
強
者
の
国
語
・
〔
古
文
・
問
題
編
〕

大
阪
大
学
の
過
去
問
（
二
〇
一
八
年
・
文
学
部
以
外
）
で
す
。
問
三
・
四
・
六
の
和
歌
関
連
の
設
問
は
、
古
文
の
学
習
が
ま
だ
十
分
で
な
い
人
に
は
少
し
難

し
く
感
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
古
文
の
力
を
試
す
意
味
で
も
し
っ
か
り
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。(

目
安
：

分
程
度)

30

次
の
文
章
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
一
節
で
、
宮
と
女
と
の
恋
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い(

問
一
～
問
六
）

に
答
え
な
さ
い
。

宮
も
、
言
ふ
か
ひ
な
か
ら
ず
、
つ
れ
づ
れ
の
慰
め
に
と
は
お
ぼ
す
に
、
あ
る
人
々
聞
こ
ゆ
る
や
う
、
「
こ
の
ご
ろ
は
、
源
少

将

な
む
い
ま
す
な
る
。
昼
も

げ
ん
せ
う
し
や
う

い
ま
す
な
り
」
と
言
ヘ
ば
、
ま
た
、
「
治
部

卿

も
お
は
す
な
る
は
」
な
ど
、
口
々
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い
と
あ
は
あ
は
し
う
お
ぼ
さ
れ
て
、
久
し
う
御
文
も
な
し
。

ぢ

ぶ

き
や
う

(

注
１)

小
舎
人

童

来
た
り
。(

注
２)

樋
洗

童

、
例
も
語
ら
へ
ば
、
も
の
な
ど
言
ひ
て
、
「
御
文
や
あ
る
」
と
言
ヘ
ば
、
「
さ
も
あ
ら
ず
。
ひ
と
夜
お
は
し
ま
し
た

こ

ど

ね

り

わ
ら
は

ひ
す
ま
し
わ
ら
は

り
し
に
、
御
門
に
車
の
あ
り
し
を
御
覧
じ
て
、
御
消
息
も
な
き
に
こ
そ
は
あ
め
れ
。
人
お
は
し
ま
し
通
ふ
や
う
に
こ
そ(

ａ)

聞
こ
し
め
し
げ
な
れ
」
な
ど
言
ひ
て
去

せ
う
そ
こ

い

ぬ
。か

く
な
む
言
ふ
、
と
聞
こ
え
て
、
い
と
久
し
う
、
な
に
よ
か
よ
と(
ｂ)

聞
こ
え
さ
す
る
こ
と
も
な
く
、
わ
ざ
と
頼
み
き
こ
ゆ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
、
時
々
も
か

く
お
ぼ
し
出
で
む
ほ
ど
は
絶
え
で
あ
ら
む
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
。
こ
と
し
も
こ
そ
あ
れ
、
か
く
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
に
つ
け
て
か
く
お
ぼ
さ
れ
ぬ
る
と
思
ふ
に
、
身

も
心
憂
く
て
、
な
ぞ
も
か
く
、
と
嘆
く
ほ
ど
に
、
御
文
あ
り
。

「
日
ご
ろ
は
、
あ
や
し
き
乱
り
心
地
の
な
や
ま
し
さ
に
な
む
。
い
つ
ぞ
や
も
参
り
来
て
侍
り
し
か
ど
、
折
悪
し
う
て
の
み
帰
れ
ば
、(

ア)

い
と
人
げ
な
き
心
地

し
て
な
む
。

(

Ａ)

よ
し
や
よ
し
今
は
う
ら
み
じ
磯
に
出
で
て
こ
ぎ
離
れ
行
く
あ
ま
の
小
舟
を
」

 



 

と
あ
れ
ば
、(

イ)

あ
さ
ま
し
き
こ
と
ど
も
を(

ｃ)

聞
こ
し
め
し
た
る
に
、(

ｄ)

聞
こ
え
さ
せ
む
も
恥
づ
か
し
け
れ
ど
、
こ
の
た
び
ば
か
り
と
て
、

(

Ｂ)

袖
の
う
ら
に
た
だ
わ
が
や
く
と
し
ほ
た
れ
て
舟
流
し
た
る
あ
ま
と
こ
そ
な
れ

と
聞
こ
え
さ
せ
つ
。

(

注
１)
小
舎
人

童

貴
人
の
も
と
で
、
雑
用
を
つ
と
め
る
少
年
。

こ

ど

ね

り

わ
ら
は

(

注
２)

樋
洗

童

下
々
の
用
事
を
す
る
下
女
。

ひ
す
ま
し
わ
ら
は

問
一

傍
線
部(

ａ)

～(

ｄ)
に
つ
い
て
、
文
脈
に
沿
う
よ
う
に
、
主
語
を
補
っ
て
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
二

傍
線
部(

ア)

「
い
と
人
げ
な
き
心
地
し
て
な
む
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
心
地
が
し
た
の
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
三

和
歌(

Ａ)

で
用
い
ら
れ
て
い
る
縁
語
を
す
べ
て
答
え
な
さ
い
。

問
四

和
歌(

Ａ)

を
、
比
喩
表
現
を
ふ
ま
え
て
、
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
五

傍
線
部(

イ)

「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
ど
も
」
に
つ
い
て
、
次
の(

１)
(

２)

に
答
え
な
さ
い
。

(

１)

「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
ど
も
」
と
同
じ
こ
と
を
指
す
言
葉
を
、
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

(

２)

「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
ど
も
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
六

和
歌(

Ｂ)

を
、
比
喩
表
現
を
ふ
ま
え
て
、
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。



 

〈
解
答
〉

問
一

(

ａ)

宮
は
お
聞
き
に
な
っ
て
い
る
様
子
だ

(

ｂ)

女(

私)

は
申
し
上
げ
る
こ
と
も
な
く

(
ｃ)

宮
は
お
聞
き
に
な
っ
て
い
る
の
で(

の
に)

(

ｄ)
女(

私)

は
返
事
を
申
し
上
げ
る
の
も(

申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も)

問
二

宮
が
女
の
許
を
訪
れ
た
際
に
、
既
に
別
の
男
が
女
の
許
を
訪
れ
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
か
ら
。

問
三

う
ら
・
磯
・
こ
ぎ
・
あ
ま
・
小
舟

問
四

え
え
い
仕
方
が
な
い
、
今
と
な
っ
て
は
恨
む
つ
も
り
は
な
い
。
磯
に
出
て
漕
ぎ
離
れ
行
く
漁
師
の
小
舟
の
よ
う
に
、
私
か
ら
離
れ
て
い
く
あ
な
た
を
。

問
五

(

１)

け
し
か
ら
ぬ
こ
と

(

２)

女
の
許
に
宮
以
外
の
男
性
が
通
っ
て
い
る
と
い
う
噂
。

問
六

袖
の
浦
で
た
だ
藻
塩
を
焼
こ
う
と
潮
を
垂
ら
し
て
い
て
舟
を
流
し
て
し
ま
っ
た
漁
師
の
よ
う
に
、
袖
の
裏
に
ひ
た
す
ら
私
の
役
目
の
よ
う
に
涙
を
流
し

て
い
て
、
あ
な
た
に
去
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。



 

〈
解
説
〉

○
全
体
の
読
解

今
回
の
文
章
で
は
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
お
よ
び
和
泉
式
部
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
性
に
関
す
る
「
文
学
史
知
識
」
が
重
要
で
あ
っ
た
。
『
和
泉
式
部
日
記
』

は
、
日
記
で
あ
り
な
が
ら
「
和
泉
式
部
が
直
接
見
聞
き
し
て
い
な
い
内
容
」
も
記
す
点
に
特
徴
が
あ
り(

今
回
の
冒
頭)

、
ま
た
和
泉
式
部
は
「
多
く
の
男
性

と
浮
名
を
流
し
た
男
女
関
係
に
関
し
て
奔
放
な
人
物
」
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
文
の
「
源
少
将
」
や
「
治
部
卿
」
に
関

す
る
部
分
が
「
和
泉
式
部
の
許
に
通
っ
て
い
た
」
と
理
解
で
き
、
こ
の
こ
と
に
宮
が
嫉
妬
し
て
い
る
状
況
も
分
か
る
だ
ろ
う
。
逆
に
こ
れ
ら
冒
頭
部
分
の
内

容
が
理
解
で
き
な
い
と
、
本
文
全
体
の
内
容
が
分
か
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

古
文
学
習
に
お
い
て
、
「
文
学
史
知
識
」
や
「
古
典
常
識
」
な
ど
は
文
法
や
単
語
に
比
し
て
軽
視
さ
れ
が
ち
だ
が
、
や
は
り
読
解
に
お
い
て
大
き
な
意
味

を
持
つ
場
面
も
多
い
。
後
回
し
に
せ
ず
、
少
し
ず
つ
身
に
つ
け
て
い
こ
う
。

問
一

傍
線
部(

ａ)

～(

ｄ)

に
つ
い
て
、
文
脈
に
沿
う
よ
う
に
、
主
語
を
補
っ
て
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

尊
敬
語
「
聞
こ
し
召
す(

お
聞
き
に
な
る)

」
と
謙
譲
語
「
聞
こ
え
さ
す
」
を
区
別
し
つ
つ
、
文
脈
か
ら
主
語
を
特
定
す
る
問
題
。
こ
の
問
題
を
間
違
え
た

人
は
、
「
敬
語
に
注
目
し
て
主
語
を
特
定
す
る
」
と
い
う
古
文
読
解
の
基
礎
事
項
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
注
意
し
よ
う
。

問
二

傍
線
部(

ア)

「
い
と
人
げ
な
き
心
地
し
て
な
む
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
心
地
が
し
た
の
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

古
文
単
語
「
人
気
無
し
」
は
「
ま
と
も
な
人
間
の
仲
間
に
は
い
ら
な
い
。
人
並
み
で
な
い
」
の
意
味
だ
が
、
単
語
と
し
て
暗
記
し
て
お
ら
ず
と
も
、
文
脈

ひ
と

げ

か
ら
「
不
愉
快
だ
・
不
本
意
だ
」
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
語
で
あ
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
後
は
傍
線
部
直
前
の
「
い
つ
ぞ
や
～
」
の
内
容
が
本

文
三
行
目
の
「
ひ
と
夜
お
は
し
ま
し
た
り
し
～
」
と
同
内
容
で
あ
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
解
答
は
見
え
る
。



 

問
三

和
歌(

Ａ)

で
用
い
ら
れ
て
い
る
縁
語
を
す
べ
て
答
え
な
さ
い
。

「
縁
語
」
は
和
歌
修
辞
法
の
一
つ
で
、
「
意
味
的
に
関
連
の
深
い
語
を
並
べ
て
、
複
数
の
語
句
か
ら
一
つ
の
内
容
を
連
想
さ
せ
る
技
法
」
の
こ
と
。
「
関

連
が
深
い
」
か
ど
う
か
は
や
や
主
観
的
な
部
分
が
あ
る
が
、
入
試
設
問
と
し
て
問
わ
れ
る
場
合
は
今
回
の
よ
う
に
「
明
確
に
関
連
が
あ
る
」
も
の
以
外
は
問

わ
れ
に
く
い
の
で
、
あ
ま
り
厳
密
に
考
え
な
く
と
も
よ
い
。
ま
た
、
「
掛
詞
」
と
同
時
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
知
っ
て
お
こ
う
。

な
お
、
発
句
の
「
よ
し
」
を
植
物
の
「
葦(

ア
シ)

」
と
の
掛
詞
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
「
葦
」
は
河
川
・
湿
地
や
汽
水
域(

淡
水

よ
し

と
海
水
の
混
じ
っ
た
場
所)

に
生
え
る
植
物
で
あ
り
、
「
磯
」
の
よ
う
な
完
全
な
海
水
部
で
は
生
育
し
難
い
た
め
、
今
回
の
和
歌
で
は
「
葦
」
と
は
解
釈
し

な
い
。

問
四

和
歌(

Ａ)

を
、
比
喩
表
現
を
ふ
ま
え
て
、
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

冒
頭
の
「
よ
し
や
」
は
、
形
容
詞
「
良
し
」
＋
間
投
助
詞
「
や
」
か
ら
成
立
し
た
語
で
、
「
え
え
い
、
ま
ま
よ
」
と
、
「
不
満
足
な
事
態
を
放
任
・
許
容

す
る
様
子
」
を
表
す
。
知
ら
な
か
っ
た
人
は
、
「(

こ
れ
で)

良
い
だ
ろ
う
か
、
良
い
」
と
い
う
直
訳
と
、
直
後
の
「
今
と
な
っ
て
は
恨
ま
な
い
つ
も
り
だ
」

と
い
う
内
容
か
ら
、
「
本
当
は
不
本
意
だ
が
、
仕
方
な
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
推
測
し
た
い
。
そ
の
他
は
、
「
あ
ま(

海
人)

＝
漁
師
」
さ
え
覚
え
て
い

あ

ま

れ
ば
、
全
体
の
内
容
理
解
は
難
し
く
な
い
は
ず
。
後
は
文
脈
か
ら
、「
あ
ま
の
小
舟
」
を
「
女(

あ
な
た)

」
の
比
喩
と
し
て
理
解
し
て
訳
に
反
映
さ
せ
よ
う
。

な
お
、
掛
詞
を
訳
す
場
合
、
模
範
解
答
の
よ
う
に
、
「
【
比
喩
・
具
体
的
事
物
】
の
よ
う
に
【
真
意
】
」
と
定
型
的
に
訳
す
癖
を
持
っ
て
お
く
と
便
利
な
の

で
、
掛
詞
の
訳
出
に
苦
戦
し
た
人
は
覚
え
て
お
こ
う
。

問
五

傍
線
部(

イ)

「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
ど
も
」
に
つ
い
て
、
次
の(

１)
(

２)
に
答
え
な
さ
い
。

(

１)

「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
ど
も
」
と
同
じ
こ
と
を
指
す
言
葉
を
、
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

(

２)

「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
ど
も
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

ま
ず
傍
線
部
お
よ
び
直
後
か
ら
、
「
宮
が
お
聞
き
に
な
っ
た
」
「
ひ
ど
い
内
容
」
と
考
え
、
「
女
に
関
す
る
悪
い
噂
」
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。(

１)

は
、



 

本
文
か
ら
上
記
と
同
じ
内
容
の
部
分
を
探
し
、(

２)

は
「
ひ
ど
い
内
容
」
を
よ
り
具
体
的
に
説
明
し
よ
う
。

問
六

和
歌(

Ｂ)

を
、
比
喩
表
現
を
ふ
ま
え
て
、
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

「
や
く
」
「
し
ほ
」
を
見
て
、
古
典
常
識
「
藻
塩
を
焼
く
」
を
意
味
す
る
と
理
解
で
き
れ
ば
難
し
い
和
歌
で
は
な
い
。
ま
ず
【
比
喩
・
具
体
的
事
物
】
に

当
た
る
「
袖
の
浦(

出
羽
国
に
あ
る
歌
枕
・
地
名)

」「
焼
く
」「
塩(

藻
塩)

」
な
ど
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
袖
の
裏
」「
私
の
役(

役
目
・
唯
一
の
仕
事)

」

や
く

「
潮
垂
る
」
と
の
掛
詞
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
こ
う
。
後
は
「
舟
を
流
す
」
こ
と
が
「
宮
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
・
宮
に
捨
て
ら
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
分
か
れ

ば
、
問
四
と
同
じ
よ
う
に
「
【
比
喩
・
具
体
的
事
物
】
の
よ
う
に
【
真
意
】
」
と
い
う
形
で
訳
出
す
れ
ば
よ
い
。

〈
現
代
語
訳
〉

宮
も
、(

女
に
つ
い
て)

つ
ま
ら
な
く
は
な
く
、
退
屈
の
慰
め
に(

は
良
い
だ
ろ
う)

と
は
お
思
い
に
な
る
が
、
あ
る
人
々
（
宮
の
周
囲
の
人
々
）
が
申
し
上
げ

る
に
は
、
「
近
頃
は
、
（
女
の
も
と
に
）
源
少
将
が
い
ら
っ
し
ゃ
る(

＝
女
の
浮
気
を
示
唆
し
て
い
る)

そ
う
だ
。
昼
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
だ
」
と
言
う
と
、

ま
た
、
「(

女
の
も
と
に)

治
部
卿
も
お
出
で
に
な
る
そ
う
だ
よ
」
な
ど
、
口
々
に
申
し
上
げ
る
の
で
、(

宮
は
女
に
つ
い
て)

と
て
も
軽
薄
な
よ
う
に
お
思
い
に

な
っ
て
、
長
い
間
お
手
紙
も
な
い
。

(

女
の
も
と
に
、
宮
に
仕
え
る)

小
舎
人
童
が
や
っ
て
来
た
。
樋
洗
童
が
、
い
つ
も
親
し
く
話
を
す
る
の
で
、
何
か
を
言
っ
て
、
「(

宮
か
ら
の)

お
手
紙
は
あ

る
か
」
と
言
う
と
、
「
そ
う
で
も
な
い
。(

宮
が)

あ
る
夜
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が
、(

女
の
家
の)

御
門
の
と
こ
ろ
に
車
が
あ
っ
た
の
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
お
手

紙
も
な
い
の
で
あ
る
よ
う
だ
。(

宮
以
外
の)

人
が
通
い
な
さ
る
よ
う
に(

宮
は)
お
聞
き
に
な
っ
て
い
る
様
子
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
立
ち
去
る
。

(

小
舎
人
童
が)

こ
の
よ
う
に
言
う
、
と(

樋
洗
童
が
女
に)

申
し
上
げ
て
、
と
て
も
長
い
間
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
申
し
上
げ
る
こ
と
も
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
お
願

い
申
し
上
げ
る
こ
と
も
な
い
が
、
時
々
で
も
こ
う
し
て(

私
の
こ
と
を)

思
い
出
し
て
く
だ
さ
る
う
ち
は(

二
人
の
仲
が)

絶
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と(

私
は)



 

思
っ
て
い
た
。
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
こ
の
よ
う
に(

私
に
関
す
る)

ひ
ど
い
こ
と(

噂)

に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に(

私
を
疎
ま
し
く)

自
然
と
お
思
い
に
な
っ
た
と
思

う
と
、
わ
が
身
も
辛
く
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に(

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か)

、
と
嘆
く
う
ち
に
、
お
手
紙
が
あ
る
。

「
近
頃
は
、
奇
妙
な
体
調
の
悪
さ
で
気
分
が
す
ぐ
れ
な
い
た
め
に(

訪
れ
ら
れ
な
か
っ
た)

。
い
つ
か
も
参
上
し
ま
し
た
が
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
悪
い
こ
と
ば
か

り
で
返
る
の
で
、
と
て
も
人
並
み
に
扱
わ
れ
な
い
気
持
ち
が
し
て
。

え
え
い
仕
方
が
な
い
、
今
と
な
っ
て
は
恨
む
つ
も
り
は
な
い
。
磯
に
出
て
漕
ぎ
離
れ
行
く
漁
師
の
小
舟
の
よ
う
に
、
私
か
ら
離
れ
て
い
く
あ
な
た
を
」

と
あ
る
の
で
、
驚
き
呆
れ
た
こ
と
を
お
聞
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
返
事
を
申
し
上
げ
る
の
も
恥
ず
か
し
い
が
、
今
回
だ
け
は
と
思
っ
て
、

袖
の
浦
で
た
だ
藻
塩
を
焼
こ
う
と
潮
を
垂
ら
し
て
い
て
舟
を
流
し
て
し
ま
っ
た
漁
師
の
よ
う
に
、
袖
の
裏
に
ひ
た
す
ら
私
の
役
目
の
よ
う
に
涙
を
流
し

て
い
て
、
あ
な
た
に
去
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
申
し
上
げ
た
。


