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出
典

「
源
氏
物
語
玉た

ま

の
小お

櫛ぐ
し

」

　
江
戸
時
代
、
寛か
ん

政せ
い

八
年
（
一
七
九
六
）
成
立
、
十

一
年
刊
。「
源
氏
物
語
」
の
注
釈
書
、
全
九
巻
九
冊
。

本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

著
。
巻
一
と
巻
二
は
総
論
、
巻
三
は
年
立

て
の
考
証
、
巻
四
は
「
湖
月
抄
」
を
底
本
と
す
る
異

本
と
の
校
合
、
巻
五
以
下
は
語
句
の
注
釈
と
い
う
構

成
。
特
に
総
論
で
展
開
さ
れ
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」

論
は
、
儒
教
的
・
仏
教
的
文
学
観
を
し
り
ぞ
け
、
感

情
を
重
視
す
る
文
学
の
独
自
性
を
認
め
よ
う
と
す
る

見
解
で
あ
り
、
重
要
で
あ
る
。

重
要
古
語

重
要
古
語

◇
こ
こ
ら
の
＝
た
く
さ
ん
の
。

◇
此
物
が
た
り
＝
「
源
氏
物
語
」
を
指
す
。

◇	

物
の
あ
は
れ
な
る
す
ぢ
＝
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣

と
い
っ
た
方
面
。

◇
文
詞
＝
文
章
の
言
葉
遣
い
。

◇
世
に
ふ
る
人
＝
こ
の
世
に
生
き
る
人
。

◇
心
ば
せ
・
心
ば
へ
＝
性
格
、
気
立
て
。

題
例

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

　
こ
こ
ら
の
物
語
書
ど
も
の
中
に
、
此こ
の

物
が
た
り
は
、
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
き
物
に
し
て
、
大
か
た
さ
き
に
も
後
に
も
、

た
ぐ
ひ
な
し
。
ま
づ
こ
れ
よ
り
さ
き
な
る
、
ふ
る
物
語
ど
も
は
、
何
事
も
、
さ
し
も
深
く
、
心
を
い
れ
て
書
け
り
と
し
も
見
え

ず
、
た
だ
一
わ
た
り
に
て
、
あ
る
は
め
づ
ら
か
に
興
あ
る
事
を
む
ね
と
し
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
さ
ま
の
事
多
く
な
ど
し
て
、

い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
、
物
の
あ
は
れ
な
る
す
ぢ
な
ど
は
、
さ
し
も
こ
ま
や
か
に
ふ
か
く
は
あ
ら
ず
。
又
こ
れ
よ
り
後
の
物
ど
も

は
、　
　
　
　
　
な
ど
は
、
何
事
も
、
も
は
ら
此
物
が
た
り
の
さ
ま
を
な
ら
ひ
て
、
心
を
い
れ
た
り
と
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら
、

こ
よ
な
く
お
と
れ
り
。
其そ
の

外ほ
か

も
み
な
こ
と
な
る
こ
と
な
し
。
た
だ
此
物
語
ぞ
、
こ
よ
な
く
て
、
殊こ

と

に
深
く
、
よ
ろ
づ
に
心
を
い

れ
て
書
け
る
物
に
し
て
、
す
べ
て
の
文ふ
み

詞こ
と
ば

の
め
で
た
き
こ
と
は
、
さ
ら
に
も
い
は
　
　
　
、
よ
に
ふ
る
人
の
た
た
ず
ま
ひ
、

春
夏
秋
冬
を
り
を
り
の
空
の
け
し
き
、
木
草
の
あ
り
さ
ま
な
ど
ま
で
、
す
べ
て
書
き
ざ
ま
め
で
た
き
中
に
も
、
男
女
、
そ
の

人
々
の
、
け
は
ひ
心
ば
せ
を
、
お
の
お
の
こ
と
こ
と
に
書
き
分
け
て
、
ほ
め
た
る
さ
ま
な
ど
も
、
皆
其そ
の

人ひ
と

其
人
の
、
け
は
ひ
心

ば
へ
に
し
た
が
ひ
て
、
一ひ
と

様や
う

な
ら
　
　
　
、
よ
く
分
れ
て
、
う
つ
つ
の
人
に
あ
ひ
見
る
ご
と
く
、
お
し
は
か
ら
る
る
な
ど
、
お

ぼ
ろ
げ
の
筆
の
、
か
け
て
も
及
ぶ
べ
き
さ
ま
に
あ
ら
　
　
　
。

問
一�

　
　
　
　
　
　
に
入
る
最
も
適
切
な
物
語
名
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
ア�

　
宇う

津つ

保ほ

物
語
　
　
イ
　
伊
勢
物
語
　
　
ウ
　
狭さ

衣ご
ろ
も物
語
　
　
エ
　
竹
取
物
語�

　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
二�

　
　
　
　
に
共
通
し
て
入
る
助
動
詞
を
、
一
字
で
記
せ
。�

　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
三�

　
二
重
傍
線
部
①
「
る
」、
②
「
る
る
」
を
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。

	

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ

Ｘ①

Ｙ

Ｙ

Ｂ

②

Ｃ

Ｙ

Ｘ

�����

�����

Ｙ

�����

�����

�����

�����

�����

�����

510

第

　

第

　

    

講講
66

評
　
論

評
　
論

0001-0048_1_高校新演習国語_フォーカス古文2_本冊.indb   320001-0048_1_高校新演習国語_フォーカス古文2_本冊.indb   32 2023/03/22   14:242023/03/22   14:24

Sam
ple



33

問
四�

　
傍
線
部
Ａ
〜
Ｃ
の
語
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
〜
エ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
よ
。

　
　
Ａ
　
　
ア�

　
恐
ろ
し
い
　
　
イ
　
乱
れ
た
　
　
ウ
　
大
げ
さ
な
　
　
エ
　
不
吉
な�

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
Ｂ
　
　
ア
　
夢
の
中
　
　
イ
　
現
実
　
　
ウ
　
正
気
　
　
　
エ
　
理
想�

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
Ｃ
　
　
ア
　
は
っ
き
り
し
な
い
　
　
イ
　
頼
り
な
い
　
　�

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ウ
　
並
ひ
と
通
り
の
　
　
　
エ
　
普
通
で
は
な
い
　�

問
五�

　
本
文
を
三
つ
の
段
落
に
分
け
る
と
す
る
と
、
第
二
段
落
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
。
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
抜
き
出

し
て
記
せ
。（
句
読
点
を
含
む
。）	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
太
字
の
部
分
の
単
語
や
語
法
の
解
説
を
ヒ
ン
ト
に
例
題
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
こ
こ
ら
の
物
語
書
ど
も
の
中
に
、
此こ

の

物
が
た
り
は
、
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
き
物
に
し
て
、
大
か
た
さ
き
に
も
後
に
も
、

た
ぐ
ひ
な
し
。
ま
づ
こ
れ
よ
り
さ
き
な
る
、
ふ
る
物
語
ど
も
は
、
何
事
も
、
さ
し
も
深
く
、
心
を
い
れ
て
書
け
り
と
し
も
見
え

ず
、
た
だ
一
わ
た
り
に
て
、
あ
る
は
め
づ
ら
か
に
興
あ
る
事
を
む
ね
と
し
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
さ
ま
の
事
多
く
な
ど
し
て
、

い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
、
物
の
あ
は
れ
な
る
す
ぢ
な
ど
は
、
さ
し
も
こ
ま
や
か
に
ふ
か
く
は
あ
ら
ず
。
又
こ
れ
よ
り
後
の
物
ど
も

は
、　
　
　
　
　
な
ど
は
、
何
事
も
、
も
は
ら
此
物
が
た
り
の
さ
ま
を
な
ら
ひ
て
、
心
を
い
れ
た
り
と
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら
、

こ
よ
な
く
お
と
れ
り
。
其そ
の

外ほ
か

も
み
な
こ
と
な
る
こ
と
な
し
。
た
だ
此
物
語
ぞ
、
こ
よ
な
く
て
、
殊こ

と

に
深
く
、
よ
ろ
づ
に
心
を
い

れ
て
書
け
る
物
に
し
て
、
す
べ
て
の
文ふ
み

詞こ
と
ば
の
め
で
た
き
こ
と
は
、
さ
ら
に
も
い
は
　
　
　
、
よ
に
ふ
る
人
の
た
た
ず
ま
ひ
、

春
夏
秋
冬
を
り
を
り
の
空
の
け
し
き
、
木
草
の
あ
り
さ
ま
な
ど
ま
で
、
す
べ
て
書
き
ざ
ま
め
で
た
き
中
に
も
、
男
女
、
そ
の

人
々
の
、
け
は
ひ
心
ば
せ
を
、
お
の
お
の
こ
と
こ
と
に
書
き
分
け
て
、
ほ
め
た
る
さ
ま
な
ど
も
、
皆
其そ
の

人ひ
と

其
人
の
、
け
は
ひ	

心
ば
へ
に
し
た
が
ひ
て
、
一ひ

と

様や
う

な
ら
　
　
　
、
よ
く
分
れ
て
、
う
つ
つ
の
人
に
あ
ひ
見
る
ご
と
く
、
お
し
は
か
ら
る
る
な
ど
、

お
ぼ
ろ
げ
の
筆
の
、
か
け
て
も
及
ぶ
べ
き
さ
ま
に
あ
ら
　
　
　
。

�����

�����

�����

�����

�����

�����

解
法
と
学
習
の
手
引
き

た
く
さ
ん
の

古
い
物
語

存
続

打
消

断
定

大
げ
さ
な

し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
と
い
っ
た
方
面
の
こ
と

打
消

Ｘ

す
べ
て

存
続

格
別
に

存
続

係
助〈
結
び
流
れ
〉

こ
の
う
え
な
く
す
ば
ら
し
く
て

①
存
続

文
章
の
言
葉
づ
か
い

言
う
ま
で
も
な
く

Ｙ

こ
の
世
に
生
き
て
い
る
人

性
格

存
続

性
格

形
容
動
詞

同
じ
よ
う
で
は
な
くＹ

実
在
す
る

比
況

自
然
と
想
像
で
き
る

②
自
発

語
幹

ま
っ
た
く

可
能

断
定

Ｙ

問
一
　「
源
氏
物
語
」
以
前
に
成
立
し
た
作
り
物
語

は
、
三
作
品
の
み
現
存
す
る
。
古
典
文
学
史
の
基

本
事
項
で
あ
る
。
そ
の
三
作
品
以
外
の
も
の
が
入

る
。

問
二
　
助
動
詞
の
接
続
に
注
意
。
上
は
す
べ
て
未
然

形
で
あ
る
。
ま
た
、「
さ
ら
に
」「
か
け
て
」
は
、

下
に
決
ま
っ
た
表
現
を
要
求
す
る
呼
応
の
副
詞
で

あ
る
。

問
三
　
助
動
詞
で
あ
る
。
接
続
に
注
意
し
て
見
分
け

る
。

問
四
　
い
ず
れ
も
基
本
的
か
つ
重
要
単
語
で
あ
る
。

文
脈
か
ら
意
味
を
追
っ
て
み
よ
う
。

問
五
　
こ
の
文
章
は
、「
源
氏
物
語
」
の
す
ば
ら
し

さ
を
、
他
の
作
品
と
比
較
し
て
検
証
し
て
い
る
も

の
。
他
の
作
品
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る

の
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

　
昔
の
や
う
の
宮
ば
ら
の
御
あ
り
さ
ま
、
あ
ま
た
う
け
た
ま
は
る
中
に
、
大
斎
院
こ
そ
、
め
で
た
く
お
は
し
ま
し
け
む
と
お
ぼ

え
さ
せ
た
ま
へ
。
た
だ
今
の
時
の
后き
さ
きに
て
お
は
し
ま
さ
む
御
方
々
は
、
華
や
か
に
今
め
か
し
く
も
、
ま
た
、
心
に
く
く
も
お
は

し
ま
さ
む
、
こ
と
わ
り
な
り
。
こ
れ
は
、
い
つ
も
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
常と
き
は磐
の
蔭か

げ

に
て
、
有あ

り

栖す

川が
は

の
音お

と

よ
り
外
は
人
目
稀ま

れ

な
る
御

住
ま
ひ
に
て
、
い
つ
も
た
ゆ
み
な
く
お
は
し
ま
し
け
む
ほ
ど
こ
そ
、
限
り
な
く
め
で
た
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
へ
。

　
さ
り
な
が
ら
、
御
年と
し

な
ど
も
若
く
お
は
し
ま
さ
む
ほ
ど
は
、
こ
と
わ
り
な
り
や
。
む
げ
に
老
い
衰
へ
、
御
世
も
末
に
な
り
て
、

そ
の
か
み
参
り
慣
れ
て
は
べ
り
け
む
人
も
を
さ
を
さ
な
く
、
今
の
世
の
人
も
は
か
ば
か
し
く
参
る
こ
と
も
な
き
末
の
世
に
な
り

て
し
も
、
九
月
十
日
余よ

日ひ

の
月
明あ

か
か
り
け
る
に
、
雲う

林り
ん

院ゐ
ん

の
不
断
の
念
仏
の
果
て
に
参
り
た
り
け
る
殿て

ん

上じ
や
う

人び
と

、
四
五
人
ば

か
り
、
帰
さ
に
、
本
院
の
御み

門か
ど

の
細
め
に
開あ

き
た
る
よ
り
、
や
を
ら
入
り
て
、
昔
よ
り
心
に
く
く
言
は
れ
さ
せ
た
ま
ふ
院
の
う

ち
、
忍
び
て
見
む
と
思
ひ
け
る
に
、
人
の
音
も
せ
ず
、
し
め
じ
め
と
あ
り
け
る
に
、
御
前
の
前せ
ん

栽ざ
い

心
に
ま
か
せ
て
高
く
生お

ひ
茂

る
を
、
露
は
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
き
ら
め
き
わ
た
り
、
虫
の
声
々
か
し
が
ま
し
き
ま
で
聞
こ
え
、
遣や
り

水み
づ

の
音
の
ど
や
か
に
て
、

船ふ
な

岡を
か

の
颪お

ろ
し、
風
冷
や
や
か
に
吹
き
わ
た
り
け
る
に
、
御
前
の
簾す

少
し
は
た
ら
き
て
、
薫た

き

物も
の

の
香か

、
い
と
か
う
ば
し
く
匂に

ほ

ひ
出い

で

た
り
け
る
だ
に
、
今
ま
で
御み

格か
う

子し

も
参
ら
で
月
な
ど
御
覧
じ
け
る
に
や
と
、
あ
さ
ま
し
く
め
で
た
く
お
ぼ
え
け
る
に
、
奥
深
く
、

箏し
や
うの
琴こ

と

を
平

ひ
や
う

調で
う

に
調
べ
ら
れ
た
る
声
、
ほ
の
か
に
聞
こ
え
た
り
け
る
、
さ
は
、
か
か
る
こ
と
こ
そ
と
、
め
づ
ら
か
に
お
ぼ
え

け
る
、
こ
と
わ
り
な
り
。

（
注
）
○
大
斎
院
＝
五
代
の
帝み
か
どの

御
代
に
わ
た
っ
て
斎
院
を
務
め
た
選せ
ん

子し

内
親
王
。
　
　
○
本
院
＝
斎
院
の
御
所
。

問
一
　
傍
線
部
①
〜
④
の
語
句
の
意
味
を
記
せ
。

	

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　

　
　
②
　
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｘ

ａ

①

Ｙ

②

③

④

ｂ
Ｚ

�����

�����

�����

�����

出
典

「
無
名
草
子
」

　
鎌
倉
時
代
時
代
初
期
（
一
二
〇
二
年
頃
）
の
成
立
。

筆
者
は
藤ふ
じ

原わ
ら
の

俊と
し

成な
り
の

女む
す
め

か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
物

語
評
論
で
、「
源
氏
物
語
」
が
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
物
語
「
大
鏡
」
の
形
式
に
影
響
を
受
け
、
会
話

形
式
で
老
尼
が
女
房
た
ち
の
話
を
聞
く
と
い
う
も
の
。

重
要
古
語

重
要
古
語

◇	

斎
院
＝
京
都
の
賀か

茂も

神
社
に
奉
仕
し
た
未
婚
の
内

親
王
や
女
王
、
ま
た
斎
院
の
御
所
を
指
す
。

◇	

有
栖
川
＝
斎
院
御
所
の
そ
ば
を
流
れ
て
い
た
川
。

◇	

不
断
の
念
仏
の
果
て
＝
期
間
を
定
め
て
昼
夜
念
仏

を
唱
え
る
、
そ
の
最
後
の
日
。

◇
帰
さ
に
＝
帰
る
途
中
に
。

◇
前
栽
＝
庭
の
草
木
。
植
え
込
み
。

◇
は
た
ら
き
て
＝
動
い
て
。

510

演

習

問

題

演

習

問

題

A
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問
一
　
い
ず
れ
も
重
要
単
語
。
②
「
は
か
ば
か
し
」

は
、
文
脈
に
合
う
訳
を
考
え
る
。

問
二
　
助
動
詞
「
む
」
は
、
文
中
用
法
と
文
末
用
法

に
分
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
意
味
は
主
体
が
一
人
称
、

二
人
称
、
三
人
称
か
に
よ
っ
て
判
別
で
き
る
。

問
三
　「
お
ぼ
ゆ
」
の
訳
し
方
に
注
意
す
る
。

問
四
　「
そ
の
か
み
」
は
「
そ
の
当
時
」。
ど
の
よ
う

な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
。
呼
応
の
副
詞
「
を
さ
を

さ
」、
敬
語
「
侍
り
」
の
用
法
に
注
意
す
る
。

問
五
　「
め
で
た
し
」
に
注
目
。
何
に
つ
い
て
の
評

価
か
。

問
六
　「
昔
の
や
う
（
な
り
）」
と
は
、
昔
風
・
古
風

で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

	

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　

　
　
④
　
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
二�

　
傍
線
部
ａ
・
ｂ
の
「
む
」
と
文
法
上
の
用
法
が
同
じ
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
ア�

　
い
と
や
す
き
こ
と
、
た
し
か
に
守
り
侍
ら
む
。
　
　
イ
　
子
と
い
ふ
も
の
、
な
く
て
あ
り
な
む
。

　
　
ウ�
　
少
納
言
よ
、
香
炉
峰
の
雪
、
い
か
な
ら
む
。
　
　
　
エ
　
こ
れ
が
花
の
咲
か
む
折
は
、
来
む
よ
。

	

　
　
　
ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ｂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
三�

　
傍
線
部
Ｘ
「
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
へ
」
を
品
詞
分
解
し
て
そ
れ
ぞ
れ
文
法
的
に
説
明
し
、
現
代
語
訳
せ
よ
。

　
　
品
詞
分
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
現
代
語
訳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
四�

　
傍
線
部
Ｙ
「
そ
の
か
み
参
り
慣
れ
て
は
べ
り
け
む
人
も
を
さ
を
さ
な
く
」
に
つ
い
て
、「
そ
の
か
み
」
の
内
容
を
明
ら

か
に
し
て
、
四
十
字
以
内
で
解
釈
を
記
せ
。

　

問
五�

　
傍
線
部
Ｚ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
ア�

　
大
斎
院
が
夜
明
け
ま
で
格
子
も
下
ろ
さ
ず
月
を
観
賞
し
て
い
た
こ
と
を
、
殿
上
人
た
ち
は
慎
み
が
な
い
行
為
で
あ
る

と
残
念
に
思
っ
て
い
る
。

　
　
イ�

　
大
斎
院
が
夜
更
け
ま
で
格
子
も
下
ろ
さ
ず
月
を
見
て
い
た
こ
と
を
、
殿
上
人
た
ち
は
驚
き
つ
つ
、
情
趣
の
あ
る
態
度

だ
と
称
賛
し
て
い
る
。

　
　
ウ�

　
若
い
后
た
ち
が
、
自
分
た
ち
が
来
る
ま
で
格
子
を
開
け
放
し
て
待
っ
て
い
た
こ
と
を
、
殿
上
人
は
光
栄
で
あ
り
が
た

い
こ
と
だ
と
喜
ん
で
い
る
。

　
　
エ�

　
若
い
后
た
ち
が
、
夜
明
け
ま
で
格
子
を
下
ろ
さ
ず
月
を
見
て
い
た
こ
と
を
、
殿
上
人
た
ち
は
風
流
で
は
あ
る
が
行
き

過
ぎ
だ
と
あ
き
れ
て
い
る
。
　�
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
六�

　
冒
頭
の
「
昔
の
や
う
（
な
り
）」
と
反
対
の
意
味
を
も
つ
単
語
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、
終
止
形
で
記
せ
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��������

��������

�����

�����

�����

�����

�����

�����
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

　
　
　
　
重し
げ

之ゆ
き

　
　
雪
ふ
れ
ば
あ
し
げ
に
見
ゆ
る
い
こ
ま
山

　
　
　
　
幸か
う

文ぶ
ん

太た

　
　
　
い
つ
な
つ
か
げ
に
な
ら
む
と
す
ら
む

こ
れ
は
、
為た
め

正ま
さ

が
、
河か

は
ち内

の
守か

み

に
て
侍
り
け
る
時
、
雪
の
降
り
た
り
け
る
朝あ

し
たに

、
つ
れ
づ
れ
な
り
け
れ
ば
、
か
み
の
さ
う
し
を

た
て
こ
め
て
、
郎ら
う

党だ
う

ど
も
を
呼
び
あ
つ
め
て
、
酒
な
ど
の
み
け
る
に
、
源

み
な
も
と
の

重
之
が
、
も
の
へ
ま
か
る
つ
い
で
に
、
ま
う
で

来
た
り
け
れ
ば
、
よ
ろ
こ
び
騒
ぎ
て
、
饗
じ
け
る
。
お
の
お
の
酔
ひ
て
、
さ
う
し
を
押
し
あ
け
て
、
眺
め
や
る
に
、
雪
に
埋う
み

れ

た
る
山
の
見
え
け
れ
ば
、「
あ
れ
は
、
い
づ
れ
の
山
ぞ
」
と
、
問
ひ
け
れ
ば
、「
あ
れ
こ
そ
は
、
高
名
の
い
こ
ま
の
山
よ
」
と
、

為
正
が
い
ひ
け
る
を
聞
き
て
、
か
く
申
し
た
り
け
る
を
、
た
び
た
び
詠
じ
て
、
付
け
む
と
し
け
る
に
、
い
か
に
も
、
え
付
け
ざ

り
け
る
け
し
き
を
見
て
、
か
く
し
あ
る
き
け
る
、
あ
や
し
の
さ
ぶ
ら
ひ
の
付
け
た
り
。
げ
に
、
け
し
き
の
見
え
で
、
そ
ら
し
は

ぶ
き
高
や
か
に
し
て
、
人
よ
り
け
に
、
ゐ
い
で
て
、
け
し
き
し
け
れ
ば
、
重
之
見
て
、「
幸
文
太
こ
そ
、
付
け
げ
に
侍
れ
」
と

い
ひ
け
れ
ば
、
為
正
、「
か
た
は
ら
い
た
く
、
み
ぐ
る
し
き
事		

な
り
」
と
押
し
こ
め
て
、
い
は
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
引
き
入い

り
て

や
み
に
け
り
。
な
ほ
、
為
正
、
え
付
け
で
、
程
す
ぎ
に
け
れ
ば
、
わ
び
て
、「
さ
ば
申
せ
。
い
か
に
付
け
た
る
ぞ
」
と
問
ひ
け

れ
ば
、
し
ば
し
、
き
そ
く
し
て
い
は
ざ
り
け
れ
ば
、
重
之
、
し
き
り
に
せ
め
け
れ
ば
、
い
ひ
い
で
た
り
け
る
に
、
為
正
、
し
た

な
き
し
て
あ
さ
み
け
り
。
重
之
、
聞
き
け
る
ま
ま
に
、
立
ち
て
舞
ひ
け
れ
ば
、
え
た
へ
で
、
き
ぬ
ぬ
ぎ
て
、
か
づ
け
て
け
る
。

ま
こ
と
に
、
さ
む
げ
な
り
け
る
に
、
き
ぬ
く
れ
て
、
の
け
は
り
て
出い

で
き
た
り
け
る
け
し
き
、
い
み
じ
か
り
け
り
と
ぞ
。

（
注
）
○
重
之
＝
源
重
之
。
平
安
中
期
の
歌
人
。
　
　
○
幸
文
太
＝
国
司
の
庁
の
下
侍
。
　
　
○
為
正
＝
人
名
。
未
詳
。

	

○
あ
し
げ
＝
葦
毛
。
馬
の
毛
色
で
、
白
に
褐
色
や
黒
色
が
ま
じ
る
。
　
　
○
か
げ
＝
鹿
毛
。
馬
の
毛
色
で
、
茶
褐
色
に
黒
が
ま
じ
る
。

ａ

ｂ

①
Ｘ

Ｙ

ｃ
②

③

ｄ

出
典

「
俊と

し

頼よ
り

髄ず
い

脳の
う

」（
別
名
「
俊
頼
口く

伝で
ん

」）

平
安
時
代
後
期
、
十
二
世
紀
前
半
の
書
。
筆
者
の	

源
み
な
も
と
の

俊
頼
は
五
番
目
の
勅

ち
ょ
く

撰せ
ん

和
歌
集
「
金
葉
和
歌

集
」
の
撰せ
ん

者じ
ゃ

。
本
書
は
、
関
白
藤ふ

じ

原わ
ら
の

忠た
だ

実ざ
ね

の
娘
へ

の
、
作
歌
手
引
き
書
と
し
て
記
述
さ
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。

重
要
古
語

重
要
古
語

◇	

い
こ
ま
山
＝
生い

駒こ
ま

山
。
生
駒
市
（
奈
良
県
）
と
東

大
阪
市
の
境
に
あ
る
山
。

◇
河
内
＝
現
在
の
大
阪
南
部
の
地
域
。

◇
郎
党
＝
家
来
。
従
者
。「
郎
等
」
と
も
書
く
。

◇
饗
ず
＝
食
べ
物
や
酒
で
も
て
な
す
こ
と
。

◇
そ
ら
し
は
ぶ
き
＝
空か
ら

咳せ
き

。

◇	

人
よ
り
け
に
、
ゐ
い
で
て
＝
人
々
の
間
か
ら
い
っ

そ
う
目
立
つ
よ
う
に
、
い
ざ
り
出
て
き
て
。

◇	

か
く
し
あ
る
き
け
る
＝
「
此か

く
為し

歩
き
け
る
」
か
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ま
わ
っ
て
い
る
。

◇	

し
た
な
き
し
て
あ
さ
み
け
り
＝
舌
打
ち
し
て
驚
き

あ
き
れ
た
。

◇
の
け
は
り
て
＝
胸
を
張
っ
て
。

51015

演

習

問

題

演

習

問

題

Ｂ
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問
一
　「
な
ら
」「
な
り
」「
な
る
」「
な
れ
」
の
識
別

問
題
は
頻
出
。
助
動
詞
は
接
続
に
注
意
す
る
。

問
二
　
①
「
あ
や
し
＋
の
」
で
あ
る
。
②
「
わ
ぶ
」、

③
「
か
づ
く
」
の
意
味
を
考
え
る
。

問
三
　
後
の
重
之
の
「
幸
文
太
こ
そ
、
付
け
げ
に
侍

れ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
考
え
る
。

問
四
　「
か
た
は
ら
い
た
し
」
は
、
よ
く
な
い
こ
と

を
し
で
か
し
て
し
ま
っ
た
本
人
の
気
持
ち
と
、
そ

れ
を
周
り
で
見
て
い
る
側
の
気
持
ち
の
双
方
の
訳

し
方
が
あ
る
。

問
五
　「
注
」
や
「
重
要
古
語
」
を
手
が
か
り
に
す

る
。「
駒
」
に
は
馬
の
意
が
あ
る
。
幸
文
太
の
句

中
の
「
な
つ
か
げ
」
は
掛か
け

詞こ
と
ば。

問
六
　
主
語
を
き
ち
ん
と
判
定
す
る
の
が
重
要
で
あ

る
。

問
一�

　
波
線
部
ａ
〜
ｄ
の
文
法
的
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

（
同
じ
記
号
を
何
度
選
ん
で
も
よ
い
。）

　
　
ア�

　
断
定
の
助
動
詞
　
　
イ
　
伝
聞
・
推
定
の
助
動
詞
　
　
ウ
　
動
詞
　
　
エ
　
形
容
動
詞
の
一
部

　�

ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ｂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ｃ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ｄ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
二�

　
傍
線
部
①
〜
③
に
つ
い
て
、
現
代
語
訳
せ
よ
。

　�
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
三�

　
傍
線
部
Ｘ
に
つ
い
て
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
「
け
し
き
（
様
子
、
態
度
）」
を
し
た
の
か
。
次
の
空
欄
を
埋
め
て
答
え

よ
。
た
だ
し
、「
誰
」
は
五
字
以
内
で
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、「
け
し
き
」
に
つ
い
て
は
二
十
五
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
す
る
態
度
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
。

問
四�

　
傍
線
部
Ｙ
「
か
た
は
ら
い
た
く
、
み
ぐ
る
し
き
事
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
ア�

　
客
に
対
し
て
気
の
毒
で
、
気
の
利
か
な
い
こ
と
　
　
　
イ
　
客
が
単
な
る
傍
観
者
に
な
り
、
申
し
訳
な
い
こ
と

　
　
ウ
　
客
が
笑
い
出
し
た
く
な
り
、
我
慢
で
き
な
い
こ
と
　
　
エ
　
客
に
対
し
て
き
ま
り
が
悪
く
、
み
っ
と
も
な
い
こ
と

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
五�

　
次
の
文
は
、
冒
頭
の
連
歌
の
説
明
で
あ
る
。
文
中
の
空
欄
Ａ
〜
Ｄ
に
あ
て
は
ま
る
語
を
、
漢
字
で
入
れ
よ
。

　
　	

　
上
の
句
で
は
、「
い
こ
ま
山
（
生
駒
山
）」
と
い
う
名
を
聞
い
た
の
で
、
雪
の
か
か
っ
た
山
の
姿
を
　
　
　
の
毛
色
で
あ

る
　
　
　
に
見
立
て
、
下
の
句
で
は
そ
の
毛
色
は
夏
に
な
れ
ば
　
　
　
に
変
わ
る
、
つ
ま
り
、
い
こ
ま
山
は
い
つ
に
な
っ

た
ら
木
々
の
生
い
茂
る
　
　
　
に
変
わ
る
の
だ
ろ
う
、
と	

	

季
節
を
展
開
し
て
応
じ
て
み
せ
た
。	

問
六�

　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
ア�

　
為
正
は
、
重
之
の
た
め
に
酒
席
を
用
意
し
て
待
っ
て
い
た
。

　
　
イ
　
幸
文
太
は
、
あ
ち
こ
ち
で
連
歌
に
親
し
み
、
付
句
を
得
意
と
し
て
い
た
。

　
　
ウ
　
重
之
は
、
普
段
か
ら
幸
文
太
と
連
歌
を
す
る
仲
で
あ
っ
た
。

　
　
エ
　
重
之
の
句
に
付
句
が
で
き
た
の
は
、
幸
文
太
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
　
オ
　
付
句
の
出
来
を
ほ
め
ら
れ
た
幸
文
太
は
、
胸
を
張
っ
て
得
意
げ
に
宴
席
を
後
に
し
た
。

�����
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�����

�����

�����
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Ａ 

　
Ｂ 
　
Ｃ 

　
Ｄ 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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