
 

６
古
今
著
聞
集
『
小
式
部
内
侍
が
大
江
山
の
歌
の
事
』 

  
 

前
回
、「
あ
れ
、
３
は
？
」
と
気
づ
い
た
人
が
い
ま
し
た
か
。
ご
め
ん
な
さ
い
。
前
回
の
前
に
送
っ
た
も
の
が
３
で
し
た
。 

間
違
え
ま
し
た
。 

 

【
現
代
語
訳
の
確
認
】 

  

前
回 

歌
合
に
出
場
す
る
人
を
尋
ね
て
、
質
問
は
終
わ
り 

今
回 

中
納
言 

定
頼
が
小
式
部
内
侍
に
ち
ょ
っ
か
い
を
か
け
る
と
こ
ろ 

  

実
際
の
登
場
人
物
が
２
人
と
い
う
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
し
た
か
。 

 

母
の
和
泉
式
部
→
丹
後
（
都
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
） 

 
 

 
 

前
回
の
復
習
で
す 

娘
の
小
式
部
内
侍
は
都
で
歌
合
せ
に
出
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

確
認
の
進
め
方 

前
回
同
様
、
質
問
に
答
え
な
が
ら
、
現
代
語
訳
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
訂
正
は
、
赤
ペ
ン
を
使
う
こ
と
。

質
問
に
も
必
ず
答
え
ま
す
。
後
で
答
え
合
わ
せ
を
し
て
赤
ペ
ン
で
直
し
を
し
ま
す
。 

 書
き
方 

現
代
語
訳 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

本
文 

 

質
問
の
解
答
・
語
彙
の
確
認 

文
法 

 

   

☆
今
日
は
こ
こ
か
ら
。
質
問
は
書
い
て
も
書
か
な
く
て
も
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。
解
答
は
必
ず
書
く
。 

 

た
だ
し
、
現
代
語
訳
を
必
ず
確
認
す
る
こ
と
。 

 

定
頼
の
中
納
言
、
①
た
は
ぶ
れ
に
小
式
部
内
侍
に
、
②
「
丹
後
へ
つ
か
は
し
け
る
人
は
参
り
に
た
り
や
。
」 

と
言
ひ
入
れ
て
、 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

次
ペ
ー
ジ 



７
古
今
著
聞
集
『
小
式
部
内
侍
が
大
江
山
の
歌
の
事
』 

 

４
で
質
問
１
と
あ
る
こ
と
か
ら 

質
問
２ 

問
題
を
解
い
た
ら
答
え
を
ノ
ー
ト
に
書
き
ま
す
。 

１
、
①
「
た
は
ぶ
れ
に
」
は
「
ふ
ざ
け
て
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
主
語
は
だ
れ
か
。 

２
、
だ
れ
に
「
た
は
ぶ
れ
」
た
の
か
。 

３
、
②
の
内
容
は
ど
う
い
う
も
の
か
。（
語
意
を
見
直
そ
う
） 

４
、
②
の
中
で
、
何
の
た
め
に
「
丹
後
へ
遣
わ
し
け
る
」
と
言
っ
た
の
か
。 

 
 

次
の
２
つ
の
条
件
を
念
頭
に
答
え
よ
。 

 

Ａ
、
母
は
和
歌
が
上
手
で
知
ら
れ
て
い
る
。 

Ｂ
、
娘
の
今
ま
で
の
作
品
は
、
母
が
作
っ
た
も
の
と 

い
う
噂
が
あ
る
。
Ｃ
、
お
題
は
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

解
答 

１
→
定
頼
の
中
納
言 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

２
→
小
式
部
内
侍 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

３
→
「
丹
後
へ
使
い
と
し
て
行
か
せ
た
人
は
戻
っ
て
き
た
か
。」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
→
歌
合
で
詠
む
歌
を
母
に
代
作
し
て
も
ら
う
た
め 

 

定
頼
の
真
意
は 

「
丹
後
に
い
る
お
母
さ
ん
に
助
け
を
求
め
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
一
人
で
は
困
る
で
し
ょ
う
。
」 

 
 

 
 

 
 

（
マ
マ
に
助
け
て
っ
て
泣
き
つ
い
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
） 

 
 

 
 

小
式
部
内
侍
に
悪
ふ
ざ
け
を
言
っ
た 

 

語
彙
の
確
認
２
☆
太
字
は
必
ず
ノ
ー
ト
に
書
き
ま
す
。 

 

「
と
言
ひ
入
れ
て
、
局
の
前
を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を
」 

 

定
頼
は
小
式
部
内
侍
に
面
と
向
か
っ
て
嫌
味
を
言
っ
た
の
で
は
な
い
。 

小
式
部
内
侍
は
「
局
」
と
い
う
部
屋
で
く
つ
ろ
い
で
い
た
。 

そ
こ
に
、
言
葉
を
投
げ
入
れ
た
の
で
あ
る
。 

「
局
」
と
い
う
の
は
（
つ
ぼ
ね
）
と
読
ん
で
宮
中
で
働
い
て
い
る
女
官
た
ち
の
控
室
で
あ
る
。 

女
官
た
ち
は
こ
こ
で
寝
泊
ま
り
も
す
る
。 

仕
切
り
は
几
帳
な
ど
で
す
る
。 

定
頼
の
言
葉
は
他
の
女
官
た
ち
も
聞
い
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

次
ペ
ー
ジ 



８
古
今
著
聞
集
『
小
式
部
内
侍
が
大
江
山
の
歌
の
事
』 

 
小
式
部
内
侍
、
御
簾
よ
り
な
か
ば
出
で
て
、
直
衣
の
袖
を
ひ
か
へ
て
、 

 
 

 
 

 
 

 
大
江
山
い
く
の
の
道
の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
天
橋
立 

と
よ
み
か
け
け
り
。 

 小
式
部
内
侍
は
部
屋
か
ら
半
身
出
て
定
頼
の
袖
を
つ
か
み
、
和
歌
で
や
り
返
す
。 

 

質
問
３
問
題
を
解
い
た
ら
答
え
を
ノ
ー
ト
に
書
き
ま
す
。 

大
江
山
い
く
の
の
道
の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
天
橋
立 

 １
、
こ
の
和
歌
を
、
（
／
）
を
入
れ
て
五
句
に
分
け
な
さ
い
。 

２
、
こ
の
和
歌
に
は
掛
詞
が
２
か
所
あ
る
。
掛
詞
と
は
一
つ
の
言
葉
で
二
つ
の
意
味
を
成
す
も
の
を
い
う
。 

例
） 

ア
イ
ス
（
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
と
愛
す
る
） 

 

 
 

 

か
い
だ
ん
聞
く
（
階
段
で
怪
談
話
を
聞
く
） 

こ
の
和
歌
の
掛
詞
を
探
し
な
さ
い
。
わ
か
ら
な
け
れ
ば
教
科
書
の
脚
注
を
見
て
答
え
よ
う
。 

 

３
、
こ
の
和
歌
に
は
倒
置
が
使
わ
れ
て
い
る
。
何
句
目
と
何
句
目
か
。 

４
、
こ
の
和
歌
の
句
切
れ
を
答
え
よ
。 

 

１
→
大
江
山
／ 

い
く
の
の
道
の
／ 

遠
け
れ
ば
／ 

ま
だ
ふ
み
も
み
ず
／ 

天
橋
立 

２
→ 

 
 

 
 

行
く
の 

と 

生
野 

 
 

 
 

 
 

 

文 

と 

踏
み 

 

３
→
四
句
目
と
五
句
目 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

天
橋
立
か
ら
届
く
お
母
さ
ん
の
文
も
見
て
い
ま
せ
ん 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
→
四
句
目 

語
彙
の
確
認
３
☆
太
字
は
必
ず
ノ
ー
ト
に
書
き
ま
す
。 

  

（
和
歌
の
意
味
） 

 

丹
後
方
面
の
大
江
山
や
生
野
と
い
う
と
こ
ろ
を
通
っ
て
行
く
道
が
こ
こ
か
ら
遠
い
の
で
、 

 
 

丹
後
に
あ
る
天
橋
立
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
母
か
ら
の
手
紙
も
見
て
い
ま
せ
ん
。 

 
 

 
 

→
「
ふ
み
も
み
ず
」
の
「
ふ
み
」
は
「
踏
み
」
と
取
れ
、
橋
を
踏
む
と
し
て
、
橋
の
縁
語
。 

天
橋
立
は
丹
後
の
枕
詞
。
つ
ま
り
「
天
橋
立
」
だ
け
で
、「
丹
後
」
を
指
す
。 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

次
ペ
ー
ジ 

 



９
古
今
著
聞
集
『
小
式
部
内
侍
が
大
江
山
の
歌
の
事
』 

 

文
法 敬

語
表
現
は
、
主
語
を
つ
か
む
う
え
で
覚
え
る
べ
き
ア
イ
テ
ム
で
す
。
こ
こ
で
は
、
主
語
の
判
別
に
使
わ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
う
ち
重
要
に
な
る
の
で
学
習
し
ま
し
ょ
う
。 

体
系
古
典
文
法
ｐ
１
１
１
～
ｐ
１
１
７
を
参
考
に
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
で
す
。 

以
下
の
内
容
を
ノ
ー
ト
に
す
べ
て
記
述
し
ま
し
ょ
う
。 

 

１
、
敬
語
の
種
類
を
３
つ
の
べ
よ
。 

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

解
答
→ 

尊
敬
語
、
謙
譲
語
、
丁
寧
語 

２
、
何
の
た
め
に
敬
語
が
あ
る
か
。 

書
き
手
の
、（
Ａ
、 

 
 

）
や
（
Ｂ
、 

 
 

 
 

）
に
対
す
る
敬
意
。 

解
答
→ 

Ａ
読
み
手
・
Ｂ
作
中
の
人
物 

 

敬
語
は 

発
言
者
や
作
者
の
、
登
場
人
物
や
不
特
定
多
数
の
読
者
に
対
し
て
の
敬
意 

 

【
尊
敬
語
の
口
語
訳
（
現
代
語
訳
）
の
原
則
】 

 
 

 

～
な
さ
る
、
お
～
に
な
る 

お
～
く
だ
さ
る 

等 

 
 

例
１
）
お
客
様
が
商
品
を
買
う
。
→ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（ 

お
買
い
に
な
る
。 

 
 

例
２
）
取
引
相
手
の
部
長
が
来
る
。
→ 

 
 

 
 

（ 

お
越
し
に
な
る
。
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

 
 

 

☆
問
題
を
解
い
て
答
え
を
ノ
ー
ト
に
書
き
ま
す
。
自
分
の
力
で
し
ま
し
ょ
う
。 

Ａ
「
丹
後
へ
つ
か
は
し
け
る
人
は
参
り
に
た
り
や
。」 
 

Ｂ
「
逃
げ
ら
れ
に
け
り
」 

１
、
Ａ
、
Ｂ
の
文
を
そ
れ
ぞ
れ
単
語
に
分
け
よ
。 

２
、
Ａ
の
文
の
動
詞
に
線
を
引
け
。 

３
、
Ａ
の
尊
敬
の
動
詞
「
つ
か
わ
す
（
→
や
る
）」
を
口
語
訳
の
原
則
通
り
に
現
代
語
訳
せ
よ
。 

４
、
Ｂ
の
「
ら
れ
」
は
尊
敬
の
助
動
詞
で
あ
る
。
口
語
訳
の
原
則
通
り
に
口
語
訳
せ
よ
。
た
だ
し
、 

 
 

「
に
け
り
」
は
「
～
て
し
ま
っ
た
」
と
訳
す
よ
う
に
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

２ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

２ 

 

解
答
１
→
Ａ
「
丹
後 

へ 

つ
か
は
し 

け
る 

人 

は 

参
り 

に 

た
り 

や
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｂ
「
逃
げ 

ら
れ 

に 

け
り
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

３
→
つ
か
わ
す
→
お
や
り
に
な
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
→
お
逃
げ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


