
 

⒖ 
「
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
段
落
の
、
内
容
確
認
と
現
代
語
訳
完
成 

今
回 

第
三
段
落
の
内
容
確
認
と
現
代
語
訳
完
成 

 

今
日
の
時
点
で
「
枕
草
子
『
宮
に
始
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
』
」
の
原
文
、
現
代
語
訳
、
内
容
理
解
の
解
答
、

文
法
事
項
が
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
て
い
ま
す
か
。
も
う
一
度
自
分
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
ね
。 

 

【
第
三
段
落
の
概
要
】 

作
者
が
局
で
休
ん
で
い
る
と
こ
ろ
、
中
宮
か
ら
出
仕
の
催
促
が
来
る
。
恥
ず
か
し
が
っ
て
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
と
、
先
輩

に
部
屋
を
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。 

  

昼
つ
方
、「
今
日
は
、
①
な
ほ
参
れ
。
雪
に
曇
り
て
あ
ら
は
に
も
あ
る
ま
じ
。」
な
ど
、
た
び
た
び
②
召
せ
ば
、
こ
③
局
の
あ

る
じ
も
、「
見
苦
し
。
さ
の
み
や
は
籠
り
た
ら
む
と
す
る
。
⓸
あ
へ
な
き
ま
で
御
前
許
さ
れ
た
る
は
、
さ
お
ぼ
し
め
す
や
う
こ

そ
あ
ら
め
。
思
ふ
に
た
が
ふ
は
に
く
き
も
の
ぞ
。」
と
、
た
だ
い
そ
が
し
に
出
だ
し
立
つ
れ
ば
、
あ
れ
に
も
あ
ら
ぬ
心
地
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
、
を
か
し
。 

 

☆
自
分
の
原
文
、
現
代
語
訳
を
見
な
が
ら
答
え
ま
し
ょ
う
。
内
容
確
認
の
解
答
は
自
分
で
考
え
、
ノ
ー
ト 

に
書
き
ま
し
ょ
う
。
答
え
合
わ
せ
は
後
で
し
ま
し
ょ
う
。 

 【
内
容
確
認
４
】 

１
、
①
「
な
ほ
参
れ
」
と
あ
る
が
、
出
仕
時
間
は
い
つ
ご
ろ
の
予
定
だ
っ
た
か
。 

 

２
、
②
「
召
せ
」
は
作
者
か
ら
中
宮
へ
の
尊
敬
語
で
あ
る
。 

中
宮
が
作
者
に
出
仕
し
て
ほ
し
い
時
間
帯
は
い
つ
ご
ろ
か
。
朝
・
昼
・
夜
で
答
え
よ
。 

ま
た
、
選
ん
だ
理
由
に
な
る
個
所
を
本
文
よ
り
抜
き
出
せ
。 

 

 

３
、
Ａ
、
③
「
こ
の
局
の
あ
る
じ
」
と
あ
る
が
、「
あ
る
じ
」
は
男
か
女
か
。 

Ｂ
、
あ
る
じ
は
作
者
と
ど
う
い
う
関
係
か
。
概
要
か
ら
判
断
せ
よ
。 

 

５
、
⓸
「
あ
へ
な
き
ま
で
御
前
許
さ
れ
た
る
」
に
つ
い
て 

 
 

Ａ
「
あ
へ
な
き
」
の
意
味
を
答
え
よ
？ 

 

 
 

Ｂ
「
御
前
」
は
何
を
指
す
か
。 

 

Ｃ
、
誰
で
も
簡
単
に
会
え
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
中
宮
に
、
「
あ
へ
な
き
ま
で
御
前
許
さ
れ
た
る
」 

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

次
ペ
ー
ジ 



⒗ 
「
枕
草
子
『
宮
に
始
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
』
」
第
二
・
第
三
段
落 

清
少
納
言 

 

【
解
答
】 

 
 

 

１
→
夜
→ 

 

２
→
昼
・
昼
つ
方 

３
→
女 

４
→
先
輩
と
後
輩
。
ま
た
は
古
参
の
女
房
と
新
人 

５
→
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
簡
単
に 

６
→
中
宮
へ
の
お
目
通
り
（
対
面
） 

 

７
→
中
宮
が
作
者
に
会
い
た
い
と
思
っ
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
、 

中
宮
に
気
に
入
ら
れ
て
い
る
、
寵
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

 

【
文
法
４
】 

今
日
は
「
係
結
び
の
法
則
」
を
学
習
し
ま
し
ょ
う
。
赤
の
体
系
古
典
文
法
を
持
っ
て
い
る
人
は

そ
れ
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
太
字
は
す
べ
て
ノ
ー
ト
に
写
し
ま
し
ょ
う
。 

こ
の
法
則
は
言
葉
の
意
味
を
強
め
た
い
と
き
に
用
い
ま
す
。 

お
ぼ
え
て
ほ
し
い
係
助
詞
は
「
ぞ
、
な
む
、
や
（
や
は
）、
か
（
か
は
）、
こ
そ
」 

 

「
結
び
」
と
し
て
変
化
す
る
動
詞
、
助
動
詞
の
活
用
形
は
連
体
形
と
已
然
形 

  
 

 
 

 
 

係
助
詞 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

結
び
（
連
体
形
） 

さ 

の
み 

 

や
は 

 

籠
り 

 

た
ら 

 

む 
 

と 
 

す
る 

 
 

さ 

お
ぼ
し
め
す 

や
う 

 

こ
そ 

あ
ら 

め 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

係
助
詞 

 
 

 
 

結
び
（
已
然
形
） 

 

副
詞 

 
 

 

副
助
詞 

 
 

係
助
詞 

 
 

 
 

動
詞 
 

存
続 

意
志 

格
助
詞 

サ
変
連
体 

さ 
 

 

の
み 

 
 

や
は 

 
 

籠
り 

た
ら 

む 

と 

す
る 

そ
の
よ
う
に 

だ
け 

 

の
か 

 
 

 

籠
っ
て
い
よ
う
と
す
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

い
や
だ
め
だ
ろ
う
？ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の
よ
う
に
籠
っ
て
ば
か
り
い
て
な
ん
と
す
る
！ 

  副
詞 

 

動
詞 

 
 

 

名
詞 

 
 

係
助
詞 

 

ラ
変 

推
量 

 

さ 

お
ぼ
し
め
す 

や
う 

 

こ
そ 

 

あ
ら 

め 

そ
の
よ
う
に 

お
思
い
に
な
る 

わ
け 

が
あ
る 

の
で
し
ょ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

次
ペ
ー
ジ 



⒘ 
「
枕
草
子
『
宮
に
始
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
』
」
第
二
・
第
三
段
落 

清
少
納
言 

 

現
代
語
訳
の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。 

  

暁
に
は
早
く
私
室
に
退
出
し
て
し
ま
お
う
と
お
の
ず
と
気
が
せ
い
て
し
ま
う
よ
。「（
夜
明
け
の
嫌
い
な
）

葛
城
の
一
言
主
の
神
様
だ
っ
て
も
う
し
ば
ら
く
（
は
い
い
で
し
ょ
う
）。」
な
ど
と
お
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
も
、

ど
う
し
て
斜
め
に
で
も
顔
を
御
覧
に
な
ら
れ
よ
う
か
、
い
や
、
御
覧
に
な
ら
れ
ず
に
す
ま
せ
た
い
と
、
や
は

り
う
つ
ぶ
し
て
い
る
の
で
、
み
格
子
も
お
上
げ
し
な
い
。（
掃
司
の
）
女
官
た
ち
が
参
っ
て
、「
こ
の
格
子
を
、

お
開
け
く
だ
さ
い
。」
な
ど
と
言
う
の
を
聞
い
て
、
女
房
が
開
け
る
の
を
、（
中
宮
様
は
）「
だ
め
で
す
。」
と

お
制
し
に
な
る
の
で
、（
事
情
を
察
し
た
女
官
た
ち
は
）
笑
っ
て
帰
っ
て
し
ま
う
。（
中
宮
様
が
）
あ
れ
こ
れ

と
お
尋
ね
に
な
り
、
お
話
を
な
さ
る
う
ち
に
、
時
間
も
た
っ
た
の
で
、「
部
屋
へ
下
が
り
た
く
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
ら
、
早
く
。
夜
分
は
、
す
ぐ
（
お
い
で
）。」
と
仰
せ
に
な
る
。（
御
前
か

ら
）
膝
行
し
て
姿
を
隠
す
や
否
や
、（
女
官
た
ち
が
）
格
子
を
片
っ
端
か
ら
上
げ
る
と
、（
外
は
）
雪
が
積
も

っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
登
花
殿
の
お
庭
は
、
立
蔀
が
近
く
に
め
ぐ
ら
し
て
あ
っ
て
狭
い
。
雪
は
と
て
も
き
れ

い
だ
。 

 

昼
ご
ろ
、「
今
日
は
、
昼
間
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
雪
で
曇
っ
て
丸
見
え
で
も
あ
る
ま
い
（
か
ら
）。」
な

ど
と
、
何
度
も
お
召
し
が
あ
る
の
で
、
部
屋
の
古
参
格
の
女
房
も
、「
見
て
い
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
に
引
っ

こ
ん
で
ば
か
り
い
よ
う
と
し
て
よ
い
も
の
で
す
か
。
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
容
易
に
（
中
宮
様
の
御
前
に
）
お
目

通
り
が
許
さ
れ
た
の
は
、（
中
宮
様
が
あ
な
た
を
お
気
に
召
す
）
わ
け
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
好
意
に
そ
む

く
の
は
憎
ら
し
い
も
の
よ
。」
と
言
っ
て
、
や
た
ら
急
が
せ
て
出
仕
さ
せ
る
の
で
、
無
我
夢
中
の
気
持
ち
が

す
る
け
れ
ど
参
上
す
る
の
は
、
本
当
に
つ
ら
い
。
火
を
た
い
て
夜
の
警
護
を
す
る
庭
先
の
小
屋
の
上
に
（
雪

が
）
積
も
っ
て
い
る
様
子
も
、
常
と
は
違
っ
て
、
お
も
し
ろ
い
。 

 

枕
草
子
は
作
者
の
視
点
か
ら
宮
中
の
華
や
か
な
内
容
、
中
宮
定
子
と
の
楽
し
い
や
り
と
り
な
ど
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
ん
？
自
慢
話
か
な
、
と
い
う
個
所
も
見
ら
れ
ま
す
。
自
慢
話
は
公
表
し
た
い
、

と
い
う
気
持
ち
は
古
今
東
西
同
じ
な
の
で
す
ね
。 

   
 

次
回
は
漢
文
で
す
。 

  


