
2
017

・
平
成
29
年
セ
ン
タ
ー
漢
文
解
説(

本
試
験)

準
拠

『
早
覚
え
速
答
法
』 

  ※m1
は
『
早
覚
え
』
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
１
ペ
ー
ジ
、174

は
『
早
覚
え
』
の174

ペ
ー
ジ
、40

.8

は
問
題
文

40

ペ
ー
ジ
８
行
目
を
示
す
。 

  【
出
典
】
『
白
石
先
生
遺
文
』
。
著
者
の
新
井
白
石
は
、
二
度
の
浪
人
を
経
て
、
学
才
だ
け

で
六
代
将
軍
徳
川
家
宣
の
側
近
と
な
っ
て
改
革
を
す
す
め
た
。
改
革
の
姿
勢
は
激
し
く
、
政

敵
か
ら
「
鬼
」
と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
だ
が
、
家
宣
の
子
家
継
の
死
後
失
脚
し
、
著
作
に
励
ん

だ
。 

 

古
文
で
出
題
さ
れ
る
『
折
り
た
く
柴
の
記
』
は
白
石
の
自
伝
。
題
名
の
「
折
り
焚(

た)

く

柴
」
は
、
承
久
の
乱
に
敗
れ
て
隠
岐
島
に
流
さ
れ
た
後
鳥
羽
上
皇
の
歌(

柴
を
燃
や
す
煙
に

む
せ
び
つ
つ
思
い
出
に
ふ
け
る)

の
一
節
。 

  【
書
き
下
し
文
】
※
音
読
の
た
め
ル
ビ
と
送
り
が
な
の
歴
史
的
か
な
づ
か
い
は
今
の
か
な
づ
か
い
に
変

更
。 

[

比
喩
に
よ
る
主
張] 

 

雷
霆(

ら
い
て
い)

を
百
里
の
外(

そ
と)

に
聴
け
ば
、
盆
を
鼓(

こ)

す
る
が
ご
と
く
、
江
河

を
千
里
の
間(

か
ん)

に
望
め
ば
、
帯
を
縈(

ま
と)

う
が
ご
と
き
は
、
其
の
相(

あ)
い
去
る
の

遠
き
を
以(

も
っ)

て
な
り
。
故
に
千
載(

せ
ん
ざ
い)

の
下
に
居(

お)

り
て
之(

こ
れ)

を
千
載

の
上
に
求
む
る
に
、
相
い
去
る
の
遠
き
を
以(

も
っ)

て
其
の
変
有
る
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち

猶(

な)

お
舟
に
刻
み
て
剣
を
求
む
る
が
ご
と
し
。
今
の
求
む
る
所
は
往
者(

お
う
し
ゃ)

の
失

う
所
に
非
ざ
る
も
、
其
の
刻
み
し
は
此(

こ
こ)

に
在(

あ)

り
、
是
れ
従
り
て
堕(

お)

つ
る
所

な
り
と
謂(

お
も)

え
り
。
豈(

あ)

に
惑(

ま
ど)

い
な
ら
ず
や
！ 

[

本
題
の
主
張] 

 

今(

い
ま)

夫(

そ)

れ
江
戸
は
、
世
の
称
す
る
所
の
名
都
大
邑(

だ
い
ゆ
う)

、
冠
蓋(

か
ん

が
い)

の
集
ま
る
所
、
舟
車(

し
ゅ
う
し
ゃ)

の
湊(

あ
つ
ま)

る
所
に
し
て
、
実(

ま
こ
と)

に



天
下
の
大
都
会
た
る
な
り
。
而(

し
か)

れ
ど
も
其
の
地
の
名(

な)

た
る
、
之(

こ
れ)

を
古

(

い
に
し
え)

に
訪(

た
ず)

ぬ
る
も
、
未(

い
ま)

だ
之(

こ
れ)

を
聞
か
ず
。
豈(

あ)

に
古
今
相

(

あ)

い
去
る
こ
と
日(

ひ
び)

に
遠
く
、
事
物
の
変
も
亦(

ま)

た
其
の
間(

か
ん)

に
在(

あ)

る

に
非(

あ
ら)

ず
や
！ 

[

結
論] 

 

蓋(

け
だ)

し
知
る
、 

後(

の
ち)

の
今
に
於(

お)

け
る
も
、
世
の
相(
あ)

い
去
る
こ
と
愈(

い
よ
い
よ)

遠
く
、
事
の

相(

あ)

い
変
ず
る
こ
と
愈(

い
よ
い
よ)

多
く
、
其
の
聞
か
ん
と
欲
す
る
所
を
求
む
る
も
、
得

(

う)

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
猶(

な)

お
今
の
古(

い
に
し
え)
に
於
け
る
が
ご
と
き
を
。 

 

吾(

わ
れ)

窃(

ひ
そ
か)

に
焉(

こ
れ)

に
感
ず
る
有
り
。
『
遺
聞(
い
ぶ
ん)

』
の
書
、
由

(

よ)

り
て
作
る
所
な
り
。 

※
注 

者

4
0
.1-----

条
件
を
示
す
助
辞
。
「
～
ば
」
と
読
む
か
、
あ
る
い
は
読
ま
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

読
ま
な
い
時
は
、
い
わ
ゆ
る
「
置
き
字
」7

0

な
の
で
、
知
る
必
要
が
な
い
。 

蓋(

け
だ)

し

4
0
.7-----

「
蓋
」1

46

以
降
は
一
般
論
や
結
論
な
の
で
、
改
行
し
た
。 

猶(

な)

お
…
ご
と
き
を

4
0.
8-----

原
文
の
「
知
る
」4

0
.7

に
つ
い
て
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…
を
知
る
。 

 
 
 

で
は
な
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

知
る
、
…
を
。 

 
 
 

と
い
う
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
ご
と
き
な
り
。
」
で
は
な
く
、
「
ご
と
き

を
。
」4

0
.8

と
読
む
。 

【
現
代
語
訳
】()

内
は
訳
者
の
補
訳
。 



[
比
喩] 

 
百
里
の
か
な
た
か
ら
雷
鳴
を
聞
く
と
、
酒
器
を
た
た
く
よ
う
に
聞
こ
え
、
千
里
離
れ
て
大

河
を
見
る
と
、
腰
に
巻
く
帯
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、(

現
象
と
観
察
者
が)

お
互
い
に
離
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
は
る
か
な
未
来
に
お
い
て
、
そ
の
時
の
こ
と
を
遠
い

過
去
に
探
し
求
め
る
と
、(
未
来
と
過
去
が)

お
互
い
に
離
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
間
の
変
化

が
わ
か
ら
な
い
。 

 

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
船
で
川
を
渡
る
途
中
、
水
中
に
剣
を
落
と
し
た
人
が
、
す
ぐ
船
べ
り

に
傷
を
つ
け
、
船
が
停
泊
し
て
か
ら
そ
れ
を
目
印
に
剣
を
探
し
た
と
い
う
故
事(

現
在
の
問

題
を
解
決
す
る
の
に
、
過
去
の
事
例
に
頼
る
保
守
的
態
度
を
非
難
す
る
た
と
え
。)

と
同
じ

で
あ
る
。(

今
探
し
て
い
る
場
所
は
剣
を
落
と
し
た
場
所
で
は
な
い
の
に
、
過
去
に
つ
け
た)

傷
は
こ
こ
に
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
落
ち
た
場
所
だ
と
思
っ
て
い
る
。(
こ
れ
は)

ま
っ
た
く
の

考
え
違
い
で
は
な
い
か
。 

[

本
題] 

 

さ
て
、
今
の
江
戸
は
著
名
な
大
都
市
で
あ
り
、
身
分
の
高
い
人
が
集
ま
り
、
水
陸
の
交
通

の
要
衝
で
も
あ
っ
て
、
確
か
に
天
下
の
大
都
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
が
有
名
に
な
っ

た
こ
と(

理
由
な
ど)

を
過
去
に
探
し
求
め
て
も
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。(

こ
れ
は
ま
さ
に)

昔

と
今
が
日
々
離
れ
て
ゆ
き
、
物
事
も
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
間
に
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く

(

か
ら
な
の)

で
は
な
い
か
。 

[

結
論] 

 

し
た
が
っ
て(

以
上
の
具
体
的
現
象
か
ら)

次
の
こ
と(

一
般
的
原
理)

が
わ
か
る
。 

 

後
世
に
お
い
て
は
、
時
代
が
今
と
ま
す
ま
す
離
れ
、
事
物
の
変
化
も
ま
す
ま
す
激
し
く
な

る(

の
で)

、(

後
世
に
お
い
て)

知
り
た
い
こ
と
を(

時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
今
に)

探
し
求
め



て
も
、
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
に
お
い
て
過
去
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
と
同
じ

だ
。 

 

私
は
こ
の
こ
と
を
心
中
強
く
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
が
『
江
関
遺
聞(

こ
う
か
ん
い
ぶ
ん)

』

を
書
い
た
理
由
で
あ
る
。 

※
訳
注 

間

4
0
.1-----

離
れ
た
所
。
熟
語
「
離
間(

り
か
ん
：
人
と
人
を
離
れ
さ
せ
る
、
転
じ
て
、
仲

た
が
い
さ
せ
る)

」
に
よ
っ
て
訳
し
た
。 

江
河

4
0
.1-----

黄
河
と
長
江
。
大
河
の
こ
と
。 

相(

あ)

い

4
0
.2-----

お
互
い
に
。
「
相
互
」
と
い
う
熟
語
も
あ
る
。 

千
載(

せ
ん
ざ
い)

4
0
.2-----

千
年
。
長
い
歳
月
。 

之(

こ
れ)

4
0
.2-----

「
こ
れ
」
は
指
示
語
。
直
前
の
「
千
載
の
下
：
は
る
か
な
未
来
」
を
受

け
る
。 

窃(

ひ
そ
か)

に

4
1
.1-----

心
の
中
で
。 

  【
解
説
】 

筆
者
の
主
張
を
つ
か
む

m
4 

ス
テ
ッ
プ
１
―
―
最
初
の
２
行
を
読
む 

[

書
き
下
し
文]

※
最
初
に
読
ん
で
、
わ
か
ら
な
い
所
を
含
む 

 
 

雷
霆(

雷
鳴)

を
百
里
の
外
に
聴
け
ば
者(

も
の
？)

、
盆
を
鼓
す
る
が
ご
と
く 

 
 

江
河
を
千
里
の
間
に
望
め
ば
者(

も
の
？)

、
帯
を
ま
と
ふ
が
ご
と
き
は
、 

 
 

其
の
相
い
去
る
の
遠
き
を
以
て
な
り
。 

「
者(

も
の)

」
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
！
「
江
河
」
の
訳
も
わ
か
ら
な
い
！
そ
の
部
分
を
省
略

し
て
訳
す
と
次
の
通
り
。 

[

訳] 



 
 

雷
鳴
を
百
里
の
外
で
聞
く
と
、
お
盆
を
た
た
く
よ
う
に
聞
こ
え
…
る
の
は
…
… 

 
 

そ
の
距
離
が
遠
い
か
ら
だ
。 

ス
テ
ッ
プ
２
―
―
最
後
の
３
行
を
読
む 

 

最
後
の
行
が
問
題
な
の
で
、
最
後
か
ら
３
行
目
の
文
を
読
む
。 

[

書
き
下
し
文]

※
わ
か
ら
な
い
所
を
含
む 

 
 

後
の
今
に
於
け
る
も
、 

 
 

世
の
相
い
去
る
こ
と
…
遠
く
、 

 
 

事
の
相
い
変
ず
る
こ
と
…
多
く
、 

 
 

其
の
聞
か
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
を
求
む
る
も
、
得(

う)

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
亦
た
猶

(

な)

お
今
の
古
に
於
け
る
が
ご
と
き
を
也(

な
り
？)
。 

 

「
後
の
今
に
於
け
る

4
0.
8

」
「
今
の
古
に
於
け
る
が
ご
と
き
を
な
り

4
0
.9

」
は
よ
く
わ
か

ら
な
い
！
残
り
だ
け
訳
す
と
次
の
と
お
り
。 

[

訳] 

 
 

時
代
が
遠
く
離
れ
て
い
て 

 
 

事
態
の
変
化
が
多
く 

 
 

聞
き
た
い
こ
と
を
求
め
て
も
、
得
ら
れ
な
い 

ス
テ
ッ
プ
３
―
―
最
後
の
問
６
の
選
択
肢
を
見
る 

 

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
共
通
す
る
言
葉
を
探
す
と
次
の
と
お
り
。 

 

ス
テ
ッ
プ
１ 

 
 

去
る
の
遠
き(

遠
く
離
れ
て
い
る
＝
場
所
が
全
く
違
う)

4
0
.2 

 

ス
テ
ッ
プ
２ 

 
 

去
る
こ
と
…
遠
く

4
0.
8

変
ず
る
こ
と
…
多
く

4
0.
8 

 

ス
テ
ッ
プ
３ 

 
 

問
６ 

①
全
く
違
っ
た
姿
④
変
化
が
激
し
く 

 

※
違
っ
た
姿
①
＝
変
化
④ 

 

こ
こ
で
一
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探
せ
！174

を
使
う
と
、 



 
 
 
 

変

4
0
.8

→
変
化
④
→
違
っ
た
姿
① 

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
④
が
、
熟
語
「
変
化
」
を
使
っ
た
ヒ
ッ
カ
ケ
で
、
正
解
は
、
熟
語
の

意
味
を
残
し
つ
つ
元
の
漢
字
「
変
」
を
見
せ
な
い
よ
う
に
し
た
①
だ
ろ
う
か

1
74

。
で
も
無
理

は
し
な
い
。 

 

筆
者
の
主
張
の
一
部
は
、
①
「
全
く
違
っ
た
姿
」
か
④
「
変
化
が
激
し
く
」
だ
ろ
う
。
こ

れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。
こ
こ
で
最
初
に
も
ど
る
。 

  問
３{

注}{

対
比}{

主
張} 

 

「
者
」4

0
.1

は
わ
か
ら
な
い
の
で
無
視
。
わ
か
る
と
こ
ろ
だ
け
を
考
え
る
。 

 

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！17

6

に
よ
り
「
雷
霆
」
は
「
雷
鳴
注
１

」
。
す
る
と 

[

書
き
下
し
文]

雷
鳴
を
百
里
の
外
に
聴
け
ば
、
盆
を
鼓
す
る
が
ご
と(

し) 
 

は
、 

   
 

大
き
な
音
の
雷
鳴
を
百
里
離
れ
て
聴
く
と
、
酒
器
注
２

を
太
鼓
注
２

の
よ
う
に
た
た
く
よ

う
だ 

  と
な
る
。
こ
こ
で
、
対
比
に
注
意
！m1

2

に
よ
り 

   
 

Ｘ 

雷
鳴
＝
大
音
量 

 
        ×

 

 
 

Ｙ 

太
鼓
＝
大
き
い
音
だ
が
雷
鳴
よ
り
は
小
さ
い 
 

と
な
り
、 

②
「
大
き
な
も
の
も
、
小
さ
く
感
じ
ら
れ
る
」
が
正
解
。
「
大
き
な
→
か
ら
→
小
さ
く
」
な

の
で
、
最
初
の
作
業
で
つ
か
ん
だ
筆
者
の
主
張
の
問
６
①
「
違
っ
た
姿
」
④
「
変
化
」
と
も

合
致
す
る
の
で
、
正
解
ま
ち
が
い
な
し
。 

 

①
③
④
は
「
大
き
い
」
が
な
い
。 

  問
２
(1){

対
比}{

漢}{

注} 

 

対
比
に
注
意
！m12

に
よ
り 

「
千
載
の
下

4
0
.2

」
と
傍
線
部(1)

「
千
載
の
上

4
0
.2
~
3

」
は
、
「
下
」
「
上
」
で
対
比
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
選
択
肢
は
②
「
過
去
」
と
⑤
「
未
来
」
だ
ろ
う
。 



 
次
に
、
傍
線
部
(1)
の
文
の
後
半
に
重
要
漢
字
「
猶(

な)

ほ
～
ご
と
し
＝
ま
る
で
～
の
よ
う

だ
」1

55

が
あ
り
、 

 
 
 
 

Ａ
は
猶(

な)

ほ
Ｂ
の
ご
と
し
：
Ａ
は
ま
る
で
Ｂ
の
よ
う
だ 

 
 
 
 

Ａ≒
Ｂ 

だ
か
ら
、
傍
線
部
(1)
を
含
む
一
文
は
、
「
猶
ほ
」
の
前
後
で
次
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い

る
。 

 
 
 

Ａ 

千
載
の
下
に
居
り
て
…
(1)

千
載
の
上
に
求
む
る
に
…
則
ち 

 
 
 
≒
 

 
 
 

Ｂ 

舟
に
刻
み
て
剣
を
求
む
＝
注
３ 

  

し
た
が
っ
て
、
傍
線
部
(1)
は
注
３
で
わ
か
る
。
そ
こ
で
、 

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！1

76

に
よ
り
注
３
を
見
る
と 

 
 

船
で
川
を
渡
る(

＝
移
動
し
て
い
る) 

 
 

↓ 

 
 

水
中
に
剣
を
落
と
し
た 

 
 
 
 

例
：
８
時 

 
 

↓ 

 
 

す
ぐ
船
べ
り
に
傷
を
つ
け 

 
 
 
 
 

８
時 

 
 

↓ 

 
 

船
が
停
泊
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

例
：
９
時 

 
 

↓ 

 
 

そ
れ(

８
時
に
つ
け
た
傷)

を
目
印
に(

９
時
に)

剣
を
探
し
た 

   

注
３
で
、
最
後
に
「
い
る
」
時
刻
は
９
時
だ
か
ら
、
原
文
で
「
居(

を)

る
」
「
千
載
の

下
」4

0
.2

の
時
刻
は
９
時
。
そ
し
て
、
８
時
と
９
時
で
は
、
８
時
が
過
去
で
９
時
が
未
来
。

そ
こ
で
９
時
「
千
載
の
下
」
と
反
対
の
８
時
「
千
載
の
上
」
は
②
「
過
去
」
と
な
る
。 

 

傍
線
部
(1)
「
千
載
」
の
「
載
」
を
含
む
、
上
下
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
は
「
積
載
」
な
の

で
、
③
「
積
み
荷
」
に
目
が
行
く
。
し
か
し
「
千
載
の
下
」
と
「
千
載
の
上
」
が
対
比
だ
か

ら
、
③
「
重
た
い
積
み
荷
」
は
単
純
な
ヒ
ッ
カ
ケ
。
た
だ
し
「
軽
い
荷
物
」
と
い
う
選
択
肢

が
あ
れ
ば
正
解
の
可
能
性
が
出
て
く
る
。 

  



問
４{

注}{

主
張}

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！176 

 
設
問
文
で
「
『
刻
舟
求
剣
：
舟
に
刻
み
て
剣
を
求
む
』
の
故
事
に
即
し
た
説
明
…
を
…
選

べ
」
と
あ
る
の
で
、
再
び
「
舟
に
刻
み
て
剣
を
求
む
」
の
注
３
を
見
る
と
次
の
と
お
り
。 

 
 

船
で
川
を
渡
る(

＝
移
動
し
て
い
る) 

 
 

↓ 

 
 

水
中
に
剣
を
落
と
し
た     

Ｘ
地
点 

 
 

↓ 

 
 

す
ぐ
船
べ
り
に
傷
を
つ
け   
Ｘ
地
点 

 
 

↓ 

 
 

船
が
停
泊
し
て   

 
 
 
 
 

Ｙ
地
点 

 
 

↓ 

 
 

そ
れ(

Ｘ
地
点
で
つ
け
た
傷)

を
目
印
に(
Ｙ
地
点
で)

剣
を
探
し
た 

   

Ｘ
地
点
と
Ｙ
地
点
で
場
所
が
違
う
の
で
、
正
解
は
④
「
…
場
所
と
…
場
所
と
の
違
い
」
。

最
初
の
作
業
で
つ
か
ん
だ
筆
者
の
主
張
の
問
６
①
「
違
っ
た
」
④
「
変
化
」
と
も
合
致
す
る

の
で
、
ぜ
っ
た
い
正
解
。 

 

①
の
「
錆(

さ)

び
て
い
く
」
、
②
の
「
移
動
し
た
か
を
調
べ(

る)
」
、
③
の
「
目
印
の
つ

け
方
」
、
④
の
「
新
し
い
目
印
」
は
、
注
３
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

な
お
出
題
者
は
、
注
３
を
使
っ
て
、
問
２
(1)
で
は
時
間
の
推
移
を
、
問
４
で
は
場
所
の
推

移
を
問
題
に
し
て
い
る
。
問
題
を
解
く
た
め
に
同
じ
注
を
２
回
使
う
こ
と
に
な
る
が
、
解
答

作
業
で
は
、
そ
れ
ほ
ど 

 

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！1

7
6 

を
多
用
す
る
。
通
常
の
読
解
と
は
異
な
る
が
、
そ
れ
が
試
験
だ
。 

  問
２
(2){

対
比}{

熟}

対
比
に
注
意
！m1

2 

 

傍
線
部
(2)
の
「
舟
車
」
は
、
「
舟
」
と
「
車
」
の
対
比
だ
か
ら
、
正
解
は
③
「
水

v
s

陸
」
か
⑤
「
船
頭

v
s

車
夫(

し
ゃ
ふ)

」
。 

 

⑤
は
傍
線
部
(2)
の
「
車
」
を
熟
語
「
車
夫
」
で
訳
し
て
い
る
が
、
「
車≒

夫
」
で
は
な

い
。 

 
 
 

一
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探
せ
！1

74 



の
原
則
で
は
、
「
上
下
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
下
ほ
ぼ

同
じ
意
味
の
熟
語
だ
か
ら
こ
そ
、
翻
訳
に
な
る
の
だ
。 

 

た
と
え
ば
「
車
」
の
場
合
、
「
車
馬
」
な
ら
ば
、
同
じ
交
通
手
段
と
し
て
「
車≒

馬
」
と

な
る
の
で
、
「
車
」
を
「
車
馬
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
車
夫(

し
ゃ
ふ)

」

は
車
を
引
く
人
夫(
に
ん
ぷ(

放
送
禁
止
用
語)

肉
体
労
働
者)

な
の
で
、
「
車≒

夫
」
で
は
な

い
。
だ
か
ら
「
車
夫
」
は
「
車
」
の
訳
に
な
ら
な
い
。 

 

し
た
が
っ
て
⑤
が
消
え
て
、
③
「
水(

上
の
交
通
手
段
＝
舟)

陸(

上
の
交
通
手
段
＝
車)

」

が
正
解
。 

  問
５{

対
比}{

漢} 

 

傍
線
部
Ｃ
の
直
前
の
「
而(

し
か)

れ
ど
も
」
は
「
し
か
し
」
な
の
で
、
傍
線
部
Ｃ
と
そ
の

直
前
部
は
次
の
よ
う
な
対
比
だ
ろ
う
。 

   
 

江
戸
は

4
0
.
5

為
…
大
都
会
也
：
大
都
会
た
る
な
り 

 
 

而
＝
し
か
し 

 
 

其
の(

江
戸
の)

地
の
為
名 

   

す
る
と
「
為
」
の
読
み
は
「
た
り
」
な
の
で
、
正
解
は
「
其
の
地
の
名
た
る
」
の
②
か

⑤
。 

 

重
要
漢
字
「
未(

い
ま)

だ
～
ず
」1

4
2

の
「
ず
」
は
最
後
に
読
む
の
で
、
②
「
聞
か
ず
。
」

は
よ
い
が
、
⑤
「
之(

ゆ)

か
ざ
る
を
聞
く
。
」
は
誤
り
。
⑤
が
「
之(

ゆ)

く
を
聞
か
ず
。
」

な
ら
ば
正
し
い
。 

 

こ
れ
が
瞬
時
に
判
断
で
き
る
か
は
、
「
未(

い
ま)

だ
～
ず
」142

の
例
文
を 

 

音
読
し
て
読
み
が
身
に
つ
い
て
い
る

m27

か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。 

 

重
要
漢
字
「
之(

ゆ)

く
」1

6
1

の
読
み
だ
け
を
た
よ
り
に
⑤
を
選
ん
だ
者
は
、
出
題
者
が
し

か
け
た
単
純
な
ワ
ナ
の
餌
食(

え
じ
き)

と
な
る
。 



 
①
③
「
其
の
地
の
名
を
為(

な)

す
」
と
い
う
読
み
な
ら
ば
、
原
文
は
「
為
其
地
之
名
」
と

な
る
。 

 

④
「
為(
た
め)

に
」
と
読
む
な
ら
ば
、
原
文
は
「
為
其
地
之
名
」
と
な
る
。 

 

い
ず
れ
も
受
験
生
の
能
力
を
超
え
る
の
で
、
こ
の
設
問
は
、
対
比
を
使
わ
な
い
と
解
け
な

い
。 

  問
１ 

(

ア){

漢} 

 

重
要
漢
字
「
蓋
」1

4
6

は
「
け
だ
し
：
思
う
に
」
な
の
で
、
正
解
は
⑤
。 

  (

イ){

ズ
ヤ} 

 

波
線(

イ)

と
そ
の
直
前
直
後
は
、
「
世
の
相(

あ)

ひ
去
る
こ
と
愈
遠
く
」
。
そ
の
前
に
同

じ
「
相(

あ)

ひ
去
る
こ
と
…
遠
く
」4

0.7

が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
は
「
豈(

あ)

に
…
ず

や
：
～
で
は
な
い
か
！
」4

0
.
7

と
い
う
詠
嘆
の
句
形

72

に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
７
行
目
と

８
行
目
の
二
つ
の
「
相(

あ)

ひ
去
る
こ
と
」
が
同
じ
か
違
う
か
を
考
え
る
。 

 

詠
嘆
の
「
～
で
は
な
い
か
！
」
は 

 
 
 
 

す
ご
い
で
は
な
い
か
！≒

す
ご
い 

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
肯
定
の
強
調
で
あ
り
、 

Ａ
＝
Ａ 

を
強
調
し
て 

Ａ≒

Ａ' 

と
な
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
豈(

あ)

に 
[

古
今
相(

あ)

ひ
去
る
こ
と
日(

ひ
び)

に
遠
く]

…
ず

や
」4

0
.
7

の
意
味
は
、[

古
今
相(

あ)

ひ
去
る
こ
と
日(

ひ
び)

に
遠
く]

と
同
じ
だ
。 

 

そ
こ
で
７
行
目
と
８
行
目
の
二
つ
の
「
相(

あ)

ひ
去
る
こ
と
」
は
同
じ
な
の
で
、
二
文
を

並
べ
る
と
次
の
と
お
り
。 

 
 

Ａ
：
古
今
相(

あ)

ひ
去
る
こ
と 

日(

ひ
び)

に 

遠
く

4
0
.7 

 
 
|| 

 
 

Ｂ
：
世
の
相(

あ)

ひ
去
る
こ
と 

愈  
 
 
 
 
 

遠
く

4
0
.8 

  



 
「
愈
」
は
「
日(

ひ
び)

に
：
毎
日
毎
日
、
日
を
重
ね
る
ご
と
に
」
に
相
当
す
る
の
で
、
正

解
は
②
「
い
よ
い
よ
」
。 

 

①
「
し
ば
し
ば
」
も
近
い
が
、
「
し
ば
し
ば
」
は
「
何
度
も
」
な
の
で
、
「
毎
日
毎
日
」

か
ら
は
少
し
ず
れ
る
。 

  問
６{

主
張}{

漢} 

 

最
初
の
作
業
で
絞
り
込
ん
だ
選
択
肢
は
。
①
と
④
。
最
終
問
題
の
問
６
は
筆
者
の
主
張
を

聞
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、 

 

最
初
と
最
後
で
筆
者
は
主
張

m9 

と
い
う
原
則
に
よ
り
、
傍
線
部
Ｄ
の
前
の
段
落
の
最
後
２
行
を
読
み
、 

 

正
解
は
正
確
な
訳
で
作
ら
れ
る

m1
9 

と
い
う
原
則
に
よ
り
、
選
択
肢
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
次
の
と
お
り
。 

 
 

後
の
今
に
於
け
る
も

4
0
.
8 

 
 

↓
後
＝
後
世
＝
今
か
ら
見
た
未
来 

 
 

未
来
の
江
戸
も
今
と
① 

   
 

世
の 

相
ひ
去
る
こ
と 

 
 

い
よ
い
よ
遠
く

40.8 

 
 

事
の 

相
ひ
変
ず
る
こ
と 

い
よ
い
よ
多
く

40.8 
 
 

↓ 

 
 

全
く
違
っ
た
姿
に
な
っ
て
い
る
① 

   
 

其
の

4
0
.
8 

 
 
 

↓
其
の
＝
後

4
0
.
8

＝
後
世
の
人 

 
 

後
世
の
人
が
① 

   
 

猶
ほ 

今
の
古(

い
に
し
え)

に
於
け
る
が 

ご
と(

し)
40.9 

 
 

↓
猶
ほ
～
ご
と(

し)
1
5
5

＝
～
の
よ
う
だ 

 
(

今
の)

江
戸
は
…
昔
か
ら
繁
栄
し
て
い
た
わ
け
で
は
な(

い)

①

よ
う
に 

 

未
来
の
江
戸
も
今
と
全
く
違
っ
た
姿
①(

で
あ
る) 



   
選
択
肢
④
は
、
次
の
よ
う
に
一
部
が
原
文
の
訳
に
な
っ
て
い
る
。 

   
 

求
む
る
も
得
る
べ
か
ざ
る

4
0
.
8
~
9 

 
 

↓ 

 
 

見
つ
け
る
に
も
苦
労
す
る
④ 

   

し
か
し
④
は
、
「
聞
か
ん
と
欲
す
る
」40.8

を
「
行
き
た
い
」
④

に
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
其
の(

聞
か
ん
と
欲
す
る)

」4
0
.
8

の
「
其
の
」
を
「
遠
方
か
ら
や
っ
て
き
た
人
」
④

と
し
て

お
り
、
元
に
な
る
文
は
原
文
に
な
い
。
な
ん
と
な
く
あ
り
そ
う
だ
が
、
な
い
も
の
は
な
い
。

フ
ィ
ー
リ
ン
グ
に
頼
る
者
は
得
点
が
伸
び
な
い
。 

 

な
お
、
選
択
肢
①
は
原
文
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。 

   
 

聞
か
ん
と
欲
す
る
所
を
求
む

4
0
.
8 

 
 
 
|| 

 
 

知
り
た
い
こ
と
を
探
し
求
め
る 

 
 

↓ 

 
 

事
実
を
理
解
す
る
① 

   

こ
れ
は
正
確
な
訳
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
④
の
キ
ズ
よ
り
軽
い
。 

 

②
「
さ
び
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
」
⑤
「
江
戸
の
風
情
が
失
わ
れ
」
は
原
文
に
な
い
。 

 

③
は
、
「
今
と
昔
」
が
あ
っ
て
も
「
後(

未
来)

」
が
な
い
。
傍
線
部
Ｄ
の
「
遺
聞
」
の

「
遺
」
は
「
遺
書
・
遺
産
」
と
い
う
熟
語
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
「(

子
孫
に)

の
こ
す
」
と
い

う
意
味
で
あ
り
、
「
遺
聞
」
と
は
「
自
分
が
聞
い
た
こ
と
を
後
の
人
に
遺(

の
こ)

す
」
こ
と

で
あ
る
。
し
か
も
、
「
遺
聞
」
は
本
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、
タ
イ
ト
ル
は
筆
者
の
主
張
で
あ

る
。
だ
か
ら
自
分
の
知
識
を
の
こ
す
相
手
で
あ
る
「
後
」
を
含
ま
な
い
③
は
、
筆
者
の
主
張

で
は
な
い
。
そ
こ
で
③
を
選
ん
だ
者
に
次
の
川
柳(

せ
ん
り
ゅ
う)

を
さ
し
あ
げ
よ
う
。 

 

ヒ
ッ
カ
ケ
は
主
張
を
ず
ら
し
て
作
ら
れ
る

m91 

以
上 


