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・
令
和
５
年
共
通
テ
ス
ト
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
、1

85

は
『
早
覚
え
』
の185

ペ
ー
ジ
、40.

4

は
問
題
文

4
0

ペ
ー
ジ
の
４
行
目
を
示
す
。  

 [

出
典]

白
居
易
『
白
氏
文
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
。 

【
予
想
問
題
】 

 

問
う
、
古(

い
に
し
え)

よ
り
以
来
、
君
た
る
者
其
の
賢
を
求
む
る
を
思
わ
ざ
る
は
無
く
、

人
臣
た
る
者
其
の
用
を
効(

い
た)

す
を
思
わ
ざ
る
は
罔(

な)

し
。
然(

し
か)

れ
ど
も
両(

ふ

た)

つ
な
が
ら
相
遇(

あ)

わ
ざ
る
は
其
の
故
は
何
ぞ
や
。
今
之(

こ
れ)

を
求
め
ん
と
欲
す
る

に
其
の
術
は
安(

い
づ)

く
に
在
り
や
。 

【
模
擬
答
案
】 

 

臣
聞
く
、
人
君
た
る
者
其
の
賢
を
求
む
る
を
思
わ
ざ
る
は
無
く
、
人
臣
た
る
者
其
の
用
を

効(

い
た)

す
を
思
わ
ざ
る
は
無
し
と
。
然(

し
か)

り
而(

し
こ
う)

し
て
君
は
賢
を
求
め
ん
と

し
て
得
ず
、
臣
は
其
の
用
を
効(

い
た)

さ
ん
と
し
て
由(

よ)

る
無
き
者(

は)

、
豈
に
貴
賤
相

(

あ
い)

懸(

へ
だ)

た
り
、
朝
野
相
隔
た
り
、
堂
は
千
里
よ
り
も
遠
く
、
門
は
九
重
よ
り
も
深

き
を
以
て
な
ら
ず
や
。 

 

臣
以
為(

お
も)

え
ら
く
、
賢
を
求
む
る
に
術
有
り
。
賢
を
弁(

わ
き
ま)

え
る
に
方
有
り
。

方
術
者(

は)

、
各(

お
の
お
の)

其
の
族
類
を
審(

つ
ま
び) 

ら
か
に
し
、
之(

こ
れ)

を
し
て
推

薦
せ
し
む
る
の
み
。
近
く
諸(

こ
れ)

を
喩(

た
と)

え
に
取
れ
ば
、
其
れ
猶(

な)

お
線(

い
と)

と
矢
の
ご
と
き
な
り
。
線
は
針
に
因(

よ)

り
て
入
り
、
矢
は
弦
を
待
ち
て
発
す
。
線
矢
有
り

と
雖(

い
え
ど)

も
、
苟(

い
や
し)

く
も
針
弦
無
く
ん
ば
、
自
ら
致
す
を
求
む
る
も
、
得
べ
か

ら
ざ
る
な
り
。
夫(

そ)

れ
必
ず
族
類
を
以
て
す
る
者(

は)

、
蓋(

け
だ)

し
賢
愚
貫
く
こ
と
有

り
、
善
悪
倫(

と
も
が
ら)

有
り
、
若(

も)

し
類
を
以
て
求
む
れ
ば
、
必
ず
類
を
以
て
至
れ
ば

な
り
。
此
れ
亦(

ま)

た
猶(

な
お)

水
の
湿
に
流
れ
、
火
の
燥
に
就(

つ)

く
が
ご
と
く
、
自
然

の
理
な
り
。 



[
現
代
語
訳]

(
 
)

内
は
訳
者
の
補
足
。 

【
予
想
問
題
】 

 

次
の
こ
と
を
質
問
す
る
。
昔
か
ら
、
ど
の
君
主
も
賢
者
を
登
用
し
よ
う
と
思
い
、
ど
の
臣

下
も
君
主
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
が
実
現
し
な
い
理
由
は
何
か
。

こ
れ
を
実
現
す
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
か
。 

【
模
擬
答
案
】 

 

次
の
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。
ど
の
君
主
も
賢
者
を
登
用
し
よ
う
と
思
い
、
ど
の
臣
下
も
君

主
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
君
主
は
賢
者
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
臣

下
は
自
分
の
力
を
発
揮
で
き
な
い
の
は
、
身
分
の
差
が
激
し
く
、
宮
廷
と
民
間
が
遠
く
離
れ
、

君
主
が
執
務
す
る
場
所
が
千
里
よ
り
も
遠
く
、
王
城
の
門
が
九
重
よ
り
も
は
る
か
に
重
な
っ

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。 

 

思
う
に
、
賢
者
を
求
め
賢
者
を
見
分
け
る
の
に
方
法
が
あ
る
。
そ
の
方
法
と
は
、
各
人
が

そ
の
同
類
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
同
じ
性
質
に
よ
っ
て(
賢
者
な
ら
賢
者
を
、
愚
者

な
ら
ば
愚
者
を)

推
薦
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
卑
近
な
例
で
た
と
え
れ
ば
、
糸
と
矢
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
糸
は
針
に
よ
っ
て
布
に
入
り
、
矢
は
弦
に
よ
っ
て
放
た
れ
る
。
糸
と
矢
が

あ
っ
て
も
、
針
と
弦
が
な
け
れ
ば
用
を
な
さ
な
い
。
一
般
に
、
必
ず
同
類
に
よ
る
と
い
う
の

は
、
思
う
に
、
賢
愚
善
悪
に
そ
れ
ぞ
れ
共
通
点
が
あ
り
、
も
し
同
類
を
求
め
れ
ば
、
必
ず
同

じ
種
類
の
こ
と
が
ら
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
水
が
湿
地
に
流
れ
、
火
が
乾
燥
し
た
場

所
に
広
が
る
よ
う
に
、
自
然
の
真
理
で
あ
る
。 

※
訳
注 

問
５
③
で
「
れ
ば
な
り
。
」
が
正
解
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
か
ら
で
あ
る
」
と
訳
し
た
が
、

本
来
は
「
る
。
」
と
読
み
、
「
こ
と
で
あ
る
」
と
訳
す
の
が
適
当
で
あ
る
。 

 

筆
者
の
主
張
を
つ
か
む

m4 

 



ス
テ
ッ
プ
１―

―

最
初
の
２
行
を
読
む 

 
【
予
想
問
題
】
と
【
模
擬
答
案
】
で
は
内
容
が
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
【
予
想
問
題
】
の
方
を

２
行
読
む
と
次
の
と
お
り
。 

問
う
。
古(
い
に
し
え)

よ
り
以
来
、
君
た
る
者
其
の
賢
を
求
む
る
を
思
わ
ざ
る
は
無
く
、

賢
な
る
者
其
の
用
を
効(

い
た)

す
を
思
わ
ざ
る
は
罔(

な)

し
。
然(

し
か)

れ
ど
も
両(

ふ
た)

つ
な
が
ら
相(

あ
い)

遇(
あ)
わ
ざ
る
は
、
其
の
故
は
何
ぞ
や
。
今
之(

こ
れ)

を
求
め
ん
と
欲

す
る
に
其
の
術
は
安(

い
づ)
く
に
在
り
や
。 

 

ス
テ
ッ
プ
２―

―

最
後
の
３
行
を
読
む 

夫(

そ)

れ
必
ず
族
類
を
以
て
す
る
者
、
蓋
し
賢
愚
貫
く
こ
と
有
り
、
善
悪
倫(

と
も
が
ら)

有
り
、
若(

も)

し
類
を
以
て
求
む
れ
ば
、
□
以
類
至
。
此
れ
亦(

ま)

た
猶(

な)

お
水
の
湿
に

流
れ
、
火
の
燥
に
就
く
が
ご
と
く
、
自
然
の
理
な
り
。 

 

ス
テ
ッ
プ
３―

―

最
後
の
設
問
の
選
択
肢
を
見
る 

 

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
共
通
す
る
言
葉
を
探
す 
 

 

問
７
で
作
業
す
る
と
ス
テ
ッ
プ
１
と
問
７
の
す
べ
て
の
選
択
肢
で
次
の
よ
う
に
「
君
」

「
賢
」
が
共
通
す
る
の
で
選
択
肢
を
絞
れ
な
い
。 

 

ス
テ
ッ
プ
１ 

 
[

君] 
[

賢] 

選
択
肢
①
～
⑤ 

[

君] 
[

賢] 

 

そ
こ
で
、
問
６
で
作
業
す
る
が
、
ス
テ
ッ
プ
２
の
「
類
」
と
選
択
肢
③
の
「
似
」
、
「
類
」

と
選
択
肢
④
の
「
同
」
、
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
２
の
「
湿
」
と
選
択
肢
⑤
の
「
潤
」
は
上
下
ほ

ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
「
類
似
」
「
同
類
」
「
湿
潤
」
を
形
成
す
る
。
そ
こ
で 

「熟
語
に
よ
る
翻
訳
」
で
正
解
つ
か
め
！17

0 



に
よ
り
、
「
類
＝
同
」
「
湿
＝
潤
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
共
通
す
る
言
葉
は
次
の
と
お

り
。 

 

ス
テ
ッ
プ
２ 

 
[

水] 
[

火] 
[

湿] 
[

燥] 
[

類] 

選
択
肢
① 

 
 
[

水] 
[

火] 

選
択
肢
② 

 
 
[

水] 
[

火] 
[

湿] 
[

燥] 

選
択
肢
③ 

 
 
[

火] 
 [

湿] 
[

燥] 
[

似] 

選
択
肢
④ 

 
 
[

水] 
[

火] 
[

湿] 
[

燥] 
[

同] 

選
択
肢
⑤ 

 
 
[

水] 
[

火] 
[

潤] 
[

燥] 

共
通
す
る
要
素
が
最
も
多
い
選
択
肢
④
を
正
解
候
補
と
し
、
主
張
の
一
部
は 

Ａ 

君
主
と
賢
者
に
つ
い
て 

Ｂ 

類
似 

同
類 

と
な
る
。
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
最
初
か
ら
読
ん
で
い
く
。 

 

問
１(

ア){

対
比} 

 

対
比
に
注
意
！m19

す
る
と
波
線
部
の
上
は
、
次
の
よ
う
な
対
比
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

君
は
賢
を
求
め
ん
と
し
て
得
ず 

 
 

臣
は
用
を
効 い

た

さ
ん
と
し
て
由
ず 

 

「
得
ず
」
と
「
由
ず
」
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
得
ず(

得
ら
れ
な
い)

」

に
近
い
選
択
肢
は
「(

得
る)

方
法
が
な
い
」
と
な
る
①
だ
ろ
う
。 

 

問
３{

ず
や} 

 

「
豈
不
～
」
な
の
で
読
み
は
反
語56

の
「
あ
に
～
ざ
ら
ん
や
」
か
詠
嘆72

の
「
あ
に
～

ず
や
」
。
選
択
肢
で
は
反
語
の
「
ん
や
」
が
な
く
、
④
⑤
の
「
ず
や
」
の
み
。
「
豈
不
Ａ
」



で
は
Ａ
全
体
を
「
ず
や
」
で
受
け
、
さ
ら
に
「
豈
不
以
Ｂ
」
で
は
Ｂ
全
体
を
「
以(

も
っ)

て
」

で
受
け
る
の
で
、
正
解
は
「
豈
～
以
て
な
ら
ず
や
」
の
⑤
。 

 

問
２{

熟} 

 

用
を
効 い

た

す
の
「
効
」
を
上
下
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
に
す
る
と
、
「
効
果
」
「
効
能
」
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
は
③
「
役
に
立
ち
」
だ
ろ
う
。 

「
賢
を
求
む
る
」
に
相
当
す
る
③
「
登
用
す
る
」
も
「
採
用
す
る
」
と
言
う
意
味
だ
か
ら

問
題
な
し
。 

 問
１(

イ) {

漢} 

「
以
為
」
は
「
お
も
へ
ら
く
」
「
～
と
思
う
」143
だ
か
ら
、
正
解
は
①
の
「
考
え
る

に
」
。 

 

問
１(

ウ){

対
比} 

対
比
に
注
意
！m19

す
る
と
波
線
部
の
前
後
は
、
次
の
よ
う
な
対
比
に
な
っ
て
い
る
。 

 

 

賢
を
求
む
る
に
術
有
り 

賢
を
弁    

に
方
有
り 

 
 

「
求
む
る≒

弁
」
と
考
え
る
と
、
「
賢
者
を
そ
れ
以
外
の
者
と
区
別
・
弁
別
し
て
求
め

る 

」
と
な
る
⑤
が
正
解
。 

 

問
４{

熟} 

 

傍
線
部
の
次
を
訳
す
と
次
の
よ
う
に
し
て
正
解
に
至
る
。 

 

線
は
針
に
よ
っ
て(

布
に)

入
り
、
弓
は
弦
に
よ
っ
て
発
射
す
る
。
も
し
針
と
弦
が
な
け
れ
ば
、 

(

線
や
弓
だ
け
で)

自
ら
致
す
を
求
む
る
も
得
べ
か
ら
ず
。 



↓

上
下
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
で
言
い
換
え
る 

独
自 

↓

上
下
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
で
言
い
換
え
る 

① 

線
や
弓
は
、
単
独
で
は
力
を
発
揮
で
き
な
い
。 

  

問
５{

主
張} 

主
張
の
一
部
が
「
同
類
」
だ
っ
た
こ
と
を
利
用
し
て
空
欄
の
前
後
を
整
理
す
る
と
次
の
と

お
り
。 

 

若(

も)

し(

同)

類
を
以
て
求
む
れ
ば
、[

Ｘ](
同)

類
を
以
て
至
。 

｜
｜ 

此(

こ)

れ
亦(

ま)

た
猶(

な)

ほ 

水
の(

水
と
同
類
の)

湿
に
流
れ
、
火
の(

火
と
同
類
の)
燥
に
就(

つ)

く
が
ご
と
く 

 

水
が
同
類
に
流
れ
、
火
が
同
類
に
つ
き
、
例
外
は
な
い
の
だ
か
ら
、
空
欄
に
入
る
の
は
「
必

ず
」
し
か
な
い
。 

 

問
６ 

 

最
初
の
作
業
で
選
ん
だ
正
解
候
補
は
④
だ
っ
た
。 

 

正
解
は
本
文
言
い
換
え
作
ら
れ
る 

の
で
選
択
肢
④
と
本
文
の
対
応
関
係
を
照
合
す
る
と 

水
の
湿
に
流
れ

4
5
.5  

｜
｜ 

水
は
湿
っ
た
と
こ
ろ
に
流
れ 

 

火
の
燥
に
就(

つ)

く

4
5
.5  

｜
｜ 

火
は
乾
燥
し
た
と
こ
ろ
へ
と
広
が
る 

 

な
の
で
特
に
問
題
は
な
く
、
④
の
正
解
が
確
定
。 

 



問
７{

主
張} 

 
主
張
の
一
部
は
「
類
似
」
「
同
類
」
だ
っ
た
の
で
、 

賢
者
の
同
類≒

賢
者
の
グ
ル
ー
プ
④ 

と
な
る
④
が
正
解 

 


