
■
十
訓
抄 

大
江
山 

 

評
価
問
題 

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

和
泉
式
部
、
保
昌
が
①

妻
に
て
丹
後
に
下
り
け
る
ほ
ど
に
、
京
に
歌
合
あ
り
け
る
に
、
小
式
部
内
侍
、
Ａ

歌
詠
み
に
と
ら
れ
て
詠
み
け
る
を
、
定
頼
中
納
言
た
は
ぶ
れ
て
、
小
式
部
内
侍
あ

り
け
る
に
、「
Ｂ

丹
後
へ
遣
は
し
け
る
人
は
参
り
た
り
や
。
い
か
に
１

心
も
と
な
く
思
す
ら
む
。」
と
言
ひ
て
、
局
の
前
を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を
、
②

御
簾
よ
り
な
か
ら
ば
か
り
出
で
て
、
わ
づ
か
に

③

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
見
ず
天
の
橋
立 

と
詠
み
か
け
け
り
。
思
は
ず
に
、
２

あ
さ
ま
し
く
て
、「
こ
は
い
か
に
。
Ｃ

か
か
る
や
う
や
は
あ
る
。」
と
ば
か
り
言
ひ
て
、
返
歌
に
も
及
ば
ず
、
Ｄ

袖
を
引
き
放
ち
て
、
逃
げ
ら
れ
け
り
。
小
式

部
、
こ
れ
よ
り
歌
詠
み
の
世
に
３

お
ぼ
え
出
で
来
に
け
り
。 

 

こ
れ
は
う
ち
ま
か
せ
て
の
Ｅ

理
運
の
こ
と
な
れ
ど
も
、
か
の
卿
の
心
に
は
、
Ｆ

こ
れ
ほ
ど
の
歌
、
た
だ
い
ま
詠
み
出
だ
す
べ
し
と
は
Ｇ

知
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
。 

 

問 

二
重
傍
線
部
①
～
③
の
読
み
を
、
そ
れ
ぞ
れ
現
代
仮
名
遣
い
で
答
え
よ
。
知 

答 

① 

め 

② 

み
す 

③ 

の
う
し
（
な
お
し
） 

 

問 

波
線
部
１
～
３
の
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。
た
だ
し
、
活
用
語
は
終
止
形
で
答
え
る
こ
と
。
知 

答 

１ 

待
ち
遠
し
い 

２ 

驚
き
あ
き
れ
た
こ
と
だ 

３ 

名
声 

 

問 

傍
線
部
Ａ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
思 

ア 

歌
合
の
た
め
に
詠
ん
だ
和
歌
を
横
取
り
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。 

イ 

歌
合
に
出
る
歌
人
の
一
人
と
し
て
選
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。 

ウ 

歌
合
で
詠
進
し
た
和
歌
が
高
く
評
価
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。 

エ 

歌
合
に
出
る
別
の
歌
人
の
た
め
に
和
歌
を
代
作
し
た
と
い
う
こ
と
。 

オ 

歌
合
に
出
る
よ
う
な
高
名
な
歌
人
の
妻
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

答 

イ 

 

問 

傍
線
部
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｇ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
現
代
語
訳
せ
よ
。
思 



答 

Ｂ 

丹
後
へ
お
や
り
に
な
っ
た
人
は
参
上
し
た
か
。 

Ｃ 

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
か
、
い
や
、
あ
る
は
ず
が
な
い
。 

Ｇ 

お
気
づ
き
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

問 

破
線
部
の
和
歌
に
あ
る
二
つ
の
掛
詞
に
つ
い
て
、
ど
の
語
に
何
と
何
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
せ
よ
。
思 

答 

「
い
く
の
」
に
地
名
の
「
生
野
」
と
「
行
く
野
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
／
「
ふ
み
」
に
「
踏
み
」
と
「
文
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

問 

傍
線
部
Ｄ
に
つ
い
て
、
定
頼
中
納
言
が
「
逃
げ
」
た
の
は
な
ぜ
か
。
五
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
思 

答 

小
式
部
内
侍
が
す
ぐ
に
す
ば
ら
し
い
和
歌
を
作
る
と
は
予
想
し
て
お
ら
ず
、
返
歌
を
詠
む
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
に
驚
い
た
か
ら
。（
50
字
） 

 

問 

傍
線
部
Ｅ
の
よ
う
に
編
者
が
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
思 

ア 

小
式
部
内
侍
は
ま
だ
歌
人
と
し
て
無
名
で
は
あ
る
が
、
根
拠
も
な
い
こ
と
で
か
ら
か
わ
れ
た
ら
悔
し
い
思
い
を
す
る
の
は
当
然
だ
か
ら
。 

イ 

小
式
部
内
侍
は
歌
合
に
出
詠
の
準
備
を
し
て
い
た
の
で
、
定
頼
中
納
言
に
対
し
て
す
ぐ
に
和
歌
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
当
然
だ
か
ら
。 

ウ 

小
式
部
内
侍
は
母
親
が
歌
人
と
し
て
有
名
な
和
泉
式
部
で
あ
り
、
そ
の
後
の
活
躍
を
思
え
ば
当
意
即
妙
の
和
歌
を
詠
む
の
は
当
然
だ
か
ら
。 

エ 

小
式
部
内
侍
は
そ
の
即
興
で
作
っ
た
和
歌
の
す
ば
ら
し
さ
か
ら
考
え
て
、
後
世
に
歌
人
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
か
ら
。 

オ 

小
式
部
内
侍
は
幼
い
と
き
か
ら
母
の
和
泉
式
部
に
歌
の
指
南
を
受
け
て
お
り
、
和
歌
に
関
す
る
深
い
教
養
が
あ
る
こ
と
は
当
然
だ
か
ら
。 

答 

ウ 

 

問 

傍
線
部
Ｆ
と
あ
る
が
、
編
者
は
「
大
江
山
」
の
和
歌
の
ど
の
よ
う
な
点
を
評
価
し
て
い
る
の
か
。
説
明
せ
よ
。
思 

答 

和
歌
の
中
に
巧
み
に
掛
詞
を
織
り
込
ん
で
、
母
に
代
作
を
頼
ん
だ
り
応
援
を
求
め
た
り
し
て
い
な
い
こ
と
を
す
ば
や
く
歌
に
し
て
伝
え
て
い
る
点
。 

 

問 

本
文
の
出
典
『
十
訓
抄
』
は
、
説
話
を
十
の
教
訓
に
分
類
し
て
整
理
し
た
説
話
集
で
あ
る
。
本
文
は
ど
の
よ
う
な
教
訓
に
分
類
さ
れ
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
思 

ア 

人
倫
を
侮
る
べ
か
ら
ざ
る
事 

イ 

朋
友
を
撰
ぶ
べ
き
事 

ウ 

思
慮
を
専
ら
と
す
べ
き
事 

エ 

諸
事
を
堪
忍
す
べ
き
事 

オ 

懇
望
を
停
む
べ
き
事 

答 

ア 



■
十
訓
抄 

大
江
山 

 

発
展
問
題
（
比
べ
読
み
） 

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

歌
の
、
八
つ
の
病
の
中
に
、
Ａ

後
悔
の
病
と
い
ふ
病
あ
り
。
歌
、
す
み
や
か
１

に
詠
み
出
だ
し
て
、
人
に
も
語
り
、
書
き
て
も
出
だ
し
て
後
に
、
よ
き
言
葉
、
節
を
思
ひ
寄
り
て
、
か
く
言

は
で
な
ど
思
ひ
て
、
悔
い
妬
が
る
を
い
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
、
な
ほ
、
歌
を
詠
ま
む
に
は
、
急
ぐ
ま
じ
き
が
よ
き
な
り
。
い
ま
だ
、
昔
よ
り
、
と
く
詠
め
る
２

に
か
し
こ
き
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
、

①

貫つ
ら

之ゆ
き

な
ど
は
、
歌
一
つ
を
、
十
日
二
十
日
な
ど
に
こ
そ
詠
み
け
れ
。 

 

し
か
は
あ
れ
ど
、
折
に
従
ひ
、
事
に
ぞ
よ
る
べ
き
。 

 
 

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

こ
れ
は
、
小
式
部
内
侍
と
い
へ
る
人
の
歌
な
り
。
事
の
起
こ
り
は
、
小
式
部
内
侍
は
、
和
泉
式
部
が
娘
な
り
。
親
の
式
部
が
、
保や

す

昌ま
さ

が
妻め

に
て
、
丹
後
に
下
り
け
る
ほ
ど
に
、
都
に
歌
合
の

あ
り
け
る
に
、
小
式
部
内
侍
、
歌
詠
み
に
と
ら
れ
て
詠
み
け
る
ほ
ど
、
四
条
中
納
言
定
頼
と
い
へ
る
は
、
四
条
大
納
言
②

公き
ん

任た
ふ

の
子
な
り
。
そ
の
人
の
、
戯
れ
て
、
小
式
部
内
侍
の
あ
り
け
る

に
、「
丹
後
へ
遣
は
し
け
む
人
は
、
帰
り
ま
う
で
来
３

に
け
む
や
。
い
か
に
心
も
と
な
く
思
す
ら
む
。」
と
、
妬
が
ら
せ
む
と
申
し
か
け
て
、
立
ち
け
れ
ば
、
内
侍
、
御
簾
よ
り
な
か
ら
出
で
て
、

わ
づ
か
に
直
衣
の
袖
を
ひ
か
へ
て
、
こ
の
歌
を
詠
み
か
け
け
れ
ば
、
い
か
に
か
か
る
や
う
は
あ
る
と
て
、
つ
い
居
て
、
こ
の
歌
の
返
し
せ
む
と
て
、
し
ば
し
は
思
ひ
け
れ
ど
、
Ｂ

え
思
ひ
得
ざ

り
け
れ
ば
、
引
き
張
り
逃
げ
に
け
り
。
こ
れ
を
思
へ
ば
、
心
と
く
詠
め
る
も
め
で
た
し
。 

（『
俊
頼
髄
脳
』） 

＊
節…

趣
向
。 

 

問 

波
線
部
１
～
３
の
「
に
」
の
文
法
的
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。
知 

ア 

ナ
行
変
格
活
用
動
詞
の
連
用
形
活
用
語
尾 

 

イ 

ナ
リ
活
用
形
容
動
詞
の
連
用
形
活
用
語
尾 

 

ウ 

断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形 

エ 

完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形 

 

オ 

格
助
詞 

 

カ 

接
続
助
詞 

答 

１ 

イ 

２ 

オ 

３ 

エ 

問 

二
重
傍
線
部
①
・
②
の
人
物
が
撰
者
と
な
っ
た
作
品
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。
知 

ア 

和
漢
朗
詠
集 
 

イ 

菟
玖
波
集 

 

ウ 

古
今
和
歌
集 

 

エ 

千
載
和
歌
集 

 

オ 
新
古
今
和
歌
集 

 

カ 

山
家
集 

答 

① 

ウ 

② 

ア 

問 

傍
線
部
Ａ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
思 

答 

歌
を
急
い
で
詠
ん
で
人
に
語
っ
た
り
書
き
送
っ
た
り
し
た
後
に
、
よ
り
よ
い
言
葉
や
趣
向
を
思
い
つ
き
、
こ
う
詠
ま
な
く
て
残
念
だ
っ
た
と
悔
し
が
る
こ
と
。（
60
字
） 

問 

傍
線
部
Ｂ
を
現
代
語
訳
せ
よ
。
思 



答 

思
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、 

問 
以
下
は
『
十
訓
抄
』
と
こ
の
文
章
と
を
比
べ
読
み
し
た
後
の
教
室
で
の
会
話
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
空
欄
Ⅰ
と
空
欄
Ⅱ
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
か
ら
選
べ
。
思 

教
師―

―
『
俊
頼
髄
脳
』
は
平
安
時
代
後
期
に
成
立
し
た
歌
論
書
で
、
当
時
の
関
白
の
娘
を
教
育
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
大
江
山
」
の
逸
話
を
ど
う
と
ら
え
て
い

る
か
、『
十
訓
抄
』
と
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

生
徒
Ａ―

第
一
段
落
で
は
「
後
悔
の
病
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
て
、「
歌
を
詠
ま
む
に
は
、
急
ぐ
ま
じ
き
が
よ
き
な
り
。」
と
自
説
を
展
開
し
て
い
る
ね
。 

生
徒
Ｂ―

そ
れ
に
続
け
て
「
大
江
山
」
の
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
け
ど
、
こ
れ
は
小
式
部
内
侍
が
秀
歌
を
即
座
に
詠
ん
だ
と
い
う
話
だ
よ
ね
。
第
一
段
落
と
ど
う
つ
な
が
る
ん
だ
ろ
う
。 

生
徒
Ｃ―

 

Ⅰ 

と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。 

生
徒
Ｄ―

『
十
訓
抄
』
の
方
は
、「
か
の
卿
の
心
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
歌
、
た
だ
い
ま
詠
み
出
だ
す
べ
し
と
は
知
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
。」
と
定
頼
へ
の
批
判
に
力
点
が
あ
る
け
ど
、『
俊
頼

髄
脳
』
に
は
そ
う
い
う
主
張
は
見
当
た
ら
な
い
ね
。 

教
師―

―

同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
、
説
話
と
歌
論
書
で
は
解
釈
の
仕
方
が
異
な
る
の
で
す
ね
。
も
う
一
つ
、
平
安
時
代
後
期
の
歌
論
書
に
『
袋
草
紙
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

中
に
は
「
白
紙
を
置
く
作
法
」
と
い
う
も
の
が
記
さ
れ
て
お
り
、
歌
会
な
ど
で
ど
う
し
て
も
歌
を
詠
め
な
い
と
き
は
白
紙
を
置
い
て
退
出
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
『
袋
草
紙
』
で
は
そ
れ
に
続
け
て
「
お
よ
そ
名
を
得
た
る
人
は
、
な
か
な
か
の
こ
と
言
ひ
出
だ
さ
ん
よ
り
は
、
遁と

ん

避ぴ

す
る
一
の
事
な
り
。
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
同
じ

「
大
江
山
」
の
逸
話
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
こ
の
『
袋
草
紙
』
の
文
脈
で
は
、「
大
江
山
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
定
頼
は
ど
う
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。 

生
徒
Ｅ―

 

Ⅱ 

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
同
じ
逸
話
で
も
、
何
に
焦
点
を
当
て
る
か
で
三
者
三
様
の
と
ら
え
方
が
さ
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
な
と
思
い
ま
し
た
。 

 

Ⅰ 

ア 

歌
を
普
段
は
長
時
間
か
け
て
作
っ
て
い
て
も
、
即
詠
が
必
要
な
場
面
で
は
的
確
に
対
応
で
き
る
の
が
す
ぐ
れ
た
歌
人
の
条
件
だ 

イ 

歌
を
急
い
で
詠
む
と
後
悔
の
病
に
陥
り
が
ち
で
は
あ
る
が
、
時
に
は
あ
え
て
そ
の
危
険
を
冒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る 

ウ 

歌
を
詠
む
の
が
速
い
か
遅
い
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
詠
ん
だ
歌
が
時
節
や
場
面
に
か
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
だ 

エ 

歌
は
じ
っ
く
り
詠
む
ほ
ど
出
来
が
よ
く
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
場
の
状
況
に
合
わ
せ
て
即
興
で
詠
む
方
が
得
意
な
歌
人
も
い
る 

オ 

歌
は
急
い
で
詠
ま
な
い
方
が
よ
い
結
果
に
な
る
も
の
だ
が
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
急
い
で
詠
む
方
が
よ
い
事
例
も
あ
る 

Ⅱ 

ア 

即
座
に
返
歌
を
し
よ
う
と
せ
ず
に
、
時
間
を
か
け
て
歌
を
詠
も
う
と
し
た
定
頼
の
考
え
方
に
は
納
得
で
き
る 

イ 

小
式
部
内
侍
か
ら
詠
み
か
け
ら
れ
た
歌
に
対
し
、
返
事
も
せ
ず
に
逃
げ
出
し
た
定
頼
は
歌
人
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
る 

ウ 

急
い
で
中
途
半
端
な
返
歌
を
す
る
こ
と
は
控
え
て
、
そ
の
場
を
た
だ
立
ち
去
っ
た
定
頼
の
態
度
は
称
賛
す
べ
き
だ 

エ 

白
紙
を
置
く
作
法
に
な
ぞ
ら
え
て
、
あ
え
て
小
式
部
に
は
返
歌
を
せ
ず
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
定
頼
は
博
識
だ 

オ 

あ
り
き
た
り
の
返
歌
で
は
歌
人
と
し
て
の
名
声
を
失
う
と
恐
れ
、
小
式
部
内
侍
の
前
か
ら
逃
亡
し
た
定
頼
は
弱
虫
だ 

答 

Ⅰ 

オ 

Ⅱ 

ウ 


