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021 

・
令
和
３
年
共
通
テ
ス
ト
１
回
目

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
、185

は
『
早
覚
え
』
の18

5

ペ
ー
ジ
、
Ⅰ1

は
問
題
文

Ⅰ
の
１
行
目
を
示
す
。  

【
問
題
文
Ⅰ
】 

[

出
典]

北
宋
の
欧
陽
脩(
お
う
よ
う
し
ゅ
う)

『
欧
陽
脩
文
忠
公
集
』 

[

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
。 

吾
に
千
里
の
馬
有
り 

毛
骨
何
ぞ
蕭
森(

し
ょ
う
し
ん)

た
る 

疾(

は
や)

く
馳(

は)

す
れ
ば
奔
風(
ほ
ん
ぷ
う)

の
ご
と
く 

白
日(

は
く
じ
つ)

に
陰
を
留
む

る
無
し 

徐(

お
も
む)

ろ
に
駆(

か)

く
れ
ば
大
道
に
当
た
り 

歩
驟(

ほ
し
ゅ
う)

は
五
音(

ご
い
ん)

に

中(

あ)

た
る 

馬
に
四
足
有
り
と
雖(

い
え
ど)

も 

遅
速(

ち
そ
く)

は
吾
が
心
に
在
り 

六
轡(

り
く
ひ)

は
吾
が
手
に
応
じ 

調
和
す
る
こ
と
瑟
琴(

し
つ
き
ん)

の
ご
と
し 

東
西
と
南
北
と 

山
と
林
と
を
高
下(

こ
う
げ)

す 

惟(

た)

だ
意
の
適(

ゆ)

か
ん
と
欲
す
る
所
に
し
て 

九
州
周(

あ
ま
ね)

く
尋(
た
ず)

ぬ
べ
し 

至
れ
る
か
な
人
と
馬
と 

両
楽
相
侵
さ
ず 

伯
楽
は
其
の
外(

そ
と)

を
識(

し)

る
も 

徒(

た)

だ
価(

あ
た
い)

の
千
金
な
る
を
知
る
の
み 

王
良
は
其
の
性(

せ
い)

を
得
た
り 

此(

こ)

の
術
固(

も
と)

よ
り
已(

す
で)

に
深
し 

良
馬
は
善
馭(

ぜ
ん
ぎ
ょ)

を
須(

ま)

つ 

吾
が
言(

げ
ん)

箴(

し
ん)

と
為
す
べ
し  

[

現
代
語
訳]

( 
)

内
は
訳
者
の
補
足
。 

す
ば
ら
し
い
馬
を
飼
っ
て
い
る 

体
は
キ
リ
リ
と
ひ
き
し
ま
り
、
毛
な
み
は
最
高
に
美
し
い 

早
駆(

は
や
が)

け
す
れ
ば
ま
る
で
つ
む
じ
風 

太
陽
が
作
る
影
は
止
ま
ら
な
い 

並
足(

な
み
あ
し)

な
ら
ば
広
い
道
が
ふ
さ
わ
し
く 

足
音
は
音
階
を
奏(

か
な)

で
る 

見
事
な
足
な
み
だ
が 

そ
の
速
さ
は
私
の
心
次
第 

操
る
六
本
の
手
綱(

た
づ
な)

は 

大
小
の
琴
の
和
音
の
よ
う
だ 

東
西
南
北 

山
を
登
り
林
に
下(

く
だ)

る 



行
先
を
思
う
だ
け
で
中
国
全
土
ど
こ
で
も
行
け
る 

人
も
馬
も
互
い
に
邪
魔
す
る
こ
と
な
く
そ
の
楽
し
み
を
尽
く
す 

伯
楽
は
外
面
を
知
る
が 

高
価
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
だ
け 

王
良
は
本
質
を
理
解
し 

こ
の
技
術
の
根
本
を
つ
か
ん
で
い
る 

す
ぐ
れ
た
馬
に
は
す
ぐ
れ
た
御
者
が
不
可
欠
だ 

こ
の
こ
と
を
心
に
刻
め 

※
訳
注 

千
里
馬―

一
日
に
千
里
も
走
る
優
秀
な
馬 

陰―

日
光
に
よ
っ
て
で
き
る
影
。
２
行
目
は
直
線
的
な
速
さ
を
強
調
し
、
次
の
行
は
ゆ
っ
た

り
と
し
た
世
界
の
広
が
り
を
強
調
す
る
と
い
う
対
比
。 

当(

あ)

た
り―

適
当
、
相
当 

五
音
に
中(

あ)

た
る―

「
五
音
」
は
中
国
の
５
音
階(

宮—
商—
角—

徵—

羽)

。
な
お
、
ド
レ
ミ

フ
ァ
ソ
ラ
シ
は
７
音
階
。
「
五
音
に
中(

あ)

た
る
」
と
は
足
音
が
ド
・
レ
・
ミ
・
フ
ァ
・
ソ

の
よ
う
な
音
階
を
奏(

か
な)

で
る
こ
と
。 

六
轡(

り
く
ひ)

～
調
和―

「
六
轡
」
は
６
本
の
手
綱(

た
づ
な)

。
一
頭
あ
た
り
２
本
の
手
綱

を
使
う
の
で
、
四
頭
立
て
の
場
合
は
８
本
、
図
の
よ
う
に
１
頭
の
場
合
は
２
本
だ
が
、
文
学

上
は
「
六
轡(

り
く
ひ)

」
と
表
現
す
る
。
複
数
の
手
綱
を
さ
ば
く
様
子
を
、
大
小
さ
ま
ざ
ま

の
琴
の
音
が
和
音
に
な
る
こ
と
に
た
と
え
て
い
る
。 

惟(

た)

だ
意
の…

―

書
き
下
し
文
は
問
４
の
正
解
に
従
っ
た
が
、
直
訳
す
る
と
不
自
然
な
文

に
な
る
。
そ
こ
で
、
読
み
方
を
「
惟(

た)

だ
適(

ゆ)

か
ん
と
欲
す
る
所
を
意(

お
も)

う
の
み

に
て
」
に
変
え
て
訳
文
を
作
っ
た
。
詳
細
は
問
４
の
解
説
参
照
。 

外―

外
面 

 

性―

本
性
、
本
質
。
伯
楽
と
王
良
を
対
比
し
、
後
者
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。 

須(

ま)

つ―

必
須
、
必
要
不
可
欠
。
「
ま
つ
」
と
訓
読
す
る
が
、
「
待
つ
」
と
異
な
り
、

「
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
意
味
。 



箴(

し
ん)―

教
訓
、
訓
戒
、
い
ま
し
め
。 

【
問
題
文
Ⅱ
】 

[

出
典]

『
韓
非
子
』
戦
国
末
期
の
法
家
の
書

1
8
5 

[

書
き
下
し
文] 

 

凡(

お
よ)

そ
御(
ぎ
ょ)

の
貴(

た
っ
と)

ぶ
所
は
、
馬
体 

車
に
安
ん
じ
、
人
心 

馬
に
調(

か

な)

い
、
而(

し
か)

る
後(
の
ち)

に
以(

も
っ)

て
進
む
こ
と
速(

す
み)

や
か
に
し
て
遠
き
を

致(

い
た)

す
べ
し
。
今 

君(

き
み)
は
後(

お
く)

る
れ
ば
則
ち
臣(

し
ん)

に
逮(

お
よ)

ば
ん
と

欲(

ほ
っ)

し
、
先
ん
ず
れ
ば
則
ち
臣
に
逮(

お
よ)

ば
る
る
を
恐
る
。
夫(

そ)

れ
道
に
誘(

す

す)

め
て
遠
き
を
争
ふ
は
、
先
ん
ず
る
に
非(
あ
ら)

ざ
れ
ば
則
ち
後(

お
く)

る
る
な
り
。
而

(

し
こ
う)

し
て
先
後
の
心
は
臣
に
在(

あ)

り
。
尚(
な)

ほ
何
を
以
て
馬
に
調(

か
な)

は
ん
。

此(

こ)

れ
君
の
後(

お
く)

る
る
所
以(

ゆ
え
ん)

な
り
。 

[

現
代
語
訳]

( 
)

内
は
訳
者
の
補
足
。 

問
題
文
は
次
の
論
理
構
成
を
取
る
の
で
、
訳
文
に
見
出
し
を
つ
け
た
。 

ａ
凡(

お
よ)

そ 

前
提
と
な
る
一
般
原
則 

ｂ
今(

い
ま) 

 

問
題
と
な
る
事
実 

ｃ
夫(

そ)

れ 
 

分
析 

ｄ
此(

こ)

れ…

所
以(

ゆ
え
ん) 

結
論
＝
事
実
の
理
由 

ａ
一
般
原
則 

 

一
般
に
、
馬
車
の
操
縦
で
大
事
な
点
は
、
馬
の
体
が
車
に
な
じ
ん
で
安
定
し
、
人
の
心
が

馬
と
調
和
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
速
く
遠
く
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

ｂ
問
題
と
な
る
事
実 

 

い
ま
あ
な
た
様
は
、
遅
れ
る
と
私
に
追
い
つ
こ
う
と
し
、
先
行
す
る
と
私
に
追
い
つ
か
れ

る
こ
と
を
恐
れ
ま
す
。 

ｃ
分
析 

 

そ
も
そ
も
、
馬
を
御(

ぎ
ょ)

し
て
距
離
を
競
う
場
合
、
前
に
い
な
け
れ
ば
後(

う
し
ろ)

に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
前
に
い
る
か
い
な
い
か
の
心
は
私
に
あ
り
ま
す
。
ほ
か
に
何
を
馬
と
調

和
さ
せ
る
の
で
す
か
。(

何
も
あ
り
ま
せ
ん
。)

 



ｄ
結
論
＝
事
実
の
理
由 

 
あ
な
た
様
が
遅
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
。(

前
に
い
る
心
だ
け
で
な
く
、
他
の
こ
と
を

考
え
る
か
ら
で
す
。) 

※
訳
注 

逮(

お
よ)

ぶ―

追
い
つ
く 

誘
道―

誘
導 

【
解
説
】
※
本
番
で
の
説
き
方
を
再
現
す
る
の
で
、
解
答
の
順
は
前
後
す
る
。 

筆
者
の
主
張
を
つ
か
む

m4 

ス
テ
ッ
プ
１―

―

最
初
の
２
行
を
読
む 

問
題
文
Ⅰ
＝
１
行 

問
題
文
Ⅱ
＝
１
行 

 
 
 

説
明
・注
で
正
解
つ
か
め
！1

76 

に
よ
り
問
題
文
Ⅰ
Ⅱ
の
最
初
の
１
行
を
説
明
文
「
馬
車
を
操
縦
す
る
」
と(

注)

１
２
で
補
う

と
次
の
と
お
り
。
※
理
解
の
た
め
、
歴
史
的
か
な
づ
か
い
は
今
の
か
な
づ
か
い
に
変
更
し
、
一
部
の
漢

字
は
ひ
ら
が
な
と
し
た
。 

Ⅰ 

吾(

わ
れ)

に
千
里
の
馬
あ
り 

馬
の
毛
並
み
と
骨
格 

何 

ひ
き
し
ま
っ
て
美
し
い 

Ⅱ 

凡(

お
よ)

そ
馬
車
を
操
縦
す
る
御(

術)

の
尊
ぶ
と
こ
ろ
は 

馬
体 

車
に
安
ん
じ
、
人
心 

馬
に
調(

か
な)

い
、
而(

し
か)

る
後
に
以(

も
っ)

て
進
む
こ
と
速(

す
み)

や
か
に
し
て
遠
き

を
致(

い
た)

す
べ
し
。 

 

ス
テ
ッ
プ
２―

―

最
後
の
３
行
を
読
む 

問
題
文
Ⅰ
の
最
後
の
１
行
と
問
題
文
Ⅱ
の
最
後
の
２
行
を
、
説
明
文
「
王
良
は
襄
主
に
仕

え
る
臣…

襄
主
が
王
良
に
馬
車
の
駆
け
競(

く
ら)

べ
を
挑
み…

勝
て
な
か
っ
た
」
お
よ
び

(

注)

10
で
補
う
と
次
の
と
お
り
。 

Ⅰ 

良
馬
は
す
ぐ
れ
た
御
者
を
須(

ま)

つ 

吾
が
言 

い
ま
し
め
と
為
す
べ
し 



Ⅱ 
(

馬
車
の
駆
け
競(

く
ら)

べ
の)

先
後
の
心
は
臣(

王
良)

に
あ
り
。
尚(

な)

お
何
を
以(

も

っ)
て
馬
に
調(

か
な)

わ
ん
。
此
れ
君(

襄
主)

の
後(

お
く)

る
る(

競
争
で
勝
て
な
か
っ
た)

所
以(

ゆ
え
ん

1
62

重
要
漢
字

：
理
由)

な
り
。 

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
１ 

ａ[

馬
の
毛
並
み
と
骨
格…

ひ
き
し
ま
っ
て
美
し
い] 

ス
テ
ッ
プ
２ 

ｂ[

人
心 

馬
に
調(

か
な)
い]  

ス
テ
ッ
プ
３ 

③
ａ[

す
ぐ
れ
た
馬] 

ｂ[(

人
が)
馬
と
一
体
と
な
っ
て
走
る] 

ａ
と
ｂ
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
。
な
お
、
「
熟
語
に
よ
る
翻
訳
」
で
正
解
つ

か
め
！1

70

に
よ
り
、
「
調(

か
な)

う
」
の
意
味
に
近
い
二
字
熟
語
は
「
調
和
」
と
し
た 

ａ 

馬
の
毛
並
み
と
骨
格(

は)

ひ
き
し
ま
っ
て
美
し
い
＝
す
ぐ
れ
た
馬 

ｂ 

人
心  

 
 
 

馬
に
調(

か
な)

い 

                  
|| 

 

人(

の)

心(

が)

馬
に
調
和
し
＝(

人
が)

馬
と
一
体
と
な
っ
て
走
る 

 

正
解
候
補
は
③
で
あ
り
、
筆
者
の
主
張
の
一
部
は
、
「
馬
車
を
操
縦
す
る
『
御
術
』
に
お

い
て
は
」
「
す
ぐ
れ
た
馬
を
選
ぶ
だ
け
で
な
く
馬
と
一
体
と
な
っ
て
走
る
こ
と
も
大
切
で
あ

る
。
」
だ
ろ
う
。
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。
こ
こ
で 

 

退
却
ル
ー
ル

m
6  

三
分
以
内
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
、
「
す
ぐ
れ
た
馬
を
選
ぶ
だ
け
で
な
く
馬
と
一
体
と
な
っ
て
走
る
」
を

念
頭
に
お
い
て
読
ん
で
い
く
。 

 

問
２
(1){

主
張} 

「
何
」
一
字
が
問
わ
れ
た
ら
「
読
み
：
な
に
を
か 

意
味
：
な
に
を
」
だ
が

80

、
選
択
肢
に

な
い
。 



 
主
張
の
一
部
は
「
す
ぐ
れ
た
馬
」
問
６
③

な
の
で
、
「
馬
の
毛
並
み
と
骨
格(

が)

何(

な
ん)

と
ひ
き
し
ま
っ
て
美
し
い(

こ
と
か)

」
と
読
む
と
主
張
と
合
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
正
解
は

⑤
「
な
ん
と
」
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
「
何
」
は
「
な
ん
て
～
こ
と
か
。
と
て
も
～
」
と
い
う
意
味
だ
が
覚
え
る
必
要
は
な

い
。
主
張
を
つ
か
め
ば
解
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 

問
３{

対
比}{

主
張}{

３} 

 

対
比
に
注
意

m
19

す
る
と
、 

 

傍
線
部
Ａ
と
筆
者
の
主
張
の
一
部
は
、
次
の
よ
う
に
ｘ
と
ｙ
の
対
比
に
な
っ
て
い
る
。 

傍
線
部
Ａ 

 

ｘ
馬
に
四
足
有(

あ)

り 

 
 
 

と
雖(

い
え)

ど
も 

 

ｙ
遅
速
は
吾
が[

Ｘ]

あ
り 

筆
者
の
主
張
の
一
部 

 

ｘ
す
ぐ
れ
た
馬
を
選
ぶ 

 
 
 

だ
け
で
な
く 

 

ｙ
馬
と
一
体
と
な
っ
て
走
る
こ
と
も
大
切 

         || 

    

人
心 

馬
に
調(

か
な)

い
Ⅱ1 

 

し
た
が
っ
て[

Ｘ]

は
②
「
心
」
が
正
解
か
。 

 

偶
数
句
末
の
母
音
を
そ
ろ
え
る
押
韻

1
82

で
確
認
し
て
も
、
森shin

、
陰in

、
音in

、
心

shin

、
琴kin(

以
下
略)

と
な
り
、in

が
母
音
な
の
で
②
の
正
解
は
問
題
な
し
。 

 

問
４{

注}{

漢} 

 

音
読

m
30

し
て
漢
文
に
慣
れ
て
い
な
い
と
難
問
。 

 

『
早
覚
え
速
答
法
』1

8
9

で
暗
唱
用
に
用
意
し
た
「
出(

い)

づ
る
所
を
知
ら
ず
し
て
考
試
に

通
ら
ん
と
欲(

ほ
っ)

す
る
は…

」
と
い
う
文
に
読
み
慣
れ
て
い
れ
ば
、 

・
「
所(

と
こ
ろ)

」
は
「
所
レ

Ａ
＝
Ａ
す
る
所
」 



・
「
欲
」
は
「
欲
レ

Ｂ
＝
Ｂ(

せ)

ん
と
欲(

ほ
っ)

す
」 

だ
か
ら
、
正
解
は
④
「
所
レ

欲
レ

適
」
か
。 

 

選
択
肢
④
お
よ
び
傍
線
部
Ｂ
の
次
の
句
を
訳
し
て
確
認
す
る
と
次
の
と
お
り
。 

④
惟(

た)

だ
意
の
適(

ゆ)

か
ん
と
欲
す
る
所
に
し
て 

 
 
↓
 

 

た
だ
意
識
が
行
こ
う
と
望
む
場
所
で
あ
っ
て 

※
「
欲
」
は
「
熟
語
に
よ
る
翻
訳
」170

を
使
っ
て
「
欲→

欲
望→

望
」
と
訳
し
た
。 

 

傍
線
部
Ｂ
の
次
の
句
は 

 
 

説
明
・注
で
正
解
つ
か
め
！176 

に
よ
り
注
７
を
使
う
と
、 

 

中
国
全
土 

尋(

た
ず)

ね
る(

こ
と
が)

で
き
る 

※
傍
線
部
Ｂ
の
「
可(
べ)
し
」
は
「
～
で
き
る
」→

重
要
漢
字1

3
9 

※
「
周
」
は
問
題
部
分
な
の
で
省
略
。 

 

選
択
肢
④
に
続
け
る
と
次
の
と
お
り
。 

た
だ
意
思
が
行
こ
う
と
望
む
場
所
で
あ
っ
て
④

、 

 

中
国
全
土(

ど
こ
で
も)

尋(

た
ず)

ね
る(

こ
と
が)

で
き
る
Ⅰ7 

日
本
語
と
し
て
少
し
お
か
し
い
が
許
容
範
囲
な
の
で
④
が
正
解
。 

 [

補
足]

私
に
と
っ
て
は
難
問
だ
っ
た
。 

 

最
初
私
は
、
「
た
だ
適(

ゆ)

か
ん
と
欲(

ほ
っ)

す
る
所
を
意(

お
も)

う
の
み
に
て
： 

惟

 

た
ダ

意 お
も
フ
ノ
ミ
ニ
テ

レ

所

 
 

ヲ
レ

欲

 

ス
ル

レ

適

 

ゆ
カ
ン
ト

」
と
訓
読
し
た
。
こ
の
読
み
だ
と
、 

 

た
だ
ゆ
か
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
を
お
も
う
の
み
に
て 

 
 
↓

訳 

 

行
こ
う
と
望
む
場
所
を
意
識
す
る
だ
け
で
、 

 

中
国
全
土(

ど
こ
で
も)

尋(

た
ず)

ね
る(

こ
と
が)

で
き
る
Ⅰ7 

 



の
よ
う
に
傍
線
部
Ｂ
と
次
の
句
が
自
然
な
日
本
語
に
訳
せ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
読
み
方
が
選

択
肢
に
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
と
ま
ど
い
、
や
む
を
得
ず
、
「
所
レ

欲
レ

適
」
と
す
る
④
を
選

ん
だ
。 

 

な
お
、
「
惟(
た)

だ
」
は
通
常
「
惟(

た)

だ
～
の
み
」
と
訓
読
す
る
が
、
選
択
肢
④
の
読

み
だ
と
「
の
み
」
と
読
む
べ
き
場
所
が
な
い
。 

 

問
２
(2){

注}{

熟} 

 

波
線
(2)
を
含
む
句
は 

 
 

説
明
・注
で
正
解
つ
か
め
！176 

に
よ
り
注
７
を
使
う
と
、 

 

中
国
全
土 

周 

尋(

た
ず)

ね
る(

こ
と
が)

で
き
る 

 

し
た
が
っ
て
、
正
解
候
補
は
次
の
二
つ
だ
ろ
う
。 

中
国
全
土 

あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
③
尋(

た
ず)

ね
る(

こ
と
が)

で
き
る 

 

中
国
全
土 

は
る
か
遠
く
よ
り
⑤
尋(

た
ず)

ね
る(

こ
と
が)

で
き
る 
 

 

次
に
、
「
熟
語
に
よ
る
翻
訳
」1

70

に
よ
り
「
周
」
を
含
む
熟
語
を
作
っ
て
考
え
る
。
た
と

え
ば
「
周
知
徹
底
」
の
場
合
、
「
み
ん
な
に
知
ら
せ
る
」
の
で
あ
っ
て
「
遠
く
か
ら
知
ら
せ

る
」
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て 

 

み
ん
な
＝
す
べ
て
＝
あ
ら
ゆ
る 

 

な
の
で
③
が
正
解
。 

 

な
お
、
「
周
：
あ
ま
ね
く
」
と
い
う
読
み
を
知
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
知
識
は
最
小
に

と
ど
め
、
あ
と
は
考
え
て
勝
負
し
よ
う
。 

 

ま
た
、
「
周
知
」
は
「
周(

あ
ま
ね)

く
知
ら
せ
る
」
の
で
「
周
＝
知
」
で
は
な
い
。
「
ほ

ぼ
同
じ
意
味
の
漢
字
で
熟
語
を
作
る
」1

7
0

～1
71

と
い
う
原
則
で
は
な
く
、
そ
の
応
用
だ
。
考

え
て
原
則
を
応
用
す
る
こ
と
も
共
通
テ
ス
ト
で
は
必
要
だ
。 

 



問
２
(3){

漢} 
「
与
＝
と
」154

な
の
で
、
波
線
(3)
と
次
の
句
は
次
の
と
お
り
。 

 

至
哉 
人
と
馬
と
両
方
の
楽
し
み
相(

あ
い)

侵(

お
か)

さ
ず 

「
楽
し
み
＝
感
情
」
な
の
で
、
正
解
候
補
は
②
「
気
持
ち
」
か
④
「
境
地
」
。
「
人
と
馬
と

両
方
の
」
な
の
で
、
②
「
人
の
」
だ
け
し
か
な
い
の
が
キ
ズ
と
な
り
、
④
が
正
解
。 

 

問
１(

ア){

ノ
ミ} 

 

「
徒
」
は
「
た
だ
～(

の
み)

」95
な
の
で
①
「
只(

た
だ)

」
。 

問
１(

イ){

漢} 

 

「
固
」
は
「
も
と
よ
り
」161

な
の
で
⑤
「
本(
も
と)

」
。 

 

問
５{

熟}{

於} 

「
逮
」
は
「
熟
語
に
よ
る
翻
訳
」170

を
使
う
。
「
逮
捕
」
と
い
う
二
字
熟
語
は
「
逮≒

捕
」

だ
か
ら
、
「
逮
」
の
意
味
は
「
捕(

と)

ら
え
る
」
。
選
択
肢
で
こ
れ
に
近
い
訳
語
は
②
④
⑤

「
追
い
つ
く
」
。 

 

次
に
、
「
逮
二

于
臣
一

」
に
お
い
て
「
于
＝
於
」55

。
「
於
」
の
上
は
動
詞
「
逮(
捕)

」
だ

か
ら
、
受
身49

と
な
り
「
れ
る
、
ら
れ
る
」
の
あ
る
⑤
「
追
い
つ
か
れ
る
」
が
正
解
。 

 

問
６{

主
張} 

 

こ
こ
ま
で
解
い
た
段
階
で
、
問
題
文
Ⅰ
の
９
10
行
目
と
問
題
文
Ⅱ
の
２
行
目
は
読
ん
で
い

な
い
が
、
特
に
問
題
が
な
い
の
で
、
最
初
の
作
業
で
つ
か
ん
だ
③
を
正
解
と
し
て
お
く
。
本

番
で
時
間
が
あ
れ
ば
全
部
読
ん
で
確
認
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
受
験

生
は
わ
ず
か
だ
。 

以
上 


