
■
宇
治
拾
遺
物
語 

検
非
違
使
忠
明 

 

▼
三
八
頁
▲ 

発
問 

「
検
非
違
使
あ
り
け
り
」
（
三
八
・
１
）
に
つ
い
て
、

適
切
な
助
詞
を
補
っ
て
現
代
語
訳
せ
よ
。
思 

答 

検
非
違
使
が
い
た
。 

 

補
充 

「
検
非
違
使
」（
三
八
・
１
）
と
は
ど
の
よ
う
な
役
職

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
知 

ア 

裁
判
官
と
警
察
官
を
兼
ね
、京
都
の
治
安
維
持
に
あ
た

っ
た
役
職
。 

イ 

天
皇
の
秘
書
と
し
て
、書
類
の
作
成
や
意
見
伺
い
に
あ

た
っ
た
役
職
。 

ウ 

宮
中
を
警
備
し
、高
位
の
貴
族
の
用
心
棒
と
し
て
も
働

い
た
役
職
。 

エ 

中
国
伝
来
の
陰
陽
道
に
基
づ
き
、
天
文
や
占
い
、
暦
や

時
間
な
ど
を
司
っ
た
役
職
。 

オ 

諸
国
か
ら
献
上
さ
れ
た
馬
や
、
馬
具
・
武
具
な
ど
を
管

理
す
る
役
職
。 

答 

ア 

 

補
充 

「
若
か
り
」（
三
八
・
２
）
の
品
詞
名
と
終
止
形
を
そ

れ
ぞ
れ
答
え
よ
。
知 

答 

形
容
詞
・
若
し 

 

発
問 

「
殺
さ
む
と
し
け
れ
ば
」（
三
八
・
５
）
の
動
作
主
（
主

語
）
は
誰
か
。
思 

答 

京
童
部
（
ど
も
）。 

 

発
問 

「
殺
さ
む
と
し
け
れ
ば
」（
三
八
・
５
）
を
現
代
語
訳

せ
よ
。
思 

答 

殺
そ
う
と
し
た
の
で
。 

 

補
充 

「
太
刀
」（
三
八
・
５
）
の
読
み
を
答
え
よ
。
知 

答 

た
ち 

 

発
問 

「
の
ぼ
る
に
」（
三
八
・
６
）
の
動
作
主
（
主
語
）
は

誰
か
。
思 

答 

忠
明
。 

脚
問 

「
あ
ま
た
立
ち
て
」（
三
八
・
７
）
の
動
作
主
（
主
語
）

は
誰
か
。
思 

答 

京
童
部
（
ど
も
）。 

 

補
充 

「
あ
ま
た
」（
三
八
・
７
）
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
知 

ア 

遠
く
に 

イ 

突
然 

ウ 

こ
っ
そ
り 

エ 

再
び 

オ 

た
く
さ
ん 

答 

オ 

 

発
問 

「
向
か
ひ
あ
ひ
た
れ
ば
」（
三
八
・
７
）
を
現
代
語
訳

せ
よ
。
思 

答 

向
か
い
合
っ
た
の
で
。 

 
発
問 

「
内
へ
逃
げ
て
」
（
三
八
・
７
）
の
動
作
主
（
主
語
）

は
誰
か
。
思 

答 

忠
明
。 

 

発
問 

「
蔀
の
も
と
を
脇
に
は
さ
み
て
、
前
の
谷
へ
を
ど
り
落

つ
」（
三
八
・
８
）
と
は
、
忠
明
の
ど
の
よ
う
な
行
動
を
表

し
た
も
の
か
。
思 

答 

蔀
を
両
脇
に
挟
み
込
み
、
羽
の
よ
う
に
し
て
前
の
谷
へ

飛
び
降
り
る
と
い
う
行
動
。 

 

発
問 

「
鳥
の
ゐ
る
や
う
に
」（
三
八
・
10
）
の
「
の
」
の
意

味
を
答
え
よ
。
知 

答 

が
。 

 

発
問 

「
鳥
の
ゐ
る
や
う
に
」（
三
八
・
10
）
と
は
、
ど
の
よ

う
な
様
子
か
。
思 

答 

鳥
が
枝
な
ど
に
止
ま
る
よ
う
に
、
降
り
立
つ
様
子
。 

 

発
問 

「
や
を
ら
落
ち
に
け
れ
ば
」（
三
八
・
10
）
を
現
代
語

訳
せ
よ
。
思 

答 

そ
っ
と
降
り
て
し
ま
っ
た
の
で
。 

 

発
問 

「
そ
れ
よ
り
逃
げ
て
去
に
け
り
」（
三
八
・
11
）
の
「
そ

れ
」
は
何
を
指
し
て
い
る
か
。
思 

答 

忠
明
が
降
り
た
場
所
。 



 

補
充 
「
去
に
」（
三
八
・
11
）
の
活
用
の
種
類
と
活
用
形
を

そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。
知 

答 

ナ
行
変
格
活
用
・
連
用
形
。 

 

発
問 

「
京
童
部
ど
も
」
は
ど
う
い
う
点
を
「
あ
さ
ま
し
が
」

（
三
八
・
12
）
っ
た
の
か
。
思 

答 

忠
明
が
蔀
を
両
脇
に
挟
ん
で
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降

り
て
、
無
事
に
逃
げ
切
っ
た
こ
と
。 

 

補
充 

「
あ
さ
ま
し
が
り
」（
三
八
・
12
）
の
意
味
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
知 

ア 

軽
蔑
し
て 

イ 

驚
き
あ
き
れ
て 

ウ 

羨
ま
し
く
思
っ
て 

エ 

感
心
し
て 

オ 

不
思
議
が
っ
て 

答 

イ 

 

発
問 

「
や
み
に
け
り
」（
三
八
・
13
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
の
は
な
ぜ
か
。
思 

答 

京
童
部
た
ち
は
、
追
い
か
け
よ
う
に
も
、
忠
明
の
よ
う
に

は
飛
び
降
り
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
。 

 

補
充 

「
や
み
に
け
り
」（
三
八
・
13
）
と
あ
る
が
、
何
が
や

ん
だ
の
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。
思 

答 

い
さ
か
ひ 

 

発
問 

「
と
な
む
」（
三
八
・
13
）
の
後
に
省
略
さ
れ
て
い
る

語
句
は
何
か
。
思 

答 

言
ふ
。
／
言
ひ
け
る
。 

 

補
充 

「
と
な
む
」（
三
八
・
13
）
の
「
な
む
」
の
品
詞
と
し

て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
知 

ア 

副
助
詞 

イ 

係
助
詞 

ウ 

終
助
詞 

エ 

格
助
詞 

オ 

接
続
助
詞 

答 

イ 

 

補
充 

本
文
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら

選
べ
。
思 

ア 

忠
明
は
、市
中
警
備
の
途
中
で
京
童
部
た
ち
を
捕
ら
え

よ
う
と
し
た
が
、逆
に
仲
間
を
呼
ば
れ
て
殺
さ
れ
そ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

イ 

忠
明
は
、鳥
が
飛
び
立
っ
て
着
陸
す
る
様
子
か
ら
発
想

を
得
て
、清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
る
と
い
う
奇
想
天

外
な
行
動
に
出
た
。 

ウ 

忠
明
は
、
無
益
な
争
い
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
が
、

逃
げ
道
を
ふ
さ
が
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
仕
方
な
く
太

刀
を
抜
き
、
京
童
部
た
ち
に
戦
い
を
挑
ん
だ
。 

エ 

忠
明
は
、
京
童
部
た
ち
に
囲
ま
れ
て
逃
げ
場
を
失
い
、

本
堂
に
駆
け
込
ん
だ
と
思
い
き
や
、
蔀
を
持
ち
出
し
て
舞

台
の
上
に
再
び
そ
の
姿
を
現
し
た
。 

オ 

忠
明
は
、蔀
で
京
童
部
た
ち
を
な
ぎ
倒
す
つ
も
り
で
あ

っ
た
が
、風
に
あ
お
ら
れ
て
舞
台
か
ら
落
ち
た
の
を
幸
い

に
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
に
し
た
。 

答 

エ 

 

▼
思
考
力
問
題
▲ 

補
充 

「
蔀
の
も
と
を
脇
に
は
さ
み
て
、
前
の
谷
へ
を
ど
り
落

つ
」（
三
八
・
８
）
と
あ
る
が
、
飛
び
降
り
て
い
る
最
中
の

忠
明
の
姿
を
絵
に
描
け
。
思 

答 

省
略
（
両
脇
に
挟
ん
だ
蔀
を
、
鳥
の
翼
の
よ
う
に
広
げ
て

い
る
絵
で
あ
れ
ば
可
。
巧
拙
は
問
わ
な
い
。） 

 

▼
て
び
き
▲ 

学
習 

１ 

「
や
み
に
け
り
」
と
あ
る
が
、
何
が
ど
う
な
っ
た
の
か
。

説
明
し
て
み
よ
う
。
思 

答 

忠
明
が
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
、
無
事
に
逃
げ
て

し
ま
っ
た
こ
と
で
、忠
明
と
京
童
部
と
の
い
さ
か
い
が
止
ん

だ
。 

 

２ 

当
時
の
人
々
は
、ど
の
よ
う
な
点
に
興
味
を
持
っ
て
こ
の

話
を
語
り
伝
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。
思 

答 

（
例
）
清
水
の
舞
台
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
、
と
っ
さ
に
蔀

を
鳥
の
羽
の
よ
う
に
使
っ
て
無
事
に
飛
び
降
り
て
逃
げ
た

忠
明
の
知
恵
と
勇
気
。 

 

言
語
活
動 

１ 

「
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
る
」
は
、
現
在
ど
の
よ
う



な
意
味
（
た
と
え
）
で
使
わ
れ
て
い
る
か
調
べ
、
短
文
を
作

っ
て
み
よ
う
。
知
思
主 

答 

非
常
な
決
意
を
し
て
物
事
を
す
る
と
き
の
気
持
ち
（
の

形
容
）。 

（
短
文
例
）清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
る
思
い
で
結
婚
を
申

し
込
む
。 

 

２ 

『
今
昔
物
語
集
』
に
も
、
本
文
と
同
様
の
逸
話
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。
読
み
比
べ
て
、
次
の
三
点
に
つ
い
て
違
い
を
ま

と
め
て
み
よ
う
。
知
思
主 

⑴ 

忠
明
が
助
か
っ
た
理
由
。 

⑵ 

逸
話
が
語
り
伝
え
ら
れ
た
事
情
。 

⑶ 

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
話
と
『
今
昔
物
語
集
』
の
話
の
特

色
。 

答 

（
例
） 

⑴ 

『
今
昔
物
語
集
』
は
、
清
水
寺
の
本
尊
で
あ
る
観
音
に
祈

っ
た
か
ら
忠
明
が
助
か
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
が
、『
宇
治

拾
遺
物
語
』
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

⑵ 

『
今
昔
物
語
集
』
は
、
こ
の
逸
話
を
忠
明
か
ら
聞
き
継
い

だ
も
の
と
し
て
い
る
が
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
そ
の
よ
う

な
記
述
は
な
い
。 

⑶ 

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
窮
地
を
脱
し
た
忠
明
の
勇
気
と
工

夫
、
人
々
の
驚
き
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、『
今
昔
物
語

集
』
は
観
音
信
仰
の
お
か
げ
だ
と
明
記
し
て
お
り
、
仏
教
説

話
的
な
性
格
が
強
く
表
れ
て
い
る
。 

 

こ
と
ば
と
表
現 

１ 

古
語
辞
典
を
使
っ
て
次
の
言
葉
の
品
詞
を
調
べ
て
み
よ

う
。
知 

⑴ 

検
非
違
使 

答 

名
詞
。 

⑵ 

あ
り 

 
 

答 

動
詞
。 

⑶ 

け
り 

 
 

答 

助
動
詞
。 

⑷ 

若
し 

 
 

答 

形
容
詞
。 

⑸ 

ば 
 
 
 

答 

助
詞
。 

⑹ 

あ
ま
た 

 

答 

副
詞
。 


