
⒓ 
「
枕
草
子
『
宮
に
始
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
』
」
第
二
・
第
三
段
落 

 
 

 

清
少
納
言 

 前
回
の
【
語
意
】
を
本
文
に
あ
て
は
め
る
と
こ
ん
な
風
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ノ
ー
ト
は 

左
隣
に
書
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
。 

 

（
葛
城
山
に
住
む
醜
い
容
貌
の
神
。
容
貌
を
恥
じ
て
夜
だ
け
働
く
伝
説
の
神
） 

暁
に
は
（
早
く
）（
私
室
に
退
出
し
て
し
ま
お
う
）
と
い
そ
が
る
る
。「
葛
城
の
神
も
し
ば
し
。」
な
ど
（
お

っ
し
ゃ
る
）
を
、（
ど
う
し
て
斜
め
に
で
も
顔
を
ご
覧
に
な
ら
れ
よ
う
か
、
御
覧
に
な
ら
れ
ず
に
す
ま
せ
た

い
）
と
て
、
な
ほ
伏
し
た
れ
ば
、（
御
格
子
を
お
上
げ
も
し
な
い
）。
女
官
ど
も
参
り
て
、「
こ
れ
、（
上
げ
）

給
へ
。」
な
ど
言
ふ
を
聞
き
て
、
女
房
の
（
上
げ
る
）
を
、「（
だ
め
だ
」。」
と
（
お
っ
し
ゃ
る
）
ば
、
笑
ひ

て
帰
り
ぬ
。
も
の
な
ど
問
は
せ
給
ひ
、
の
た
ま
は
す
る
に
、
久
し
う
な
り
ぬ
れ
ば
、「（
部
屋
へ
下
が
り
た
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
）。
さ
ら
ば
、
は
や
。（
今
夜
）
は
、（
は
や
く
）。」
と
（
お
っ
し
ゃ
る
）。

（
膝
行
し
て
姿
を
隠
す
や
否
や
）
と
、
上
げ
ち
ら
し
た
る
に
、
雪
降
り
に
け
り
。
登
花
殿
の
御
前
は
、
立
蔀

近
く
て
せ
ば
し
。
雪
い
と
（
趣
深
い
）。 

 

昼
つ
方
、「
今
日
は
、
な
ほ
参
れ
。
雪
に
曇
り
て
（
丸
見
え
で
は
あ
る
ま
い
）。」
な
ど
、
た
び
た
び
（
お

呼
び
に
な
る
）
ば
、
こ
の
局
の
あ
る
じ
も
、「
見
苦
し
。（
そ
ん
な
に
引
っ
込
ん
で
ば
か
り
で
ど
う
す
る
の
で

す
か
）。（
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
容
易
に
）
御
前
許
さ
れ
た
る
は
、（
そ
の
よ
う
に
お
思
い
に
な
る
わ
け
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
）。（
意
向
に
背
く
）
は
に
く
き
も
の
ぞ
。」
と
、
た
だ
い
そ
が
し
に
出
だ
し
立
つ
れ
ば
、（
無
我

夢
中
の
気
持
ち
）
す
れ
ど
参
る
ぞ
、
い
と
苦
し
き
。
火
焼
屋
の
上
に
降
り
積
み
た
る
も
、
め
づ
ら
し
う
、（
趣

深
い
）。 

 
 

 
 

 
 

次
ペ
ー
ジ
へ 

       



⒔ 
「
枕
草
子
『
宮
に
始
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
』
」
第
二
・
第
三
段
落
清
少
納
言 

 

前
回 

第
二
・
第
三
段
落
の
読
み
確
認
、
本
文
、
語
意
を
ノ
ー
ト
に
記
入 

今
回 

第
二
段
落
の
、
内
容
確
認
と
現
代
語
訳
の
完
成 

 

☆
内
容
確
認
の
解
答
は
ノ
ー
ト
に
書
き
ま
し
ょ
う
。 

【
概
要
】 

 

時
は
夜
明
け
前
（
暁
）、
作
者
は
帰
ろ
う
と
す
る
が
、
中
宮
は
引
き
止
め
る
。
明
る
く
な
る
前
に
自
室
に
戻
り
た
い
気
持

ち
が
募
る
。 

①
暁
に
は
②
と
く
下
り
な
む
と
い
そ
が
る
る
。
「
③
葛
城
の
神
も
し
ば
し
。
」
な
ど
仰
せ
ら
る
る
を
、
い
か
で
か
は
筋
か
ひ
御

覧
ぜ
ら
れ
む
と
て
、
な
ほ
伏
し
た
れ
ば
、
御
格
子
も
参
ら
ず
。
女
官
ど
も
参
り
て
、「
こ
れ
、
放
た
せ
給
へ
。」
な
ど
言
ふ
を
聞

き
て
、
女
房
の
放
つ
を
、「
④
ま
な
。」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
⑤
笑
ひ
て
帰
り
ぬ
。 

 

【
内
容
確
認
３
】 

１
、
作
者
は
い
つ
ご
ろ
出
仕
し
て
い
る
か
、「
①
暁
」
か
ら
判
断
せ
よ
。
答
え
方
は
朝
、
昼
、
夜
。 

 

２
、
②
「
と
く
下
り
な
む
」
は
作
者
の
焦
る
気
も
ち
だ
が
、
な
ぜ
焦
る
の
か
。 

ヒ
ン
ト
・
・
第
一
段
落
同
様
、
作
者
は
と
て
も
恥
ず
か
し
い
気
持
ち
。
夜
勤
を
希
望
し
た
こ
と
と
併
せ
て
考
え
る
。 

 

３
、
自
室
に
戻
ろ
う
と
す
る
作
者
に
、
中
宮
が
③
「
葛
城
の
神
も
し
ば
し
」。
葛
城
の
神
と
は
ど
ん
な
神
か
。

ヒ
ン
ト
・
・
教
科
書
の
脚
注
を
参
考
（
又
は
【
語
意
】
を
参
考
） 

 

４
、
３
は
「
葛
城
の
神
」
に
作
者
を
な
ぞ
ら
え
て
か
ら
か
っ
た
言
葉
だ
が
、
共
通
点
は
ど
こ
か
。 

ヒ
ン
ト
・
・
３
の
神
の
特
徴
を
考
え
、
作
者
と
共
通
す
る
部
分
を
見
つ
け
る
。 

 

５
、
④｢

ま
な｣

と
は
中
宮
の
セ
リ
フ
だ
が
、
こ
れ
は
中
宮
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
表
し
た
言
葉
か
。 

 
 

適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
（
学
習
課
題
帳
か
ら
）
。 

 

ア 

ま
だ
格
子
を
上
げ
る
時
刻
で
も
な
い
の
に
、
格
子
を
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
せ
っ
か
く
の
雰
囲

気
が
壊
れ
て
し
ま
う
と
懸
念
な
さ
っ
た
言
葉
。 

 

イ 

格
子
を
上
げ
る
と
明
る
く
な
り
、
作
者
が
恥
ず
か
し
が
っ
て
退
出
し
た
が
る
こ
と
を
考
慮
な
さ
っ

た
言
葉
。 

 

ウ 

格
子
を
上
げ
る
の
は
新
参
の
者
の
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
作
者
に
上
げ
さ
せ
よ
う
と
心
遣
い
な
さ
っ

た
言
葉
。 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

次
に
続
く 



⒕ 
「
枕
草
子
『
宮
に
始
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
』
」
第
二
・
第
三
段
落
清
少
納
言 

 
 

６
、
⑤
「
笑
ひ
て
帰
り
ぬ
」
は
中
宮
の
言
葉
を
聞
い
た
女
官
の
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
た
理
由
を
説

明
せ
よ
。 
ヒ
ン
ト
・
・
ど
う
い
う
種
類
の
「
笑
ふ
」
か
考
え
る
。 

 
【
解
答
】 

１
→
作
者
は
夜
に
出
仕
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
明
る
く
な
る
前
に
自
室
に
も
ど
る 

夜
勤
。 

作
者
は
自
宅
に
戻
る
の
で
は
な
く
、
宮
中
内
に
与
え
ら
れ
た
部
屋
に
戻
る
。 

２
→
朝
に
な
っ
て
明
る
く
な
れ
ば
、
容
貌
や
姿
が
は
っ
き
り
見
え
、
恥
ず
か
し
い
か
ら
。 

 
 

３
→
葛
城
山
に
住
む
醜
い
容
貌
の
神
。
容
貌
を
恥
じ
て
夜
だ
け
働
く
伝
説
の
神
。 

 

４
→
明
け
方
近
く
に
な
る
と
姿
を
隠
そ
う
す
る
点
。
葛
城
の
神
様
、
夜
は
も
う
す
ぐ
明

け
そ
う
だ
け
ど
、
も
う
し
ば
ら
く
い
て
く
れ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
、
の
意
味
。 

 
 

５
→
イ 

 
 

中
宮
は
意
地
悪
な
人
で
は
な
く
、
作
者
の
自
慢
の
主
人
で
あ
る
。
作
者
が
恥
ず 

か
し
が
っ
て
伏
せ
て
い
る
の
を
注
意
し
な
い
や
さ
し
さ
を
持
っ
て
い
る
。 

 

６
→
恥
ず
か
し
が
る
作
者
を
引
き
留
め
よ
う
と
す
る
中
宮
の
意
図
を
理
解
し
て
、
気 

を
利
か
せ
た
と
い
う
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

も
の
な
ど
問
は
せ
給
ひ
、
の
た
ま
は
す
る
に
、
久
し
う
な
り
ぬ
れ
ば
、
「
下
り
ま
ほ
し
う
な
り
に
た
ら
む
。
さ
ら
ば
、 

は
や
。
夜
さ
り
は
、
と
く
。」
と
仰
せ
ら
る
。
ゐ
ざ
り
隠
る
る
や
遅
き
と
、
上
げ
ち
ら
し
た
る
に
、
雪
降
り
に
け
り
。 

 

【
文
法
３
】 

「
問
は
せ
給
ひ
」 

「
の
た
ま
は
す
る
」 

「
仰
せ
ら
る
」
は
尊
敬
語
で
あ
る
。
古
典
で
は
主
語
が
抜
け 

て
お
り
、
主
語
が
確
定
で
き
れ
ば
、
模
試
や
入
試
な
ど
の
正
答
率
が
上
が
る
。
し
っ
か
り
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

誰
が
・
・
こ
こ
で
登
場
す
る
格
上
の
相
手
は
「
中
宮
」
。
よ
っ
て
主
語
は
中
宮
。 

 
 

 
 

尊
敬
の
助
動
詞 

尊
敬
の
補
助
動
詞 

文
法
・
・
問
は 

せ 
 

給
ひ 

 
 

 

尊
敬
が
重
な
る
と
敬
意
が
上
が
る
（
皇
室
、
大
臣
な
ど
） 

 
 

 
 

尊
敬
の
サ
行
下
二
段
動
詞 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
に
よ
っ
て
身
分
の
高
さ
が
異
な
る
の
で
要
注
意 

 
 

 
 

の
た
ま
は
す
る 

 

基
の
た
ま
は
す 

「
の
た
ま
ふ
」
よ
り
敬
意
が
高
い 

 
 

 
 

尊
敬
の
サ
行
四
段
動
詞 

尊
敬
の
助
動
詞
（
セ
ッ
ト
で
覚
え
る
） 

 
 

 
 

 

仰
せ 

基
仰
す 

 

ら
る 

 
 

「
問
は
せ
給
ひ
」
と
同
様
、
敬
意
が
高
い
。 

 
 


