
咎
め
ら
れ
る
ほ
ど
に
。
実
際
、
「
身
も
い
た
づ
ら
に
な
り

に
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
」
と
い
う
状
態
に
な
り
、
配
流
の
憂
き
目
に
も
あ
う
。
ち
な
み
に
、
昔
男

の
恋
敵
と
し
て
登
場
す
る
「
帝
」
は
、
実
に
対
照
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
。
至
上
の
地
位
、
厚

い
信
仰
心
。
下
働
き
で
、
仕
事
も
で
た
ら
め
、
仏
神
に
も
見
放
さ
れ
た
昔
男
の
対
極
に
あ
る
。

「
こ
の
帝
は
顔
か
た
ち
良
く
お
は
し
ま
し
て
」
と
い
う
紹
介
も
、
端
正
で
凛
然
と
し
た
ル
ッ
ク

ス
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
昔
男
と
て
美
男
子
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
ち
ら
に
は
デ
カ
ダ

ン
的
ム
ー
ド
が
漂
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
正
と
負
。
光
と
影
。
対
照
化
に
よ
っ
て
、
よ
り
昔
男
の

惨
め
さ
が
際
立
つ
。
権
威
な
ど
も
う
跡
形
も
な
く
消
し
飛
ん
で
い
る
。
懊
悩
の
二
条
后
物
語
を

思
い
出
す
と
な
れ
ば
、
六
四
段
だ
け
で
は
ま
だ
不
十
分
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
六
五
段
は

ど
っ
し
り
と
重
く
、
章
段
自
体
も
長
大
だ
。
若
さ
ゆ
え
の
曲
折
が
十
分
に
看
取
で
き
る
。

六
六
~
六
八
段
は
、
摂
津
・
和
泉
・
河
内
と
い
っ
た
近
郊
の
鄙
の
地
を
親
類
縁
者
と
逍
遥
す

る
話
。
東
下
り
の
八
・
九
段
に
お
い
て
も
、
「
友
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
」
・
「
も
と
よ
り

友
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
」
と
あ
り
、
九
段
で
は
仲
間
の
一
人
が
「
旅
の
心
を
よ
め
」

と
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
い
た
。
人
々
は
、
昔
男
の
歌
に
、
「
み
な
人
乾
飯
の
上
に
涙
落
と
し
て
ほ
と

び
に
け
り
」
と
か
、
「
舟
こ
ぞ
り
て
泣
き
に
け
り
」
と
い
っ
た
反
応
を
示
し
た
。
対
す
る
六
六
・

六
七
段
に
お
い
て
も
、
「
あ
に
お
と
と
友
達
ひ
き
ゐ
て
」
・
「
思
ふ
ど
ち
か
い
つ
ら
ね
て
」
と
あ
り
、

六
八
段
で
は
や
は
り
仲
間
の
一
人
が
「
住
吉
の
浜
と
よ
め
」
と
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
い
る
。
昔
男

の
歌
を
聞
い
た
人
々
は
、
六
六
段
で
は
「
あ
は
れ
が
り
て
人
々
か
へ
り
に
け
り
」
、
六
八
段
で
は

一

四

「
み
な
人
々
よ
ま
ず
な
り
に
け
り
」
と
な
る
。
ど
ち
ら
も
二
条
后
物
語
の
直
後
に
、
似
た
よ
う

な
場
面
が
設
定
さ
れ
い
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
全
体
の
ト
ー
ン
が
近
似
し
て
い
る
。
六
六
一
六

八
段
の
歌
を
あ
げ
る
。

難
波
津
を
け
さ
こ
そ
み
つ
の
浦
ご
と
に
こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み
わ
た
る
舟

き
の
ふ
今
日
雲
の
た
ち
ま
ひ
か
く
ろ
ふ
は
花
の
林
を
憂
し
と
な
り
け
り

雁
鳴
き
て
菊
の
花
さ
く
秋
は
あ
れ
ど
春
の
う
み
べ
に
住
吉
の
浜

「
う
み
=
憂
み
」
二
憂
し
」
'
「
う
み
=
憂
み
」
が
共
通
し
て
い
る
。
薄
暗
い
色
調
だ
。
諦
観
に

も
と
づ
く
憂
情
が
漂
う
。
こ
の
世
を
憂
き
世
と
と
ら
え
る
六
六
段
。
六
六
段
歌
後
「
こ
れ
を
あ

は
れ
が
り
て
、
人
々
か
へ
り
に
け
り
」
と
い
う
の
は
、
詠
者
の
憂
情
が
人
々
に
も
伝
わ
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
六
七
段
の
歌
は
こ
の
世
を
憂
き
世
と
見
る
歌
で
は
な
い
が
、
「
曇
り
み
晴
れ

み
、
た
ち
ゐ
る
雲
や
ま
ず
」
と
い
う
不
順
な
天
候
を
、
雲
が
「
花
の
林
」
を
見
せ
な
い
よ
う
に

意
地
悪
し
て
い
る
と
と
る
。
心
地
よ
い
状
況
で
な
い
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
六
八
段
は
、
春

の
住
吉
の
浜
を
、
憂
き
世
の
な
か
で
は
住
み
よ
い
浜
だ
と
詠
む
。
癒
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
鄙
の
地
で
癒
し
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
寂
し
い
現
状
を
読
み
と
る
べ
き
だ
。
歌
後
の
「
と

よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
々
よ
ま
ず
な
り
に
け
り
」
は
、
六
六
段
同
様
、
詠
者
の
憂
情
の
伝
染

と
読
ん
で
お
き
た
い
。
晴
れ
な
い
、
憂
い
を
含
ん
だ
心
境
で
、
こ
れ
ま
た
東
下
り
の
悲
愁
に
近

い
と
言
え
る
。
東
下
り
を
連
想
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け
る
。
お
も

し
ろ
い
配
列
だ
。
若
さ
ゆ
え
の
当
事
者
的
懊
悩
を
描
く
と
す
れ
ば
、
二
条
后
物
語
か
ら
東
下
り

的
逍
遥
物
語
へ
の
移
行
は
似
つ
か
わ
し
い
。

さ
て
、
伊
勢
物
語
は
、
次
に
メ
ジ
ャ
ー
な
章
段
群
を
迎
え
る
。
六
九
~
七
五
段
の
斎
宮
物
語

だ
。
な
か
で
も
六
九
段
は
、
斎
宮
と
の
密
通
を
描
い
た
章
段
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
言
及
し
た
論
文
も
多
い
。
多
く
の
論
文
は
、
斎
宮
物
語
を
、
禁
じ
ら
れ
た
恋
の
物
語
と
し

て
二
条
后
物
語
と
並
列
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
概
括
的
あ
る
い
は
表
層
的
解
釈
に
異
を
唱
え
た
の
が
、
前
掲
「
伊
勢
物

語
の
相
補
的
解
釈
-
そ
の
序
説
と
し
て
の
試
論
-
」
だ
。
読
み
の
詳
細
に
関
し
て
は
直
接
論
文

を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
大
ま
か
に
言
う
と
、
六
九
段
に
あ
る
「
斎
宮
な
り
け
る
人
の
親
」
と
い

う
情
報
に
注
目
し
、
斎
宮
す
な
わ
ち
紀
静
子
が
、
そ
の
兄
紀
有
常
と
同
じ
く
没
落
紀
氏
の
影
を

纏
っ
て
い
る
と
読
ん
だ
の
だ
。
話
の
筋
に
は
関
係
な
い
母
親
の
登
場
に
意
味
を
も
た
せ
、
紀
有

常
へ
の
友
愛
を
描
く
一
六
段
と
の
相
補
的
関
係
を
説
い
た
。
ま
た
、
伊
勢
も
所
詮
は
田
舎
に
は

か
な
ら
な
い
こ
と
を
七
万
七
五
段
が
補
足
し
て
い
る
と
も
述
べ
、
二
段
の
西
の
京
の
女
や
万

二
〇
・
二
三
段
の
大
和
の
女
と
同
様
の
「
共
感
す
べ
き
人
物
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
、

斎
宮
紀
静
子
と
二
条
后
蘿
原
高
子
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
の
非
を
指
摘
し
た
の
だ
っ
た
。

今
、
こ
の
論
文
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
ヱ
ハ
段
と
の
相
補
的
関
係
を
説
い
て
い
る
点
に
改
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復活する昔男一伊勢物語四九~七六段に見る二度の〈再生〉

め
て
興
味
を
引
か
れ
る
。
と
言
う
の
は
、
三
~
六
段
・
七
~
一
五
段
/
六
四
~
六
五
段
・
六
六

~
六
八
段
の
二
条
后
物
語
―
逍
遥
物
語
の
パ
タ
ー
ン
繰
り
返
し
の
先
に
、
さ
ら
に
、
紀
氏
と
の

共
感
に
も
と
づ
く
連
帯
の
物
語
ま
で
も
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
読
め
る
か
ら
だ
。
パ
タ
ー
ン

繰
り
返
し
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
こ
ら
あ
た
り
ま
で
含
め
て
い
い
よ
う
に
思
う
。
共
感
を
描
く

一
六
段
は
非
常
に
本
質
的
な
重
要
章
段
だ
か
ら
、
対
応
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ぜ
ひ
お
さ
え

て
お
き
た
い
。
六
九
段
に
入
り
、
ま
す
ま
す
伊
勢
物
語
の
本
流
に
戻
っ
て
き
た
よ
う
だ
。

七
五
段
。
こ
の
章
段
は
、
都
の
女
を
伊
勢
に
誘
い
、
断
ら
れ
る
、
と
い
う
内
容
だ
が
、
伊
勢

を
田
舎
と
し
て
印
象
づ
け
る
役
割
の
ほ
か
に
、
舞
台
を
都
に
戻
す
役
割
が
あ
る
。
時
間
の
流
れ

は
六
五
段
の
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
以
来
つ
づ
い
て
い
る
流
れ
に
従
っ
て
い
て
、
ま
だ
〈
語
り
の
今
〉

に
戻
っ
て
は
い
な
い
が
、
ま
ず
は
、
空
間
的
に
伊
勢
か
ら
都
へ
と
戻
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

七
六
段
は
本
文
を
示
す
。

昔
、
二
条
の
后
の
、
ま
だ
東
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
、
氏
神
に
ま
う
で
給
ひ
け
る
に
。

近
衛
府
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
翁
、
人
々
の
禄
た
ま
は
る
つ
い
で
に
、
御
車
よ
り
た
ま
は
り
て
。

よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
。

大
原
や
小
塩
の
山
も
今
日
こ
そ
は
神
代
の
こ
と
も
思
ひ
い
づ
ら
め

と
て
、
心
に
も
か
な
し
と
や
思
ひ
け
む
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
知
ら
ず
か
し
。

こ
こ
で
は
じ
め
て
「
翁
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
、
以
後
た
び
た
び
昔
男
は
「
翁
」
と
し

て
登
場
す
る
。
な
ぜ
「
翁
」
の
初
出
が
七
六
段
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
伊
勢
物
語
は
昔
男
の
一

代
記
的
配
列
を
と
っ
て
い
る
か
ら
、
後
半
に
な
れ
ば
年
を
と
っ
て
「
翁
」
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
七
六
段
自
体
「
神
代
の
こ
と
」
上
一
人
の
過
去
を
回
想
す
る
話
だ
か
ら
、
時
間
の
経
過

を
知
ら
し
め
る
う
え
で
「
翁
」
の
呼
称
は
効
果
的
だ
し
、
「
翁
」
は
言
祝
ぐ
役
割
を
担
う
存
在
で

も
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
も
こ
こ
で
の
「
翁
」
の
呼
称
は
自
然
た
。
が
、
見
逃
し
て
な
ら
な

い
の
は
、
六
四
段
・
六
五
～
七
五
段
・
七
六
段
と
い
う
構
成
の
な
か
で
の
効
果
だ
。
昔
男
は
、

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
若
返
り
、
そ
し
て
、
〈
語
り
の
今
〉
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
の
時
、
昔
男
は

「
翁
」
に
な
っ
て
い
た
。
章
段
群
内
の
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
の
揺
り
戻
し
を
印
象
づ
け
る
際
に
も
、

「
翁
」
の
呼
称
は
有
効
に
機
能
し
て
い
る
の
だ
。

内
容
的
に
は
、
対
を
な
す
六
四
段
に
近
い
状
況
下
で
の
心
境
を
描
い
て
い
る
。
歌
後
の
「
心

に
も
か
な
し
と
や
思
ひ
け
む
」
が
、
昔
男
の
心
境
な
の
だ
ろ
う
。
五
八
～
六
三
段
の
一
度
目
の

〈
再
生
〉
で
は
絶
対
的
権
威
だ
っ
た
昔
男
も
、
さ
す
が
に
相
手
が
二
条
后
と
な
る
と
そ
う
も
い

か
な
い
。
悲
愁
の
昔
男
。
完
全
に
本
流
の
シ
リ
ア
ス
路
線
に
切
り
替
わ
っ
て
い
る
。
一
度
目
の

〈
再
生
〉
の
補
正
も
完
了
し
た
感
が
あ
る
。

五

結

び

昔
男
は
、
試
行
錯
誤
が
好
き
ら
し
い
。
そ
う
私
か
読
ん
で
い
る
だ
け
な
の
だ
が
、
読
め
る
こ

と
は
確
か
だ
し
、
読
み
自
体
も
お
も
し
ろ
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
ス
カ
ス
カ
の
群
小

章
段
を
読
む
の
は
確
か
に
つ
ら
か
っ
た
。
前
回
と
今
回
の
は
じ
め
の
方
は
特
に
。
し
か
し
、
群

小
章
段
を
丹
念
に
読
み
こ
み
、
そ
れ
ら
を
主
要
章
段
と
絡
ま
せ
る
こ
と
で
、
紆
余
曲
折
す
る
昔

男
像
が
浮
か
び
あ
か
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
昔
男
は
連
続
し
て
一
人
の
ま
ま
だ
。
成
立
論
の

よ
う
に
「
第
何
段
階
の
昔
男
」
が
何
人
も
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
の
章
段
の
昔
男
は
い
い
が
、

こ
の
章
段
の
昔
男
は
嫌
い
だ
、
な
ど
と
言
う
こ
と
も
な
い
。
一
人
の
昔
男
が
、
様
々
な
経
験
に

対
応
し
て
生
き
方
を
変
え
、
そ
れ
で
も
結
局
は
本
来
的
な
生
き
か
た
に
収
束
し
て
い
く
。
相
補

論
は
、
成
立
論
的
章
段
差
別
を
捨
て
、
い
か
な
る
章
段
を
も
分
け
隔
て
な
く
関
連
づ
け
る
こ
と

で
、
そ
う
し
た
魅
力
的
な
昔
男
像
を
手
に
入
れ
た
の
だ
っ
た
。

今
回
の
読
み
で
は
、
一
時
期
だ
れ
て
、
再
び
本
来
の
姿
に
戻
っ
て
い
く
昔
男
像
を
読
み
と
っ

た
。
だ
れ
て
、
ま
た
元
に
戻
る
。
誰
の
人
生
に
も
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
そ
れ
が
昔
男
に
あ
っ
て

も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
、
伊
勢
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
も
唐
突
で
は
な
い
。
前
章
段
群
の
反
動

あ
る
い
は
補
正
と
い
っ
た
概
念
で
説
明
で
き
る
は
ず
だ
。
伊
勢
物
語
は
、
否
、
相
補
論
で
読
む

伊
勢
物
語
は
、
お
も
し
ろ
い
。
今
回
も
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
そ
う
痛
感
し
た
。

な
お
、
本
稿
を
含
め
た
配
列
順
相
補
的
解
釈
シ
リ
ー
ズ
や
成
立
論
批
判
な
ど
の
諸
論
文
は
、

愛
知
教
育
大
学
国
語
教
室
田
口
研
究
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
k
o
k
u
g
o
.
a
i
c
h
i
-
e
d
u
.
a
c
.
j
p
/
t
a
g
u
c
h
i
/
t
a
g
u
c
h
i
.
h
t
m
l
に
ア
ク
セ
ス
さ
れ

た
い
。
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