
2
018

・
平
成
30
年
セ
ン
タ
ー
漢
文
解
説(

本
試
験)

 

準
拠

『
早
覚
え
速
答
法
』 

  ※m4 
は
『
早
覚
え
』
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
４
ペ
ー
ジ
、140 

は
『
早
覚
え
』
の
140 

ペ
ー
ジ
、38.1 

は
問
題

文
38 

ペ
ー
ジ
１
行
目
を
示
す
。
。 

  【
出
典
】
李
燾(

り
と
う)

『
続
資
治
通
鑑
長
編
』 

 

文
中
の
寇
準(

こ
う
じ
ゅ
ん)
は
、
北
宋(

960

年
～11

27

年)

末
期
の
政
治
家
。
寇
準
を
重
用(

ち
ょ
う

よ
う)

し
た
太
宗
が
崩
御(

ほ
う
ぎ
ょ)
し
、
次
の
皇
帝
真
宗
と
寇
準
の
関
係
は
親
密
と
は
言
え
な

い
。
時
に
、
北
方
の
遼
は
宋
の
皇
帝
交
代
に
乗
じ
て
侵
攻
を
開
始
。
宋
で
は
和
睦
派
と
主
戦

派
が
対
立
し
、
寇
準
は
主
戦
派
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。 

  【
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
。
一
部[

、][

。]

を
省
略
し
、[

？][

、]

を
付
加
。 

人
物 

 

嘉
祐(

か
ゆ
う)

は
、
禹
偁(

う
し
ょ
う)

の
子
な
り
。
嘉
祐(

か
ゆ
う)

は
平
時
は
愚
騃(

ぐ
が
い)

の
ご

と
き
も
、
独(

ひ
と)

り
寇
準(

こ
う
じ
ゅ
ん)

之(

こ
れ)

を
知
る
。 

問
答 

 

準(

じ
ゅ
ん)

開
封
府
を
知
り
、
一
日(

い
ち
じ
つ)

、
嘉
祐
に
問
い
て
曰(

い
わ)

く
「
外
間(
が
い
か

ん)

準
を
議
す
る
に
云
何(

い
か
ん)

？
」
と
。 

 

嘉
祐(

か
ゆ
う)

曰
く
「
外
人
皆(

み
な)

『
丈
人(

じ
ょ
う
じ
ん)

旦
夕(

た
ん
せ
き)

入(

い)

り
て
相(

し
ょ

う)

た
ら
ん
』
と
云(

い)

う
。
」
と
。 

「
吾
子(

ご
し)

に
於
い
て
は
意(

お
も)

う
こ
と
何
如(

い
か
ん)

？
」
と
。 

 

嘉
祐(

か
ゆ
う)

曰
く
「
愚
を
以(

も
っ)

て
之(

こ
れ)

を
観(

み)

る
に
、
丈
人(

じ
ょ
う
じ
ん)

未(

い
ま)

だ
相(

し
ょ
う)

為(

た)

ら
ざ
る
に
若(

し)

か
ず
。
相(

し
ょ
う)

為(

た)

れ
ば
則(

す
な
わ)

ち
誉
望(

よ
ぼ

う)

損(

そ
こ
な)

わ
れ
ん
。
」
と
。 

 

準
曰
く
「
何
の
故(

ゆ
え)

ぞ
？
」
と
。 

 

嘉
祐
曰
く
「
古(

い
に
し)

え
よ
り
賢
相(

け
ん
し
ょ
う)

の
能(

よ)

く
功
業
を
建
て
生
民(

せ
い
み
ん)

を
沢(

た
く)

す
る
所
以(

ゆ
え
ん)

は
、
其
の
君
臣
相
得(

う)

る
こ
と
皆(

み
な)

魚
の
水
有
る
が
ご
と



け
れ
ば
な
り
。
故
に
言(

げ
ん)

聴
か
れ
計(

け
い)

従
わ
れ
、
而(

し
こ
う)

し
て
功
名
倶(

と
も)

に
美

な
り
。
今
丈
人(

じ
ょ
う
じ
ん)

天
下
の
重
望(

ち
ょ
う
ぼ
う)

を
負
い
、
相(

し
ょ
う)

た
れ
ば
則
ち
中
外

(

ち
ゅ
う
が
い)
太
平
を
以(

も
っ)

て
責(

も
と)

め
ん
。
丈
人(

じ
ょ
う
じ
ん)

の
明
主(

め
い
し
ゅ)

に
于(

お)

け
る
や
、
能(
よ)
く
魚
の
水
有
る
が
ご
と
き
か
？
嘉
祐(

か
ゆ
う)

の
、
誉
望
の
損
な
わ
れ
ん
こ

と
を
恐
る
る
所
以(
ゆ
え
ん)

な
り
。
」
と
。 

結
論 

 

準(

じ
ゅ
ん)

喜
び
、
起(

た)

ち
て
其
の
手
を
執(

と)

り
て
曰
く
「
元
之(

げ
ん
し)

は
文
章
は
天
下

に
冠
た
り
と
雖(

い
え
ど)

も
、
深
識
遠
慮
に
至
り
て
は
、
殆(

ほ
と
ん)

ど
吾
子(

ご
し)

に
勝(

ま
さ)

る
能(

あ
た)

わ
ざ
る
な
り
。
」
と
。 

【
現
代
語
訳
】()

内
は
訳
者
の
補
訳
。 

登
場
人
物 

 

嘉
祐(

か
ゆ
う)

は
禹
偁(

う
し
ょ
う)

の
子
で
あ
る
。
普
段
の
嘉
祐(

か
ゆ
う)

は
愚
か
者
の
よ
う
に

見
え
た
が
、
寇
準(

こ
う
じ
ゅ
ん)

だ
け
は
そ
の
真
価
を
見
抜
い
て
い
た
。 

質
疑
応
答 

 

寇
準
が
開
封
府
の
知
事(

地
方
官)

だ
っ
た
時
、
嘉
祐
に
た
ず
ね
た
。 

「
世
間
は
私
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
言
っ
て
い
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う
？
」 

「
あ
な
た
さ
ま
は
近
々
中
央
に
復
帰
し
て
宰
相
と
な
る
だ
ろ
う
と
、
み
な
言
っ
て
お
り
ま

す
。
」 

「
き
み
は
ど
う
思
う
？
」 

「
拝
察
い
た
し
ま
す
に
、
あ
な
た
さ
ま
は
ま
だ
宰
相
に
な
ら
な
い
方
が
よ
い
と
存
じ
ま
す
。

宰
相
に
な
れ
ば(

こ
れ
ま
で
の)

名
誉
と
声
望
が
失
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。 

「
そ
の
理
由
は
？
」 

「
歴
史
に
鑑(

か
ん
が)

み
ま
す
と
、
賢
明
な
宰
相
が
功
績
を
あ
げ
人
々
を
豊
か
に
で
き
る
の

は
、
水
を
得
た
魚
が
活
躍
で
き
る
よ
う
に
、
君
主
と
臣
下
の
関
係
が
き
わ
め
て
良
好
だ
か
ら

で
す
。(

関
係
が
よ
い
か
ら
こ
そ
宰
相
の)

主
張
と
計
画
が
皇
帝
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
結

果
、
功
績
が
あ
が
り
名
誉
も
得
ら
れ
る
の
で
す
。 



 
今
、
あ
な
た
さ
ま
は
す
べ
て
の
人
々
か
ら
期
待
さ
れ
て
お
り
、
宰
相
に
な
れ
ば
、
み
ん
な

(

あ
な
た
が
説
く
主
戦
論
で
な
く)

和
平
策
を
要
求
し
ま
す
。
あ
な
た
さ
ま
と
今
上(

き
ん
じ
ょ

う)

陛
下
と
の(

今
の)

関
係
で
、
あ
な
た
は
水
を
得
た
魚
に
な
れ
る
の
で
す
か
？
そ
れ
が
、
あ

な
た
さ
ま
の
名
誉
声
望
が
失
わ
れ
る(

と
申
し
上
げ
た)

理
由
で
す
。
」 

人
物
評
価 

 

寇
準
は
喜
び
、
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
彼
の
手
を
握
っ
て
言
っ
た
。
「(

あ
な
た
の
父

上
の)

元
之(

げ
ん
し)

殿
は
、
天
下
に
冠
た
る
文
学
者
だ
が
、
深
謀
遠
慮
の
点
で
は
、
あ
な
た

に
到
底
及
ぶ
ま
い
。
」 

※
訳
注 

 

一
日(

い
ち
じ
つ)

3
8
.2

―
あ
る
日
。 

 

外
人(

が
い
じ
ん)

3
8
.2

―
世
間
。 

  【
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 

 

嘉
祐(

か
ゆ
う)

は
、
禹
偁(

う
し
ょ
う)

の
子
な
り
。
…
寇
準(

こ
う
じ
ゅ
ん)(

が)

嘉
祐
に
問
い
て
曰

(

い
わ)

く 

ス
テ
ッ
プ
２
―
―
最
後
の
３
行
を
読
む 

 

オ
シ
リ
か
ら 

読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論m10 

に
よ
り 

 

最
後
の
２
行
か
ら
読
ん
で
い
く
。 

 

末
尾
は
問
題[

傍
線
部
Ｄ]

に
な
っ
て
い
る
が
、
重
要
漢
字
「
不
能
：
あ
た
わ
ず
；
～
で
き

な
い
」1

40

お
よ
び
注
２
で
読
む
。 

 
(

寇)

準(

じ
ゅ
ん)

喜
び
、
起(

た)

ち
て
そ
の
手
を
執(

と)

り
て
曰(

い
わ)

く
、
「
元
之(

げ
ん
し
：
嘉

祐
の
父
←
注2

・15
)

は
文
章
は
天
下
に
冠
た
り
と
雖(

い
え
ど)

も
、
深
識
遠
慮
に
至
り
て
は
殆(

ほ
と

ん)

ど
吾
子(

あ
な
た
＝
嘉
祐
←
注1

0

・1
)

に
勝(

ま
さ)

る
能(

あ
た)

わ
ざ
る
な
り
。
」
と
。 



 
父
と
子
の
対
比
に
な
っ
て
い
る
の
で
、 

 
 

対
比
に
注
意
！m12

 

し
て
整
理
す
る
と
次
の
通
り
。 

 
 

 

Ｘ 

父
は 

文
章
で
は 

ス
ゴ
イ 

 
 
 
 
 
 
 

と
言
え
ど
も
＝
と
い
っ
て
も 

 

Ｙ 

子
に 

深
識
遠
慮
で
は 
ま
さ
る(

勝
つ)

こ
と
が
で
き
な
い 

      

子
の
方
が       

ス
ゴ
イ 

※
「
勝
」
を
「
か
つ
」
と
読
ん
で
も
意
味
は
取
れ
る
。
小
さ
な
こ
と
は
気
に
し
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
よ
う
に[

 
]

内
が
同

じ
だ
。 

 
 

ス
テ
ッ
プ
２ 

 
 
 
 
[

深]

識
遠
慮
で
は 

[

子(

嘉
祐)

の
方
が 

ス
ゴ
イ]

3
9
.1 

 
  

ス
テ
ッ
プ
３ 

 

 
 
 
 
[

深]

… 
 
 
 
 

[(

子
の)

嘉
祐
に
は
か
な
わ
な
い]

①
～
⑤ 

  

こ
れ
以
上
選
択
肢
は
絞
れ
な
い
。
し
か
し
、
結
論
は
「
深
識
遠
慮
で
は
、
嘉
祐
が
ス
ゴ

イ
！
」
。
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。
こ
こ
で 

 

退
却
ル
ー
ルm6 

三
分
前
に 

主
張
を
つ
か
む
作
業
を
や
め
て 

最
初
に
も
ど
る 

 

を
実
行
し
、
あ
と
は
、
「
嘉
祐
の
ど
こ
が
ス
ゴ
イ
の
か
？
」
を
念
頭
に
お
い
て
読
ん
で
い

く
。
こ
の
姿
勢
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
、
極
度
の
緊
張
の
中
で
も
心
は
ブ
レ
な
い
。  

 

問
２{

対
比}{

注} 

Ⅰ
 

対
比
に
注
意
！m

12

で
解
く
。 



 
「
…
の
若(

ご
と)

き
も
」3

8
.1

の
「
も
」
は
、
「
～
の
よ
う
だ
が
」
の
「
が
」
と
訳
せ
る
の

で
、
次
の
よ
う
に
対
比
に
な
っ
て
い
る
。 

  
 

嘉
祐(

か
ゆ
う)
は
、
平
時
は 

 

Ｘ 

ア
ホ
：
愚
騃(
ぐ
が
い
：
愚
か
注3

)

の
ご
と
き
も(

の
よ
う
だ
が) 

 
 
 
 

実
は 

 

Ｙ 

ア
ホ
で
な
い
：
寇
準(
こ
う
じ
ゅ
ん)

の
み(

だ
け
が)

之(

こ
れ
＝
嘉
祐)

を
知
る 

  

す
る
と
、
①
「
愚
か
で
は
…
な
い
」
が
正
解
。 

 

な
お
、
「
『
ご
と
き
も
』
の
『
も
』
は
〇
〇
助
詞
で
逆
接
を
あ
ら
わ
し
…
」
と
い
っ
た
解

説
は
し
な
い
。
「
も
」
の
文
法
的
知
識
は
不
要
だ
か
ら
だ
。
「
…(

す
る)

も
」
の
「
も
」

が
、
「
…(

す
る)

が
」
の
「
が
」
に
相
当
す
る
逆
接
で
あ
る
こ
と
は
、 

 

音
読

m
26

し
て
い
れ
ば
わ
か
る
。
わ
か
ら
な
い
者
は
、
音
読
が
足
り
な
い
。 

 

で
き
な
か
っ
た
人
は
、
１
行
目
を
早
口
で
言
え
る
ま
で
数
回
唱
え
る
こ
と
を
お
す
す
め
す

る
。 

 

早
口
で 

言
え
れ
ば 

も
う
身
に
つ
い
て
い
るm2

7 

 Ⅱ
 

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！1

76

で
解
く 

 

注
は
、
「
正
解
を
ほ
の
め
か
し
た
注
」1

76

が
多
い
。
そ
こ
で
、
注
に
注
意
す
る
と
、 

 

注
４ 

寇
準
―
―
北
宋
の
著
名
な
政
治
家 

 

注
５ 

開
封
府
―
―
北
宋
の
都 

な
の
で
、
次
が
正
解
候
補
。 

 

①
「(

寇
準
が)

開
封
府
の
長
官
」 

 

③
「(

寇
準
が)

開
封
府
の
知
事
」 

 

有
名
な
政
治
家
が
首
都
の
ト
ッ
プ
に
な
る
の
は
古
今
東
西
、
中
国
も
日
本
も
同
じ
。 

 

次
に
、
原
文
「
知
二

開
封
府
一

」
は 

 
 
 

１
「
開
封
府
」
→
２
「
知
」 



 
の
順
で
読
め
！
と
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず 

 
 
 
 

「
開
封
府
を 

 
 

知
る
」 

 

と
読
む
と
、 

 
 

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

7
4 

と
い
う
ル
ー
ル
に
よ
り
、 

 

知
＝
知
事 

と
し
て
い
る
③
が
正
解
。 

 

①
の
「
知
遇
」
は
熟
語
で
訳
す
翻
訳
原
則
を
使
っ
た
ヒ
ッ
カ
ケ
。
た
し
か
に
、 

 
 

知≒

遇 

知
る≒

遇(

あ)

う 

 

な
の
で
、
「
知
」
を
「
知
遇
」
と
訳
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
「
知
遇
」
に
「
を
得

る
」
を
足
し
て
、
「
○
○
の
知
遇
を
得
る
：
〇
〇
さ
ん
に
知
ら
れ
る
→
〇
〇
さ
ん
の
知
人
・

友
人
と
な
る
」
と
訳
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
「
開
封
府
を
知
る
」
に
お
い
て
「
知
る
＝

知
遇
を
得
る
」
と
訳
す
と
、
「
開
封
府
さ
ん
の
友
人
と
な
る
」
と
な
る
。
日
本
で
い
う
と

「
東
京
都
さ
ん
の
友
人
と
な
る
」
。
こ
れ
は
あ
り
え
な
い
。 

 

問
１ 

 

Ｘ{

熟}{

注} 

 
 

１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探
せ
！174 

と
い
う
ル
ー
ル
は
、 

 
 

上
も
下
も
同
じ
意
味
の
二
字
熟
語
に
す
る

1
7
0

・1
71

の
が
原
則
な
の
で
、
次
の
よ
う
に

し
て
正
解
に
至
る
。 

 
 

議
→
議≒

論
→
論≒

評
→
③ 

 

な
お
、 

 
 

議
→
議≒

論
→
論≒

難
→
非≒

難
→
② 

と
な
る
の
で
、
②
の
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
注
に
注
意
す
る

1
75

と
、
注
６
・
８
・
９

に
よ
り
、 

 



世
間
が
「
議
」
す
内
容
が
、 

 
 

す
ぐ
に
、
間
も
な
く
、
朝
廷
に
入
っ
て
、
役
職
に
就(

つ)

く 

こ
と
な
の
で
、
「
非
難
」
は
あ
り
え
な
い
。 

  

な
お
、
「
議≠
非
」
で
あ
り
、
②
が
正
解
と
な
ら
な
い
理
由
は
次
の
通
り
。 

① 

議≒

論
→
論≒

理 
ゆ
え
に 

議≒

理 

②
「
理
非
曲
直
」
と
い
う
四
字
熟
語
を
考
え
る
。
例
文
と
意
味
は
次
の
通
り
。 

 

「
理
非
曲
直
を
あ
き
ら
か
に
す
る
」
＝
正
し
い
こ
と(

理
・
直)

と
ま
ち
が
っ
て
い
る
こ
と

(

非
・
曲)

を
分
け
て
説
明
す
る 

③ 

こ
の
四
字
熟
語
に
お
い
て 

 
 

理≠

非 

曲≠

直 

④ 

い
ま 

議≒

論 

な
の
で
、 

論≒

理≠

非 

⑤ 

ゆ
え
に 

議≠

非 

 

問
３{

漢
字}{

比
較}{

注} 
 
 

(ⅰ
)

重
要
漢
字

1
62

に
よ
り
、
傍
線
部
の
「
不
若
」
は
次
の
通
り
。 

  
 
 

如
＝
若

3
8
.4 

 
 
 
 

↓ 
 

 
 
 

不
若

3
8
.4

＝
不
如
＝
～
に
し
か
ず 

  

よ
っ
て
、
③
以
外
が
正
解
。 

 

「
ず
ん
ば
」1

12

が
あ
る
の
で
①
⑤
に
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
次
の
よ
う
に
「
比
較
」3

9

を

理
解
し
て
い
る
と
誤
り
だ
と
わ
か
る
。 

 [

比
較]   

Ｘ
不
若
Ｙ
＝
Ｘ
は
Ｙ
に
し
か
ず
＝
Ｘ
は
Ｙ
に
及
ば
な
い 

 

だ
か
ら
、
原
文
「
丈
人
不
若
○
○
」3

8
.3
~4

に
お
い
て
、 

 

丈
人(

じ
ょ
う
じ
ん)

は 

○
○
に
し
か
ず
… 



な
ら
ば
①
⑤
は
正
解
だ
が
、 

 
丈
人(

じ
ょ
う
じ
ん)

に
し
か
ず
… 

と
な
っ
て
い
る
の
で
誤
り
。 

 

そ
こ
で
、
②
と
④
の
戦
い
。 

②
「
為
レ

相
」
「
相
の
た
め
に
す
る
」 

④
「
為
レ

相
」
「
相
と
な
る
」 

 

こ
こ
で
、
直
前
の
「
相
」3

8
.3

の
読
み
と
意
味
に
つ
い
て 

 

注
に
注
意
す
る

1
75

と
、 

「
入(

い)

り
て
相
た
ら
ん
」3

8
.3

＝
「
入
」
の
注
９
：
役
職
に
就(

つ)(

い
て)+

相
た
ら
ん
＝
役

職
に
就(

つ)

い
て
相
と
な
る
＝
…
相
と
為
る 

 

な
の
で
、
④
が
正
解
。 

 (ⅱ
)

は
次
の
通
り
。 

 

④
「
相
と
為(

な)

ら
ざ
る+

に
し
か
ず
」
→
相
と
為(

な)

ら
な
い+
ほ
う
が
よ
い

3
9

→
③

「
宰
相
と
な
ら
な
い
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
」 

 

な
お
「
宰
相(

さ
い
し
ょ
う)

」
は
わ
が
国
の
内
閣
総
理
大
臣
に
相
当
す
る
。 

 

 

問
１ 

Ｙ {

熟}{

注} 

 
 

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

7
4 

と
い
う
ル
ー
ル
は
、 

 
 

上
も
下
も
同
じ
意
味
の
二
字
熟
語
に
す
る

1
7
0

・1
71

の
が
原
則
な
の
で
、
次
の
よ
う
に

し
て
正
解
に
至
る
。 

 

沢
→
「
恩≒

沢
」
→
「
恩≒

恵
」
→
③ 

 

沢
→
「
恩≒

沢
」
→
「
恩≒

愛
」
→
⑤ 

 

Ｘ
と
あ
わ
せ
て
③
の
正
解
が
確
定
。 

  

他
の
ヒ
ッ
カ
ケ
選
択
肢
は
次
の
よ
う
に
し
て
作
っ
た
の
だ
ろ
う
。 



 
沢
→
「
潤≒

沢
」
→
潤
す
＝
十
分
に/

水
を/

与
え
る≒

十
分
に/

物
を/

与
え
る 

 
①
「
水
を
用
意
す
る
」
←
「
用
意
す
る
」≠

与
え
る 

 

②
「
田
畑
を
与
え
る
」
←
「
田
畑
」
に
限
ら
な
い 

 

④
「
物
資
を
供
給
す
る
」
←
十
分
に 

が
な
い 

 
 問

４{

注}{

対
比}{

熟}{
漢
字} 

 

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！1

7
6 

に
よ
り
、
問
４
の
説
明
文
を
見
る
と
、 

(ⅰ
)

誰
の
「
言
」
「
計
」
が 

(ⅱ
)

誰
に
よ
っ
て
「
聴
か
れ
」
「
従
わ
れ
」
る
の
か

4
4
.1 

と
な
っ
て
い
る
の
で
、 

[(ⅰ
)

誰]

と[(ⅱ
)

誰]

は
別
人
で
、ⅰ

〇
〇
さ
ん
とⅱ

□
□
さ
ん
の
対
比
に
な
っ
て
い
る
。 

  

次
に
、
傍
線
部
「
言
聴
か
れ
、
計
従
わ
れ(

る)

」3
8
.6

を
二
字
熟
語
を
使
っ
て
訳
す
と
、 

 

〇
〇
の
言
葉
が
□
□
に
聴
か
れ
、
〇
〇
の
計
画
が
□
□
に
従
わ
れ
る 

  

次
に
、
傍
線
部
の
直
前
か
ら
〇
〇
と
□
□
を
探
す
と 

「
君
臣
」3

8
.5

＝
「
君
主
と
臣
下
」 

 

そ
こ
で
、
「
○
○
の
言
葉
と
計
画
が
聴
か
れ
て
従
わ
れ
る
」
時
の
、
〇
〇
は
、
君
主
か
？

臣
下
か
？ 

  

傍
線
部
の
直
前
と
直
後
か
ら
根
拠
を
探
す
と
、 

[

直
前] 

 

賢
相(

賢
い
宰
相)

の(

が)

…
功
業(

功
績
・
業
績)

を
建
て
…
る
所
以(

ゆ
え
ん

1
6
2

：
理
由)

は

3
8
.5 

 

こ
こ
で
、
「
賢
相
」3

8
.4
~5

は
臣
下
。 

[

直
後] 



 
功
名(

功
績
と
名
声)

と
も
に
美
な
り

3
8
.6 

 
こ
こ
で
、
「
功
名
」
は
だ
れ
の
功
名
か
？
を
考
え
る
。 

 

問
３
の
訳
「
あ
な
た
の
名
声
は
損
な
わ
れ
る
で
し
ょ
う
」4

3
.1

で
、 

 

「
あ
な
た
」
＝
寇
準
＝
北
宋
の
…
政
治
家
注
４

＝
北
宋
皇
帝
の
臣
下 

 

な
の
で
、
「
功
名
」3

8
.6

は
、
臣
下
の
功
名
。 

  

す
る
と
傍
線
部
の
前
後
で
は
、 

  

賢
相(

＝
臣
下)

の
…
功
業(

功
績)

3
8
.5 

 

〇
〇
の
言(

が)

聴
か
れ

3
8
.6 

 
(

臣
下
の)

功
名(

功
績
と
名
声)

3
8
.6 

  

と
な
り
、
臣
下
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
○
○
は
臣
下
。
す
る
と
□
□
は
君
主
。
よ

っ
て
正
解
は
③ 

 

問
５ 

傍
線
部
は
「
な
ぜ
か
」
と
問
わ
れ
て
い
る
の
で
、
傍
線
部
の
直
前
か
ら
理
由
を
探

す
。 

[

原
文]

丈
人(

あ
な
た
＝
冠
準)

の
明
主(

皇
帝
注1

4)

に
お
け
る
や
…
魚
の
水
有
る
が
ご
と
き

(

君
臣
の
関
係
が
極
め
て
良
好
注1

3)

か
？3

8.
7 

 

す
る
と
選
択
肢
は
次
の
二
つ
。 

 

冠
準
が
皇
帝
と
親
密
な
状
態
に
な
れ
な
け
れ
ば
② 

 

冠
準
が
皇
帝
の
信
用
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
⑤ 

 

さ
ら
に
前
を
見
る
と
、 

[

原
文]

い
ま
、
丈
人(

あ
な
た
＝
冠
準
が)

…
相(

宰
相)

た
れ
ば
…
太
平
を
も
っ
て
も
と
め

ん
。3

8
.6
~7 

な
の
で
、
「
冠
準
＝
宰
相
」 



 
こ
こ
で
⑤
は
「
宰
相
は
冠
準
に
対
し
て
」
だ
が
、[

冠
準
＝
宰
相]

よ
り
⑤
は
「
宰
相
は
宰

相
に
対
し
て
」
と
な
り
、
⑤
は
不
適
切
な
文
と
な
る
。
そ
こ
で
②
が
正
解
。 

問
６{

主
張} 

 

最
初
の
作
業
で
つ
か
ん
だ
主
張
は
、 

 

嘉
祐
が
ス
ゴ
イ
！ 

 

そ
こ
で
「
嘉
祐
の
ど
こ
が
ス
ゴ
イ
の
か
？
」
と
い
う
点
か
ら
選
択
肢
を
原
文
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
。 

①
宰
相
が
政
治
を
行
う
時
、
ど
の
よ
う
に
人
々
と
向
き
合
う
べ
き
か
を
…
知
っ
て
い
る
。 

 
 

↓ 

 

ナ
ン
ト
ナ
ク
あ
り
そ
う
な
内
容
だ
が
、
対
応
す
る
原
文
が
な
い
。 

 

②
嘉
祐
は
…
世
間
の
意
見
の
大
勢
に
は
っ
き
り
と
反
対
し
て
い
る 

 
 

↓ 

 

み
な
丈
人(

あ
な
た
が)

…(

宮
廷
に)

入
り
て(

宰)

相
た
ら
ん
と
云(

い)

う

3
8.
2
~3 

 
 

↓ 

 

「
み
な
…
云
う
」
内
容
は
世
間
の
「
予
測
」
で
あ
っ
て
、
「
意
見
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
。 

 

③
嘉
祐
は
…
古
代
…
を
参
考
に
し
て
い
る 

 
 

↓ 

 

「
古(

い
に
し
え)

よ
り

3
8
.4

」
だ
か
ら
古
代
か
ら
現
代
ま
で
。 

 

④
皇
帝
と
宰
相
の
政
治
的
関
係
を
…
理
解 

 
 

↑ 

 

賢
相
の(

が)

功
業
を
建
て(

る)

…
所
以(

ゆ
え
ん
＝
理
由)

は
…(

注1
3

君
臣
の
関
係
が
極
め

て
良
好)

れ
ば
な
り(

＝
だ
か
ら
だ

4)
3
8.
5 

④
冠
準
の
今
後
の
進
退(

就
任
・
退
任)

に
つ
い
て
的
確
に
進
言 

 
 

↑ 

 

宰
相
と
な
ら
な
い
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
傍
線
部
Ａ3

8
.3

問
３(ⅱ

)

③ 

 

⑤
言
動
の
慎
重
さ 

 
 

↓ 

 

対
応
す
る
原
文
が
な
い
。 

 
 

 

よ
っ
て
、
正
解
は
④
。 

 

以
上 


