
強
者
の
国
語
・
〔
現
代
文
・
問
題
編
〕

今
回
は
現
代
文
の
要
約
問
題
で
す
。
文
章
自
体
は
そ
こ
ま
で
難
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
必
要
な
部
分
を
的
確
に
判
断
し
、
字
数
の
中

で
ま
と
め
る
練
習
と
し
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
く
だ
さ
い
。
時
間
は

分
程
度
が
適
当
で
す
。
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【
強
者
の
戦
略
オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題
】

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

歌
を
望
み
な
い
方
へ
誘
う
力
は
、
私
だ
け
の
考
え
で
も
、

尠

く
と
も
三
つ
は
あ
る
。
一
つ
は
、
歌
の
享
け
た
命
数
に
限
り
が
あ
る
こ
と
。
二

す
く
な

う

つ
に
は
、
歌
よ
み

―
私
自
身
も
恥
し
な
が
ら
其
一
人
で
あ
り
、
こ
う
し
た
考
え
を
有
力
に
導
い
た
反
省
の
対
象
で
も
あ
る

―
が
、
人
間
の
出

来
て
居
な
過
ぎ
る
点
。
三
つ
に
は
、
Ｘ

真
の
意
味
の
批
評
の
一
向
出
て
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
三
番
目
の
理
由
か
ら
、
話
の
小
口
を
ほ
ぐ
し

こ

ぐ
ち

て
ゆ
く
。

歌
壇
に
唯
今
、
専
ら
行
わ
れ
て
居
る
、
あ
の
分
解
的
な
微
に
入
り
、
細
に
入
り
、
作
者
の
内
的
な
動
揺
を
洞
察

―
時
と
し
て
は
邪
推
さ
え
し

た
だ
い
ま

て
ま
で
、
丁
寧
心
切
を
極
め
て
居
る
批
評
は
、
批
評
と
認
め
な
い
の
か
と
い
き
ま
く
人
が
あ
ろ
う
。
私
は
誠
意
か
ら
申
し
あ
げ
る
。「
そ
う
で
す
。

そ
ん
な
批
評
は
お
よ
し
な
さ
い
。
宗
匠
の
添
刪
の
態
度
か
ら
幾
ら
も
進
ま
な
い
そ
ん
な

処

に
彽
徊
し
て
、
寂
し
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
勿
論

て
ん
さ
ん

と
こ
ろ

て
い
か
い

も
ち
ろ
ん

私
も
、
さ
び
し
く
て
為
方
が
な
い
の
で
す
。
」
居
た
け
高
な
と
思
わ
れ
れ
ば
恥
し
い
が
、
此
だ
け
は
私
に
言
う
権
利
が
あ
る
。
実
は
あ
あ
し
た
最

、
、
、
、
、

し

か
た

こ
れ

初
の
流
行
の
俑
を
作
っ
た
の
は
、
私
自
身
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
と
言
う
自
覚
が
ど
う
し
て
も
、
今
一
度
正
し
い
批
評
を
発
生
さ
せ
ね
ば
申
し
訣

よ
う

わ
け

の
な
い
気
に
な
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
海
上
胤
平
翁
の
し
た
論
難
の
態
度
が
、
は
じ
め
て
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
、
私
の
書
い
た
物
を
載
せ
て
貰
う
様
に

う
な
か
み
た
ね
ひ
ら

も
ら

な
っ
た
時
分
の
、
い
き
ん
だ
、
思
い
あ
が
っ
た
心
持
ち
の
上
に
、
極
め
て
適
当
に
現
れ
て
居
た
こ
と
を
、
今
に
な
っ
て
反
省
す
る
。
歌
は
感
傷
家

程
度
で
挫
折
し
た
が
、
批
評
の
方
で
は
さ
す
が
と
思
わ
せ
た
故
中
山
雅
吉
君
が
、
当
時
唯
一
人
、
私
の
態
度
の
誤
り
を
指
摘
し
て
居
る
。
な
ん
の
、

 



 

そ
ん
な
事
言
う
の
が
、
既
に
概
念
論
だ
。
こ
れ
ほ
ど
、
実
証
的
な
や
り
口
が
あ
る
も
の
か
、
と
其
頃
も
っ
と
わ
か
ら
ず
や
で
あ
っ
た
私
は
、
か
ま

、
、
、
、
、

わ
ず
、
そ
う
し
た
啓
蒙
批
評
を
い
い
気
に
な
っ
て
続
け
て
居
た
。
今
世
間
に
行
わ
れ
て
居
る
批
評
の
径
路
を
考
え
て
見
る
と
、
申
し
訣
な
い
が
、

け
い
も
う

私
の
や
っ
た
行
き
な
り
次
第
の
分
解
批
評
が
、
大
分
煩
い
し
て
居
る
の
に
思
い
臻
っ
て
、
冷
汗
を
覚
え
る
。
此
が
歌
壇
の
進
歩
の
助
勢
に
な
っ
た

い
た

事
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
自
慢
の
出
来
る
事
か
と
思
う
と
残
念
だ
。
其
私
自
身
が
言
う
の
だ
か
ら
、
尠
く
と
も
、
此
方
面
に
関
し
て
だ
け
は
、
間

こ
の

違
い
は
言
わ
な
い
筈
で
あ
る
。

は
ず

難
後
拾
遺
集
・
難
千
載
集
以
後
歌
集
の
論
評
は
、
既
に
師
範
家
意
識
が
出
て
居
て
、
対

踵

地
に
在
る
作
者
や
、
団
体
に
向
け
て
の
排
斥
運
動

た
い
し
よ
う

ち

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
に
も
、
そ
う
し
た
師
範
家
に
似
た
気
持
ち
が
、
全
然
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
が
恥
し
い
。
そ
の
如
何
に
も
批
評
ら
し

い

か

い
批
評
が
い
け
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
態
度
を
採
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

批
評
の
本
義
を
述
べ
立
て
る
の
は
、
こ
と
ご
と
し
い
様
で
、
気
お
く
れ
を
感
じ
る
が
、
他
の
文
学
に
そ
う
し
た
種
類
の
「
月
毎
評
判
記
」
め
い

た
も
の
が
行
わ
れ
て
居
る
か
ら
、
少
し
は
言
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
の
な
い
気
が
す
る
。
批
評
は
作
物
の
従
属
で
な
い
と
言
う
事
は
、
議
論
で
は
き

ま
っ
て
居
る
様
で
い
て
、
実
際
は
な
か
な
か
、
昔
な
が
ら
で
あ
る
。
作
家
が
批
評
家
を
見
く
だ
し
無
視
し
よ
う
と
す
る
気
位
は
、
ま
ず
あ
り
う
ち

の
正
し
く
な
い
態
度
で
あ
る
が
、
前
に
言
っ
た
「
月
毎
評
判
記
」
の
類
で
は
、
評
家
自
身
は
、
作
物
の
一
附
属
と
し
て
の
批
評
を
綴
っ
て
い
る
に

つ
づ

過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ほ
ん
と
う
の
批
評
は
、
作
物
の
中
か
ら
作
家
の
個
性
を
と
お
し
て
に
じ
み
出
し
た
主
題
を
見
つ
け
る
処
に
あ
る
。
こ
の

主
題
も
、
近
代
劇
に
よ
く
扱
わ
れ
て
い
る

―
而
も
菊
池
寛
氏
が
、
其
を
極
め
て
む
き
出
し
な
方
法
で
示
し
て
い
る

―
様
な
の
を
言
う
と
す
る

し
か

人
々
に
同
じ
た
く
な
い
。
主
題
を
意
識
の
上
の
事
と
す
る
か
ら
、
そ
う
言
っ
た
作
物
と
な
っ
て
現
れ
も
し
、
読
者
た
ち
に
も
極
め
て
単
純
に
し
て
、

聡
明
な
る
に
似
た
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
主
題
と
言
う
も
の
は
、
人
生
及
び
個
々
の
生
命
の
事
に
絡
ん
で
、
主
と
し
て
作
家
の
気

そ
う
め
い

分
に
の
し
か
か
っ
て
来
た
問
題

―
と
見
る
事
す
ら
作
家
の
意
識
に
は
な
い
事
が
多
い

―
な
の
で
あ
る
。
其
を
と
り
出
し
て
具
体
化
す
る
事
が
、

批
評
家
の
ほ
ん
と
う
の
為
事
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
主
題
と
言
う
も
の
は
、
作
物
の
上
に
た
な
び
い
て
い
て
、
読
者
を
し
て
む
せ
っ
ぽ
く
、
息
苦
し

し

ご
と

く
、
時
と
し
て
は
、
故
知
ら
ぬ
浮
れ
心
を
さ
え
誘
う
雲
気
の
様
な
も
の
に
譬
え
る
事
も
出
来
る
。
そ
う
し
た
揺
曳
に
気
の
つ
く
事
も
、
批
評
家
で

う
ん

き

た
と

よ
う
え
い

な
く
て
は
出
来
ぬ
事
が
多
い
。
更
に
そ
の
雲
気
が
胸
を
圧
え
る
の
は
、
ど
う
言
う
暗
示
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
か
を
洞
察
す
る
事
に
な
る
と
、
作

お
さ



 

家
及
び
読
者
の
為
事
で
な
い
。
そ
う
し
た
人
々
の
出
来
る
事
は
、
た
か
だ
か
近
代
劇
の
主
題
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
批
評
家
は
此
点
で
、
や
は
り

こ
の

哲
学
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
当
来
の
人
生
に
対
す
る
暗
示
や
、
生
命
に
絡
ん
だ
兆
し
が
、
作
家
の
気
分
に
融
け
込
ん
で
、
出
て
来
る
も
の
が
主

と

こ

題
で
あ
る
。
其
を
又
、
意
識
の
上
の
事
に
移
し
、
其
主
題
を
解
説
し
て
、
人
間
及
び
世
界
の
次
の
「
動
き
」
を
促
す
の
が
、
ほ
ん
と
う
の
文
芸
批

評
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
狭
い
意
味
で
は
、
そ
の
将
来
の
方
角
を
見
出
し
て
、
作
家
の
個
性
を
充
し
て
行
け
る
様
に
導
い
て
行
く
の
が
批
評
家
の
為
事
で
あ
り
、

み

い
だ

み
た

も
少
し
広
く
す
る
と
、
人
間
生
命
の
裏
打
ち
に
な
っ
て
い
る
性
格
の
発
生
を
、
更
に
自
由
に
、
速
や
か
な
ら
し
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

外
的
に
言
え
ば
人
間
生
活
の
上
の
事
情
を
、
違
っ
た
方
角
へ
導
い
て
、
新
し
い
世
の
中
を
現
じ
よ
う
と
す
る
目
的
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。

小
説
・
戯
曲
の
類
が
、
人
生
の
新
主
題
を

齎

し
て
来
る
様
な
向
き
に
は
、
詩
歌
は
本
質
の
上
か
ら
行
け
な
い
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ど
う
し

も
た
ら

て
も
、
多
く
は
個
々
の
生
命
の
問
題
に
絡
ん
だ
暗
示
を
示
す
方
角
へ
行
く
様
で
あ
る
。
狭
く
し
て
深
い
生
命
の
新
し
い
兆
し
は
、

最

鋭
い
ま
な

も
つ
と
も

ざ
し
で
、
自
分
の
生
命
を
見
つ
め
て
い
る
詩
人
の
感
得
を
述
べ
て
る
処
に
寓
っ
て
来
る
。
ど
の
家
の
井
で
も
深
け
れ
ば
深
い
程
、
竜
宮
の
水
を
吊

す
ま

つ

り
上
げ
る
事
の
出
来
る
様
な
も
の
で
あ
る
。
此
水
こ
そ
は
、
普
遍
化
の
期
待
に
湧
き
た
ぎ
っ
て
い
る
新
し
い
人
間
の
生
命
な
の
で
あ
る
。
叙
事
の

あ

匂
い
の
つ
き
纏
っ
た
長
詩
形
か
ら
見
れ
ば
、
短
詩
形
の
作
物
は
、
生
命
に
迫
る
事
に
は
、
一
層
の
得
手
を
持
っ
て
い
る
訣
で
あ
る
。

ま
と

（
折
口
信
夫
『
歌
の
円
寂
す
る
時
』
に
よ
る
）

お
り
ぐ
ち
し
の

ぶ

問

傍
線
部
Ｘ
「
真
の
意
味
の
批
評
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ(

字
～

字)

。
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