
 

強
者
の
国
語
・
〔
漢
文
・
解
答
編
〕

東
大
ら
し
い
非
常
に
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
漢
文
で
し
た
が
、
き
ち
ん
と
読
解
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。

漢
文
の
学
習
は
、
句
形
な
ど
の
基
本
的
な
暗
記
に
加
え
て
、
「
典
型
的
な
主
張
・
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
類
型
と
し
て
頭
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も

し
今
回
の
文
章
が
「
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
」
「
ぼ
ん
や
り
し
か
分
か
ら
な
か
っ
た
」
よ
う
で
し
た
ら
、
儒
家
・
法
家
・
道
家
な
ど
の
諸
子
百
家
の
思
想
を
確

認
し
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
典
型
的
な
文
章
を
読
解
す
る
練
習
を
重
ね
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
今
回
の
文
章
で
は
細
部
に
拘
り
過
ぎ
る
と
内
容
が
取
り
づ
ら
く
、
全
体
を
俯
瞰
的
に
見
る
視
点
が
要
求
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
読
解
の
際
、
近
視
眼
的

に
読
ん
で
し
ま
う
癖
の
あ
る
人
は
、
全
体
の
主
旨
や
構
成
に
常
に
目
を
配
る
こ
と
を
意
識
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
解
答
〉

(

一)

法
令
と
い
う
も
の
は
、
世
を
治
め
る
た
め
の
道
具
で
あ
っ
て
、
人
心
の
善
悪
を
定
め
る
根
源
で
は
な
い
。

(

二)

勇
猛
で
厳
格
、
冷
酷
な
人
物
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
役
人
の
仕
事
に
堪
え
て
心
穏
や
か
で
い
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。

(

三)

漢
の
法
律
が
寛
大
で
あ
っ
た
こ
と
。

(

四)

世
を
治
め
る
に
は
、
厳
格
な
法
令
よ
り
も
道
徳
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
。

 

〈
解
説
〉

○
全
体
の
読
解

ま
ず
、
冒
頭
の
孔
子
の
言
葉
を
正
し
く
解
釈
で
き
て
い
る
か
が
重
要
。
対
句
に
注
意
し
て
「
政(

法
律)

・
刑
」
と
「
徳
・
礼
」
の
対
比
を
見
抜
き
、
儒
家
が

法
律
や
刑
罰
を
嫌
い
、
礼
徳
に
基
づ
く
政
治
を
志
向
す
る
と
い
う
背
景
を
知
っ
て
い
れ
ば
、

・
法
律
や
刑
罰

→

悪
い
政
治

（
「
免

而

無
レ

恥
」
＝
人
々
が
法
の
適
用
や
刑
罰
を
免
れ
よ
う
と
し
て
、
悪
事
に
恥
を
感
じ
な
く
な
る)

・
徳
や
礼

→

良
い
政
治

（
「
有
レ

恥

且

格
」
＝
人
々
が
恥
を
知
り
、
正
し
い
行
い
を
す
る)

と
理
解
で
き
る
。
「
免

而

無
レ

恥
」
と
「
有
レ

恥

且

格
」
な
ど
は
、
文
脈
や
背
景
を
考
慮
せ
ず
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
か
な
り
難
し
か
っ
た
は
ず
だ
。

漢
文
で
は
、
古
句
の
引
用
や
譬
え
話
、
具
体
例
な
ど
を
用
い
て
、
同
じ
主
張
を
何
度
も
繰
り
返
す
パ
タ
ー
ン
が
多
い
。
今
回
の
文
章
で
は
、
冒
頭
の
内
容
を

正
し
く
解
釈
で
き
て
い
れ
ば
、
全
体
の
読
解
に
関
し
て
大
き
く
間
違
う
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

(

一)

「
法

令

者
、
治

之

具

而

非
下

制
二

治

清

濁
一

之

源
上

也
」
を
、
「
清

濁
」
が
何
を
意
味
す
る
か
明
ら
か
に
し
て
、
平
易
な
現
代
語
に
訳
せ
。

「
具
」
と
「
清
濁
」
の
解
釈
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

「
具
」
に
つ
い
て
は
、
後
半
の
「
源
」
と
対
比
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
、
「(

本
質
で
は
な
い
、
単
な
る)

道
具
」
と
解
釈
で
き
る
。
な
お
、
模

範
解
答
の
「
世
を
治
め
る
た
め
の
道
具
」
は
「
政
治
の
道
具
」
で
も
良
い
が
、
現
代
で
「
政
治
の
道
具
」
と
い
う
と
「
政
争
の
道
具
」
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き

る
た
め
、
曖
昧
さ
を
避
け
て
「
世
を
治
め
る
」
と
し
て
あ
る
。

「
清
濁
」
に
つ
い
て
は
、
漢
文
の
典
型
的
な
用
法
と
し
て
「(

官
吏
の)

清
廉
・
腐
敗
」
が
思
い
つ
く
は
ず
だ
が
、
「
民
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
冒
頭
の
孔

子
の
言
葉
を
考
慮
す
る
な
ら
、
も
っ
と
一
般
的
な
「
人
心
の
善
悪
」
と
理
解
で
き
る
。
な
お
、
「
治
之
具
」
と
の
対
比
を
意
識
し
て
、
「
政
治
・
統
治
の
善
悪
」

と
解
釈
し
て
も
良
い
。



 
(

二)

「
非
二

武

健

厳

酷
一

、
悪

能

勝
二

其

任
一

而

愉

快

乎
」
を
、
平
易
な
現
代
語
に
訳
せ
。

(

三)

と
も
関
連
す
る
が
、
ま
ず
は
本
文
三
行
目
「
網
」
を
「
法
律
」
の
譬
え
と
理
解
し
、
「
網
が
密
で
あ
る
」
と
は
、
「
法
律
が
厳
格
で
あ
っ
た
」
こ
と
だ

と
理
解
で
き
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
「
天
網
恢
々
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
」
な
ど
の
慣
用
句
や
「
法
網
」
な
ど
の
熟
語
を
知
っ
て
い
れ
ば
難
し
く
は
な
か
っ
た
は

て
ん
も
う
か
い
か
い

ず
。
ま
た
、
「
昔
」
と
は
漠
然
と
し
た
過
去
で
は
な
く
、
「
漢
」
の
前
の
時
代
、
す
な
わ
ち
厳
格
な
法
で
知
ら
れ
た
「
秦
」
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
も
良

い
。
そ
の
上
で
本
文
冒
頭
の
内
容
を
踏
ま
え
れ
ば
、
厳
し
い
法
律
に
よ
り
世
が
乱
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
傍
線
部
直
前
の
「
吏
治
」
が
「
役
人
に
よ
る
統
治
」
と
分
か
れ
ば
、
続
く
傍
線
部
の
「
其
任
」
も
「
役
人
の
仕
事
」
を
指
す
と
理
解
で
き
、
あ
と
は

傍
線
部
を
訳
せ
ば
解
答
に
な
る
。
「
ず
ん
ば(

否
定
＋
仮
定
条
件)

」
、
「
悪
ん
ぞ
～
ん
や(

反
語)

」
や
「
能(

可
能)

」
な
ど
の
句
形
、
「
勝(

た
ヘ
テ)

」
な
ど
は

漢
文
の
基
本
的
な
知
識
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(

三)

「
網

漏
二

於

呑

舟

之

魚
一

」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
て
い
る
か
。
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。

「
呑
舟
之
魚
」
は
「
舟
を
飲
み
込
む
ほ
ど
の
大
魚
」
の
意
。
傍
線
部
は
「
網
は
舟
を
飲
み
込
む
ほ
ど
の
大
魚
を
取
り
逃
す
」
の
意
と
な
り
、
「
法
の
網
が
緩

や
か
で
あ
っ
た
」
こ
と
が
分
か
る
。
あ
と
は
法
律
が
「
昔(

秦)

」
と
対
比
さ
れ
た
「
漢
の
法
律
」
で
あ
る
点
、
「
漏
ら
す
・
取
り
逃
す
」
な
ど
の
表
現
に
引
き

ず
ら
れ
ず
に
「
寛
大
・
寛
容
・
緩
や
か
」
な
ど
の
肯
定
的
表
現
で
書
く
こ
と
を
意
識
し
よ
う
。

直
前
の
「
破
レ

觚
而
為
レ

圜
、
斲
レ

雕
而
為
レ

朴
」
な
ど
の
細
部
だ
け
に
拘
っ
て
し
ま
う
と
理
解
が
難
し
か
っ
た
が
、
本
文
全
体
の
趣
旨
や
、
法
律
が
厳
格
で
あ

っ
た
「
昔(

秦)

」
と
の
対
比
な
ど
、
本
文
を
俯
瞰
的
に
捉
え
る
視
点
が
あ
れ
ば
解
答
は
容
易
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

(

四)

「
在
レ

彼

不
レ

在
レ

此
」
に
は
、
筆
者
の
ど
の
よ
う
な
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
。
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。

直
前
の
「
由
レ

是
観
レ

之
」
は
文
章
の
結
論
や
ま
と
め
を
提
示
す
る
言
い
回
し
で
あ
る
。
本
文
で
は
、
冒
頭
と
同
じ
内
容
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
理
解
し
て
よ

い
。
傍
線
部
は
「(

世
を
治
め
る
要
点
は)

あ
れ(

道
徳)

に
あ
っ
て
、
こ
れ(

法
律)

に
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
「
彼
・
此
」
が
何
を
指
す
か
は
全
体

の
文
脈
の
中
で
し
か
把
握
で
き
な
い
の
で
注
意
す
る
。

 

〈
現
代
語
訳
〉

孔
子
が
言
う
に
は
、
「
法
令
に
よ
っ
て
民
を
導
き
、
刑
罰
に
よ
っ
て
民
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
と
、
民
は
法
令
や
刑
罰
の
裏
を
か
い
く
ぐ
る
よ
う
に
な
り
、

悪
を
恥
じ
る
心
を
持
た
な
く
な
る
。
道
徳
に
よ
っ
て
民
を
導
き
、
礼
儀
に
よ
っ
て
民
を
統
制
す
れ
ば
、
民
は
悪
を
恥
じ
る
よ
う
に
な
り
、
正
し
い
行
い
を
す
る

よ
う
に
な
る
」
と
。
老
子
が
言
う
に
は
、
「
法
令
が
明
確
に
な
る
ほ
ど
、
盗
賊
は
増
え
る
も
の
だ
」
と
」
。
太
史
公
が
言
う
に
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
本
当
で

あ
る
こ
と
だ
。
法
令
と
い
う
も
の
は
、
世
を
治
め
る
た
め
の
道
具
で
あ
っ
て
、
物
事
の
善
悪
を
定
め
る
根
源
で
は
な
い
。
昔(

秦
の
時
代)

、
天
下
の
法
網
は
厳
密

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
悪
事
や
虚
偽
が
芽
生
え
、
挙
げ
句
の
果
て
に
は
、
身
分
が
上
の
者
も
下
の
者
も
互
い
に
責
任
逃
れ
を
し
て
、
救
い
よ
う
が
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
時
に
は
、
官
吏
に
よ
る
統
治
は
沸
騰
し
た
湯
を
か
け
て
火
を
消
す
よ
う(

に
、
切
迫
し
た
事
態)

で
あ
っ
た
。
勇
猛
で
厳
格
、
冷
酷
な
人
物
で
な
け
れ

ば
、
ど
う
し
て
役
人
の
仕
事
に
堪
え
て
愉
快
で
い
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
道
徳
を
語
る
人
々
は
職
務
を
疎
か
に
し
た
。
漢
が
興
り
、
四
角
い
も
の
を
円
く
し
て
、
彫

刻
を
削
っ
て
素
朴
な
も
の
と
し
、
網
は
呑
舟
の
魚
を
捕
り
漏
ら
す(

よ
う
に
、
法
律
が
寛
大
に
な
り
、
華
美
な
習
俗
は
質
実
と
な
っ
た)

。
そ
し
て
官
吏
に
よ
る

統
治
は
純
良
と
し
て
い
て
人
々
を
悪
事
に
走
ら
せ
ず
、
人
民
は
よ
く
治
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、(

世
を
治
め
る
要
点
は)

あ
れ(

道
徳)

に
あ
っ
て
、
こ
れ

(

法
律)

に
は
な
い
の
だ
。

〈
書
き
下
し
文
〉

孔
子
曰
く
、「
之
を

導

く
に

政

を
以
て
し
、
之
を

斉

ふ
る
に
刑
を
以
て
す
れ
ば
、
民

免

れ
て
恥
無
し
。
之
を
導
く
に
徳
を
以
て
し
、
之
を
斉
ふ
る
に
礼

こ
う

し

い
は

こ
れ

み
ち
び

ま
つ
り
ご
と

も
つ

と
と
の

け
い

た
み
ま
ぬ
か

は
ぢ

な

と
く

れ
い

を
以
て
す
れ
ば
、
恥
有
り
て
且
つ
格
し
」
と
。
老
氏
称
く
、
「
法
令

滋

章

か
に
し
て
盗
賊
多
く
有
り
」
と
。
太
史
公
曰
く
、
信
な
る
か
な
是
の
言
や
。
法

あ

か

た
だ

ら
う

し

い
は

は
ふ
れ
い
ま
す
ま
す
あ
き
ら

た
う
ぞ
く
お
お

た
い

し

こ
う

し
ん

こ

げ
ん

令
な
る
者
は
、
治
の
具
に
し
て
清
濁
を
制
治
す
る
の

源

に
非
ざ
る
な
り
。
昔

天
下
の
網
嘗
て
密
た
り
。
然
る
に
姦
偽
萌
起
し
て
、
其
の

極

る
や
、
上

下
相

も
の

ち

ぐ

せ
い
だ
く

せ
い

ち

み
な
も
と

あ
ら

む
か
し
て
ん

か

ま
う
か
つ

み
つ

し
か

か
ん

ぎ

ば
う

き

そ

き
は
ま

し
や
う

か

あ

ひ
遁
れ
、
振
は
ざ
る
に
至
る
。
是
の
時
に
当
り
、
吏
治
は
火
を
救
ふ
に
沸
く
を
揚
ぐ
る
が
ご
と
し
。
武
健
厳
酷
に
非
ざ
れ
ば
、

悪

ん
ぞ
能
く
其
の
任
に
勝
へ

の
が

す
く

い
た

と
き

あ
た

り

ひ

す
く

わ

あ

ぶ

け
ん
げ
ん
こ
く

い
づ
く

よ

に
ん

た

て
愉

快

な
ら
ん
や
。
道
徳
を
言
ふ
者
は
其
の

職

に
溺
る
。
漢
興
り
、
觚
を
破
り
て
圜
と
為
し
、
雕
を
斲
り
て
朴
と
為
し
、
網
は
呑
舟
の
魚
を
漏
ら
す
。

而

ゆ

く
わ
い

だ
う
と
く

し
よ
く

お
ぼ

か
ん
お
こ

こ

や
ぶ

ゑ
ん

な

て
う

け
づ

ぼ
く

ど
ん
し
う

う
を

も

し
か
う

し
て
吏
治
は

烝

烝
と
し
て
姦
に
至
ら
ず
、
黎
民
艾
安
す
。
是
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
彼
に
在
り
て
此
に
在
ら
ず
。

し
よ
う

れ
い
み
ん
が
い
あ
ん

こ
れ

よ

み

か
れ

あ

こ
れ


