
強
者
の
国
語
・
〔
現
代
文
・
問
題
編
〕

今
回
は
京
都
大
学
の
過
去
問
（
現
代
文
）
で
す
。
文
理
共
通
問
題
で
す
の
で
、
志
望
学
部
に
か
か
わ
ら
ず
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
！

時
間
は
30

～

分
で
す
。

40次
の
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

皆
人
の
「
か
ら
だ
」
ば
か
り
の
寺
参
り
「
こ
こ
ろ
」
は
宿
に
か
せ
ぎ
を
ぞ
す
る(

為
愚
痴
物
語
巻
六
ノ
三)

生
き
た
人
間
を
「
か
ら
だ
」
、
と
「
こ
こ
ろ
」
で
対
立
さ
せ
る
二
元
論
的
把
握
は
、
視
野
を
転
じ
て
、
言
語
記
号
の
成
り
立
ち
と
い
う
問
題
に
対
し
て
も
、

＊

ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

言
語
記
号
は
、
一
定
の
音
声
形
式
と
意
味
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
人
間
の
「
か
ら
だ
」
が
「
こ
こ
ろ
」
の
器
で
あ
る
な
ら
、
音
声
形
式
も
、
ま
た
、
意

味
の
器
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
か
ら
だ
」
に
「
こ
こ
ろ
」
の
宿
っ
て
い
る
も
の
が
生
き
た
「
身
」
で
あ
る
な
ら
、
音
声
形
式
に
意
味
の
宿
っ
て
い
る
も
の
が
、

す
な
わ
ち
「
語
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

語
の
成
り
立
ち
を
「
身
」
と
の
対
比
に
お
い
て
把
握
す
る
観
点
か
ら
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
問
題
は
、
「
語
」
の
意
味
に
対
応
す
る
概
念
と
し
て
、
「
身
」

の
方
に
、[

こ
こ
ろ
」
と
い
う
言
葉
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
で
、
「
意
味
」
と
い
う
言
葉
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
は
判
然
と
し
な
い
。
＊

ヘ
ボ
ン
の
辞
書
に
は
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
日
葡
辞
書
な
ど
中
世
の
辞
書
に
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
意
味
」
と

い
う
漢
語
を
知
ら
な
い
時
代
に
も
、
「
意
味
」
を
含
意
す
る
言
葉
は
存
在
し
た
。
そ
れ
が
、
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
和
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
紹
介

す
る
ま
で
も
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
事
実
は
、
た
と
え
偶
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
、
語
を
人
間
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
る
観
点
か
ら
導
か
れ

た
、
「
意
味
」
と
「
こ
こ
ろ
」
の
対
応
関
係
に
い
み
じ
く
も
合
致
し
て
い
る
。

 



一
般
に
、
意
味
論
は
、
意
味
を
客
観
的
認
識
の
対
象
と
し
て
、
当
の
言
語
主
体
か
ら
切
り
離
し
す
ぎ
た
う
ら
み
が
あ
る
。
い
ま
、
語
の
意
味
を
、「
こ
こ
ろ
」

と
い
う
和
語
に
よ
っ
て
認
識
し
な
お
し
て
み
る
と
き
、(

１)

語
の
意
味
と
言
語
主
体
の
心
的
活
動
は
、
確
実
に
一
本
の
キ
イ
・
ワ
ー
ド
で
架
橋
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
意
味
論
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
、
す
こ
ぶ
る
重
要
な
示
唆
だ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

＊

共
鳴
、
親
愛
、
納
得
、
熱
狂
、
う
れ
し
さ
、
驚
嘆
、
あ
り
が
た
さ
、
勇
気
、
救
ひ
、
融
和
、
同
類
、
不
思
議
な
ど
と
、
い
ろ
い
ろ
の
言
葉
を
案
じ
て
み
ま

し
た
け
れ
ど
、
ど
れ
も
皆
、
気
に
い
り
ま
せ
ん
。
重
ね
て
、
語
彙
の
貧
弱
を
、
く
る
し
く
思
ひ
ま
す
。(

太
宰
治
『
風
の
便
り
』)

事
物
は
、
そ
れ
を
名
づ
け
る
言
葉
が
見
出
さ
れ
な
い
限
り
、
存
在
し
な
い
に
等
し
い
。
言
語
主
体
は
、
な
に
か
明
晰
な
か
た
ち
で
認
識
し
た
い
も
の
が
あ
る

め
い
せ
き

と
き
、
現
在
の
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
に
過
不
足
な
く
適
合
す
る
「
こ
こ
ろ
」
を
具
有
し
た
言
葉
を
さ
が
し
求
め
る
。
そ
う
し
て
、
該
当
す
る
言
葉
が
つ
か
ま
え

ら
れ
な
い
と
き
、
自
分
の
「
語
彙
の
貧
弱
を
、
く
る
し
く
思
」
う
。
だ
が
、
語
彙
の
多
寡
な
ど
、
所
詮
は
程
度
の
差
で
あ
る
。
い
く
ら
語
彙
の
豊
富
な
人
間
で

も
、
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
を
ぴ
た
り
と
表
現
で
き
な
い
苦
し
み
か
ら
完
全
に
自
由
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
世
界
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
縦
横
に
細
分

さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
語
の
配
分
は
、
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
経
験
世
界
に
密
着
し
た
精
密
度
で
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。(

２)

も
っ
と
も
客
観
的
に
見

え
る
自
然
界
で
す
ら
、
実
際
は
、
な
ん
ら
客
観
的
に
分
割
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
言
葉
の
世
界
で
あ
る
。
以
前
、
「
語
彙
の
構
造
と
思
考
の
形
態
」
と

題
す
る
小
論
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
ベ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
ス
ペ
ク
ト
ル
に
か
け
ら
れ
た
色
彩
を
、
現
代
日
本
語
は
七
色
で
表
わ
す
。
し
か
し
英
語
で
は
六

色
で
あ
り
、
＊

ロ
デ
シ
ヤ
の
一
言
語
で
は
三
色
、
リ
ベ
リ
ア
の
一
言
語
で
は
二
色
に
し
か
分
け
な
い
。
言
語
に
よ
っ
て
、
色
彩
の
目
盛
り
の
切
り
方
が
相
違
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
直
ち
に
言
語
の
構
造
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
言
語
構
造
の
概
念
を
説
明
す
る
た
め
の
雛
型
と
し
て
、
ス
ペ
ク
ト
ル

ひ
な
が
た

の
例
が
好
ん
で
採
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
言
語
が
構
造
で
あ
る
こ
と
、
構
造
と
は
分
節
的
統
一
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
こ
こ

か
ら
わ
れ
わ
れ
は
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
考
活
動
は
、
こ
の
目
盛
り
の
切
り
方
、
言
語
の
構
造
性
に
応
じ
て
営
ま
れ
る
。
同
じ
虹
に
対
し
て
も
、

人
は
そ
の
属
す
る
言
語
の
構
造
と
い
う
既
成
の
論
拠
の
上
に
お
い
て
の
み
、
色
合
を
認
知
し
う
る
の
で
あ
る
。
ス
ペ
ク
ト
ル
中
の
色
帯
の
数
を
、
ミ
ク
ロ
ン
単

位
で
数
え
る
な
ら
ば
、
三
七
五
種
の
多
く
に
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
を
何
色
か
に
分
割
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
限
の
連
続
で
あ
る
外
界
を
、
い
く
つ
か

の
類
概
念
に
区
切
り
、
そ
こ
に
お
け
る
固
定
し
た
中
心
、
思
想
の
焦
点
と
し
て
の
名
称
を
も
っ
て
配
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
曖
昧
で
不
確
か
で
変
動
し
や
す
い

 



 

人
間
の
知
覚
は
、
名
称
に
よ
っ
て
新
し
い
形
を
と
り
始
め
る
。
客
観
的
世
界
は
は
じ
め
て
整
理
せ
ら
れ
、
一
定
の
秩
序
と
形
態
を
与
え
ら
れ
る
。
朦
朧
と
し
て

も
う
ろ
う

不
分
明
な
個
人
の
感
情
、
捉
え
が
た
い
心
理
の
内
面
も
、
す
べ
て
名
称
に
よ
る
以
外
に
は
、
自
己
を
客
観
化
し
明
確
化
す
る
す
べ
を
持
た
な
い
。
ス
タ
ン
ダ
ー

ル
の
『
赤
と
黒
』
に
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
と
の
媾
曳
の
あ
と
で
、
幸
福
の
陶
酔
に
耽
っ
て
い
た
そ
の
夜
の
ド
・
レ
ー
ナ
ル
夫
人
が
、
突
然
自
分
の
行
為
の
「
姦
通]

あ
い
び
き

ふ
け

ア
デ
ュ
ル
テ
ー
ル

と
い
う
怖
ろ
し
い
言
葉
に
宛
て
は
ま
る
の
に
気
づ
い
て
愕
然
と
す
る
場
面
が
あ
る
。
言
語
以
前
の
無
意
識
の
状
態
に
お
け
る
個
人
的
感
情
が
、
判
然
た
る
姿
を

が
く
ぜ
ん

と
っ
て
そ
の
性
格
を
客
観
的
に
現
示
す
る
も
の
は
名
称
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
は
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
」
。
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
危
険
千
万
な
こ
と

は
な
い
。
言
葉
に
よ
っ
て
、
カ
オ
ス
が
コ
ス
モ
ス
に
転
化
す
る
こ
と
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
の
と
き
、
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
切

り
捨
て
ら
れ
、
無
垢
の
純
潔
性
を
失
っ
て
し
ま
う
。

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
ー
・
ウ
ォ
ー
フ
も
言
う
よ
う
に
、
言
語
と
は
、
そ
れ
自
体
、
話
者
の
知
覚
に
指
向
を
与
え
る
一
つ
の
様
式
で
あ
り
、
言
語
は
、
話
者
に

と
っ
て
、
経
験
を
意
味
の
あ
る
範

疇

に
分
析
す
る
た
め
の
習
慣
的
な
様
式
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
語
が
押
し
つ
け
る
恣
意
的
な
分
類
法
、
そ
の
上
に

は
ん
ち
ゅ
う

立
つ
一
定
数
の
限
ら
れ
た
言
葉
で
、
無
限
の
連
続
性
を
帯
び
て
い
る
内
的
外
的
世
界
を
名
づ
け
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
言
語
主
体
に
指
示
し
て
彼
を
特
定
の
チ
ャ

ン
ネ
ル
へ
と
追
い
こ
む
こ
と
、
外
部
か
ら
一
つ
の
決
定
を
強
制
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
も
し
あ
な
た
が
、
或
る
人
の
行
為
や
心
理
を
一
つ
の
言
葉
で
名
づ
け

る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
、
そ
の
人
に
、
そ
の
人
の
行
為
や
心
理
を
啓
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
は
、
名
づ
け
ら
れ
た
言
葉
を
手
が
か
り
に
、
あ
ら
た
め
て

自
分
を
か
え
り
み
る
だ
ろ
う
。

「
泣
き
ぬ
れ
た
天
使
」
と
い
う
往
年
の
フ
ラ
ン
ス
映
画
に
も
、
そ
う
し
た
場
面
が
あ
っ
た
。
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
は
、
盲
目
の
彫
刻
家
に
対
す
る
友
情
と
も
憐
愍

れ
ん
び
ん

と
も
つ
か
な
い
漠
然
た
る
心
情
を
、
他
人
か
ら
「
愛
」
と
い
う
言
葉
で
啓
示
さ
れ
た
と
き
、
自
分
の
す
べ
て
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
今
度
は
、「
愛
」

ア

ム

ー

ル

と
い
う
言
葉
が
、
彼
女
の
「
こ
こ
ろ
」
を
鍛
え
あ
げ
て
ゆ
く
。
或
い
は
、
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
が
、
言
葉
に
つ
か
み
と
ら
れ
て
、
否
応
な
し
に
連
行
さ
れ
て
ゆ

く
の
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。
「
愛
」
と
か
「
嫉
妬
」
と
か
「
憎
悪
」
と
か
い
う
言
葉
が
現
れ
る
と
、(

３)

そ
の
言
葉
と
と
も
に
、
愛
や
嫉
妬
や
憎
悪
が
結
晶
し
て

く
る
。
も
や
も
や
し
た
感
情
を
、
「
愛
」
で
と
ら
え
る
か
、
「
嫉
妬
」
で
と
ら
え
る
か
、
「
憎
悪
」
で
と
ら
え
る
か
、
結
び
つ
き
次
第
で
、
彼
の
運
命
は
大
き
く

違
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
愛
」
を
そ
だ
て
る
こ
と
に
成
功
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
嫉
妬
」
に
懊
悩
す
る
男
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
憎
悪
」
の
あ

お
う
の
う

ま
り
、
女
を
殺
す
大
罪
を
犯
す
に
至
る
か
も
し
れ
な
い
。



 

＊

人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
と
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」
と
の
間
に
は
、
相
互
に
は
た
ら
き
か
け
る
二
つ
の
力
が
あ
る
。
一
つ
は
、
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」
が
人
間
の
「
こ

こ
ろ
」
に
作
用
す
る
力
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
つ
は
、
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
が
、
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」
に
作
用
し
て
、
そ
れ
を
変
え
て
ゆ
く
力
で
あ
る
。
言
葉

が
、
人
間
世
界
の
細
目
に
対
し
て
ご
く
大
ま
か
に
し
か
配
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
を
、
適
切
な
言
葉
に
よ

っ
て
表
現
で
き
な
い
と
い
う
不
幸
を
宿
命
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
、
「
こ
こ
ろ
」
を
託
す
べ
き
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
穴
埋
め
に
、
新
語
を
創
造

し
、
古
語
を
復
活
し
、
外
国
語
を
借
用
す
る
と
い
う
方
法
も
講
ぜ
ら
れ
る
。

人
間
は
、
絶
え
ず
、
そ
の
人
そ
の
時
代
に
固
有
の
「
こ
こ
ろ
」
を
持
っ
た
言
葉
を
さ
が
し
求
め
て
い
る
も
の
だ
。
新
し
い
「
こ
こ
ろ
」
は
、
そ
れ
を
関
連
づ

け
る
こ
と
の
で
き
そ
う
な
「
こ
こ
ろ
」
を
持
っ
た
言
葉
を
見
っ
け
て
、
そ
の
中
に
押
し
こ
ま
れ
る
。
あ
と
か
ら
押
し
こ
ま
れ
た
方
の
「
こ
こ
ろ
」
が
、
人
々
か

ら
強
力
に
支
持
さ
れ
つ
づ
け
れ
ば
、
新
し
い
「
こ
こ
ろ
」
は
、
古
い
「
こ
こ
ろ
」
を
押
し
の
け
て
、
新
規
に
そ
の
主
人
と
も
な
り
う
る
。
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」

を
変
え
る
力
は
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
で
あ
っ
て
、
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」
が
、
人
間
か
ら
独
立
し
て
、
勝
手
に
変
わ
る
の
で
は
な
い
。
言
葉
の
意

味
変
化
が
、
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
の
変
化
を
前
提
と
す
る
以
上
、
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
の
側
か
ら
、
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」
が
追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
当
然
で
あ
ろ
う
。(

４)

意
味
論
は
、
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
と
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」
の
相
互
関
係
を
究
明
す
る
「
こ
こ
ろ
」
の
学
と
な
ら
な
い
限
り
、
人
間
の
学

と
し
て
の
「
意
味
」
を
持
ち
え
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

(

佐
竹
昭
広
「
意
味
変
化
に
つ
い
て
」
よ
り
。
一
部
省
略)

注(*
)ア

ナ
ロ
ジ
カ
ル
＝analogical

「
類
推
に
よ
る
、
類
推
的
な
」
の
意
。

ヘ
ボ
ン
の
辞
書
＝
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
カ
ー
テ
ィ
ス
・
ヘ
ボ
ン
に
よ
っ
て
幕
末
に
編
纂
さ
れ
た
、
英
語
に
よ
る
日
本
語
の
辞
書
。

日
葡
辞
書
＝
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
よ
る
日
本
語
の
辞
書
。
一
六
〇
三
年
か
ら
一
六
〇
四
年
に
か
け
て
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
っ
て
長
崎
で
出
版
さ
れ
た
。

ロ
デ
シ
ヤ
＝
ア
フ
リ
カ
大
陸
南
部
の
地
域
名
称
。
現
在
の
ザ
ン
ビ
ア
と
ジ
ン
バ
ブ
エ
を
合
わ
せ
た
地
域
に
あ
た
り
、
二
〇
以
上
の
言
語
が
話
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
く
西
ア
フ
リ
カ
の
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
も
三
〇
近
い
言
語
が
話
さ
れ
て
い
る
多
言
語
国
家
。



 

問
一

傍
線
部(

１)

は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

問
二

傍
線
部(

２)

は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

問
三

傍
線
部(
３)

は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

問
四

傍
線
部(

４)

の
よ
う
に
筆
者
が
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。


