
■
十
訓
抄 

大
江
山 

 

▼
四
四
頁
▲ 

発
問 

和
泉
式
部
と
は
ど
の
よ
う
な
人
か
。
知
っ
て
い
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
答
え
よ
。
知 

答 

歌
人
。
作
は
百
人
一
首
に
も
入
る
。
中
宮
彰
子
の
女
房
。

『
和
泉
式
部
日
記
』
の
作
者
。
情
熱
的
な
恋
を
し
た
人
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

発
問 

「
参
り
た
り
や
」（
四
四
・
３
）
と
あ
る
が
、
ど
こ
へ

参
る
の
か
。
思 

答 

小
式
部
内
侍
の
元
へ
。 

 

発
問 

「
い
か
に
心
も
と
な
く
思
す
ら
む
」（
四
四
・
３
）
の

「
思
す
」
は
誰
の
動
作
か
。
思 

答 

小
式
部
内
侍
。 

 

発
問 

「
い
か
に
心
も
と
な
く
思
す
ら
む
」（
四
四
・
３
）
の

「
ら
む
」
を
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。
知 

答 

現
在
推
量
の
助
動
詞
「
ら
む
」
の
連
体
形
。
疑
問
の
副

詞
「
い
か
に
」
と
呼
応
し
て
連
体
形
と
な
っ
て
い
る
。 

 

発
問 

「
御
簾
よ
り
な
か
ら
ば
か
り
出
で
」（
四
四
・
４
）
た

の
は
誰
か
。
思 

答 

小
式
部
内
侍
。 

 

発
問 

「
袖
を
ひ
か
へ
」（
四
四
・
５
）
る
と
は
、
誰
が
何
を

ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
。
思 

答 

小
式
部
内
侍
が
定
頼
中
納
言
の
直
衣
の
袖
を
軽
く
捉
え

て
、
そ
の
ま
ま
行
き
過
ぎ
よ
う
と
し
た
の
を
留
ま
ら
せ
た
。 

 

発
問 

「
大
江
山…

」（
四
四
・
６
）
の
和
歌
を
掛
詞
に
注
意

し
て
、
現
代
語
訳
せ
よ
。
思 

答 

大
江
山
か
ら
生
野
を
通
っ
て
行
く
道
が
遠
い
の
で
、
ま

だ
天
の
橋
立
の
地
を
踏
ん
で
み
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、

母
か
ら
の
手
紙
も
見
て
い
ま
せ
ん
。 

 

発
問 

「
詠
み
か
け
け
り
」（
四
四
・
７
）
と
あ
る
が
、
当
時

和
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
た
者
は
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
。
知 

答 

返
歌
を
す
る
の
が
礼
儀
で
あ
っ
た
。 

 

発
問 

「
思
は
ず
に
、
あ
さ
ま
し
く
て
」（
四
四
・
７
）
の
動

作
主
は
誰
か
。
思 

答 

定
頼
中
納
言
。 

 

補
充 

「
思
は
ず
に
」（
四
四
・
７
）
と
あ
る
が
、
何
を
「
思

い
が
け
な
く
」
思
っ
た
の
か
。
三
十
字
程
度
で
答
え
よ
。
思 

答 

小
式
部
内
侍
が
技
巧
を
凝
ら
し
た
和
歌
を
即
興
で
詠
み

か
け
て
き
た
こ
と
。（
29
字
） 

 

脚
問 

「
か
か
る
」（
四
四
・
７
）
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

指
し
て
い
る
か
。
思 

答 

定
頼
が
投
げ
か
け
た
言
葉
に
対
し
て
、
局
の
前
を
通
過

す
る
ま
で
の
ほ
ん
の
短
い
時
間
に
、
小
式
部
内
侍
が
優
れ
た

和
歌
を
作
っ
て
詠
み
か
け
て
き
た
こ
と
。 

 

発
問 

「
か
か
る
や
う
や
は
あ
る
」（
四
四
・
７
）
を
品
詞
分

解
せ
よ
。
知 

答 

か
か
る―

連
体
／
や
う―
名
詞
／
や
は―

係
助
（
反
語
）

／
あ
る―

ラ
変
・
体 

 

発
問 

「
か
か
る
や
う
や
は
あ
る
」（
四
四
・
７
）
を
現
代
語

訳
せ
よ
。
思 

答 

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

な
い
。 

 

補
充 

「
こ
れ
よ
り
」（
四
四
・
９
）
の
「
こ
れ
」
の
説
明
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
思 

ア 

歌
会
に
出
す
和
歌
を
母
に
頼
っ
て
い
た
小
式
部
内
侍

を
、
定
頼
中
納
言
が
た
し
な
め
た
こ
と
。 

イ 

和
泉
式
部
の
和
歌
を
定
頼
中
納
言
が
酷
評
し
た
こ
と

に
対
し
て
、
小
式
部
内
侍
が
和
歌
で
叱
責
し
た
こ
と
。 

ウ 

歌
作
に
苦
し
ん
で
い
た
小
式
部
内
侍
に
、定
頼
中
納
言

が
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
こ
と
。 

エ 

定
頼
中
納
言
の
意
地
悪
な
発
言
に
対
し
て
、小
式
部
内

侍
が
す
ぐ
れ
た
和
歌
で
対
処
し
た
こ
と
。 

オ 

歌
に
か
こ
つ
け
て
言
い
寄
っ
て
き
た
定
頼
中
納
言
を
、



小
式
部
内
侍
が
和
歌
で
見
事
に
や
り
込
め
た
こ
と
。 

答 

エ 

 

補
充 

「
歌
詠
み
の
世
に
お
ぼ
え
出
で
来
に
け
り
」（
四
四
・

９
）
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選

べ
。
思 

ア 

世
間
の
歌
の
名
人
と
し
て
天
皇
か
ら
褒
め
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
だ
。 

イ 

歌
詠
み
の
世
界
で
名
声
が
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。 

ウ 

和
歌
集
の
撰
者
の
一
人
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
。 

エ 

歌
人
と
し
て
の
身
分
を
公
式
に
許
可
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
だ
。 

オ 

歌
人
の
世
界
で
生
き
て
い
く
自
覚
が
芽
生
え
た
と
い

う
こ
と
だ
。 

答 

イ 

 

発
問 

「
お
ぼ
え
出
で
来
」（
四
四
・
９
）
と
は
、
ど
う
い
う

意
味
か
。
知 

答 

名
声
が
高
ま
る
。
有
名
に
な
る
。 

 

▼
四
五
頁
▲ 

発
問 

「
う
ち
ま
か
せ
て
の
理
運
」（
四
五
・
１
）
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
誰
の
判
断
か
。
思 

答 

編
者
。 

 

発
問 

「
こ
れ
は
う
ち
ま
か
せ
て
の
理
運
」（
四
五
・
１
）
と

あ
る
が
、「
こ
れ
」
の
指
す
内
容
は
何
か
。
思 

答 

定
頼
の
か
ら
か
い
に
対
し
て
小
式
部
内
侍
が
と
っ
さ
に

優
れ
た
歌
を
作
っ
て
詠
み
か
け
た
こ
と
。 

 

発
問 

「
こ
れ
は
う
ち
ま
か
せ
て
の
理
運
」（
四
五
・
１
）
と

あ
る
が
、編
者
が
小
式
部
内
侍
の
行
動
を
こ
の
よ
う
に
評
し

た
の
は
な
ぜ
か
。
思 

答 

小
式
部
内
侍
が
和
泉
式
部
の
娘
で
あ
り
、
ま
た
、
後
代

の
者
で
あ
る
語
り
手
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
後

の
小
式
部
内
侍
の
活
躍
を
十
分
に
知
っ
て
い
る
か
ら
。 

 

▼
思
考
力
問
題
▲ 

補
充 

以
下
の
文
章
は
、
藤
原
定
頼
の
別
の
逸
話
で
あ
る
。

「
大
江
山
」
と
本
文
を
読
ん
だ
後
の
発
言
の
中
か
ら
、
解
釈

と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
思 

水
も
な
く
見
え
わ
た
る
か
な
大お

ほ

堰ゐ

川が
は

き
し
の
紅
葉
は

雨
と
ふ
れ
ど
も 

 

こ
の
歌
は
、
中
納
言
定
頼
が
歌
な
り
。
＊

一
条
院
の
御
時
、

大
堰
川
の
行
幸
に
、
歌
詠
ま
せ
ら
れ
け
る
時
、
＊

四
条
大
納

言
、「
わ
が
歌
は
い
か
で
あ
り
な
ん
。
中
納
言
よ
く
よ
め
か

し
。」
と
思
は
れ
け
る
が
、
す
で
に
こ
の
歌
を
、「
水
も
な
く

見
え
わ
た
る
か
な
大
堰
川
」と
詠
み
あ
げ
た
り
け
る
に
、「
は

や
不
覚
し
て
け
り
。」と
顔
の
色
を
違
へ
て
思
は
れ
た
る
に
、

「
き
し
の
紅
葉
は
雨
と
ふ
れ
ど
も
」
と
詠
み
あ
げ
た
り
け
る

に
、「
秀
歌
仕
り
て
候
ひ
け
り
。」
と
言
ひ
て
、
顔
の
色
出
で

来
て
ぞ
思
は
れ
け
る
。 

 
 
 

（『
西
行
上
人
談
抄
』） 

【
語
注
】 

＊
一
条
院…

一
条
天
皇
。 

＊
四
条
大
納
言…

藤
原
公
任
。
定
頼
の
父
。 

 

ア 

「
大
江
山
」
で
は
小
式
部
内
侍
が
母
に
歌
の
代
作
を
頼

ん
だ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
邪
推
し
て
い
る
け
ど
、こ
の
文
章

で
は
自
分
が
父
に
代
作
し
て
も
ら
っ
て
い
る
ね
。自
分
に

自
信
が
な
い
人
ほ
ど
他
人
を
疑
う
ん
だ
よ
な
。 

イ 

「
大
江
山
」
で
は
小
式
部
内
侍
に
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ

て
狼
狽
し
て
い
る
し
、こ
の
文
章
で
は
下
手
な
歌
を
詠
ん

で
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
顔
色
を
変
え
て
い
る
ね
。動
揺
が

態
度
や
表
情
に
出
や
す
い
人
な
ん
だ
ろ
う
な
。 

ウ 

「
大
江
山
」
で
は
小
式
部
内
侍
を
侮
っ
た
人
物
と
し
て

批
判
さ
れ
て
い
る
け
ど
、こ
の
文
章
で
は
周
囲
を
驚
か
せ

る
名
歌
を
詠
ん
だ
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
ね
。歌
人

と
し
て
の
力
量
は
確
か
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。 

エ 

「
大
江
山
」
で
は
小
式
部
内
侍
の
歌
に
返
歌
も
で
き
ず

退
散
し
た
け
ど
、後
日
天
皇
の
前
で
は
そ
の
経
験
を
生
か

し
て
、地
名
と
掛
詞
を
織
り
込
ん
だ
秀
歌
を
詠
み
出
し
た

ね
。
案
外
素
直
な
性
格
の
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
な
。 

オ 

「
大
江
山
」
で
は
小
式
部
内
侍
を
軽
く
見
た
結
果
、
歌

人
と
し
て
の
名
声
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
け
ど
、天
皇
の

前
で
優
れ
た
和
歌
を
詠
ん
で
見
事
に
汚
名
返
上
し
た
ね
。

歌
に
関
し
て
は
負
け
ず
嫌
い
な
こ
と
が
わ
か
る
な
。 

答 

ウ 



 

▼
て
び
き
▲ 

学
習 

１ 

「
丹
後
へ
遣
は
し
け
る
人
は
参
り
た
り
や
」
と
は
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
の
か
。
説
明
し
て
み
よ
う
。

思 

答 

母
親
・
和
泉
式
部
に
歌
合
で
詠
む
歌
に
つ
い
て
、
指
導

を
仰
い
だ
ろ
う
、（
そ
の
た
め
に
遣
わ
し
た
使
者
は
帰
っ
て

き
た
か
）
と
い
う
こ
と
。
代
作
を
頼
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
言
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。 

 

２ 

「
大
江
山…

…

」
の
歌
で
、
小
式
部
内
侍
が
伝
え
よ
う
と

し
た
こ
と
を
説
明
し
て
み
よ
う
。
思 

答 

母
親
・
和
泉
式
部
に
使
者
を
送
り
、
和
歌
の
指
導
を
仰

い
だ
ろ
う
、と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
定
頼
の
言
葉
に
対
し
て
、

「
ふ
み
も
見
ず
」、
つ
ま
り
「
母
の
手
紙
な
ど
見
て
お
り
ま

せ
ん
」
と
宣
言
し
、
か
つ
自
身
が
定
頼
中
納
言
の
前
で
そ
の

よ
う
な
質
の
高
い
和
歌
を
す
ぐ
に
作
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
、

和
泉
式
部
の
応
援
が
な
く
と
も
そ
れ
だ
け
の
こ
と
が
で
き

る
力
量
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
伝
え
よ
う
と
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

３ 

「
返
歌
に
も
及
ば
ず
、
袖
を
引
き
放
ち
て
、
逃
げ
ら
れ
け

り
」
と
は
、
誰
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
し
た
の
か
。
説
明
し
て

み
よ
う
。
思 

答 

定
頼
中
納
言
が
、
小
式
部
内
侍
の
予
想
外
の
行
動
に
驚

き
、
そ
れ
に
対
し
て
適
切
な
対
応
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

と
に
か
く
そ
の
場
を
退
散
し
た
。 

 

言
語
活
動 

１ 

『
十
訓
抄
』
は
教
訓
を
示
す
た
め
の
説
話
を
集
め
た
作
品

で
あ
る
。
こ
の
「
大
江
山
」
は
ど
の
よ
う
な
教
訓
を
示
す
た

め
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。話
し
合
っ
て
み

よ
う
。
知
思
主 

答 

他
人
の
力
量
を
あ
な
ど
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ

と
。 

 

こ
と
ば
と
表
現 

１ 

「
大
江
山…

…

」
の
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
技
法
を
説

明
し
て
み
よ
う
。
知 

答 

掛
詞…

「
い
く
の
」
に
地
名
の
「
生
野
」
と
「
行
く
野
」

が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
ふ
み
」
に
「
踏
み
」
と
「
文
」

が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。 

倒
置…

「
ま
だ
ふ
み
も
見
ず
」
と
「
天
の
橋
立
」。 

歌
枕…

「
大
江
山
」「
生
野
」「
天
の
橋
立
」。 

句
切
れ…

四
句
切
れ
。 

 

２ 

「
知
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
」
を
文
法
的
に
説
明
し
、
こ
の

後
に
省
略
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
補
っ
て
現
代
語
訳
し
て
み

よ
う
。
思 

答 

知
ら―

ラ
四
・
未
／
れ―

尊
・
未
／
ざ
り―

打
・
用
／

け
る―

過
・
体
／
に―

断
・
用
／
や―

係
助
（
疑
問
） 

（
省
略
語
）「
に
や
」
の
後
に
「
あ
ら
む
」
が
省
略
さ
れ
て

い
る
。 

（
現
代
語
訳
）お
気
づ
き
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

  


