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〔
解
答
・
解
説
〕
１
説
話
に
親
し
む 

宇
治
拾
遺
物
語 

小
野
の
篁
、
広
才
の
こ
と 

 

内
容
の
整
理 

□ 

①
無
悪
善 
②
小
野
篁 

③
呪
う 

④
小
野
篁 

⑤
子 

 

基
本 

１ 

⑴
み
か
ど 

⑵
だ
い
り 
⑶
お
お
（
す
） 

⑷
た
れ 

 

【
解
説
】
⑷
古
文
に
お
け
る
「
誰
」
は
清
音
で
読
む
。 

２ 

⑴
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

⑵
奏
上
す
る
。
申
し
上
げ
る
。 

 
 

⑶
そ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
。 

⑷
天
皇
。
主
上
。 

 
 

⑸
お
ま
え
。 

⑹
何
事
も
な
い
。 

３ 

       

【
解
説
】「
お
は
す
」「
奏
す
」
は
サ
行
変
格
活
用
。「
奏
す
」
は
「
漢
語
＋
す
」
か
ら
成
る
。「
仰
す
」
は

サ
行
下
二
段
活
用
、「
申
す
」
は
サ
行
四
段
活
用
。 

４ 

⑴
ク 

⑵
ウ 

⑶
カ 

⑷
オ 

⑸
キ 

⑹
ウ 

 

【
解
説
】
⑴
助
動
詞
「
た
り
」
の
連
用
形
。
こ
こ
は
「
書
い
て
あ
っ
た
」
と
い
う
意
な
の
で
存
続
。
⑵
助

動
詞
「
ら
る
」
の
連
用
形
。
帝
が
篁
に
「
仰
せ
ら
れ
」
た
と
い
う
意
な
の
で
、
尊
敬
。
⑶
直
前
の
「
な
」
は

助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
で
、
強
意
を
表
す
。
⑷
「
誰
か
書
か
む
」
で
、「
誰
が
書
く
だ
ろ
う
か
」
の
意
。

「
か
」
は
反
語
を
表
し
、「
誰
も
書
く
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
意
を
込
め
る
。
⑸
「
書
い
て
あ
る
よ
う
な
も

の
は
」
と
い
う
意
味
。
⑹
助
動
詞
「
す
」
の
連
用
形
。
こ
こ
は
「
帝
」
が
主
語
で
あ
り
、「
せ
＋
給
ふ
」
は

「
尊
敬
＋
尊
敬
」
の
最
高
敬
語
で
あ
る
。 

５ 

申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

【
解
説
】「
え
」
は
副
詞
で
、
後
に
打
消
の
語
を
伴
っ
て
「
…
で
き
な
い
」
と
い
う
不
可
能
を
表
す
。「
じ
」

は
打
消
意
志
を
表
す
助
動
詞
で
、「
…
な
い
つ
も
り
だ
」
の
意
。
こ
こ
で
は
、
読
む
こ
と
は
で
き
る
が
、
恐

れ
多
い
内
容
な
の
で
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
し
、
申
し
上
げ
る
つ
も
り
も
な
い
、
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。「
候
ふ
」
は
丁
寧
の
補
助
動
詞
で
「
…
で
ご
ざ
い
ま
す
。
…
ま
す
。」
の
意
。 

６ 

⑴
か
・
む
・
連
体
（
形
） 

⑵
こ
そ
・
つ
れ
・
已
然
（
形
） 

 

【
解
説
】「
か
」
は
反
語
、「
こ
そ
」
は
強
意
を
表
す
。 

 

読
解 

奏
す 

申
す 

仰
す 

  

お
は
す 

動
詞 

そ
う 

ま
う 

お
ほ 

お
は 

語
幹 

せ さ せ せ 

未
然
形 

し し せ し 

連
用
形 

す す す す 

終
止
形 

す
る 

す 

す
る 

す
る 

連
体
形 

す
れ 

せ 

す
れ 

す
れ 

已
然
形 

せ
よ 

せ 

せ
よ 

せ
よ 

命
令
形 

 



2 

１ 
⑴
Ｂ
・
ア 

⑵
Ａ
・
ア 

⑶
Ｃ
・
ア 

 

【
解
説
】
⑴
「
奏
す
」
は
、
天
皇
ま
た
は
上
皇
に
「
申
し
上
げ
る
」
時
に
用
い
る
謙
譲
語
。
動
作
の
受
け

手
へ
の
敬
意
を
表
す
。
⑵
「
仰
す
」
は
、
こ
こ
で
は
「
言
ふ
」
の
尊
敬
語
。
動
作
の
主
体
へ
の
敬
意
を
表
す
。

⑶
「
候
ふ
」
は
、
動
詞
の
連
用
形
に
接
続
し
て
い
る
の
で
補
助
動
詞
。
補
助
動
詞
の
「
候
ふ
」
は
丁
寧
語
。

こ
の
会
話
文
は
帝
の
問
い
か
け
に
篁
が
答
え
た
も
の
で
、
会
話
の
聞
き
手
へ
の
敬
意
を
表
す
。 

 

な
お
、
こ
の
文
章
に
お
け
る
敬
語
は
い
ず
れ
も
「
帝
」
へ
の
敬
意
を
表
し
て
い
る
。 

２ 

立
て
札
の
内
容
が
帝
を
呪
う
も
の
だ
っ
た
の
で
、
帝
の
怒
り
を
招
く
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
。
ま
た
、
そ

れ
を
伝
え
る
こ
と
で
自
分
に
疑
い
が
か
か
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
。 

 

【
解
説
】「
恐
れ
に
て
候
へ
ば
」
が
直
接
的
な
理
由
で
あ
る
。
ま
ず
、
札
に
書
か
れ
た
内
容
そ
の
も
の
が
、

「
恐
れ
多
い
」
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
さ
れ
ば
こ
そ
、
申
し
候
は
じ
と
は
申
し
て

候
ひ
つ
れ
。」〔
一
一
・
２
〕
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
篁
は
自
分
に
疑
い
が
か
か
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。 

３ 

⑴
悪
無
く
て
善
か
ら
む 

 
 

⑵
「
嵯
峨
天
皇
が
い
な
く
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
。 

 

【
解
説
】「
悪
無
く
て
善
か
ら
む
」
と
は
、「
悪
い
性
質
が
な
く
て
よ
い
だ
ろ
う
」
の
意
だ
が
、「
悪
」
の

「
さ
が
」
と
い
う
音
に
、「
嵯
峨
」
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、「
嵯
峨
無
く
て
善
か
ら
む
」
と
い
う
意
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。 

４ 

ウ 

 

【
解
説
】
帝
は
、
自
分
を
呪
う
意
味
が
込
め
ら
れ
た
立
て
札
の
内
容
に
怒
り
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ほ
ど
手
の
込
ん
だ
呪
い
の
文
は
高
い
学
才
が
な
け
れ
ば
書
け
な
い
と
考
え
、
そ
う
し
た
学
才
の
持
ち
主
で

あ
る
篁
を
疑
っ
て
い
る
。 

５ 

⑴
イ 

 
 

⑵
申
し
上
げ
ま
す
ま
い
と
申
し
上
げ
た
の
で
す
。 

 

【
解
説
】
⑴
「
さ
れ
ば
」
は
接
続
詞
、「
こ
そ
」
は
強
意
の
係
助
詞
で
、「
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
」
の
意
。
直

前
の
帝
の
言
葉
を
指
し
て
い
る
。
⑵
「
申
し
候
は
じ
」
は
、
前
に
篁
が
述
べ
た
言
葉
、「
恐
れ
に
て
候
へ
ば
、

え
申
し
候
は
じ
。」〔
一
〇
・
６
〕
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
部
分
を
『 

』
で
く
く
る
と
理
解
し
や
す
い
。「
立

て
札
の
文
字
を
読
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
、
と
い
う
こ
と
。 

６ 

子ね 

子こ

の
子こ

の
子こ 

子ね 

子こ 

子し 

子し

の
子こ

の
子こ 

子じ 

子し 

 

【
解
説
】「
子
」
の
訓
読
み
は
「
こ
」、
音
読
み
は
「
シ
」。
ま
た
、
十
二
支
の
最
初
の
「
ね
」
を
表
す
文

字
で
も
あ
る
。
篁
は
「
こ
・
し
・
ね
」
の
音
を
う
ま
く
使
い
分
け
て
読
み
、
意
味
の
あ
る
文
に
し
た
。 

７ 

篁
が
「
無
悪
善
」
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
れ
を
書
い
た
犯
人
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、

何
で
も
読
め
る
高
い
学
才
の
持
ち
主
だ
っ
た
か
ら
だ
と
判
断
し
た
か
ら
。 

 

【
解
説
】
帝
が
出
題
し
た
「
な
ぞ
」
を
篁
が
簡
単
に
読
み
解
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
の
学
才
が
あ
る

の
な
ら
、
誰
が
書
い
た
か
分
か
ら
な
い
立
て
札
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
も
当
然
だ
と
帝
は
考
え
、
篁

へ
の
疑
い
を
解
い
た
。 


