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名

〔
解
答
・
解
説
〕

〈
作
者
〉
作
者
、
編
者
は
不
明
。

〈
作
品
〉
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
成
立
し
た
説
話
集
で
す
。
仏
教
説
話
が
多
く
、

「
今
は
昔
」
や
「
こ
れ
も
今
は
昔
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

〈
現
代
語
訳
〉

こ
れ
も
今
と
な
っ
て
は
昔
の
話
で
あ
る
。
比
叡
山
の
延

暦

寺
に
児
が
い
た
。
あ
る
日
の
晩
、
僧

ひ

え
い

ざ
ん

え
ん

り
ゃ
く

じ

ち
ご

た
ち
が
、
宵
（
よ
い
）
の
手
持
ち
ぶ
さ
た
に
「
さ
ぁ
、
ぼ
た
も
ち
を
作
ろ
う
」
と
言
っ
た
の
を
、
こ

の
児
が
聞
き
つ
け
た
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
作
り
上
げ
る
の
を
待
っ
て
寝
な
い
で
い
た
ら
、
そ
れ
も

き
っ
と
（
体
裁
が
）
よ
く
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
片
隅
に
よ
っ
て
寝
て
い
る
ふ
り
を
し
て
、
（
ぼ

た
も
ち
が
）
で
き
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
、
も
う
作
り
上
げ
た
様
子
で
（
僧
た
ち
が
）
わ
い
わ

い
騒
ぎ
合
っ
て
い
る
の
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
児
は
、
き
っ
と
だ
れ
か
が
自
分
を
起
こ
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
と
待
っ
て
い
た
。
（
あ
る
）
僧

が
「
も
し
も
し
、
目
を
覚
ま
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
言
う
の
が
聞
こ
え
て
、
う
れ
し
い
と
は
思
う
け

れ
ど
も
、
た
だ
一
度
で
返
答
す
る
の
も
、
待
っ
て
い
た
の
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
っ

て
、
も
う
一
声
呼
ば
れ
て
返
答
し
よ
う
と
、
が
ま
ん
し
て
寝
て
い
る
う
ち
に
、
「
お
い
、
お
起
こ
し

申
し
上
げ
る
な
。
幼
い
人
は
、
寝
入
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
」
と
言
う
声
が
し
た
。
そ
れ
を
聞
き
な
が

ら
、
あ
あ
、
そ
れ
は
困
る
、
も
う
一
度
起
こ
し
て
く
れ
よ
と
、
思
い
な
が
ら
寝
た
ま
ま
聞
く
と
、
む

し
ゃ
む
し
ゃ
と
、
し
き
り
に
食
べ
る
音
が
し
た
の
で
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
て
、
長
い
時
間
の
後
に
、

「
は
い
。
」
と
返
答
し
た
の
で
、
僧
た
ち
が
笑
う
こ
と
は
こ
の
上
な
い
。
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１１説
話
集
と
は

昔
話
や
伝
説
な
ど
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
話
を
集
め
た
も
の
で
す
。
よ

く
知
ら
れ
て
た
昔
話
や
笑
い
話
を
載
せ
る
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
や
、
仏
教
説

の

う

じ

し
ゅ
う
い

話
や
世
俗
説
話
を
集
め
た
「
今
昔
物
語
集
」
、
テ
ー
マ
ご
と
に
説
話
を
分
類

こ
ん
じ
ゃ
く

し
て
収
め
る
「
古
今
著
聞

集
」
な
ど
が
有
名
で
す
。
登
場
人
物
は
、
貴
族
か

こ

こ
ん

ち
ょ
も
ん
じ
ゅ
う

ら
庶
民
、
盗
賊
、
天
狗
、
鬼
に
ま
で
及
ぶ
多
彩
な
も
の
で
す
。

と
う
ぞ
く

ぐ

身に付けると…

昔の人々の生活の

様子や考え方など

を知ることがで

き、古文を読み味

わうことができま

す。

ア

イ

で
き
て
く
る
（
で
き
る
）

児

・

こ
の
児

や
っ
て
み
よ
う

イ

・
児
は
幼
い
の
で
、
い
つ
も
は
寝
る
時
間
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ

な
の
に
、
今
日
に
限
っ
て
ぼ
た
も
ち
が
で
き
る
の
を
寝
な
い
で

待
っ
て
い
る
の
は
、
体
裁
が
悪
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

・
児
は
、
僧
が
自
分
を
も
う
一
度
起
こ
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
寝
た
ふ
り

を
続
け
た
の
で
す
。

・
「

」
の
終
わ
り
に
は
、
「
〜
と
」
「
〜
と

ぞ
」
「
〜
と
言
ふ
」
な
ど
の
よ
う
に
、

「
と
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
目
印
に
さ
が

し
ま
し
ょ
う
。

・
「
お
い
し
い
ぼ
た
も
ち
が
食
べ
た
い
」
で
も
「
い
や
し
い
と
思
わ
れ
る
の
は
い
や
だ
。
」
と
い
う
の
が
児
の

気
持
ち
で
す
。
自
分
の
思
っ
た
通
り
に
事
が
進
ん
で
い
る
う
ち
は
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
「
幼
い
人
は
眠
い

の
で
す
。
寝
か
せ
て
お
い
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
」
と
思
わ
ぬ
方
向
に
事
態
が
進
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は

大
変
。
そ
こ
で
、
児
は
呼
ば
れ
て
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
「
は
い
」
と
返
事
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
ん
で

も
な
く
、
間
の
抜
け
た
返
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
聞
い
た
僧
た
ち
は
、
大
笑
い
。
で
も
、

そ
の
笑
い
に
は
温
か
い
人
間
味
が
こ
も
っ
て
い
ま
す
。


