
三
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
よ
。

（
語
り
手
が
、
聞
き
手
に
、
醍
醐
天
皇
孫
で
あ
る
博
雅
の
三
位
の
話
を
し
て
い
る
。）

か
た

も
つ
と

「
博
雅
の
三
位
の
逢
坂
の
法
師
に
琵
琶
を
習
へ
る
は
知
ら①
る
る
か
、
い
か
ん
」
と
。
答
へ
て
言
は
く
、「
知
ら
ず
」
と
。
談
り
て
言
は
く
、「
尤
も
興

有
る
こ
と
な
り
。
博
雅
は
高
名
の
管
絃
の
人
に
て
、㋐
い
み
じ
く
道
を
重
く
求
む
る
に
、
逢
坂
の
法
師
は
琵
琶
最
上
の
由
、
世
上
に
風
聞
す
。
人
々
請
ひ

ま
れ
ま
れ

習
は
し
む
と
い
へ
ど
も
、
さ
ら
に
も
つ
て
得
ず
。
ま
た
、
住
ま
ふ
所
極
め
て
も
つ
て
と
こ
ろ
せ
く
て
、
行
き
向
か
ふ
人
少
々
に
、
博
雅
ま
づ
下
人
を
も

み
や
こ

つ
て
内
々
に
い
は②
す
る
や
う
、『
な
ど
か
く
て
思
ひ
懸
け
ざ
る
所
に
は
住
ま
ひ
す
る
ぞ
。
京
都
に㋑
居
て
過
ぎ
よ
か
し
』
と
す
か
す
に
、
法
師
歌
を
詠
み

て
言
は
く
、

世
の
中
は
と
て
も
か
く
て
も
過
ぐ
し
て
む
宮
も
藁
屋
も
果
て
し
な
け
れ
ば

い
の
ち

と
詠
み
て
答
へ
ず
。
使
の
者
こ
の
由
を
も
つ
て㋒
言
ふ
に
、
博
雅
思
ふ
や
う
、
こ
の
法
師
の
命
は
旦
暮
に
あ
り
。
我
も
寿
は
知
ら③
ね
ど
も
、
な
ほ
流
泉
・

啄
木
と
い
ふ
曲
は
、
こ
の
法
師
の
み
こ
そ
伝
ふ④
な
れ
。
相
構
へ
て
弾
く
を
聞
き
て
伝
へ
む
と
思
ふ
と
こ
ろ
、
三
ヶ
年
の
間
、
夜
々
逢
坂
の
法
師
の
許
に

ひ
そ

い
へ

ほ
と
り

向
か
ひ
、
窃
か
に
宅
の
頭
に
立
ち
聞
く
に
、
さ
ら
に
も
つ
て
弾
か
ず
。
三
年
と
い
ふ
八
月
十
五
夜
、
を
ろ
う
は
く
も
り
た
る
に
風
少
し
吹
く
に
、
博
雅

思
ふ
や
う
、
あ
は
れ
今
夜
は
興
有
る
夜
か
な
。
逢
坂
の
法
師
、
流
泉
・
啄
木
な
ど
は
、
今
夜
か
弾
く
ら
む
と
思
ひ
て
、
琵
琶
の
譜
を
具
し
て
逢
坂
に
向

か
ふ
に
、
案
の
ご
と
く
琵
琶
を
鳴
ら
し
む
る
程
に
盤
渉
調
に
鳴
ら
す
。
博
雅
聞
き
て
尤
も
興
有
り
。
啄
木
は
こ
れ
盤
渉
調
な
り
。
今
夜
こ
の
絃
を
鳴
ら

す
。
定
め
て
弾
か
む
と
す
る
か
と
思
ひ
て
、
う
れ
し
く
思
ふ
間
、
法
師
独
り
心
を
遣
り
て
、
人
も
な
き
に
歌
を
詠
み
て
言
は
く
、

逢
坂
の

Ａ

の
嵐
の
は
げ
し
き
に
し
ひ
て
ぞ
居
た
る
よ
を
過
ぐ
す
と
て

と
詠
み
て
絃
を
鳴
ら
す
に
、
博
雅
涙
を
流
し
て
啼
泣
す
。
道
を
好
む
こ
と
あ
は
れ
な
り
と
思
ふ
に
、
法
師
独
り
ま
た
言
は
く
、『
あ
は
れ
興
有
る
夜
か

な
。
も
し
我
な
ら
ぬ
好
者
や
今
夜
世
間
に
あ
ら
む
な
。
今
夜
心
得
た
ら
む
人
の
来
遊
せ
よ
か
し
。
物
語
せ
む
』
と
独
り
言
ふ
を
聞
き
て
、
博
雅
声
を
出

だ
し
て
言
は
く
、『
博
雅
こ
そ
参
り
た
れ
』
と
言
ひ
け
れ
ば
、
法
師
言
は
く
、『
た
れ
に
か
お
は
す
る
』
と㋓
問
ふ
に
、『㋔
し
か
な
り
』
と㋕
答
ふ
。
法
師㋖
お

と
に
聞
き
け
れ
ば
、
感
じ
て
物
語
り
し
て
心
を
遣
り
て
、
件
の
曲
を
伝
へ
し
む
と
云
々
。
博
雅
身
に
琵
琶
を
随
へ
ざ
る
に
依
り
、
た
だ
譜
を
も
つ
て
伝

へ
請
け
て
帰
る
と
云
々
。
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㋗
諸
道
の
好
者
は
た
だ
か
く
の
ご
と
か
る
べ
き
な
り
。
近
代
の
作
法
は
誠
に
も
つ
て
あ
る
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
こ
そ
上
手
は
、
諸
道
に
あ
れ
、
近
代
に

な
き
事
な
り
。
誠
に
も
つ
て
あ
は
れ
な
り
」
と
談
ら
る
る
に
、
ま
た㋘
問
ひ
て
言
は
く
、「
件
の
曲
、
近
代
あ
り
や
」
と
。㋙
答
へ
ら
れ
て
言
は
く
、「
し
か

た
し

ら
ず
」
と
。
ま
た
問
ひ
て
言
は
く
、「
件
の
法
師
の
名
は
い
か
ん
」
と
。
答
へ
ら
れ
て
言
は
く
、「
慥
か
に
は
覚
え
ず
。
た
だ
し
千
歳
と
言
ふ
か
や
」
と

わ
う
だ
い

と

ら
で
ん

云
々
。
ま
た
問
ひ
て
言
は
く
、「
横
笛
は
博
雅
極
め
て
候
ふ
も
の
か
」
と
。
答
へ
ら
れ
て
言
は
く
、「
第
一
な
り
。
競
ふ
者
な
し
。
皇
帝
・
団
乱
旋
を
第

一
の
曲
に
用
ゐ
る
な
り
。
伝
ふ
る
者
少
な
し
。
件
の
人
の
伝
ふ
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
。

（『
江
談
抄
』
に
よ
る
）

注

旦
暮
＝
わ
ず
か
な
時
間
。

流
泉
・
啄
木
＝
琵
琶
の
名
曲
。

を
ろ
う
は
く
も
り
た
る
に
＝
月
の
表
面
が
少
し
曇
っ
て
。

盤
渉
調
＝
雅
楽
の
曲
調
。

皇
帝
・
団
乱
旋
＝
雅
楽
の
曲
名
。

問
1

傍
線
①
の
「
る
る
」、
②
の
「
す
る
」、
③
の
「
ね
」、
④
の
「
な
れ
」
の
文
法
的
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
な
か

か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

断
定

2

受
身

3

打
消

4

伝
聞

5

使
役

6

尊
敬

問
2

傍
線
㋐
の
「
い
み
じ
く
道
を
重
く
求
む
る
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

私
財
を
全
部
注
ぎ
込
ん
で
で
も
、
優
れ
た
師
匠
の
教
え
を
乞
う

2

詩
文
や
和
歌
の
道
を
し
り
ぞ
け
、
管
絃
の
道
の
み
を
重
ん
じ
る

3

往
古
の
名
人
を
手
本
に
、
自
己
の
演
奏
技
術
の
向
上
に
努
め
る

4

厳
し
い
修
行
に
耐
え
得
る
よ
う
に
、
最
高
級
の
楽
器
を
用
い
る

5

管
絃
の
道
を
極
め
る
た
め
に
は
い
か
な
る
苦
労
も
い
と
わ
な
い

問
3

傍
線
㋑
の
「
居
て
過
ぎ
よ
か
し
」、
㋖
の
「
お
と
に
聞
き
け
れ
ば
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
字
程
度
で
現
代
語
訳
せ
よ
。
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問
4

傍
線
㋒
の
「
言
ふ
」、
㋓
の
「
問
ふ
」、
㋕
の
「
答
ふ
」、
㋘
の
「
問
ひ
」、
㋙
の
「
答
へ
」
の
主
体
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

語
り
手

2

聞
き
手

3

逢
坂
の
法
師

4

博
雅
の
三
位

5

使
の
者

問
5

Ａ

に
入
れ
る
の
に
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

花

2

月

3

雪

4

関

5

峠

問
6

傍
線
㋔
の
「
し
か
な
り
」
が
あ
ら
わ
す
内
容
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

逢
坂
の
法
師
を
招
こ
う
と
、
何
度
も
使
い
を
寄
越
し
た
好
者
で
あ
る
こ
と

2

秘
曲
を
受
け
る
こ
と
を
、
天
皇
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
好
者
で
あ
る
こ
と

3

琵
琶
に
精
通
し
、
博
雅
の
三
位
と
も
対
等
に
語
ら
え
る
好
者
で
あ
る
こ
と

4

八
月
十
五
夜
の
雅
び
な
遊
び
を
、
物
語
に
著
し
て
い
た
好
者
で
あ
る
こ
と

5

逢
坂
の
法
師
の
独
言
に
、
応
じ
る
べ
く
し
て
来
遊
し
た
好
者
で
あ
る
こ
と

問
7

傍
線
㋗
の
「
諸
道
の
好
者
は
た
だ
か
く
の
ご
と
か
る
べ
き
な
り
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号

を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

い
に
し
え
の
博
雅
の
三
位
や
逢
坂
の
法
師
が
、
一
途
に
修
練
す
る
態
度
は
、
諸
道
の
好
者
の
理
想
と
す
べ
き
姿
で
あ
る

2

諸
道
の
好
者
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
芸
能
を
た
し
な
み
何
事
に
お
い
て
も
誰
に
も
負
け
な
い
よ
う
鍛
錬
す
べ
き
も
の
で
あ
る

3

世
間
か
ら
の
評
価
を
得
た
い
な
ら
ば
、
逢
坂
の
法
師
の
よ
う
に
、
京
都
を
離
れ
、
孤
独
に
努
力
を
続
け
る
べ
き
で
あ
る

4

い
つ
で
も
滞
り
な
く
芸
の
授
受
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
相
応
の
楽
器
を
備
え
て
お
く
の
が
、
諸
道
の
好
者
の
心
得
で
あ
る

5

昔
は
一
芸
に
こ
だ
わ
る
上
手
が
尊
敬
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
近
代
は
な
る
べ
く
多
く
の
道
に
習
熟
す
る
こ
と
が
好
ま
れ
る

問
8

本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
二
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

逢
坂
の
法
師
は
琵
琶
の
曲
を
作
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
近
代
に
譜
面
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
千
歳
と
い
う
曲
名
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
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2

管
絃
の
名
人
と
賞
さ
れ
る
博
雅
の
三
位
は
、
琵
琶
だ
け
で
な
く
、
横
笛
に
も
巧
み
で
あ
り
、
皇
帝
・
団
乱
旋
と
い
う
曲
を
伝
承
し
て
い
た
。

3

博
雅
の
三
位
は
、
粗
末
な
住
ま
い
に
甘
ん
じ
る
逢
坂
の
法
師
の
音
楽
の
才
能
を
惜
し
み
、
ひ
そ
か
に
法
師
に
和
歌
を
送
り
、
出
京
を
促
し
た
。

4

近
代
は
、
求
道
的
な
人
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
博
雅
の
三
位
が
逢
坂
の
法
師
か
ら
苦
労
し
て
引
き
継
い
だ
秘
曲
も
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。

5

逢
坂
の
法
師
が
所
有
す
る
琵
琶
こ
そ
最
上
の
名
器
と
聞
い
た
博
雅
の
三
位
は
、
な
ん
と
か
譲
り
受
け
る
よ
う
、
下
人
を
通
じ
て
申
し
入
れ
た
。

6

八
月
十
五
夜
の
明
月
に
独
り
盤
渉
調
で
啄
木
を
演
奏
す
る
逢
坂
の
法
師
の
姿
を
見
た
博
雅
の
三
位
は
、
涙
を
流
し
て
出
家

世
を
決
意
し
た
。
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