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古
文 

現
代
語
訳 

次
の
文
章
は
源
俊
頼

と
し
よ
り

が
著
し
た
『
俊
頼

と
し
よ
り

髄
脳

ず
い
の
う

』
の
一
節
で
、
殿
上
人
た
ち
が
、
皇
后
寛
子
の
た
め
に
、
寛
子
の

父
・
藤
原
頼
道
の
邸
内
で
船
遊
び
を
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。 

 

１
皇
后
に
仕
え
る
役
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
「
船
を
ど
う
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
か
」
、
紅
葉(

の
枝)

を
多
く

取
り
に
行
か
せ
て
、
船
の
屋
根
に
飾
り
、
船
を
操
作
す
る
人
は
侍
で
若
い
と
見
受
け
る
侍
を
指
名
し
た
と
こ

ろ
、
急
に(

今
回
の
催
し
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う)

狩
袴
を
染
め
る
な
ど
し
て
派
手
に
し
た
。
そ
の
（
船
遊
び

の
）
日
に
な
っ
て
、
人
々
が
、
皆
参
上
し
て
集
ま
っ
た
。｢

御
船
の
用
意
は
で
き
て
い
る
か｣

と
お
尋
ね
に
な

っ
た
の
で
、
（
宮
司
は
） ｢

皆
用
意
で
き
て
お
り
ま
す｣

と
申
し
上
げ
て
、
そ
の
時
間
に
な
っ
て
、
島
陰
か
ら

漕
ぎ
出
て
き
た
の
を
見
る
と
、
全
体
が
華
や
か
な
印
象
の
船
を
二
艘
、
飾
り
立
て
て
出
て
き
た
様
子
は
、
ま

こ
と
に
す
ば
ら
し
か
っ
た
。 

２
人
々
は
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
船
に
乗
り
分
か
れ
て
、
管
絃
の
楽
器
な
ど
を
、
皇
后
寛
子
か
ら
お
借
り
申
し
上
げ

て
、
演
奏
を
す
る
人
々
を
、
船
の
前
方
に
配
置
し
、
徐
々
に
船
を
動
か
す
う
ち
に
、
南
の
普
賢
堂
で
、
宇
治

の
僧
正
（
覚
円
）
が
、
ま
だ
僧
都
の
君
と
申
し
上
げ
て
い
た
時
、
御
祈
禱
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
こ

う
い
う
こ
と
（
船
遊
び
）
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
す
べ
て
の
僧
た
ち
、
長
老
も
、
若
い
僧
も
、
集
ま
っ
て
、

庭
に
居
並
ん
で
い
た
。
（
身
分
の
低
い
）
童
や
、
お
供
の
法
師
に
至
る
ま
で
、
花
模
様
の
刺
繍
を
し
た
装
束

を
着
て
、
僧
た
ち
の
う
し
ろ
に
控
え
な
が
ら
群
が
っ
て
い
た
。 

３
そ
の
中
に
、
良
暹
（
り
や
う
ぜ
ん
）
と
い
う
歌
詠
み
が
い
た
の
を
、
あ
る
殿
上
人
は
、
見
知
っ
て
い
た
の

で
、｢

良
暹
は
い
る
の
か｣

と
お
尋
ね
に
な
っ
た
の
で
、
良
暹
は
、
目
を
細
め
て
笑
っ
て
、
平
伏
し
て
い
る

と
、
側
に
若
い
僧
が
い
た
の
が
（
彼
と
） 

知
っ
て
、｢

さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す｣

と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、

｢

あ
の
者
を
、
船
に
召
し
て
乗
せ
て
連
歌
な
ど
さ
せ
る
の
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か｣

と
、
も
う
一
つ
の
船
の
人
々

に
相
談
を
持
ち
掛
け
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、｢

ど
う
だ
ろ
う
か
。
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
だ
。
後
の
世
の
人

が
、
『
そ
う
（
身
分
の
低
い
僧
を
船
に
乗
せ
る
こ
と
）
ま
で
し
な
く
て
も
よ
か
ろ
う
も
の
だ
』
、
と
か
言
う

だ
ろ
う｣

な
ど
と
答
え
た
の
で
、
そ
れ
も
そ
う
だ
と
、
乗
せ
ず
に
、
た
だ
そ
の
場
で
連
歌
な
ど
を
詠
ま
せ
よ
う

な
ど
と
決
め
て
、
（
良
暹
の
い
る
場
所
の
）
近
く
に
船
を
漕
ぎ
寄
せ
て
、｢

良
暹
、
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
連

歌
な
ど
を
し
て
申
し
上
げ
よ｣

と
、
人
々
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
（
良
暹
は)

気
の
利
い
た
者
で
、
も
し
か

す
る
と
そ
う
い
う
事
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
、
用
意
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
う
聞
く
と
す
ぐ

に
間
も
あ
け
ず
に
、
側
の
僧
に
何
か
言
っ
た
の
で
、
そ
の
僧
は
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
船
の
方
に
近
づ
い
て
い

っ
て
、 

『
も
み
ぢ
葉
の
こ
が
れ
て
み
ゆ
る
御
船
か
な
』
（
紅
葉
の
葉
が
焦
が
れ(

る
よ
う
に
紅
葉
し)

て
見
え
る
漕

が
れ
る
御
船
だ
な
ぁ
）
「
焦
が
れ
て
」
と
「
漕
が
れ
て
」
の
掛
詞
。 

と
申
し
て
お
り
ま
す｣

と
申
し
か
け
て
も
と
い
た
場
所
に
帰
っ
た
。 

４
人
々
は
、
こ
れ
を
聞
い
て
、
す
べ
て
の
船
に
知
ら
せ
て
、(

続
き
の
句
を)

付
け
よ
う
と
し
た
が
、
（
で
き
な
く

て
） 

遅
か
っ
た
の
で
、
船
を
漕
ぐ
と
も
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
築
島
を
ま
わ
っ
て
、
一
ま
わ
り
す
る
う
ち
に
、
句

を
付
け
て
言
お
う
と
し
た
が
、
句
が
付
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
む
な
し
く
時
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。「
ど
う
し
た
」

「
遅
い
」
と
、
互
い
に
船
ど
う
し
で
言
い
争
っ
て
、
築
島
を
二
ま
わ
り
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
、(

続

き
の
句
を)

付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
船
を
漕
ぐ
の
は
や
め
て
、
島
の
陰
で
、｢

ど
う
考
え
て
も
恰

好
の
悪
い
こ
と
だ
、
こ
の
返
し
を
今
ま
で
付
け
な
い
の
は
。
日
は
す
っ
か
り
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
し
よ
う

か｣

と
、
今
は
、
句
を
付
け
よ
う
と
い
う
気
も
な
く
、
付
け
な
い
ま
ま
で
終
わ
る
こ
と
を
嘆
く
う
ち
に
、
何
も
考



え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

５
大
げ
さ
に
管
絃
の
楽
器
を
お
借
し
願
っ
て
降
ろ
し
て
船
に
乗
せ
た
の
も
、
（
興
ざ
め
し
て
）
少
し
も
、
か
き
鳴

ら
す
人
も
な
く(

船
遊
び
は)

終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
あ
れ
こ
れ
言
っ
て
い
る
う
ち
に
、
普
賢
堂
の

前
に
大
勢
集
ま
っ
て
い
た
人
々
も
、
み
な
立
ち
去
っ
た
。
人
々
は
、
船
か
ら
降
り
て
、
（
皇
后
様
の
）
御
前
で

管
弦
の
遊
び
を
し
よ
う
か
な
ど
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
こ
の
予
定
が
狂
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
み
な
逃
げ
る

よ
う
に
去
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
宮
司
は
、(

せ
っ
か
く)

準
備
を
し
た
け
れ
ど
、
無
駄
に

な
っ
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

問
４ 

散
木
奇
歌
集(

さ
ん
ぼ
く
き
か
し
ゅ
う) 

人
々
が
た
く
さ
ん
石
清
水
八
幡
宮
の
御
神
楽
の
催
し
に
参
上
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
翌
日
、
別

当
法
印
の
光
清
が
御
堂
の(

前
の)

池
の
釣
殿
に
人
々
並
ん
で
座
っ
て
演
奏
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
光
清
、
連
歌
を

作
る
こ
と
を
習
得
し
た
と
思
う
。
今
す
ぐ
に
連
歌
を
付
け
て
み
た
い
」
な
ど
と
申
し
て
い
た
と
き
に
、
「
形
式
ど

お
り
に
」
と
言
っ
て
申
し
上
げ
た(

俊
重
の
歌)
、 

釣
殿
の
下
に
は
魚
は
住
ま
な
い
だ
ろ
う
か 

 
 
 
 

俊
重 

光
清
は
し
き
り
に
考
え
た
け
れ
ど
、
付
け
ら
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
、
帰
っ
て
き
て
語
っ
た
と

こ
ろ
、
試
み
に
、
と
い
う
こ
と
で
、 

”
梁(

は
り)

” 

な
ら
ぬ
釣
”
針
” 

の
姿
が
水
底
に
は
見
え
つ
つ 

 
 
 
 

俊
頼 


