
■
伊
勢
物
語 

芥
川 

 

評
価
問
題 

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

昔
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得
①

ま
じ
か
り
け
る
を
、
Ａ

年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で
て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
。
芥
川
と
い
ふ
川
を
率
て
行
き
け
れ
ば
、
草

の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
を
、「
Ｂ

か
れ
は
何
ぞ
。」
と
１

な
む
男
に
問
ひ
け
る
。
行
く
先
多
く
、
夜
も
更
け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
知
ら
で
、
神
さ
へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う

降
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、
女
を
ば
奥
に
押
し
入
れ
て
、
男
、
弓
・
胡
籙
を
負
ひ
て
戸
口
に
居
り
。
は
や
夜
も
明
け
２

な
む
と
思
ひ
つ
つ
居
た
り
け
る
に
、
鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て
け

り
。「
あ
な
や
。」
と
言
ひ
け
れ
ど
、
神
鳴
る
騒
ぎ
に
Ｃ

え
聞
か
ざ
り
け
り
。
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
、
見
れ
ば
、
率
て
来
し
女
も
な
し
。
足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も
か
ひ
な
し
。 

 
 

白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
②

し
と
き
露
と
答
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を 

 

こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、
仕
う
ま
つ
る
や
う
に
て
居
た
ま
へ
り
け
る
を
、
Ｄ

か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
盗
み
て
負
ひ
て
出
で
た
り
け
る
を
、

御
兄
人
堀
河
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大
納
言
、
ま
だ
下
﨟
に
て
内
裏
へ
参
り
た
ま
ふ
に
、 

い
み
じ
う
泣
く
人
あ
る
を
聞
き
つ
け
て
、 

と
ど
め
て
取
り
返
し
た
ま
う
て
け
り
。 

そ
れ
を
、
か

く 

Ⅰ 

と
は
言
ふ
な
り
け
り
。
ま
だ
い
と
若
う
て
、
Ｅ

后
の
た
だ
に
お
は
し
け
る
と
き
と
や
。 

 

問 

二
重
傍
線
部
①
・
②
の
助
動
詞
の
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。
知 

答 

① 

打
消
推
量 

② 

過
去 

問 

波
線
部
１
・
２
の
「
な
む
」
と
同
じ
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。
知 

ア 

も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
。 

 

イ 

日
も
す
で
に
暮
れ
な
む
と
す
。 

 

ウ 

願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
む 

エ 

い
つ
し
か
梅
咲
か
な
む
。 

 
 
 
 
 

オ 

は
や
く
去
な
む
と
て
、 

答 

１ 

ア 

２ 

エ 

問 

傍
線
部
Ａ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
思 

ア 

女
の
も
と
を
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
男
が
、
何
年
か
経
っ
て
よ
う
や
く
女
の
前
に
姿
を
現
し
た
と
い
う
こ
と
。 

イ 

愛
す
る
女
へ
の
恋
心
を
諦
め
き
れ
な
い
で
い
た
男
が
、
何
年
も
の
間
ず
っ
と
求
婚
し
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
。 

ウ 

自
分
の
思
い
を
女
に
告
げ
ら
れ
な
か
っ
た
男
が
、
年
と
と
も
に
女
へ
の
愛
情
を
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

エ 

苦
心
の
末
に
や
っ
と
愛
す
る
女
と
結
婚
す
る
こ
と
の
で
き
た
男
が
、
ず
っ
と
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。 

オ 

周
囲
か
ら
警
戒
さ
れ
る
中
、
男
と
女
が
長
年
こ
っ
そ
り
と
男
女
の
関
係
を
持
ち
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
。 

答 

イ 

問 

傍
線
部
Ｂ
の
指
す
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
思 



ア 

男 
 

イ 

川 
 

ウ 

露 
 

エ 

鬼 
 

オ 

蔵 

答 

ウ 

問 

傍
線
部
Ｃ
・
Ｄ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
現
代
語
訳
せ
よ
。
思 

答 

Ｃ 

聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

Ｄ 

容
貌
が
と
て
も
美
し
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、 

問 

本
文
中
の
和
歌
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。 

⑴ 

「
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
を
現
代
語
訳
せ
よ
。
思 

⑵ 

和
歌
に
込
め
ら
れ
た
男
の
心
情
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
思 

ア 

悲
嘆 

 

イ 

悔
恨 

 
ウ 

自
責 

 

エ 

絶
望 

 

オ 

屈
辱 

答 

⑴ 

消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
。 

⑵ 

オ 

問 

空
欄
Ⅰ
に
入
る
適
当
な
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。
思 

答 

鬼 

問 

傍
線
部
Ｅ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
思 

ア 

后
が
入
内
前
の
臣
下
の
身
分
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
。 

 

イ 

后
が
た
だ
部
屋
で
く
つ
ろ
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
。 

ウ 

后
に
求
婚
者
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
。 

 
 
 

エ 

后
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
。 

オ 

后
が
物
心
も
つ
か
な
い
子
供
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
。 

答 

ア 

問 

文
章
を
読
ん
だ
後
に
、
五
人
の
高
校
生
が
そ
れ
ぞ
れ
感
想
を
述
べ
合
っ
た
。
明
ら
か
に
読
み
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
思 

ア 

「
年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
」
に
、
男
の
愛
情
の
強
さ
が
表
れ
て
い
る
よ
ね
。
だ
か
ら
結
末
が
か
わ
い
そ
う
。
や
っ
と
一
緒
に
な
れ
た
の
に
。 

イ 

「
か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で
て
」
と
い
う
部
分
に
も
同
じ
効
果
が
あ
る
と
思
う
わ
。
簡
単
に
駆
け
落
ち
で
き
た
の
で
は
、
物
語
も
台
無
し
っ
て
感
じ
。 

ウ 

「
は
や
夜
も
明
け
な
む
」
と
思
っ
て
い
る
の
に
、「
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
」
の
は
じ
れ
っ
た
い
ね
。
待
つ
時
間
と
い
う
の
は
残
酷
だ
よ
な
。 

エ 

「
男
」
が
「
あ
ば
ら
な
る
蔵
」
を
わ
ざ
わ
ざ
選
ん
だ
の
は
な
ぜ
？ 

武
器
を
背
負
っ
て
番
を
し
て
い
る
か
ら
、
鬼
が
い
そ
う
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
し
。「
女
」
が
か
わ

い
そ
う
じ
ゃ
な
い
？ 

オ 

「
女
」
は
も
ち
ろ
ん
か
わ
い
そ
う
だ
よ
。「
女
」
も
「
男
」
に
対
し
て
愛
情
を
持
っ
て
い
た
み
た
い
だ
し
ね
。
で
も
、
や
っ
ぱ
り
作
者
は
「
男
」
の
思
い
を
中
心
に
描
い
て
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
な
。 

答 

エ 

 
 



■
伊
勢
物
語 

芥
川 

 

発
展
問
題
（
比
べ
読
み
） 

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

今
は
昔
、
右
近
の
中
将
在
原
業
平
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
い
み
じ
き
世
の
色
好
み
に
て
、
世
に
あ
る
女
の
か
た
ち
う
る
は
し
と
聞
く
を
ば
、
宮
仕
へ
人
を
も
人
の
娘
を
も
見
残
す
な
く
、

Ａ

数
を
尽
く
し
て
見
む
と
思
ひ
け
る
に
、
あ
る
人
の
娘
の
、
か
た
ち
あ
り
さ
ま
、
世
に
知
ら
ず
め
で
た
し
と
聞
き
け
る
を
、
心
を
尽
く
し
て
、
い
み
じ
く
懸
想
し
け
れ
ど
も
、「
や
む
ご
と
な
か

ら
む
婿
取
り
を
せ
む
。」
と
Ｂ

言
ひ
て
、
親
ど
も
の
、
め
で
た
く
か
し
づ
き
け
れ
ば
、
業
平
の
中
将
、
力
な
く
し
て
あ
り
け
る
ほ
ど
に
、
い
か
に
し
て
か
か
ま
へ
け
む
、
Ｃ

か
の
女
を
ひ
そ
か
に

盗
み
出
だ
し
て
け
り
。 

 

そ
れ
に
、
た
ち
ま
ち
に
率ゐ

て
隠
す
べ
き
所
の
な
か
り
け
れ
ば
、
思
ひ
あ
つ
か
ひ
て
、
北き

た

山や
ま

科し
な

の
わ
た
り
に
、
古
き
山さ

ん

庄ざ
う

の
荒
れ
て
人
も
住
ま
１

ぬ
が
あ
り
け
る
に
、
そ
の
家
の
内
に
大
き
な

る
校あ

ぜ

倉く
ら

あ
り
け
り
。
片
戸
は
倒
れ
て
な
む
あ
り
け
る
。
住
み
け
る
屋
は
板
敷
き
の
板
も
な
く
て
、
立
ち
寄
る
べ
き
や
う
も
な
か
り
け
れ
ば
、
こ
の
倉
の
内
に
畳
一
枚
を
具
し
て
、
こ
の
女
を
具

し
て
、
率
て
行
き
て
伏
せ
た
り
け
る
ほ
ど
に
、
に
は
か
に
雷
電
霹へ

き

靂れ
き

し
て
の
の
し
り
け
れ
ば
、
中
将
、
大た

刀ち

を
抜
き
て
、
女
を
ば
後
ろ
の
方
に
押
し
や
り
て
、
起
き
ゐ
て
ひ
ら
め
か
し
け
る
ほ

ど
に
、
雷
も
や
う
や
く
鳴
り
や
み
に
け
れ
ば
、
夜
も
明
け
２

ぬ
。 

 

し
か
る
間
、
女
、
音こ

ゑ

も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
中
将
あ
や
し
み
て
見
返
り
て
見
る
に
、
女
の

頭
か
し
ら

の
限
り
と
、
着
た
り
け
る
衣
ど
も
と
ば
か
り
残
り
た
り
。
中
将
、
あ
さ
ま
し
く
恐
ろ
し
く
て
、

着
物
を
も
取
り
あ
へ
ず
逃
げ
て
去
り
に
け
り
。 

 

そ
れ
よ
り
後
な
む
、
こ
の
倉
は
人
取
り
す
る
倉
と
は
知
り
け
る
。
し
か
れ
ば
、
雷
電
霹
靂
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
倉
に
住
み
け
る
鬼
の
し
け
る
に
や
あ
り
け
む
。
し
か
れ
ば
、
案
内
知
ら
ざ
ら

む
所
に
は
、
ゆ
め
ゆ
め
立
ち
寄
る
ま
じ
き
な
り
。
い
は
む
や
、
宿
り
せ
む
こ
と
は
思
ひ
か
く
べ
か
ら
ず
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。 

（『
今
昔
物
語
集
』） 

 

問 

波
線
部
１
・
２
を
そ
れ
ぞ
れ
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。
知 

答 

１ 

打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形 

２ 

完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形 

問 

傍
線
部
Ａ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。
思 

答 

業
平
が
、
美
人
は
す
べ
て
自
分
の
妻
に
し
よ
う
と
思
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

問 

傍
線
部
Ｂ
の
主
語
を
答
え
よ
。
思 

答 

親
ど
も 

問 

傍
線
部
Ｃ
以
降
の
出
来
事
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
か
ら
す
べ
て
選
べ
。
思 

ア 

盗
み
出
し
た
女
の
隠
し
場
所
を
求
め
て
、
業
平
は
北
山
科
あ
た
り
に
あ
る
古
い
山
荘
へ
と
向
か
っ
た
。 

イ 

山
荘
の
母
屋
は
片
方
の
扉
が
外
れ
、
板
敷
き
の
板
も
な
か
っ
た
の
で
、
業
平
は
女
を
倉
へ
と
連
れ
て
行
っ
た
。 



ウ 

倉
の
中
で
雷
が
鳴
り
響
い
た
の
で
、
業
平
は
鬼
の
仕
業
だ
と
思
い
、
大
刀
の
刃
を
光
ら
せ
て
警
戒
し
た
。 

エ 
女
を
倉
の
奥
の
方
に
据
え
て
お
き
、
雷
が
鳴
り
止
む
ま
で
業
平
は
一
晩
中
寝
ず
の
番
に
あ
た
っ
て
い
た
。 

オ 

業
平
は
夜
の
間
に
女
が
鬼
に
食
わ
れ
た
の
に
気
づ
く
と
、
残
さ
れ
て
い
た
女
の
着
物
を
持
っ
て
逃
走
し
た
。 

答 

イ
・
ウ
・
オ 

問 

以
下
は
『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
と
こ
の
文
章
を
比
べ
読
み
し
た
後
の
教
室
で
の
会
話
で
あ
る
。
空
欄
Ⅰ
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
後
か
ら
選
べ
。
思 

教
師―

―

『
伊
勢
物
語
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
同
じ
事
件
を
扱
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
書
き
ぶ
り
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
違
い
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

生
徒
Ａ―

ま
ず
、
主
人
公
の
名
前
が
違
う
よ
ね
。『
伊
勢
物
語
』
は
「
男
」
な
の
に
、『
今
昔
物
語
集
』
は
「
在
原
業
平
」
と
い
う
実
在
の
人
物
名
に
な
っ
て
い
る
。 

生
徒
Ｂ―

女
を
盗
み
出
す
ま
で
の
経
緯
に
も
違
い
が
あ
る
ね
。『
伊
勢
物
語
』
は
一
人
の
女
性
へ
の
純
愛
を
貫
い
た
結
果
と
い
う
描
き
方
な
の
に
、『
今
昔
物
語
集
』
は
手
当
た
り
次
第
に
美

人
を
口
説
い
た
後
の
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
何
か
嫌
な
感
じ
。 

生
徒
Ｃ―

一
見
し
て
わ
か
る
大
き
な
違
い
は
、
和
歌
の
有
無
じ
ゃ
な
い
か
な
。
あ
と
、
女
に
つ
い
て
、『
伊
勢
物
語
』
で
は
「
鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て
け
り
」「
率
て
来
し
女
も
な
し
」
と
さ

ら
っ
と
書
い
て
い
る
の
に
、『
今
昔
物
語
集
』
は
「
女
の
頭
の
限
り
と
、
着
た
り
け
る
衣
ど
も
と
ば
か
り
残
り
た
り
」
と
具
体
的
に
恐
ろ
し
い
描
写
が
し
て
あ
る
よ
。 

生
徒
Ｄ―

私
は
文
章
の
結
び
に
注
目
し
て
み
た
よ
。『
伊
勢
物
語
』
は
歴
史
的
な
事
情
を
後
付
け
し
て
種
明
か
し
を
し
て
い
る
け
ど
、『
今
昔
物
語
集
』
は
教
訓
っ
ぽ
い
言
葉
で
結
ば
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
教
訓
、
あ
ま
り
に
ド
ラ
イ
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
結
び
で
い
い
の
？ 

っ
て
思
わ
な
い
？ 

教
師―

―

み
な
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
よ
い
指
摘
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

Ⅰ 
 

ア 

『
伊
勢
物
語
』
は
和
歌
を
中
心
と
し
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
物
語
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、『
今
昔
物
語
集
』
は
リ
ア
ル
で
教
訓
的
な
説
話
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
歌
物
語
と
説
話
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
ま
す
ね
。 

イ 

『
伊
勢
物
語
』
は
地
の
文
と
和
歌
が
融
合
し
た
完
成
度
の
高
い
文
学
と
な
っ
て
い
る
の
に
、『
今
昔
物
語
集
』
は
い
た
ず
ら
に
怖
が
ら
せ
る
だ
け
の
作
品
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
和
歌
の
有
無
で
文
学
的
価
値
の
差
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
す
ね
。 

ウ 

『
伊
勢
物
語
』
は
最
後
に
種
明
か
し
を
す
る
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
の
よ
う
な
趣
が
あ
り
、『
今
昔
物
語
集
』
は
創
作
要
素
を
排
除
し
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
も
昔
も
、
文
学
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
の
で
す
ね
。 

エ 

『
伊
勢
物
語
』
は
鬼
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
と
否
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
今
昔
物
語
集
』
は
鬼
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
点
が
対
照
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
同
じ
事
件
で
も
作
者
の
信
条
に
よ
っ
て
、
こ
ん
な
に
も
書
き
ぶ
り
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
す
ね
。 

オ 

『
伊
勢
物
語
』
は
男
と
女
の
純
愛
と
逃
避
行
に
単
純
化
さ
れ
て
い
る
一
方
、『
今
昔
物
語
集
』
は
男
の
恋
愛
遍
歴
も
細
か
に
描
き
、
よ
り
多
面
的
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
文
学
も
時
代
を
追
う
ご
と
に
完
成
度
が
高
ま
っ
て
い
く
の
で
す
ね
。 

答 
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