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１ 

目
標
、
評
価
規
準 

・﹃
伊
勢
物
語 

芥
川
﹄
と
﹃
伊
勢
物
語
絵
巻
﹄︑﹃
伊
勢
物
語 

芥
川
﹄
と
﹃
今
昔
物
語
集 

巻
二
十
七
第
七
話 

在
原
業
平
中
将
女

あ
り
は
ら
の
な
り
ひ
ら
の
ち
う
じ
ゃ
う
の
を
む
な

被
噉
鬼
語

お
に
に
く
ら
は
る
る
こ
と

﹄
を
︑
本
文
と

異
な
る
描
写
に
注
目
し
な
が
ら
読
み
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 ２ 

活
動
内
容 

（
１
）
下
段
に
掲
げ
た
の
は
『
伊
勢
物
語
絵
巻
』
の
絵
で
あ
る
。
こ
の
絵
は
後
代
の
解
釈
に
基
づ
い
て
描
か
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
と
比
較
し
て
異
な
る
点
を
、
分
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。 

※
一
続
き
の
画
面
の
中
に
話
の
進
行
に
沿
っ
て
幾
つ
も
の
場
面
を
描
く
手
法
が
採
ら
れ
て
お
り
、
場
面
は
右
か
ら

左
に
展
開
し
て
い
る
。 

                                     

    
 

等
々 

⑫
音
声
言
語
と
し
て
の
会
話
等
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
︒ 

⑪
本
文
で
あ
っ
た
露
の
描
写
が
な
い
︒ 

⑩
絵
巻
物
に
は
暗
さ
に
関
す
る
描
写
が
少
な
い
︒︵
絵
巻
物
と
し
て
の
表
現
の
限
界
︶ 

⑨
和
歌
に
関
す
る
描
写
が
全
く
な
い
︒ 

⑧
そ
も
そ
も
建
物
が
立
派
で
﹁
あ
ば
ら
な
る
蔵
﹂
に
は
見
え
な
い
︒ 

⑦
女
が
﹁
あ
な
や
﹂
と
発
言
し
て
い
る
描
写
が
な
い
︒ 

 

本
文
で
男
は
鬼
を
目
撃
し
て
い
な
い
し
︑
女
が
食
わ
れ
る
現
場
に
居
合
わ
せ
て
い
な
い
︒ 

⑥
女
が
鬼
に
食
わ
れ
る
現
場
を
見
た
男
が
弓
と
胡
簶
を
放
り
出
し
て
仰
天
し
て
い
る
が
︑ 

 

の
で
︑
鮮
血
の
描
写
は
な
い
︒ 

⑤
鬼
が
女
の
右
腕
に
食
ら
い
つ
き
︑
鮮
血
が
流
れ
て
い
る
が
︑
本
文
で
は
鬼
が
一
口
で
食
っ
て
い
る 

④
鬼
が
﹁
赤
鬼
﹂
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
文
で
は
色
の
描
写
は
な
い
︒ 

本
文
で
女
は
蔵
の
奥
に
押
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
︑
傍
に
は
い
な
い
は
ず
︒ 

③
蔵
と
思
わ
れ
る
母
屋
の
戸
口
い
る
男
の
傍
に
女
の
姿
が
あ
る
が
︑ 

本
文
に
橋
の
描
写
は
な
い
︒ 

②
川
に
は
小
さ
な
橋
が
あ
り
︑
今
ま
さ
に
渡
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑ 

︵
む
し
ろ
︑
本
文
で
は
後
に
弓
や
胡
簶
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
不
自
然
で
あ
る
︶ 

①
男
が
女
を
背
負
っ
て
川
の
ほ
と
り
に
い
る
が
︑
本
文
に
は
そ
の
よ
う
な
描
写
が
な
い
︒ 

『
伊
勢
物
語 

芥
川
』
に
関
連
す
る
複
数
の
古
典
作
品
を
読
み
比
べ
る
こ
と
を
通
し
て
、「
歌
物
語
」・「
絵
巻
物
」・

「
説
話
集
」
で
は
表
現
の
仕
方
に
相
違
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
歌
物
語
の
特
徴
や
面
白
さ
を
感
じ
よ
う
。 



（
２
）
次
に
掲
げ
る
の
は
『
今
昔
物
語
集 

巻
二
十
七
第
七
話 

在

原

業

平

中

将

女

あ
り
は
ら
の
な
り
ひ
ら
の
ち
う
じ
ゃ
う
の
を
む
な

被
噉
鬼
語

お
に
に
く
ら
は
る
る
こ
と

』
で
あ
る
。
後
の
活
動
に
取
り
組
も
う
。 

︽
本
文
︾ 

今
は
昔
︑右
近

う
こ
ん

の
中
将

ち
う
じ
ゃ
う

在
原
の
業
平
と
云
ふ
人
有
り
け
り
︒
極 い

み
じ

き
世
の
好
色

い
ろ
ご
の
み

に
て
︑世
に
あ
る
女 を

む
な

の
形
美 う

る
は

し
と
聞
く
を
ば
︑宮
仕
人

み
や
づ
か
へ
び
と

を
も
人
の
娘
を
も
見
残
す
無
く
︑

員 か
ず

を
尽
く
し
て
見
む
と
思
ひ
け
る
に
︑
或
る
人
の
娘
の
形
・
有
様

あ
り
さ
ま

世
に
知
ら
ず
微
妙

め
で
た

し
と
聞
き
け
る
を
︑
心
を
尽
く
し
て
極 い

み
じ

く
仮
借

け
さ
う

し
け
れ
ど
も
︑﹁
止
む
事
な
か
ら
む
聟 む

こ
取 と

り
を
せ
む
﹂
と
云
ひ
て
︑
祖
共

お
や
ど
も

の
微
妙

め
で
た

く
傅 か

し
づ

き
け
れ
ば
︑
業
平
の
中
将
力
無
く
し
て
有
り
け
る
程
に
︑
何
に
し
て
か
構
へ
け
む
︑
彼 か

の
女
を
密
か
に
盗
み
出
だ
し
て
け
り
︒

其
れ
に
︑
忽 た

ち
ま

ち
に
将 ゐ

て
隠
す
べ
き
所
の
無
か
り
け
れ
ば
︑
思
ひ
繚 あ

つ
か

ひ
て
︑
北
山
科

き
た
や
ま
し
な

の
辺 ほ

と
り

に
旧 ふ

る
き
山
庄

さ
ん
し
ゃ
う

の
荒
れ
て
人
も
住
ま
ぬ
が
有
り
け
る
に
︑
其 そ

の
家
の
内
に
大
き
な
る

あ
ぜ
倉 く

ら
有
り
け
り
︑
片
戸

か
た
ど

は
倒
れ
て
な
む
有
り
け
る
︒
住
み
け
る
屋 や

は
板
敷
の
板
も
無
く
て
︑
立
ち
寄
る
べ
き
様 や

う
も
無
か
り
け
れ
ば
︑
此 こ

の
倉
の
内
に
畳
一
枚
を
具
し
て
︑
此

の
女
を
具
し
て
将 ゐ

て
行
き
て
臥
せ
た
り
け
る
程
に
︑
俄 に

は
か

に
雷
電
霹
靂

ら
い
で
ん
へ
き
れ
き

し
て
喤 の

の
し

り
け
れ
ば
︑
中
将
太
刀

た
ち

を
抜
き
て
︑
女
を
ば
後 う

し
ろ

の
方 か

た
に
押
し
遣 や

り
て
︑
起
き
居
て
ひ
ら
め
か

し
け
る
程
に
︑
雷

い
か
づ
ち

も
漸 や

う
や

く
鳴
り
止
み
に
け
れ
ば
︑
夜
も
暛 あ

け
ぬ
︒ 

而 し
か

る
間 あ

い
だ

︑
女
︑
音
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
︑
中
将
恠 あ

や
し

む
で
見
返
り
て
見
る
に
︑
女
の
頭 か

し
ら

の
限
り
と
︑
着
た
り
け
る
衣 こ

ろ
も

ど
も
と
ば
か
り
残
り
た
り
︒
中
将
奇
異

あ
さ
ま

し
く
怖 お

そ
ろ

し
く

て
︑
着
る
物
を
も
取
り
敢 あ

へ
ず
逃
げ
て
去
り
に
け
り
︒
其
れ
よ
り
後 の

ち
な
む
︑
此
の
倉
は
人
取
り
す
る
倉
と
は
知
り
け
る
︒
然 し

か
れ
ば
︑
雷
電
霹
靂

ら
い
で
ん
へ
き
れ
き

に
は
非
ず
し
て
︑
倉
に
住
み
け

る
鬼
の
し
け
る
に
や
有
り
け
む
︒ 

然 し
か

れ
ば
案
内

あ
な
い

知
ら
ざ
ら
む
所
に
は
︑
努
々

ゆ
め
ゆ
め

立
ち
寄
る
ま
じ
き
な
り
︒
況 い

は
む
や
宿 や

ど
り
せ
む
事
は
︑
思
ひ
懸 か

く
べ
か
ら
ず
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
︒ 

  

︽
解
釈
︾ 

 

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
︑
右
近
中
将
在
原
業
平
と
い
う
人
が
い
た
︒
甚
だ
し
い
天
下
の
色
好
み
で
︑
世
間
で
女
の
容
貌
が
美
し
い
と
聞
く
と
︑
宮
仕
え
の
人
で
も
人

の
娘
で
も
一
人
残
ら
ず
︑
こ
と
ご
と
く
契
り
を
交
わ
そ
う
と
思
っ
た
と
こ
ろ
︑
あ
る
人
の
娘
の
容
貌
や
振
舞
い
が
こ
の
世
に
ま
た
と
な
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
と
聞
い
た
の
で
︑

真
心
を
込
め
て
甚
だ
し
く
恋
い
慕
う
け
れ
ど
も
︑︵
そ
の
娘
の
親
は
︶﹁︵
娘
に
は
︶
高
貴
な
婿
を
取
る
つ
も
り
だ
﹂
と
言
っ
て
︑
親
た
ち
が
素
晴
ら
し
く
大
切
に
養
い
育
て
た

の
で
︑
業
平
中
将
は
手
を
出
せ
な
い
で
い
た
が
︑
ど
の
よ
う
な
企
み
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
︑
そ
の
女
を
ひ
そ
か
に
盗
み
出
し
て
し
ま
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑︵
そ
の
娘
を
︶
実
際

に
引
き
連
れ
て
隠
す
べ
き
場
所
が
な
か
っ
た
の
で
︑あ
れ
こ
れ
と
心
配
し
て
︑︵
結
局
は
︶北
山
科
の
あ
た
り
に
古
い
山
荘
で
荒
れ
果
て
て
人
も
住
ま
な
い
山
荘
が
あ
っ
た
が
︑

そ
の
山
荘
内
に
大
き
な
校
倉
が
あ
っ
た
︑︵
そ
の
山
荘
は
︶
片
戸
が
倒
れ
て
い
た
そ
う
だ
︒︵
人
の
︶
住
ん
で
い
た
家
屋
は
板
敷
の
板
も
な
く
て
︑
入
れ
そ
う
な
様
子
も
な
い
の

で
︑︵
業
平
中
将
は
︶
こ
の
倉
の
中
に
畳
一
枚
を
備
え
︑
こ
の
女
を
引
き
連
れ
て
行
っ
て
寝
て
い
た
頃
に
︑
突
然
急
な
雷
鳴
が
し
て
轟
い
た
の
で
︑
中
将
は
太
刀
を
抜
い
て
︑

女
を
後
ろ
に
押
し
遣
っ
て
︑
立
ち
上
が
っ
て
︵
太
刀
を
︶
ひ
ら
め
か
し
て
い
る
う
ち
に
︑
雷
も
し
だ
い
に
鳴
り
や
ん
だ
と
こ
ろ
︑
夜
も
明
け
た
︒ 

 

そ
う
す
る
間
に
︑
女
の
声
が
し
な
い
の
で
︑
中
将
は
不
思
議
に
思
い
振
り
返
っ
て
見
る
と
︑
女
の
頭
と
来
て
い
た
着
物
だ
け
が
残
っ
て
い
た
︒
中
将
は
驚
き
呆
れ
る
ほ
ど
怖

ろ
し
く
て
︑︵
自
分
の
︶
着
物
も
取
る
こ
と
な
く
︵
そ
の
場
か
ら
︶
逃
げ
去
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
れ
よ
り
後
に
な
っ
て
︑
こ
の
倉
は
人
を
取
る
倉
だ
と
分
か
っ
た
︒
す
る
と
︑

急
な
雷
鳴
で
は
な
く
て
︑
倉
に
住
ん
で
い
た
鬼
の
仕
業
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒ 

 

だ
か
ら
事
情
の
知
ら
な
い
よ
う
な
所
に
は
︑
決
し
て
立
ち
寄
っ
て
は
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
︒
ま
し
て
や
泊
ま
る
よ
う
な
こ
と
は
︑
思
っ
て
も
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
︑

と
こ
う
語
り
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒ 

  

︽
資
料
︾ 

次
の
資
料
は
﹁
歌
物
語
と
﹃
伊
勢
物
語
﹄﹂
及
び
﹁
説
話
集
と
﹃
今
昔
物
語
集
﹄﹂
に
つ
い
て
ま
と
め
た
内
容
で
あ
る
︒ 

    

①
歌
物
語
と
﹃
伊
勢
物
語
﹄ 

・
歌
物
語
は
和
歌
を
中
心
と
す
る
短
編
物
語
で
あ
る
︒
和
歌
が
詠
ま
れ
る
背
景
と
な
っ
た
事
情
を
中
心
と
し
た
物
語
が
展
開
さ
れ
る
︒ 

・﹃
伊
勢
物
語
﹄
が
成
立
し
た
年
代
は
正
確
に
は
判
明
し
て
い
な
い
が
︑
原
型
が
書
か
れ
た
の
は
︑
九
世
紀
終
わ
り
頃
と
さ
れ
て
お
り
︑
物
語
の
内
容
や
構
成
が

現
在
の
形
に
な
っ
た
の
は
︑
一
〇
世
紀
の
半
ば
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒ 

・﹃
伊
勢
物
語
﹄で
は
︑在
原
業
平
と
思
わ
れ
る﹁
男
﹂の
一
代
記
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
お
り
︑一
二
五
段
か
ら
成
る
︒簡
潔
で
雅
趣

が
し
ゅ

に
富
み
︑情
緒
性
や
叙
情

じ
ょ
じ
ょ
う

性
の
あ
る
文
章
が
特
徴
的
で
あ
る
︒
そ
れ
は
今
回
の
﹁
芥
川
﹂
で
も
当
て
は
ま
っ
て
い
る
︒ 

 

②
説
話
集
と
﹃
今
昔
物
語
集
﹄ 

・
中
古
末
期
に
新
時
代
の
文
学
と
し
て
芽
生
え
た
説
話
文
学
に
は
︑
総
じ
て
教
訓
的
色
彩
の
濃
い
内
容
が
表
現
さ
れ
て
い
る
︒ 

・﹃
今
昔
物
語
集
﹄
が
成
立
し
た
年
代
も
正
確
に
は
判
明
し
て
い
な
い
︒
一
一
二
〇
年
以
後
︑
間
も
な
い
頃
に
成
立
し
た
と
す
る
説
が
妥
当
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
︒ 

・﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
︑
現
存
す
る
日
本
最
大
の
説
話
集
で
あ
り
︑
総
数
一
〇
〇
〇
余
に
の
ぼ
る
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
当
時
の
人
々
の
様
子
を
活
写

か
っ
し
ゃ

し
た

話
が
多
く
︑
今
回
の
﹁
巻
二
十
七
第
七
話 

在
原
業
平
中
将
女
被
噉
鬼
語
﹂
で
は
︑
具
体
性
と
怪
異
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒ 



活
動
：《
資
料
》
の
赤
字
の
指
摘
が
正
し
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、『
伊
勢
物
語 

芥
川
』
と
『
今
昔
物
語
集 

巻
二
十
七
第
七
話 

在
原
業
平
中
将
女
』
の
両

者
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
ど
の
よ
う
な
点
に
注
目
す
れ
ば
よ
い
か
説
明
せ
よ
。（
８
行
以
上
記
述
す
る
こ
と
） 

 

３ 

評
価
（（
２
）
の
活
動
の
み
） 

  

    

女
の
頭
と
着
物
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
描
写
か
ら
も
︑
前
者
と
比
較
し
て
﹁
怪
異
性
﹂
が
増
し
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
︒ 

﹁
怪
異
性
﹂
に
つ
い
て
は
︑
後
者
で
︑
在
原
業
平
が
太
刀
を
抜
い
て
ひ
ら
め
か
し
て
い
る
う
ち
に
雷
鳴
が
鳴
り
止
ん
だ
描
写
や
︑
女
の
い
な
く
な
っ
た
後
に
︑ 

さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
︑
後
者
の
文
章
で
は
︑﹁
北
山
科
の
辺
り
に…

﹂
と
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
か
ら
正
し
い
と
言
え
る
︒
最
後
に
︑ 

は
︑
先
ほ
ど
か
ら
指
摘
し
て
い
る
在
原
業
平
の
人
物
像
が
具
体
的
に
描
写
さ
れ
た
り
︑
鬼
の
い
る
場
所
が
前
者
の
文
章
で
は
﹁
あ
ば
ら
な
る
蔵
﹂
と
し
か
表
現 

の
様
子
が
語
ら
れ
る
︵﹁﹃
止
む
事
な
か
ら
む
〜
傅
き
け
れ
ば
﹂
等
︶
こ
と
な
ど
か
ら
︑
人
々
の
生
き
生
き
と
し
た
様
子
が
分
か
る
︒
次
に
﹁
具
体
性
﹂
に
つ
い
て 

後
者
で
は
﹁
在
原
業
平
﹂
と
い
う
人
物
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
の
詳
細
︵﹁
極
き
世
の
好
色
に
て
〜
仮
借
し
け
れ
ど
も
﹂
等
︶
が
語
ら
れ
る
こ
と
や
︑
女 

よ
う
に
︑
物
語
を
総
括
す
る
教
訓
的
内
容
が
収
録
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
証
明
で
き
る
︒﹁
当
時
の
人
々
の
様
子
を
活
写
し
た
話
が
多
く
﹂
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑ 

後
者
の
﹁
教
訓
的
色
彩
の
濃
い
内
容
﹂
に
つ
い
て
は
︑
後
者
の
本
文
の
最
後
に
﹁
然
れ
ば
︑
案
内
知
ら
ざ
ら
む
所
に
は
︑
努
々
立
ち
寄
る
ま
じ
き
な
り
︒﹂
と
い
う 

を
強
め
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
た
め
︑
女
が
男
の
前
か
ら
姿
を
消
し
た
時
に
よ
り
叙
情
性
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒ 

風
流
さ
が
あ
る
と
い
う
点
か
ら
指
摘
で
き
る
︒
ま
た
︑
男
女
が
駆
け
落
ち
し
て
逃
避
行
す
る
様
子
や
︑
男
と
女
の
会
話
の
様
子
を
入
れ
て
い
る
こ
と
で
恋
愛
色 

や
叙
情
性
の
あ
る
文
章
が
特
徴
的
で
あ
る
﹂
の
点
に
つ
い
て
は
︑
前
者
は
後
者
と
異
な
り
︑
歌
物
語
で
あ
る
が
故
に
和
歌
が
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
和
歌
自
体
に 

前
者
の
﹁
簡
潔
で
﹂
の
点
に
つ
い
て
は
︑
前
者
は
後
者
に
比
し
て
︑
一
文
一
文
が
短
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
言
え
る
︒
ま
た
︑﹁
雅
趣
に
富
み
︑
情
緒
性 

Ｃ Ｂ Ａ  

誤
字
・
脱
字
・
文
の
乱
れ
等
が
相
当
数
あ
る
。（
不

備
が
３
か
所
以
上
） 

誤
字
・
脱
字
・
文
の
乱
れ
等
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

（
不
備
が
２
か
所
以
内
） 

誤
字
・
脱
字
・
文
の
乱
れ
等
が
な
い
。 

知
識
・
技
能 

「
歌
物
語
」
及
び
「
説
話
集
」
の
赤
字
の
指
摘
の

中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
に
つ
い
て
自
分
の
考
え

を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
は
そ
れ
ぞ
れ
複
数
箇
所
に

触
れ
て
い
る
が
根
拠
の
乏
し
い
考
え
に
な
っ
て

い
る
。 

「
歌
物
語
」
及
び
「
説
話
集
」
の
赤
字
の
指
摘
の

中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
箇
所
に
つ
い
て
根
拠
を

明
確
に
し
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
考
え
に
妥
当
性
が
あ
り
、
論
理
的
で
あ

る
。 

「
歌
物
語
」
及
び
「
説
話
集
」
の
赤
字
の
指
摘
の

中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
箇
所
に
つ
い
て
根
拠
を

明
確
に
し
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
考
え
に
妥
当
性
が
あ
り
、
特
に
論
理
的

で
あ
る
。 

思
考
・
判
断
・
表
現 

『
伊
勢
物
語
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
表

現
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
た
上
で
、
自
ら
の
意
見

を
書
い
て
は
い
る
も
の
の
、
８
行
未
満
の
も
の
。

ま
た
は
、
内
容
に
具
体
性
が
な
い
も
の
。 

『
伊
勢
物
語
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
表

現
の
違
い
に
つ
い
て
、
自
ら
の
意
見
論
述
を
推
敲

し
な
が
ら
、
８
行
以
上
で
書
い
て
お
り
、
内
容
に

具
体
性
が
あ
る
も
の
。 

『
伊
勢
物
語
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
表

現
の
違
い
に
つ
い
て
、
自
ら
の
意
見
論
述
を
推
敲

し
な
が
ら
、
８
行
以
上
で
書
い
て
お
り
、
内
容
に

特
に
具
体
性
が
あ
る
も
の
。 

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度 


