
1 

 

『
枕
草
子
』「
中
納
言
参
り
給
ひ
て
」 

１
、
は
じ
め
に 

・
作
者
： 

清
少
納
言 

・
成
立
： 

平
安
時
代
（
１
０
０
１
年
ご
ろ
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
か
） 

 
 

 
 

 

〔
平
安
時
代
は
７
９
４
～
１
１
８
５
年
ご
ろ
〕 

・
ジ
ャ
ン
ル
： 

随
筆 

 

・
特
徴
：
平
安
時
代
中
期
に
中
宮
定
子
に
仕
え
た
清
少
納
言
が
書
い
た
随
筆
。
本
来
は
「
ま
く
ら
そ
う
し
」

と
呼
ば
れ
る
。『
枕
草
子
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
心
情
的
な
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
対
し
て
、
知
性
的
な
「
を

か
し
」
の
世
界
観
を
作
っ
た
。
前
者
は
、
見
て
聞
い
て
感
じ
た
も
の
を
し
み
じ
み
と
思
う
よ
う
な
感
覚
で
、

後
者
は
、
感
じ
た
も
の
を
客
観
的
に
捉
え
表
現
す
る
よ
う
な
も
の
と
言
わ
れ
る
。 

・
要
約 

 

中
納
言
隆
家
が
中
宮
定
子
の
も
と
に
持
っ
て
き
た
扇
の
骨
を
、
隆
家
は
「
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
の

骨
」
だ
と
自
讃
す
る
の
で
、
（
わ
た
く
し
）
清
少
納
言
が
「
く
ら
げ
の
骨
の
よ
う
だ
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
隆

家
に
感
心
さ
れ
た
。
こ
れ
を
自
分
で
書
く
の
は
恥
ず
か
し
い
。 

   



2 

 

２

．
１
、
本
文 

中
納
言
参
り
給
ひ
て
御

扇

お
ほ
ん
あ
ふ
ぎ

奉
た
て
ま
つ

ら
せ
給
ふ
に
、
「
隆
家

た
か
い
え

こ
そ
い
み
じ
き
骨
は
得え

て
侍は

べ

れ
。
そ
れ
を
張
ら

せ
て
参
ら
せ
む
と
す
る
に
、
お
ぼ
ろ
げ
の
紙
は
え
張
る
ま
じ
け
れ
ば
、
求
め
侍
る
な
り
。」
と
申
し
給
ふ
。

「
い
か
や
う
に
か
あ
る
。」
と
問
ひ
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
ば
、「
す
べ
て
い
み
じ
う
侍
り
。『
さ
ら
に
ま
だ
見
ぬ

骨
の
さ
ま
な
り
。』
と
な
む
人
々
申
す
。
ま
こ
と
に
か
ば
か
り
の
は
見
え
ざ
り
つ
。」
と
言こ

と

高
く
の
た
ま
へ
ば
、

「
さ
て
は
扇
の
に
は
あ
ら
で
、
海
月

く

ら

げ

の
な
な
り
。」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
「
こ
れ
は
隆
家
が
言こ

と

に
し
て
む
。」
と

て
、
笑
ひ
給
ふ
。 

か
や
う
の
こ
と
こ
そ
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
の
う
ち
に
入
れ
つ
べ
け
れ
ど
、「
一
つ
な
落
と
し
そ
。」

と
言
へ
ば
、
い
か
が
は
せ
む
。 
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２

．
２
、
本
文 

中
納
言

※
１

参
り
給
ひ
て

※
２

御

扇

お
ほ
ん
あ
ふ
ぎ

奉
た
て
ま
つ

ら
せ
給
ふ
に
、「
隆
家

た
か
い
え

こ
そ
い
み
じ
き
骨
は
得え

て
侍は

べ

れ
。
そ
れ
を

張
ら
せ
て
参
ら
せ

☆
１

む
と
す
る
に
、
お
ぼ
ろ
げ
の

☆
２

紙
は
え
張
る
ま
じ
け
れ

☆
３

ば
、
求
め
侍
る
な
り
。
」

と
申
し
給
ふ
。「
い
か
や
う
に
か
あ
る

☆
４

。」
と
問
ひ
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
ば

※
３

、「
す
べ
て
☆
５
い
み
じ
う
侍

り
。『
さ
ら
に

☆
６

ま
だ
見
ぬ
骨
の
さ
ま
な
り
。
』
と
な
む
人
々
申
す
。
ま
こ
と
に
か
ば
か
り
の
は
見
え
ざ
り

つ
。
」
と
言こ

と

高
く
の
た
ま
へ
ば
、
「
さ
て
は
扇
の
に
は
あ
ら
で
、
海
月

く

ら

げ

の
な
な
り
。

※
４

」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

「
こ
れ
は
隆
家
が
言こ

と

に
し
て
む

☆
７

。」
と
て
、
笑
ひ
給
ふ
。 

か
や
う
の
こ
と
こ
そ
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
の
う
ち
に
入
れ
つ
べ
け
れ
ど

※
５

、「
一
つ
な
落
と
し
そ

☆
８

。」
と
言
へ
ば
、
い
か
が
は
せ
む
☆
。 
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３
、
補
足
・
注
／
重
要
単
語
・
文
法 

【
補
足
・
注
】 

※
１…

平
安
時
代
の
歌
人
で
保
昌
の
妻
。『
和
泉
式
部
日
記
』
を
書
く
。
な
お
前
夫
は

橘
た
ち
ば
な
の

道み
ち

貞さ
だ

。 
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【
重
要
単
語
・
文
法
】 

☆
１
「
参
り
」…

「
来
」
の
謙
譲
語
「
参
る
」
の
連
用
形 
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４
、
現
代
語
訳 

中
納
言
（
隆
家
）
が
（
中
宮
定
子
の
も
と
へ
）
参
上
な
さ
っ
て
、
御
扇
を
（
中
宮
定
子
に
）
差
し
上
げ
な

さ
る
と
き
に
、
「
こ
の
隆
家
は
す
ば
ら
し
い
（
扇
の
）
骨
を
手
に
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
（
紙
を
）
張
ら

せ
て
（
定
子
様
に
）
差
し
上
げ
る
つ
も
り
で
す
が
、
並
大
抵
の
紙
は
張
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、（
そ
の

骨
に
ふ
さ
わ
し
い
紙
を
）
求
め
て
お
り
ま
す
。」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
。（
中
宮
定
子
が
）「
そ
の
骨
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。」
と
お
聞
き
に
な
る
と
、「
た
い
へ
ん
す
ば
ら
し
く
ご
ざ
い
ま
す
。『
ま
っ
た
く
今
ま
で
見

た
こ
と
の
な
い
骨
の
様
子
で
す
。
』
と
人
々
が
申
す
。
本
当
に
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
。」
と

声
高
く
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、（
私
が
）「
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
扇
の
骨
で
は
な
く
、
海
月
の
（
骨
）
で
あ
る
よ

う
だ
。」
と
申
し
上
げ
る
と
、「
こ
れ
を
隆
家
の
発
言
に
し
て
し
ま
お
う
。」
と
い
っ
て
、
笑
い
な
さ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
ば
つ
が
悪
い
こ
と
の
中
に
入
れ
て
お
く
べ
き
（
記
録
し
た
く
な
い
こ
と
な
の
）
だ

が
、「
一
つ
も
書
き
落
と
す
な
。」
と
言
う
の
で
、
ど
う
し
よ
う
か
、
い
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
（
＝
書
く
し

か
な
い
）。 
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５
．
１
、
本
文
と
現
代
語 

 

中
納
言
（
隆
家
）
が
（
中
宮
定
子
の
も
と
へ
）
参
上
な
さ
っ
て
、
御
扇
を
（
中
宮
定
子
に
）
差
し
上
げ
な
さ
る
と
き
に
、「
こ

の
隆
家
は
す
ば
ら
し
い
（
扇
の
）
骨
を
手
に
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
（
紙
を
）
張
ら 

中
納
言
参
り
給
ひ
て
御

扇

お
ほ
ん
あ
ふ
ぎ

奉
た
て
ま
つ

ら
せ
給
ふ
に
、
「
隆
家

た
か
い
え

こ
そ
い
み
じ
き
骨
は
得え

て
侍は

べ

れ
。
そ
れ
を
張
ら

せ
て
（
定
子
様
に
）
差
し
上
げ
る
つ
も
り
で
す
が
、
並
大
抵
の
紙
は
張
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、（
そ
の
骨
に
ふ
さ
わ
し
い

紙
を
）
求
め
て
お
り
ま
す
。
」
と
申
し
上
げ
な
さ
る
。 

せ
て
参
ら
せ
む
と
す
る
に
、
お
ぼ
ろ
げ
の
紙
は
え
張
る
ま
じ
け
れ
ば
、
求
め
侍
る
な
り
。」
と
申
し
給
ふ
。

（
中
宮
定
子
が
）「
そ
の
骨
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
」
と
お
聞
き
に
な
る
と
、「
た
い
へ
ん
す
ば
ら
し
く
ご
ざ
い
ま
す
。
『
ま

っ
た
く
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い 

「
い
か
や
う
に
か
あ
る
。」
と
問
ひ
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
ば
、「
す
べ
て
い
み
じ
う
侍
り
。『
さ
ら
に
ま
だ
見
ぬ

骨
の
様
子
で
す
。
』
と
人
々
が
申
す
。
本
当
に
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
」
と
声
高
く
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、 

骨
の
さ
ま
な
り
。』
と
な
む
人
々
申
す
。
ま
こ
と
に
か
ば
か
り
の
は
見
え
ざ
り
つ
。」
と
言こ

と

高
く
の
た
ま
へ
ば
、

（
私
が
）「
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
扇
の
骨
で
は
な
く
、
海
月
の
（
骨
）
で
あ
る
よ
う
だ
。
」
と
申
し
上
げ
る
と
、「
こ
れ
を
隆
家

の
発
言
に
し
て
し
ま
お
う
。
」
と 

「
さ
て
は
扇
の
に
は
あ
ら
で
、
海
月

く

ら

げ

の
な
な
り
。」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
「
こ
れ
は
隆
家
が
言こ

と

に
し
て
む
。」
と

い
っ
て
、
笑
い
な
さ
る
。 

て
、
笑
ひ
給
ふ
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
ば
つ
が
悪
い
こ
と
の
中
に
入
れ
て
お
く
べ
き
（
記
録
し
た
く
な
い
こ
と
な
の
）
だ
が
、「
一
つ
も
書

き
落
と
す
な
。
」 

か
や
う
の
こ
と
こ
そ
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
の
う
ち
に
入
れ
つ
べ
け
れ
ど
、「
一
つ
な
落
と
し
そ
。」

と
言
う
の
で
、
ど
う
し
よ
う
か
、
い
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
（
＝
書
く
し
か
な
い
）。 

と
言
へ
ば
、
い
か
が
は
せ
む
。 
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５

．
２
、
本
文
と
現
代
語
訳 

中
納
言
（
隆
家
）
が
（
中
宮
定
子
の
も
と
へ
）
参
上
な
さ
っ
て
、
御
扇
を
（
中
宮
定
子
に
）
差
し
上
げ
な
さ
る
と
き
に
、「
こ

の
隆
家
は
す
ば
ら
し
い
（
扇
の
）
骨
を
手
に
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に 

中
納
言

※
１

参
り
給
ひ
て

※
２

御

扇

お
ほ
ん
あ
ふ
ぎ

奉
た
て
ま
つ

ら
せ
給
ふ
に
、「
隆
家

た
か
い
え

こ
そ
い
み
じ
き
骨
は
得え

て
侍は

べ

れ
。
そ
れ
を

（
紙
を
）
張
ら
せ
て
（
定
子
様
に
）
差
し
上
げ
る
つ
も
り
で
す
が
、
並
大
抵
の
紙
は
張
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、（
そ
の
骨

に
ふ
さ
わ
し
い
紙
を
）
求
め
て
お
り
ま
す
。
」 

張
ら
せ
て
参
ら
せ

☆
１

む
と
す
る
に
、
お
ぼ
ろ
げ
の

☆
２

紙
は
え
張
る
ま
じ
け
れ

☆
３

ば
、
求
め
侍
る
な
り
。
」

と
申
し
上
げ
な
さ
る
。
（
中
宮
定
子
が
）「
そ
の
骨
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
」
と
お
聞
き
に
な
る
と
、「
た
い
へ
ん
す
ば
ら
し

く
ご
ざ
い 

と
申
し
給
ふ
。「
い
か
や
う
に
か
あ
る

☆
４

。」
と
問
ひ
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
ば

※
３

、「
す
べ
て
☆
５
い
み
じ
う
侍

ま
す
。
『
ま
っ
た
く
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
骨
の
様
子
で
す
。
』
と
人
々
が
申
す
。
本
当
に
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
は
見
た
こ
と

が
な
い
。
」 

り
。『
さ
ら
に

☆
６

ま
だ
見
ぬ
骨
の
さ
ま
な
り
。
』
と
な
む
人
々
申
す
。
ま
こ
と
に
か
ば
か
り
の
は
見
え
ざ
り

と
声
高
く
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、（
私
が
）「
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
扇
の
骨
で
は
な
く
、
海
月
の
（
骨
）
で
あ
る
よ
う
だ
。
」
と
申

し
上
げ
る
と
、 

つ
。
」
と
言こ

と

高
く
の
た
ま
へ
ば
、
「
さ
て
は
扇
の
に
は
あ
ら
で
、
海
月

く

ら

げ

の
な
な
り
。

※
４

」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

「
こ
れ
を
隆
家
の
発
言
に
し
て
し
ま
お
う
。
」
と
い
っ
て
、
笑
い
な
さ
る
。 

「
こ
れ
は
隆
家
が
言こ

と

に
し
て
む

☆
７

。」
と
て
、
笑
ひ
給
ふ
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
ば
つ
が
悪
い
こ
と
の
中
に
入
れ
て
お
く
べ
き
（
記
録
し
た
く
な
い
こ
と
な
の
）
だ
が
、「
一
つ
も
書

き
落
と
す
な
。
」 

か
や
う
の
こ
と
こ
そ
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
の
う
ち
に
入
れ
つ
べ
け
れ
ど

※
５

、
「
一
つ
な
落
と
し
そ

☆

と
言
う
の
で
、
ど
う
し
よ
う
か
、
い
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
（
＝
書
く
し
か
な
い
）。 

８

。」
と
言
へ
ば
、
い
か
が
は
せ
む
☆
。 
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７
、
和
歌
の
修
辞
法 

大
江
山 

い
く
の
の
道
の 

遠
け
れ
ば 

ま
だ
ふ
み
も
見
ず
／ 

天あ
ま

の
橋

立

は
し
だ
て 

【
解
釈
】 

大
江
山
を
超
え
て
生
野
を
通
っ
て
い
く
道
は
遠
い
の
で
、
ま
だ
天
の
橋
立
へ
踏
み
入
っ
て
み
た
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
し
、
母
か
ら
の
文
も
見
て
い
ま
せ
ん
。 

６、品詞分解 

単語 品詞等 

和泉式部、 名詞 

保昌 名詞 

が 格助詞 

妻 名詞 

にて、 格助詞 

丹後 名詞 

に 格助詞 

下り 動詞・四段・連用形 

ける 助動詞・過去・連体形 

ほど 名詞 

に、 格助詞 

京 名詞 

に 格助詞 

歌合 名詞 

あり 動詞・ラ変・連用形 

ける 助動詞・過去・連体形 

に、 格助詞 

小式部内侍 名詞 

歌詠み 名詞 
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【
修
辞
法
】 

〇
掛
詞 

「
い
く
の
」…

地
名
の
「
生
野
」
と
「
行
く
」 

「
ふ
み
」…

「
文
」
と
「
踏
み
」 

〇
四
句
切
れ 

〇
倒
置
法…

四
句
目
と
五
句
目
が
倒
置 

〇
体
言
止
め…

「
天
の
橋
立
」 

〇
縁
語…

「
踏
み
」
は
「
橋
」
の
縁
語 

    

８
、
参
考 

・
教
科
書
『
新
編
古
典
Ｂ
』（
２
０
１
５
）
東
京
書
籍 

・
教
科
書
『
古
典
Ｂ
古
文
編
』（
２
０
１
７
）
数
研
出
版 

・『
明
治
書
院
版
教
科
書
ガ
イ
ド
新
精
選
古
典
Ｂ
古
文
編
』（
２
０
１
９
）
真
珠
書
院 

・『
原
色
小
倉
百
人
一
首
』（
２
０
１
６
）
文
栄
堂 
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