
古
典
学
習
指
導
の
と
り
-
み

-
　
伊
勢
物
語
　
二
四
段
〟
梓
弓
″
　
の
場
合
　
-

高
校
生
が
す
き
な
古
典
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
に
伊
勢
物
語
が

あ
る
。
伊
勢
物
語
は
愛
情
の
書
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
男
女
の
愛
を
中

心
に
さ
ま
ざ
ま
な
愛
の
世
界
が
物
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
ぅ
。

中
で
も
男
と
女
の
愛
の
悲
劇
を
と
り
扱
っ
た
第
二
四
段
〟
梓
弓
″
　
に

よ
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
強
い
。
多
-
の
生
徒
は
、
こ
の
作
品
を
通
し
て

そ
れ
ぞ
れ
へ
　
愛
に
つ
い
て
の
思
い
を
深
め
て
い
る
。

わ
た
く
し
自
身
も
、
二
四
段
〟
梓
弓
″
　
に
接
し
て
'
深
い
感
動
を

覚
え
た
。
大
学
二
年
の
冬
(
S
*
　
昭
2
8
)
へ
清
水
文
雄
先
生
の
名
著

『
女
流
日
記
』
(
文
芸
文
化
叢
書
6
・
昭
l
・
子
文
書
房
)
　
で
こ
の
作

品
を
知
り
へ
古
典
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
動
し
た
。
そ
れ
は
衝
撃
と

言
っ
て
よ
か
っ
た
。
以
後
、
池
田
勉
先
生
『
伊
勢
物
語
』
(
成
城
文
芸

読
本
Ⅱ
5
・
昭
2
5
)
へ
松
尾
聴
博
士
の
鑑
賞
(
ア
テ
ネ
文
庫
2
-
1
『
伊

勢
物
語
』
へ
　
昭
和
3
0
)
や
'
新
井
無
二
郎
氏
『
評
鐸
伊
勢
物
語
大
成
』

(
代
々
木
書
院
・
昭
6
)
・
窪
田
空
穂
著
『
伊
勢
物
語
評
揮
』
(
東
京

望
・
昭
和
ァ
)
・
竹
岡
正
夫
博
士
『
伊
勢
物
語
全
評
鐸
』
(
右
文
書
院
・

伊
　
東
　
武
　
雄

昭
6
2
)
な
ど
の
講
説
に
導
か
れ
て
次
の
よ
う
な
読
み
と
り
を
し
て
、

授
業
を
展
開
し
て
い
る
。

二昔
、
男
が
片
田
舎
に
住
ん
で
い
た
。
単
な
る
田
舎
で
は
な
い
。

「
郡
に
遠
き
田
舎
。
偏
郡
な
地
」
(
注
一
)
　
で
あ
り
'
「
京
よ
り
遥
か
に

遠
い
地
方
」
(
注
二
)
　
で
あ
っ
た
。
(
注
三
)
交
通
も
不
便
で
'
文
を
こ

と
づ
け
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
田
舎
で
あ
っ
た
。
男
は
、
経
済
的

に
不
如
意
に
な
っ
た
た
め
か
、
一
旗
あ
げ
る
た
め
か
'
あ
る
い
は
宮

中
警
護
の
徴
用
に
よ
る
た
め
か
'
何
ら
か
の
よ
ん
ど
こ
ろ
の
な
い
事

情
が
あ
っ
て
'
妻
に
心
を
残
し
「
別
れ
を
惜
し
み
て
」
宮
仕
え
に
上

京
し
て
行
っ
た
。
二
人
に
は
深
い
愛
惜
に
支
え
ら
れ
た
睦
ま
じ
い
生

活
が
あ
っ
た
。
男
は
後
髪
を
ひ
か
れ
る
思
い
で
出
立
し
た
の
で
あ
ろ

I
3
>

女
は
夫
の
帰
り
を
待
ち
続
け
た
。
し
か
し
三
年
経
っ
て
も
夫
か
ら

の
消
息
は
な
い
。
当
時
の
法
律
で
は
'
夫
が
妻
の
許
を
去
っ
て
三
年

64



帰
っ
て
来
な
い
と
き
に
は
'
妻
の
再
婚
が
許
さ
れ
て
い
た
。
(
注
四
)

待
つ
こ
と
の
三
年
と
い
う
歳
月
は
'
心
理
的
に
は
実
際
以
上
に
長
い
。

女
は
、
夫
は
帰
っ
て
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
に
か
ら
れ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
体
調
を
わ
る
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
心
配
や
'
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
他
の
女
と
暮
ら
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
不
信
の
念
も
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
待
ち
わ
び
た

り
け
る
に
」
は
そ
の
事
情
を
示
す
。
女
は
'
失
意
・
失
望
・
困
惑
・

悲
嘆
に
た
え
な
が
ら
、
夫
の
帰
り
を
ひ
た
す
ら
に
待
ち
続
け
て
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
経
済
的
に
も
生
活
は
苦
し
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と

も
想
像
さ
れ
る
。

そ
こ
へ
、
物
心
と
も
に
誠
意
を
尽
く
し
て
く
れ
る
第
二
の
男
が
出

現
す
る
。
情
愛
こ
ま
や
か
で
親
切
な
男
に
t
 
T
畳
に
求
婚
さ
れ
た
女

は
'
夫
は
も
は
や
帰
ら
ぬ
も
の
と
心
を
決
め
　
〟
今
宵
結
婚
い
た
し
ま

し
ょ
う
″
と
約
束
す
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
日
に
、
夫
が
突
然
帰
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。

男
は
「
こ
の
戸
開
け
到
」
と
戸
を
た
た
く
。
妻
へ
の
敬
語
に

は
'
夫
の
や
さ
し
い
人
柄
と
三
年
間
も
消
息
を
し
な
か
っ
た
遠
慮
の

気
持
ち
が
読
み
と
ら
れ
よ
う
。
(
注
五
)
新
し
い
男
と
結
婚
の
約
束
を

し
た
か
ら
に
は
'
夫
の
突
然
の
帰
宅
に
驚
き
な
が
ら
も
女
は
戸
を
開

け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
へ
会
話
も
で
き
ず
'
次
の
和
歌
を
さ
し
出
す

以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
。
こ
の
間
の
緊
迫
し
た
状
況
を
'
こ
れ
ま

で
単
に
事
件
を
述
べ
る
だ
け
で
あ
っ
た
物
語
作
者
は
'
「
和
歌
を
な
む

よ
み
て
出
し
た
り
け
る
」
と
係
結
び
表
現
に
よ
っ
て
へ
読
者
に
直
接

に
解
説
す
る
。
(
注
六
)

あ
ら
た
ま
の
年
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て
た
だ
今
宵
こ
そ
新
枕
す
れ

「
あ
ら
た
ま
の
」
は
年
の
枕
詞
。
女
は
'
三
年
も
の
長
い
間
へ
　
つ

ら
い
思
い
で
待
ち
続
け
て
い
た
の
で
す
と
ち
ま
ず
上
の
句
で
訴
え
て

い
る
。
そ
し
て
へ
「
た
だ
今
宵
こ
そ
」
と
「
今
宵
」
を
上
か
ら
「
た

だ
」
で
強
め
へ
下
に
他
を
排
除
す
る
強
め
の
係
助
詞
「
こ
そ
」
を
用

い
て
「
新
枕
す
れ
」
と
巳
然
形
で
結
ん
で
い
る
。
「
今
宵
こ
そ
新
枕

割
川
」
と
「
今
宵
ぞ
新
枕
す
る
」
と
は
同
じ
強
調
の
係
結
び
表
現
で

あ
っ
て
も
'
強
め
の
度
合
は
違
う
.
「
刊
」
を
用
い
た
場
合
に
は
'

新
枕
す
る
日
が
い
く
つ
か
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
ま
た
ま
今
宵
が
そ
の

日
な
の
で
す
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で

は
な
い
。
「
こ
そ
」
を
用
い
て
は
じ
め
て
へ
新
し
い
夫
と
生
活
を
は
じ

め
る
の
は
'
他
の
日
で
は
な
い
'
三
年
た
っ
た
今
夜
な
の
で
す
。
ど

う
し
て
き
の
う
に
で
も
帰
っ
て
き
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
か

と
い
う
限
り
な
い
無
念
さ
、
困
惑
さ
が
こ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

女
が
「
恨
み
・
嘆
き
・
訴
え
・
惑
い
な
ど
の
混
乱
の
中
に
い
る
」
(
注

七
)
　
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

事
情
を
察
し
た
男
は
驚
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
'
こ
う
い
う
結
末

に
な
っ
た
の
も
'
自
分
が
妻
に
消
息
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と

判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
次
の
歌
を
妻
に
与
え
へ
　
妻
の
幸
せ
を

願
っ
て
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
。

I
E

梓
弓
ま
弓
槻
弓
年
を
経
て
わ
が
せ
L
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ

え

男
は
衛
士
で
'
弓
を
身
に
帯
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
注
八
)
へ

弓
を
三
つ
に
並
べ
た
歌
を
詠
む
。
「
梓
弓
ま
弓
槻
弓
」
は
'
「
槻
」
に

「
月
」
を
ひ
び
か
せ
て
年
を
ひ
き
出
す
序
詞
に
な
っ
て
い
る
。
妻
の
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歌
の
「
年
」
を
ふ
ま
え
て
詠
ま
れ
た
返
歌
で
あ
る
。
弓
に
梓
弓
・
ま

弓
・
槻
弓
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
に
'
喜
び
も
悲
し
み
も
と
も
に
過

ご
し
て
き
た
が
'
わ
た
し
が
お
ま
え
を
か
け
が
え
の
な
い
女
性
と
し

て
'
誠
意
を
尽
し
て
愛
し
た
よ
う
に
'
今
度
の
夫
も
大
切
に
し
て
幸

せ
に
過
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。

女
は
'
夫
の
「
崇
高
な
愛
惜
」
(
注
九
)
　
に
接
し
た
瞬
間
へ
か
つ
て

こ
の
夫
と
楽
し
い
と
き
も
苦
し
い
と
き
も
と
も
に
暮
ら
し
た
日
々
の

こ
と
へ
夫
が
真
心
を
こ
め
て
自
分
を
い
つ
く
し
ん
で
く
れ
た
こ
と
が

「
嵐
の
よ
う
に
」
(
注
一
〇
)
胸
に
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
女
は
'
夫

を
引
き
と
め
よ
う
と
し
て
'
必
死
に
な
っ
て
次
の
和
歌
を
詠
み
か
け

K
B梓

弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
昔
よ
り
心
は
君
に
寄
り
に
し
も
の
を

「
梓
弓
」
は
引
く
の
枕
詞
。
あ
な
た
が
私
を
思
っ
て
く
だ
き
ろ
う

と
く
だ
さ
る
ま
い
と
へ
昔
か
ら
ず
っ
と
私
の
心
は
あ
な
た
に
寄
り

添
っ
て
い
た
の
で
す
と
ち
女
は
夫
の
深
く
大
き
な
愛
に
ふ
れ
て
'
夫

へ
の
自
分
の
愛
を
改
め
て
確
認
し
て
い
る
。
「
昔
よ
り
」
「
心
は
」
と

過
去
か
ら
の
自
己
の
心
を
取
り
立
て
て
示
し
へ
　
「
寄
り
け
い
も
の

を
」
と
自
然
的
完
了
「
ぬ
」
と
直
接
体
験
の
過
去
(
回
想
)
「
き
」
を

用
い
て
語
り
か
け
て
い
る
。
し
か
し
'
男
は
現
在
の
自
分
の
境
遇
で

は
妻
を
幸
せ
に
で
き
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
'
妻
へ
の
未

練
を
た
ち
き
る
か
の
よ
う
に
足
早
に
立
ち
去
っ
て
い
く
。

女
は
「
い
と
か
な
し
く
て
」
、
激
情
に
身
を
ま
か
せ
'
夫
へ
の
燃

え
る
よ
う
な
激
し
い
愛
と
'
そ
れ
を
夫
に
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
悲

し
み
を
抱
い
て
、
夫
を
迫
っ
て
い
く
。
「
か
な
し
」
は
'
二
四
段
中

で
た
だ
一
つ
の
心
情
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
'
現
代
語
の
「
悲
し
い
」

だ
け
で
な
く
へ
　
「
い
と
し
く
患
う
」
気
持
ち
を
も
含
み
持
つ
。
陰
影

深
い
古
代
語
で
あ
る
。
(
注
十
一
)
女
の
胸
は
は
り
さ
け
る
ば
か
り
で

あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
'
追
い
つ
く
こ
と
は
で
き
ず
、
清
水
の
あ
る

所
で
倒
れ
伏
す
。
追
い
か
け
る
う
ち
に
傷
つ
き
流
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
'
女
は
そ
こ
に
あ
っ
た
岩
に
指
の
血
で
'
和
歌
を
書
き
つ
け

て
絶
命
す
る
。

あ
ひ
恩
は
で
離
れ
ぬ
る
人
を
と
ど
め
か
ね
わ
が
身
は
今
ぞ
消
え
果

て
ぬ
め
る

○

前
の
和
歌
で
'
「
心
は
君
に
寄
り
に
し
も
の
を
」
と
「
心
」
を
と
り

○

あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
'
こ
の
歌
で
は
'
「
わ
が
身
」
を
対
象
化
し

て
い
る
。
自
分
は
こ
の
よ
う
に
夫
を
愛
し
て
い
る
の
に
'
そ
れ
と
同

じ
よ
う
に
夫
に
は
思
っ
て
も
ら
え
な
い
。
そ
し
て
夫
は
自
分
か
ら
離

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
夫
を
ひ
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
'
わ
が

身
は
今
ま
さ
に
消
え
果
て
て
し
ま
う
よ
う
で
す
と
、
今
ひ
と
り
生
命

を
終
え
ね
ば
な
ら
な
い
女
性
の
運
命
の
悲
し
み
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
。

「
め
り
」
は
「
見
え
あ
り
」
の
つ
ま
っ
て
生
じ
た
視
覚
的
な
推
定
の

助
動
詞
で
あ
る
。
「
ぞ
-
め
る
」
と
い
う
係
結
び
表
現
に
よ
る
強
調

は
'
夫
を
ひ
き
と
め
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
自
己
を
み
つ
め
、
今

ま
さ
に
死
ん
で
い
こ
う
と
す
る
瞬
間
の
思
い
を
'
死
ぬ
べ
き
と
き
は

他
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
ま
さ
に
そ
の
運
命
に
あ
る
こ
と
を
強
く

意
識
し
た
も
の
と
み
た
い
。

真
実
に
愛
す
る
が
故
に
へ
行
き
違
い
に
な
っ
た
愛
の
悲
劇
で
あ
っ

た
。
壮
絶
な
変
の
物
語
で
あ
る
。
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新
井
無
二
郎
『
許
釈
伊
勢
物
語
大
成
』
訓
頁
o

窪
田
空
穂
『
伊
勢
物
語
評
揮
』
(
東
京
堂
へ
昭
S
)
　
頁
。

新
井
無
二
郎
『
大
成
』
で
は
'
「
三
年
来
ざ
り
け
れ
ば
」
の

伏
線
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

四
　
『
養
老
律
令
』
に
「
-
そ
の
夫
外
蔀
に
没
落
し
て
'
子
あ

り
て
五
年
、
無
-
し
て
三
年
帰
ら
ざ
る
時
へ
-
改
嫁
を
ゆ

九八七六五

る
す
」
と
あ
る
。

竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
訳
』
5
-
9
頁
。

注
五
と
同
じ
。

筑
摩
書
房
『
平
安
文
学
選
、
学
習
指
導
の
研
究
』
昭
5
8

森
本
茂
『
伊
勢
物
語
全
粋
』
大
学
堂
書
店
　
昭
4
8

清
水
文
雄
先
生
　
前
記
　
『
女
流
日
記
』
㍑
貢
へ
王
朝
的

発
想
。

傍
注
及
び
頭
注
を
利
用
し
て
詠
む
。
口
語
訳
を
さ
せ
る
。

2
、
藤
原
与
一
先
生
の
読
解
の
三
段
階
法
(
素
材
読
み
・
文
法
読

み
・
表
現
読
み
)
　
に
よ
っ
て
読
み
を
深
め
る
。

①
素
材
読
み
1
五
W
(
時
・
所
・
人
・
事
件
・
理
由
)
の
角
度

か
ら
作
品
分
析
を
行
な
う
。
内
容
の
整
理
を
す
る
。

②
文
法
読
み
-
係
結
び
法
・
敬
語
法
・
反
語
法
・
助
動
詞
助
詞

の
意
味
用
法
に
注
意
し
て
読
み
を
深
め
る
。

③
表
現
読
み
-
素
材
読
み
を
ふ
ま
え
て
'
表
現
の
微
妙
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
へ
登
場
人
物
の
気
持
ち
へ
表
現
の
み
ご
と
さ
を
味
わ
う
。

こ
の
読
解
の
三
段
階
法
の
観
点
に
立
っ
て
'
次
の
よ
う
な
学
習
プ

リ
ン
ト
を
用
意
し
た
。

一
〇
　
池
田
勉
先
生
　
前
記
『
伊
勢
物
語
』
6
8
頁

十
l
　
筑
摩
雪
屠
『
平
安
文
学
選
へ
学
習
指
導
の
研
究
』
昭
5

三現
在
へ
　
二
四
段
〝
梓
弓
″
は
多
-
の
教
科
書
教
材
と
し
て
採
用
さ

れ
て
い
る
。
前
々
任
校
へ
高
陽
高
校
で
も
1
度
へ
本
校
で
は
.
S
B
年
以

降
、
六
回
は
と
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
実
践
は
'
拙
著
『
高
校
古
典

教
育
の
考
究
』
(
渓
水
社
へ
一
九
二
二
)
で
報
告
し
て
い
る
。
(
注
一
)

指
導
の
大
要
は
'
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

I
へ
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
(
渡
辺
実
校
注
　
昭
5
1
)
　
に
よ
っ
て
へ

3　2 1

人所時内
A I ft

(a(
7-

経
済
的
な
破
綻
?

Lp

別

れ

惜

し

み

て

l

深
い
愛
情

I
宮
仕
え

く

C
(

4
事
件

川
妻
の
歌

)

待
ち
わ
び
た
り
け
る
に

経
済
的

待
つ
こ
と
の
つ
ら
さ

精
神
的

)

②
戸
を
た
た
く

和
歌
を
さ
し
出
す

(　)年
妻は再婚が

許されていた

Ⅱ
帰
宅

Ⅲ
歌
の
贈
答

I
～
Ⅳ



〟
た
だ
今
宵
こ
そ
新
枕
す
れ
″

1
と
ま
ど
い
困
乱
・
困
惑

夫
へ
の
恨
み

無
念
さ

な
ぜ
き
の
う
に
で
も
帰
っ

き
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か

i
9
夫
の
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
贈
答
歌

〟
わ
が
せ
L
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ
″

1
妻
の
幸
せ
を
願
う
大
き
な
変

広
い
愛

㈱
妻
の
歌
　
○

・
苦
よ
り
心
は
君
に
失
す
i
に
し
も
の
を
〟

く

1
夫
へ
の
深
い
愛
を
確
認

妻
の
行
動

①
夫
を
ひ
き
と
め
る

②
夫
を
追
う
　
　
　
所
b
(

妻
の
心
情

・

.

:

・

(

,

:

)

○

独
詠
歌

〟
あ
ひ
恩
は
で
　
　
　
わ
が
身
は
今
ぞ
消
え
果
て
ぬ
め
る
″

1
愛
の
ゆ
き
違
い
ー
運
命
の
悲
し
み

(
　
　
)
　
の
血

愛
の
悲
劇

Ⅳ
女
の
死

係
結
び
の
表
現
を
指
摘
し
分
析
し
よ
う

さ
ら
に
二
三
段
〟
筒
井
筒
〟
と
比
較
し
て
、
次
頁
の
よ
う
に
ま
と

め
た
。

'
鑑
賞
を
深
め
る

前
記
、
池
田
勉
先
生
『
伊
勢
物
語
』
(
成
城
国
文
学
会
　
文
芸
読

本
Ⅱ
5
'
6
 
7
頁
I
6
8
頁
)
を
印
刷
配
付
し
て
'
生
徒
の
鑑
賞
に
役

立
た
せ
た
。

「
こ
れ
は
へ
　
ひ
と
り
の
女
性
の
運
命
の
悲
劇
と
へ
　
そ
の
な
か
に

燃
え
あ
が
る
愛
情
の
'
は
げ
し
い
美
し
さ
を
物
語
っ
た
話
で
す
」

と
書
き
始
め
ら
れ
る
鑑
賞
文
は
、
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
高
校
生

向
き
の
み
ご
と
な
文
章
で
あ
る
。

'
練
習
問
題
を
解
く
。

各
種
問
題
集
よ
り
二
四
段
の
問
題
を
さ
が
し
出
し
'
プ
リ
ン
ト

し
て
与
え
た
。
例
え
ば
'
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
日
栄
杜
『
短
期
練
習
伊
勢
物
語
』
(
平
2
)

②
学
研
『
新
ベ
ス
ト
コ
ー
ス
基
本
問
題
集
国
語
I
』
(
昭
6
3
)

③
研
数
書
院
『
短
期
完
成
基
礎
問
題
集
古
文
』
(
-
)

④
尚
文
出
版
『
基
礎
新
国
語
演
習
古
典
(
古
文
校
文
)
』
(
昭
5
8
)

⑤
明
治
書
院
『
大
学
人
試
問
題
総
覧
古
典
編
』
三
冊
(
昭

'
書
く
作
業
を
試
み
る
。

Ⅶ
年
度
国
語
I
の
授
業
で
は
、
.
次
の
一
五
〇
字
短
作
文
作
業
を

実
施
し
た
。

A
　
2
3
段
〟
筒
井
筒
〟
と
の
比
較
読
み

B
　
〝
わ
た
く
し
の
伊
勢
物
語
論
″

二
四
段
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
も
の
を
'
そ
れ
ぞ
れ
三
編
ず
つ

紹
介
す
る
。
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人
　
　
男二女

(
贈
答
歌
)

井
の
も
と

こ
の
女
を
i
J
v
V
札
止
叫

強
い
愛
憎

こ
の
男
を
と
思
ひ
"
0
0

①
(
刀
)
筒
井
つ
の
井
筒
に
か
け
し

②
(
女
)
-
ら
ペ
こ
し
振
分
け
髭
も

事
件
　
川
　
愛
の
成
就
　
　
あ
ぴ
に
け
り
(
結
婚
)

脚
　
新
し
い
通
い
所
　
　
　
(
経
済
的
破
綻
)

(
河
内
の
図
へ
高
安
の
郡
の
女
・
・
・
新
し
い
女
)

妾
の
献
身
的
な
変

夫
の
安
否
を
気
づ
か
う

(
独
詠
歌
)
息
吹
け
ば
沖
つ
白
波
(
序
詞
)

ゆ
か
な
し
(
愛
)

人
　
　
夫I

l
　
別
れ
惜
し
み
て

委ね
.
.
3
ご
ろ
に
言
ひ
け
る
人
-
・
新
し
い
男

事
件
　
川
　
夫
の
宮
仕
え

・

^

3

脚
　
夫
の
帰
宅

深
い
愛
憎

結
果
　
　
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド

夫
を
ひ
き
と
め
る

妾
へ
の
広
い
深
い
愛
摘

要
の
幸
せ
を
願
う

①
あ
ら
た
ま
の
年
の
三
と
せ
を
(
妻
)

(
贈
答
歌
)
②
あ
づ
さ
弓
ま
弓
槻
弓
　
　
　
(
夫
)

③
あ
づ
さ
弓
引
け
と
引
か
ね
ど
(
妻
)

か
な
し
(
悲
)
　
(
独
詠
歌
)

辞
世
の
歌
　
あ
ひ
恩
は
で

離
れ
ぬ
る
人
を

結
果
　
悲
劇夫

去
り
妻
は
絶
命



A
　
2
3
段
〟
筒
井
筒
″
と
の
比
較
読
み

㈱
話
の
内
容
は
ち
が
っ
て
い
て
も
こ
の
二
つ
の
作
品
に
は
美
し

い
愛
情
が
感
じ
ら
れ
た
。
二
三
段
は
幼
な
じ
み
の
愛
を
長
い
間
あ

た
た
め
た
か
ら
こ
そ
無
供
の
愛
惜
と
な
り
、
二
四
段
の
方
は
、
残

酷
な
運
命
で
結
ば
れ
は
し
な
か
っ
た
が
'
夫
の
妻
へ
の
愛
情
へ
幸

せ
を
願
う
気
持
ち
が
悲
劇
的
に
も
美
し
-
見
え
た
。
そ
れ
は
女
の

心
理
が
あ
た
た
か
-
純
粋
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。(女)

㈲
男
を
う
ま
く
ひ
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
二
三
段
よ
り
も
'

好
き
な
の
に
扉
を
開
け
ず
'
去
っ
て
し
ま
っ
た
男
に
迫
い
つ
-
こ

と
が
で
き
な
い
二
四
段
の
方
が
私
の
心
を
強
く
引
-
も
の
が
あ
っ

た
。
運
命
の
い
た
ず
ら
で
結
局
死
ん
で
し
ま
う
女
。
二
人
仲
良
-

く
ら
し
て
最
後
に
男
に
見
と
ら
れ
て
死
に
た
か
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
梓
弓
は
本
当
に
印
象
深
い
話
だ
っ
た
。
(
男
)

㈱
筒
井
筒
と
梓
弓
を
読
み
比
べ
る
と
'
私
は
梓
弓
の
ほ
う
が
好

き
で
す
。
結
果
だ
け
み
る
と
'
筒
井
筒
は
う
ま
-
い
-
け
ど
、
梓

弓
は
'
男
は
女
の
た
め
に
身
を
引
き
、
そ
し
て
も
っ
と
悲
し
い
こ

と
に
女
は
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
、
悲
惨
な
話
だ
け
ど
、
お
互
い

の
深
い
愛
情
が
'
結
ば
れ
な
-
て
も
、
と
て
も
す
ば
ら
し
い
と
思

い
ま
す
。
(
女
)

B
　
わ
た
く
し
の
伊
勢
物
語
論

㈲
　
九
段
・
二
三
段
・
二
四
段
は
ど
れ
も
男
と
女
が
愛
し
合
う

こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
感
動
し
た
り
-
や
し
か
っ
た

り
し
た
。
や
は
り
二
四
段
の
梓
弓
に
l
番
感
動
し
た
。
終
り
が
悲

劇
的
だ
っ
た
け
ど
、
男
と
女
の
愛
の
あ
り
方
が
と
て
も
美
し
か
っ

た
。
伊
勢
物
語
は
な
か
な
か
気
に
入
っ
た
。
(
女
)

㈲
　
伊
勢
物
語
は
ど
れ
も
男
女
の
恋
愛
の
は
な
し
で
、
す
ご
-

よ
か
っ
た
が
、
中
で
も
l
番
印
象
に
残
り
へ
す
き
な
の
は
梓
弓
で

す
.
ど
の
段
に
も
男
性
が
登
場
し
て
き
た
が
'
梓
弓
に
出
て
き
た

男
性
の
心
の
ひ
ろ
さ
に
心
を
う
た
れ
ま
し
た
。
結
末
は
悲
劇
で
お

わ
っ
た
け
ど
'
こ
れ
が
ま
た
一
層
心
に
強
-
印
象
づ
け
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
(
女
)

㈱
　
私
が
す
き
な
の
は
梓
弓
で
す
。
悲
し
い
話
だ
っ
た
け
ど
'

現
代
に
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
'
美
し
い
愛
の

話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
お
互
い
愛
し
あ
っ
て
い
た
の
に
、
ま
さ

に
運
命
の
い
た
ず
ら
で
し
た
。
二
人
の
静
か
な
悲
し
い
愛
が
'
と

て
も
美
し
く
て
い
い
な
と
恩
い
ま
し
た
。
(
女
)

.
-
3
一
学
期
の
三
年
文
系
選
択
古
文
で
も
'
伊
勢
物
語
を
と
り
扱
っ

た
。
そ
の
際
も
一
五
〇
字
感
想
を
求
め
た
。
梓
弓
を
と
り
あ
げ
た
も

の
に
は
'
作
品
に
つ
い
て
の
感
想
と
と
も
に
へ
登
場
人
物
の
男
と
女

の
愛
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
男
女
そ
れ
ぞ

れ
に
肯
定
的
な
感
想
と
も
に
へ
お
た
が
い
の
愛
の
深
さ
は
認
め
な
が

ら
も
否
定
的
批
判
的
感
想
を
の
べ
た
も
の
が
意
外
に
多
か
っ
た
。
以

下
、
四
つ
の
観
点
か
ら
感
想
を
ま
と
め
た
い
。

A
　
作
品
に
つ
い
て

①
男
と
女
の
愛
に
男
女
の
原
点
を
見
る
よ
う
だ
。

②
男
女
の
愛
が
と
て
も
よ
-
あ
ら
わ
れ
て
い
る
作
品
だ
。

③
た
い
へ
ん
悲
し
い
物
語
だ
。
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④
日
本
人
の
美
学
が
そ
の
ま
ま
出
て
い
る
よ
う
な
話
だ
。
男
の
美

談
と
し
て
と
ら
え
た
い
。

⑤
こ
れ
は
純
愛
で
は
な
い
。
女
は
男
の
帰
り
を
待
つ
。
男
は
愛
を

も
っ
て
女
を
と
り
も
ど
す
。
こ
れ
が
純
愛
だ
。

B
　
女
(
妻
)
　
に
つ
い
て

①
女
の
愛
情
の
深
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
。
女
の
男
に
対
す
る
深
い
愛

情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

②
夫
と
新
し
い
男
の
板
ば
さ
み
に
苦
し
む
女
の
愛
情
へ
悲
し
み
が

し
み
じ
み
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

③
な
ん
の
音
沙
汰
も
な
い
男
を
三
年
間
も
待
ち
続
け
た
こ
と
は
す

ご
い
事
だ
'
(
(
N
)

④
女
は
も
う
少
し
待
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。
わ
た
し
が
妻
な
ら
待
ち

た
い
。
女
の
弱
さ
が
出
て
し
ま
っ
て
最
後
ま
で
男
を
待
つ
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
す
。
ど
う
し
て
あ
と
一
日
待
て

な
か
っ
た
の
か
。
三
年
目
に
男
が
帰
っ
て
く
る
可
能
性
は
あ
っ

た
の
に
。

⑤
女
の
行
動
は
し
ょ
う
が
な
い
。
愛
す
る
人
を
待
て
な
か
っ
た
こ

の
女
性
に
同
情
す
る
。
三
年
間
待
ち
続
け
た
女
の
つ
ら
さ
が
わ

か
る
。

⑥
内
に
熱
い
愛
惜
を
秘
め
た
女
だ
。
一
人
の
男
を
死
ぬ
ほ
ど
愛
す

る
と
い
う
こ
と
は
'
今
の
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

C
　
男
(
夫
)
　
に
つ
い
て

①
女
を
大
切
に
思
う
男
の
言
葉
に
涙
が
出
た
。
昔
の
男
尊
女
卑
の

考
え
の
中
で
は
す
ば
ら
し
い
人
間
だ
。

②
男
が
三
年
間
も
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
事
情
が
あ
る
に
せ

よ
ひ
ど
す
ぎ
る
。
な
ぜ
三
年
間
も
連
絡
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ

れ
が
お
互
い
の
不
幸
の
原
因
と
な
っ
た
の
だ
。

③
男
の
や
さ
し
さ
も
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
自
分
の
と
こ
ろ
へ
「
戻
っ

て
こ
い
」
と
言
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。
男
は
も
う
ち
ょ
っ
と
未
練

を
残
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

④
男
は
も
っ
と
強
引
で
あ
っ
て
は
し
か
っ
た
。
優
し
い
こ
と
ば
を

か
け
ら
れ
る
よ
り
へ
女
は
無
理
に
で
も
連
れ
出
さ
れ
た
か
っ
た

だ
ろ
う
。
男
は
あ
っ
さ
り
あ
き
ら
め
ず
へ
　
こ
の
女
を
う
ば
う
ぐ

ら
い
の
気
持
ち
の
方
が
'
女
は
う
れ
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
男

は
争
う
こ
と
に
な
っ
て
も
家
の
中
に
入
る
べ
き
だ
。

⑤
自
分
を
慕
っ
て
く
れ
て
い
た
女
を
あ
っ
さ
り
手
放
す
男
は
'
事

情
が
あ
る
に
せ
よ
'
惰
な
い
。
第
三
者
の
日
に
ち
　
男
ら
し
い
わ

ね
ぇ
の
言
葉
を
気
に
し
た
言
動
に
出
た
と
し
か
患
え
な
い
。
ま

だ
結
婚
し
て
い
な
い
女
を
さ
っ
さ
と
諦
め
た
男
!
本
当
に
お
前

は
愛
し
て
い
た
の
か
!
男
に
は
他
に
女
が
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

D
　
そ
の
他

①
二
人
が
結
ば
れ
な
か
っ
た
の
が
と
て
も
残
念
だ
。

②
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
運
命
の
い
た
ず
ら
に
'
女
も
男
も
あ
は
れ

m
③
女
が
血
文
で
石
に
歌
を
記
し
て
力
尽
き
て
死
ん
で
い
く
と
こ
ろ

が
壮
絶
だ
っ
た
。

④
男
の
歌
は
憤
り
を
押
さ
え
た
恨
み
事
で
あ
ろ
う
。

一
年
生
の
感
想
の
多
-
は
'
夫
の
妻
を
思
う
広
く
大
き
い
愛
に
感
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勤
し
へ
女
の
悲
劇
的
な
運
命
に
強
い
感
銘
を
覚
え
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
'
三
年
生
の
感
想
で
は
'
夫
を
待
ち
通
せ
な
か
っ
た
女
を
批

判
し
'
男
は
も
っ
と
杭
極
的
な
行
動
に
出
る
べ
き
だ
と
す
る
意
見
が

意
外
に
多
か
っ
た
。

a二
四
段
　
〝
梓
弓
″
　
は
'
想
像
の
翼
を
広
げ
て
読
む
こ
と
の
で
き
る

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
物
語
で
あ
る
o
愛
の
真
実
が
み
ご
と
な
虚
構
で
語

ら
れ
て
い
る
。
(
注
二
)
　
四
首
の
和
歌
を
中
軸
に
す
え
て
'
事
件
の
み

が
簡
潔
に
語
ら
れ
た
作
品
で
あ
り
'
登
場
人
物
や
主
題
な
ど
に
つ
い

て
の
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
が
可
能
で
あ
る
。
諸
説
・
異
論
も
多
い
.
 
。
登

場
す
る
男
女
に
つ
い
て
も
従
来
多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
男
が
立
ち
去
っ
た
理
由
と
し
て

a
e
　
妻
へ
の
恨
み
(
大
成
3
1
0
頁
・
全
書
-
-
1
-
注
三
)

b
.
夫
の
失
望
と
憤
り
(
評
釈
9
5
頁
)

C
.
み
や
び
の
精
神
を
貿
く
た
め
　
(
注
E
]
)

な
ど
と
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
「
未
練
を
残
し
っ
つ

も
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
男
が
'
後
悔
を
た
た
え
た
自
己

説
得
を
女
へ
の
祝
福
の
形
で
歌
っ
た
」
(
前
掲
新
潮
古
典
集
成
4
2
貢
)

と
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
男
の
深
い
大
き
な
愛
情
が
理
解
で
き
る
の

で
あ
る
。
自
己
の
悲
し
み
を
抑
え
て
妻
の
新
し
い
幸
せ
を
願
う
こ
と

の
で
き
る
男
の
人
間
像
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

女
に
対
し
て
も
否
定
的
な
意
見
も
多
い
。
『
全
評
釈
』
　
の
よ
う
に

「
心
根
の
浅
い
女
性
」
(
班
員
)
と
き
め
つ
け
て
し
ま
う
の
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
も
ま
た
「
女
の
純
愛
の
物
語
」
(
注
五
)
へ
「
ひ

と
り
の
女
性
の
運
命
の
悲
劇
と
そ
の
な
か
に
燃
え
あ
が
る
愛
惜
の
は

げ
し
い
美
し
さ
を
物
語
っ
た
話
」
(
前
掲
・
池
田
勉
先
生
『
伊
勢
物

語
』
)
と
み
た
い
。

こ
れ
か
ら
の
学
習
に
当
っ
て
は
、
読
解
の
三
段
階
法
を
基
盤
に
し

て
深
く
豊
か
に
読
み
と
ら
せ
る
と
と
も
に
'
想
像
の
翼
を
広
げ
て
読

ま
せ
る
こ
と
を
さ
せ
た
い
。
そ
の
た
め
に
へ
　
ま
ず
次
の
五
点
を
グ

ル
ー
プ
で
話
し
あ
い
を
さ
せ
た
い
。

①
男
は
な
ぜ
三
年
間
も
た
よ
り
を
出
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

②
女
は
な
ぜ
再
婚
の
決
意
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

③
男
は
な
ぜ
立
ち
去
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

④
こ
の
男
を
ど
う
思
う
か
。

⑤
こ
の
女
を
ど
う
思
う
か
。

話
し
あ
い
を
ふ
ま
え
て
'
二
四
段
を
創
作
風
に
書
き
上
げ
る
こ
と

を
試
み
さ
せ
た
い
。
伊
勢
物
語
の
二
四
段
梓
弓
の
創
作
法
を
実
践
し

た
い
。
(
注
六
)

追
記
　
本
稿
は
'
「
河
　
2
6
号
-
清
水
文
雄
先
生
卒
寿
記
念
特
集
」
(
王

朝
文
学
の
会
・
平
成
五
・
六
)
　
の
原
稿
に
基
い
て
二
七
会
(
P

・
-
ォ
3
於
青
少
年
セ
ン
タ
ー
)
　
で
発
表
し
た
資
料
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
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注
一
拙
著
『
高
校
古
典
教
育
の
考
究
』
所
収
の
伊
勢
物
語
学
習
指

導
の
論
考
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

第
二
早
　
二
　
文
法
読
み
の
実
践

H
　
伊
勢
物
語
/
c
o
.
 
"
^
.
-
-
段
)
　
の
ば
あ
い

第
五
章
　
比
較
読
み
の
試
み

-
伊
勢
物
語
　
　
　
段
の
受
容
の
実
態
を

中
心
に
-

第
七
章
　
古
典
鑑
賞
指
導
の
試
み

-
伊
勢
物
語
の
学
習
指
導
の
場
合
I

注
二
　
前
掲
　
筑
摩
書
房
『
平
安
文
学
選
学
習
指
導
の
研
究
』

注
三
　
南
披
浩
『
伊
勢
物
語
』
日
本
古
典
全
書
、
朝
日
新
聞
社

昭
3
5

注
四
　
野
口
元
大
『
古
代
物
語
の
構
造
』
　
有
精
望
　
昭
和
4
4

注
五
　
片
桐
洋
l
　
『
伊
勢
物
語
』
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
5
　
角
川
書

店
　
昭
5
0

注
六
　
〟
梓
弓
〟
　
の
物
語
化
の
実
践
と
し
て

江
藤
結
花
教
諭
〟
古
典
に
親
し
ま
せ
る
学
習
指
導
の
試
み

-
『
伊
勢
物
語
』
の
実
践
-
〟

(
切
.
o
o
・
m
　
第
3
4
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学

会
)
が
あ
る
。

S

3

.

　

　

　

記

(
広
島
県
立
安
古
市
高
等
学
校
)
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