
2
021 

・
令
和
３
年
共
通
テ
ス
ト
２
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185

ペ
ー
ジ
、36.5

は
問
題
文

36
ペ
ー
ジ
の
５
行
目
を
示
す
。  

 

【
問
題
文
】
【
問
７
資
料
】 

[

出
典] 

問
題
文
：
曾
鞏(
そ
う
き
ょ
う)

『
墨
池
記(

ぼ
く
ち
き)

』 

問
７
資
料
：
『
晋
書
』
「
王
義

之
伝
」 

 

 

王
義
之(

お
う
ぎ
し303

～361

年)
は
東
晋
の
政
治
家
で
書
家
。
「
書
聖
」
と
称
さ
れ
、
そ

の
筆
法
は
書
を
学
ぶ
者
の
お
手
本
と
な
る
。
曾
鞏(1019

～1083

年)

は
北
宋
の
政
治
家
で
文

章
家
。 

 [

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
。 

問
題
文 

 

義
之(

ぎ
し)

の
書
は
、
晩(

お
そ)

く
し
て
乃(

す
な
わ)

ち
善(
よ)
し
。
則(

す
な
わ)

ち
能

(

よ)

く
す
る
所
は
、
蓋(

け
だ)

し
亦(

ま)

た
精
力
を
以(

も
っ)

て
自
ら
致(
い
た)

す
者
に
し

て
、
天
成
に
非(

あ
ら)

ざ
る
な
り
。
然(

し
か)

れ
ど
も
後
世
未(

い
ま)

だ
能
く
及
ぶ
者
有
ら

ざ
る
は
、
豈(

あ)

に
其
の
学
ぶ
こ
と
彼
に
如(

し)

か
ざ
る
か
。
則(

す
な
わ)

ち
学
は
固(

も

と)

よ
り
豈(

あ)

に
以
て
少(

お
ろ
そ
か
に)

す
べ
け
ん
や
。
況(

い
わ)

ん
や
深
く
道
徳
に
造

(

い
た)

ら
ん
と
欲
す
る
者
を
や
。 

 

墨
池(

ぼ
く
ち)

の
上(

ほ
と
り)

は
、
今
は
州
の
学
舎
と
為(

な)

る
。
教
授
王
君
盛
は
、
其

の
章(

あ
ら
わ)

れ
ざ
る
を
恐
る
る
や
、
晋
の
王
右
軍
の
墨
池
の
六
字
を
楹
間(

え
い
か
ん)

に

書
し
、
以
て
之(

こ
れ)

を
掲(

か
か)

ぐ
。
又(

ま)

た
鞏(

き
ょ
う)

に
告
げ
て
曰(

い
わ)

く
、

「
願
わ
く
は
記
有
ら
ん
こ
と
を
。
」
と
。 

 

王
君
の
心
を
推(

お)

す
に
、
豈(

あ)

に
人
の
善
を
愛
し
て
、
一
能
と
雖(

い
え
ど)

も
以
て

廃
せ
ず
し
て
、
因
り
て
以
て
其
の
跡
に
及
ぶ
か
。
其(

そ)

れ
亦(

ま)

た
其
の
事
を
推
し
て
以

て
其
の
学
ぶ
者
を
勉(

は
げ
ま)

さ
ん
と
欲
す
る
か
。 



 
夫(

そ)

れ
人
の
一
能
有
り
て
後
人(

こ
う
じ
ん)

を
し
て
之(

こ
れ)

を
尚(

た
っ
と)

ば
し
む

る
こ
と
此(

か
く)

の
ご
と
し
。
況(

い
わ)

ん
や
仁
人
荘
士
の
遺
風
余
思
、
来
世
に
被(

こ
う

む)

る
者
如
何(

い
か
ん)

ぞ
や
。 

 

問
７
資
料 

 

云(

い)

わ
く
、
「
張
芝(
ち
ょ
う
し)

池
に
臨(

の
ぞ)

み
て
書
を
学
び
、
池
水(

ち
す
い)

尽

(

こ
と
ご
と)

く
黒(

く
ろ)

し
。
人
を
し
て
之(

こ
れ)

に
耽(

ふ
け)

る
こ
と
是(

か)

く
の
若

(

ご
と)

く
な
ら
し
め
ば
、
未(

い
ま)
だ
必
ず
し
も
之(

こ
れ)

に
後(

お
く)

れ
ざ
る
な
り
。
」

と
。 

 [

現
代
語
訳]

( 
)

内
は
訳
者
の
補
足
。 

『
墨
池
記
』
全
文 

 

臨
川(

と
い
う
町)

の
東
に
「
新
城
」
と
い
う
小
高
い
丘
が
あ
り
横
に
溪
流
が
あ
る
。
丘
の

上
に
長
方
形
の
浅
い
池
が
あ
り
、
「
王
羲
之(

お
う
ぎ
し)

の
墨
池(
ぼ
く
ち)

」
と
言
わ
れ
て

い
る
。
荀
伯
子
の
『
臨
川
記
』
で
は
「
王
義
之
は
張
芝
の
『
池
に
臨
ん
で
書
を
学
び
池
水
尽

(

こ
と
ご
と)

く
黒
し
』
と
い
う
精
神
を
慕
っ
た
。
こ
こ
が
そ
の
跡
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。 

 

は
た
し
て
こ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
？
強
い
て
仕
官
を
求
め
な
か
っ
た
時
、
王
義
之
は
東
方

を
め
ぐ
り
東
海
に
遊
び
、
山
水
の
間
に
あ
っ
て
歓
楽
を
尽
く
し
た
。
遊
覧
に
耽
り
そ
の
境
涯

に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

[

以
下
問
題
文] 

 

王
義
之
の
書
は
、
晩
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
す
ば
ら
し
い(

水
準
に
達
し
た)

。
し
た
が
っ

て
、
書
の
す
ば
ら
し
さ
は(

こ
れ
も)

ま
た
自
分
が
努
力
し
た
た
め
で
あ
り
、
天
が
完
成
し
た

(

天
賦
の
才
能
に
よ
る
も
の)

の
で
は
な
い
。 

 

し
か
し
、
ま
だ
王
義
之
に
匹
敵
す
る
者
が
あ
ら
わ
れ
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
修
練
が
彼
に

及
ば
な
い
た
め
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
学
ぶ
こ
と
は
そ
も
そ
も
怠
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
く
、

ま
し
て
道
徳
を
極
め
よ
う
と
す
る
者(

に
と
っ
て
学
習
が
大
切
な
こ
と)

は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

 



 
墨
池(

ぼ
く
ち)

の
ほ
と
り
は
、
今
は
州
の
学
舎
と
な
っ
て
い
る
。
教
授
の
王
盛
氏
は
、
そ

の
こ
と(

池
が
墨
で
黒
く
な
る
ま
で
修
行
し
た
張
芝
を
王
義
之
が
敬
慕
し
た
こ
と)

が
知
ら
れ

な
い
の
を
心
配
し
て
、
「
晋
王
右
軍
墨
池
」
の
六
字
を
書
い
た
額(

が
く)

を
正
門
に
掲(

か

か)

げ
、
さ
ら
に
私
に
「(

由
来
に
つ
い
て)

一
文
を
書
い
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」

と
言
っ
た
。 

 

王
氏
の
心
中
を
察
す
る
に
、
人
の
長
所
を
大
切
に
し
、
秀
で
た
と
こ
ろ
が
一
つ
で
あ
っ
て

も
そ
れ
を
伸
ば
し
て
王
義
之
に
追
い
つ
こ
う
と
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
王
義
之
の
努
力
を
薦

(

す
す)

め
て
学
生
た
ち
を
励
ま
そ
う
と
す
る
の
か
。 

 

思
う
に
、
あ
ま
り
に
す
ぐ
れ
た
一
つ
の
才
能
を
後
の
人
が
尊
重
す
る
こ
と
で
さ
え
こ
う
な

の
だ
か
ら
、
仁
愛
あ
ふ
れ
た
人
や
行
い
の
立
派
な
人
の
後
世
へ
の
感
化
を
未
来
で
受
け
る
者

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。(

い
う
ま
で
も
な
く
尊
重
す
る
。) 

[

問
題
文
お
わ
り] 

慶
暦
八
年(

一
〇
四
八
年)

九
月
十
二
日 

曾
鞏
記
す 

※
訳
注 

乃(

す
な
わ)

ち―

～
し
て
は
じ
め
て 

則―

～
な
の
で
～
。
前
の
文
を
原
因
と
し
て
結
果
を
示
す
。 

蓋(

け
だ)

し―

前
文
の
理
由
・
原
因
を
述
べ
る
。 

精
力―

精
神
を
集
中
し
て
努
力
す
る
。 

天
成―

人
為
に
よ
ら
ず
自
然
に
完
成
さ
れ
る
。
『
荘
子
・
寓
言
』
。
「
天
成
」
と
「
精
力
」

は
対
比
さ
れ
て
い
る
。 

豈―

問
題
文
も
含
め
て
『
墨
池
記
』
全
文
で
「
豈
」
は
五
回
使
用
さ
れ
て
お
り
、
「
～
か
？

い
や
～
」
と
い
う
反
語
の
ほ
か
に
、
「
は
た
し
て
～
な
の
か
？
」
「
お
そ
ら
く
～
だ
ろ
う

か
？
」
と
訳
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
。
詳
細
は
問
３
で
解
説
し
た
。 

人
之
有…

如
此―

直
訳
で
は
「
人
で
一
能
が
あ
っ
て
後
世
の
人
に
こ
の
こ
と
を
尊
重
さ
せ
る

こ
と
が
こ
の
よ
う
だ
」
と
な
り
意
味
不
明
な
の
で
意
訳
し
た
。 



「
況
」
の
前
後
に
つ
い
て―

「
況(

い
わ)

ん
や
」
は
「
Ａ(

ス
ラ)

Ｂ 

況
ん
や
Ｃ
：
Ａ
で
さ

え
Ｂ
だ
か
ら
、
Ｃ
が
Ｂ
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
」 

 

本
文
で
は
次
の
よ
う
に
「
Ａ
で
さ
え
Ｂ
だ
か
ら
、
Ｃ
は
ど
う
か
？
い
う
ま
で
も
な
く
Ｂ

だ
。
」
と
な
っ
て
い
る
。 

Ａ
す
ら 

Ｂ
＝
か
く
の
ご
と
し
：
こ
の
よ
う
だ
。 

況(

い
わ)

ん
や 

Ｃ
は 

 
 
 

い
か
ん
ぞ
や
：
ど
う
か
？
い
う
ま
で
も
な
く
Ｂ
だ
。 

Ａ
＝
人
之
有
一
能
而
使
後
人
尚
之 

Ｃ
＝
仁
人
荘
士
之
遺
風
余
思
被
於
来
世
者 

 

問
７
資
料 

(

王
義
之
は
手
紙
で)

「
張
芝(

ち
ょ
う
し)

は
池
の
ほ
と
り
で
に
書
を
練
習
し
、
池
の
水
が
全

部(

墨
で)

黒
く
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
の
め
り
こ
め
ば
、
彼
に
追
い
つ
け
な
い
わ
け
で
も
あ
る

ま
い
。
」
と
言
っ
た
。 

 

【
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 

 

 
 
 

説
明
・注
で
正
解
つ
か
め
！1

76 

に
よ
り
問
題
文
の
最
初
の
２
行
を
説
明
文
「
書
家
王
義
之(

お
う
ぎ
し)

」
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
、

問
題
と
な
っ
て
い
る
箇
所
は
〇
と
し
た
。 

書
家(

王)

義
之
の
書
は
、
〇
〇
〇
。
す
な
わ
ち
能(

よ)

く
す
る
と
こ
ろ
は
、
蓋(

け
だ)

し

(

思
う
に)

ま
た
精
力
を
も
っ
て
自(

み
ず
か)

ら
致(

い
た)

す
も
の
に
し
て
、
天
成
に
あ
ら
ざ

る
な
り
。
然(

し
か)

れ
ど
も
後
世(

以
下
問
題
な
の
で
読
ま
な
い)

 



※
蓋
＝
思
う
に146 

 

ス
テ
ッ
プ
２―

―

最
後
の
３
行
を
読
む 

問
題
文
の
最
後
の
３
行
を(

注)

６
７
で
補
う
と
次
の
と
お
り
。 

そ
れ
ま
た
そ
の
事
を
推(

お)

し
て
も
っ
て
そ
の
学
ぶ
者
を
は
げ
ま
さ
ん
と
欲
す
る
〇
。(

以

下
は
問
題
な
の
で
読
ま
な
い)

仁
愛
の
徳
を
備
え
た
人
や
行
い
の
立
派
な
者
の
後
世
に
及
ぶ
感
化
、

い
わ
ん
や
来
世
に
こ
う
む
る
者
如
何(
い
か
ん)

ぞ
〇
。 

ス
テ
ッ
プ
３―

―

最
後
の
問
７
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
。 

 

な
お
、
「
熟
語
に
よ
る
翻
訳
」
で
正
解
つ
か
め
！170

に
よ
り
「
精
力
」
は
「
精
進(

し
ょ

う
じ
ん)

努
力
」
と
し
た
。 

 

ま
た
、
問
７
で
漢
文
が
登
場
す
る
が
、
ス
テ
ッ
プ
２
で
漢
文
を
３
行
読
ん
だ
か
ら
、
こ
れ

は
ア
ト
マ
ワ
シ
。 

ス
テ
ッ
プ
１ 

[

精
進(

し
ょ
う
じ
ん)

努
力
を
も
っ
て
自
ら
致(

い
た)

す] 

ス
テ
ッ
プ
２ 

[

学
ぶ
者
を
は
げ
ま
さ
ん
と
欲
す
る]  

ス
テ
ッ
プ
３ 

 

 
 
 
 
 

②[

修
練
の
大
切
さ] 

 
 
 
 
 

③[

練
習
に
よ
っ
て…

大
成] 

 
 
 
 
 

④[

修
練
を
し
て
追
い
つ
き
た
い] 

ｂ[

人
心 

馬
に
調(

か
な)

い]  

[
 

]

内
は
い
ず
れ
も
努
力
練
習
を
強
調
し
て
い
る
が
、
①
は
「
稽
古
を
重
ね
た
が…

肩
を

並
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
努
力
を
否
定
し
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
「
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
を
」
選
ぶ
答
え
と
し
て
の
正
解
候
補
は
①
。

⑤
は
内
容
不
明
な
の
で
こ
れ
も
正
解
候
補
と
し
て
お
く
。
そ
し
て
筆
者
の
主
張
の
一
部
は
、



「
修
練
の
大
切
さ
」
「
練
習
に
よ
っ
て…

大
成
」
問
７
②
③

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
、
「
修
練
！
練
習
！
」
を
念
頭
に
お
い
て
最
初
か
ら
読
ん
で
い
く
。 

 

問
１(

ア){

主
張} 

 

「
乃(

す
な
わ)

ち
」
の
意
味
は
「
か
え
っ
て
・
そ
こ
で
」150

の
二
つ
が
あ
る
の
で
む
ず

か
し
い
。 

 

で
も
主
張
の
一
部
は
、
最
初
の
作
業
で
つ
か
ん
だ
「
修
練
の
大
切
さ
」
だ
か
ら
、 

王
義
之
の
書
は(

修
練
を
重
ね
た)

「
年
を
と
っ
て
か
ら(
の
書)

こ
そ
が
す
ば
ら
し
い
」
② 

と
い
う
選
択
肢
し
か
あ
り
え
な
い
。 

 

漢
字
の
意
味
で
迷
っ
て
も
、
主
張
を
つ
か
め
ば
解
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 

問
２{

対
比}{

主
張}{

漢} 

 

対
比
に
注
意m

19

す
る
と
、
空
欄
Ｘ
を
含
む
文
と
そ
の
前
の
文
は
、
次
の
よ
う
に
ｘ
と
ｙ
の

対
比
に
な
っ
て
い
る
。 

 

王
義
之
の
書
は 

ｘ
精
進(

し
ょ
う
じ
ん)

努
力
を
も
っ
て
自
ら
致
す
者
に
し
て
天
成
に
あ
ら
ざ
る
な
り
＝
「
練
習

に
よ
っ
て…

大
成
」
問
７
③

し
た
も
の
だ 

 
 

然(

し
か)

れ
ど
も
＝
し
か
し 

ｙ
後
世
よ
く
及
ぶ
者
あ(

り)[

Ｘ] 

ｘ
が
「
練
習
に
よ
っ
て…

大
成
」
な
の
で
、
そ
の
反
対
の
ｙ
は
「
及
ぶ
」
の
否
定
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
空
欄[

Ｘ]

は
否
定
に
な
り
、
否
定
は
③
「
未(

い
ま)

だ
～
ず
」14

2

し
か
な
い

の
で
こ
れ
が
正
解
。 

 



問
３{

比
較}{

ら
る}{

ノ
ミ}{

ン
バ}{

シ
テ} 

「
不
レ

如
：
如(

し)

か
ず
」
は
「
比
較
」38

で
「
～
に
及
ば
な
い
」
の
①
。 

「
豈(
あ)
に
」
は
反
語56

ま
た
は
詠
嘆72

だ
が
、
反
語
が
選
択
肢
に
な
い
の
で
そ
れ
ぞ

れ
の
句
法
で
確
認
す
る
。 

②
受
身

22

③
限
定

94
⑤
仮
定

112

⑥
使
役

10

を
示
す
漢
字
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
正
解

は
④
か
？
本
番
の
作
業
で
は
こ
こ
ま
で
で
終
了
す
る
。 

 

以
下
は
速
答
後
の
解
説 

こ
の
問
題
は
簡
単
か
？
い
や
そ
う
で
は
な
い
。
難
問
だ
！ 

「
豈
」
は
、
「
～
か
？
～
で
は
な
い
。
」
と
い
う
反
語
の
用
例
が
多
い
。
し
か
し
、
前
半
部

分
だ
け
の
「
～
か
？
」
に
推
量
を
加
え
た
「
お
そ
ら
く
～
か
？
」
と
い
う
用
例
も
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
の
ち
に
始
皇
帝
と
な
る
秦
王
を
刺
殺
す
る
計
画
で
は
次
の
と
お
り
。 

例
：
豈(

あ)

に
意
有
る
か
。
豈

 

あ
ニ

有

 

あ
ル

レ

意
輿 か

。
そ
の
気
が
あ
り
ま
す
か
？(

多
分
そ
の
つ
も
り

で
し
ょ
う)

『
戦
国
策
・
燕
策
』 

 

傍
線
部
Ａ
の
豈
を
「
推
量
＋
疑
問
」
と
す
る
と
次
の
よ
う
に
主
張
と
合
致
す
る
。 

主
張 練

習
に
よ
っ
て…

大
成(

で
き
る)

問
７
③ 

傍
線
部
Ａ
の
前
後 

し
か
し(

王
義
之
の)

後
の
世
で(

王
義
之
に)

及
ぶ
こ
と
が
で
き
る
者
が
ま
だ
い
な
い
の
は
、

そ
の
学
習(

練
習)

が
彼(

王
義
之)

に
及
ば
な
い(

た
め)

か
？(

た
ぶ
ん
そ
う
だ
ろ
う
。) 

し
た
が
っ
て
④
が
正
解
な
の
だ
が
、 

・
推
量
疑
問
の
「
豈
」
を
知
っ
て
い
る
受
験
生
は
い
な
い
。 

・
知
っ
て
い
て
も
瞬
時
に
正
答
で
き
る
受
験
生
は
い
な
い
。 

・
だ
か
ら
、
消
去
法
で
い
く
し
か
な
い
。 

余
計
な
情
報
を
記
憶
し
な
い
で
必
要
な
知
識
に
集
中
す
る
。
こ
れ
が
合
理
的
だ
。 



 問
１(
イ){

ン
ヤ}{

主
張} 

「
豈
」
は
反
語56

だ
か
ら
「
ど
う
し
て
～
か
。
い
や
～
」
で
、
④
「
ど
う
し
て
努
力
を
怠

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。(

い
や
努
力
す
べ
き
だ)

」
が
正
解
だ
ろ
う
。 

最
初
に
つ
か
ん
だ
主
張
「
修
練
の
大
切
さ
」
と
も
一
致
す
る
の
で
ま
ち
が
い
な
い
。 

 問
４{

ヲ
ヤ} 

「
況(

い
わ)

ん
や
～
：
ま
し
て
～
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
抑
揚

126

な
の
で
、
正
解
は
「
ま

し
て
～
は
な
お
さ
ら(

で
あ
り
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い)

」
の
②
④
。 

②
「
で
き
な
い
」
に
相
当
す
る
否
定
が
傍
線
部
に
な
い
の
で
④
が
正
解
。 

 問
５{

主
張}{

注}{

ン
ヤ}{

疑
？} 

 
 
 

説
明
・注
で
正
解
つ
か
め
！176 

に
よ
っ
て
注
１
２
を
使
う
と
、
傍
線
部
Ｃ
の
「
王
君
の
心
」
は
、
「
州
に
設
置
さ
れ
た
学

校
の
教
授
の
王
盛
の
心
」
だ
。 

そ
し
て
最
初
に
つ
か
ん
だ
主
張
は 

・
修
練
の
大
切
さ
問
７
② 

・
練
習
に
よ
っ
て…

大
成
問
７
③ 

・
修
練
を
し
て
追
い
つ
き
た
い
問
７
④ 

な
の
で
、
王
先
生
が
学
生
に
「
修
練
の
大
切
さ
」
を
強
調
し
て 

②
「
学
生
た
ち
を
奮
起
さ
せ
よ
う
」 

が
正
解
だ
ろ
う
。 

①
「
一
握
り
の…

者
を
優
遇
す
る
こ
と
な
く
」
は
「
平
等
」
の
主
張
。 

③
「
学
舎
の…

振
興
」
は
学
校
発
展
の
主
張
。 

④
は
「
王
義
之
の
天
賦
の
才
能
」
が
「
練
習
に
よ
っ
て…

大
成
」
と
正
反
対
。 

⑤
「
学
舎
の…

歴
史
を
書
い
て
も
ら
お
う
」
は
「
修
練
」
と
無
縁
。 



 

[

以
下
は
速
答
後
の
解
説] 

傍
線
部
Ｃ
の
「
王
君
の
心
を
推
す
に
」
の
「
推
」
は 

「熟
語
に
よ
る
翻
訳
」
で
正
解
つ
か
め
！170 

に
よ
り
「
推
量
」
の
意
味
だ
ろ
う
。 

し
た
が
っ
て
「
王
君
の
心
を
推
量
す
る
に
」
と
な
り
、
そ
れ
以
降
が
王
君
の
心
だ
。 

「
豈
」36.5

は
反
語
詠
嘆
に
使
う
が
、
文
末
は
「
未
然
形
＋
ん
や
」
反
語

「(

ず)

や
」
詠
嘆

の

は
ず
。
し
か
し
文
末
は
「
及
ぶ
」36.6(

終
止
形
か
連
体
形)

「
欲
す
る
」36.

6(

連
体
形)

。

文
末
が
連
体
形
な
ら
「
疑
問
」
だ
が
、
推
量
の
内
容
だ
か
ら
「
～
だ
ろ
う
か
？
」
の
疑
問
と

す
る
し
か
な
い
。 

し
た
が
っ
て
王
教
授
の
心
を
示
す
部
分
の
訓
読
は
次
の
と
お
り
。 

人
の
善(

長
所)

を
愛
し
て
、
一
能(

才
能
あ
る
者
が
一
人)
と
い
え
ど
も
、
も
っ
て
廃
せ
ず

し
て(

見
捨
て
な
い
で)

、
因
り
て
も
っ
て
其
の
跡(

王
義
之
が
努
力
し
た
こ
と)

に
及
ぶ(

追

い
つ
く)

か
？
其
れ
亦
た
其
の
事(

王
義
之
が
努
力
し
た
こ
と)

を
推
し
て(

推
薦
：
推(

お)

し

薦(

す
す)

め
て)

其
の
学
ぶ
者(

王
先
生
の
学
生)

を
は
げ
ま
さ
ん
と
欲
す
る
か
？ 

※
跡36.6

＝
事
跡
＝
事 

邪
＝
か36.6 

 

 

こ
の
よ
う
に
、
「
豈
」
を
疑
問
と
考
え
て
問
題
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
作
業
は
試

験
時
間
内
に
は
で
き
な
い
。 

 

問
６{

シ
テ} 

「
使
」
は
「
使
役
」10

で
、
「
Ａ
を
し
て
Ｂ(

せ)

し
む
」
だ
か
ら
「
後
人
を
し
て
之(

こ

れ)

を
尚(

た
っ
と)

ば
し
む
」
の
③
④
。 

④
「
人
を
～
」
な
ら
ば
「
動
詞
レ
人
ヲ
」
の
通
常
の
語
順
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
④

が
落
ち
て
③
が
正
解
。 

余
裕
が
あ
れ
ば
訳
し
て
確
か
め
る
が
、
本
番
で
そ
ん
な
時
間
は
な
い
。 

 



問
７{

主
張} 

最
初
の
作
業
で
の
正
解
候
補
は
①
と
⑤
。
原
文
を
注
３
４
５
で
補
う
と
次
の
と
お
り
。 

王
君
盛
は…
晋
の
王
義
之(

お
う
ぎ
し)

の
墨
池
の
六
字
を
家
屋
の
正
面
の
大
き
な
柱
に
書
し

…

曾
鞏(

そ
う
き
ょ
う)
に
告
げ
て
い
わ
く
「
ね
が
わ
く
は
、
記
あ
ら
ん
こ
と
を
」
と
。3

6
.4

～5 

こ
れ
は
⑤
に
合
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
致
し
な
い
も
の
を
選
ぶ
正
解
は
①
。 

以
上 

 


