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2
0
1
5

年
・
平
成
27
年 

セ
ン
タ
ー
漢
文
解
説(

本
試
験)

 
 
 

準
拠
『
早
覚
え
速
答
法
』 

※
文
中
数
字56

は
『
早
覚
え
速
答
法
』
の56

ペ
ー
ジ
を
、m4

は
『
セ
ン
タ
ー
漢
文
攻
略
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

の
４
ペ
ー
ジ
を
示
す
。 

【
出
典
】
程
敏
政
『
篁
墩(

こ
う
と
ん)

文
集
』
よ
り
。
程
敏
政(1

445

年
～1499

年)

は
明
朝
の
政
治
家
、
学
者
。
十
歳
の
時
「
神
童
」
と
し
て
推
薦
さ
れ
、
時
の
皇

帝
自
身
に
よ
る
試
験
の
結
果
、
優
秀
と
さ
れ
る
。
二
十
一
歳
の
時
、
科
挙(

高
級

官
僚
登
用
試
験)

に
第
二
位
の
成
績
で
合
格
。
そ
の
後
博
識
の
官
僚
と
し
て
活
躍

す
る
が
、
科
挙
の
責
任
者
の
地
位
に
あ
っ
た
五
十
四
歳
の
時
、
試
験
問
題
を
漏

ら
し
た
と
い
う
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
入
獄
。
疑
い
は
晴
れ
た
が
、
出
獄
後
、
憤

怒
の
あ
ま
り
「
癰(

よ
う)

」
と
い
う
悪
性
の
で
き
も
の
に
よ
り
死
去
。 

(

『
明
史
』
列
傳
第
一
七
四
文
苑
二
よ
り)

 

【
現
代
語
訳
】 

(

事
例
１ 

血
縁
の
な
い
母
猫
と
子
猫) 

 

わ
が
家(

や)

で
は
以
前
か
ら
猫
を
一
匹
飼
っ
て
い
る
。
そ
の
猫
が
出
産
す
る

こ
ろ
、
女
の
子
が
あ
や
ま
っ
て
ぶ
つ
か
り
、
猫
は
流
産
し
た
。
猫
は
一
日
じ
ゅ

う
鳴
い
て
悲
し
ん
で
い
た
。
そ
の
時
ち
ょ
う
ど
あ
る
人
が
子
猫
を
二
匹
く
れ
た
。

初
め
は(

猫
も
子
猫
も)

お
互
い
に
よ
そ
よ
そ
し
く
仲
が
悪
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

そ
こ
で
猫
は
子
猫
を
撫(

な)

で
、
う
ろ
う
ろ
し
た
り
、
足
踏
み
を
し
た
り
し
て
、

子
猫
が
寝
れ
ば
こ
れ
を
抱
き
、
子
猫
が
歩(

あ
ゆ)

め
ば
こ
れ
を
支
え
、
う
ぶ
毛

を
な
め
、
自
分
の
餌
を
与
え
た
。 

 

子
猫
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
、
時
が
経
つ
と(

猫
と
血
の
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と

を)

忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
次
第
に
猫
の
そ
ば
を
離
れ
な
く
な
り
、
最
後
に
は
そ
の

乳
を
飲
ん
だ
。
こ
の
時
か
ら
、
子
猫
は
こ
の
猫
を
実
の
母
と
思
っ
て
う
れ
し
そ

う
に
ま
と
わ
り
つ
き
、
猫
も
ま
た
子
猫
た
ち
を
本
当
の
わ
が
子
と
考
え
て
ゆ
っ

た
り
と
か
ま
え
て
い
た
。
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。 

(

事
例
２ 

血
縁
の
な
い
母
と
子) 

む
か
し
、
漢
の
明
徳
馬
后
に
は
子
が
な
か
っ
た
。
顕
宗
は
他
の
妃
の
子
を
引

き
取
り
、
馬
后
に
そ
の
養
育
を
命
じ
て
言
っ
た
。
「
子
は
必
ず
し
も
自
分
で
産

む
必
要
は
な
い
。
悩
む
べ
き
は
子
へ
の
愛
情
が
足
ら
な
い
こ
と
だ
け
だ
。
」
そ

こ
で
馬
后
は
心
を
込
め
て
養
育
し
、(

養
子
の)

章
帝
に
も
生
ま
れ
つ
き
親
を
大

事
に
す
る
心
が
備
わ
っ
て
い
た
。
母
は
子
を
慈(

い
つ
く)

し
み
、
子
は
母
に
孝

養
を
尽
く
し
、
二
人
の
間
に
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
わ
ず
か
な
隔
た
り
も
な
か
っ

た
。(

こ
の
こ
と
は)

わ
が
家
の
猫
の
場
合
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
だ
。 

(

結
論) 

そ
う
考
え
る
と
、
今
の
世
の
親
子
で
、
子
を
愛
さ
な
い
親
お
よ
び
親
に
孝
行
し

な
い
子
は
、
古
人
に
対
し
て
恥
ず
か
し
い
だ
け
で
な
く
、
こ
の
動
物
に
対
し
て

も
顔
向
け
で
き
な
い
の
だ
。 

【
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
。  
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家
に
一(

い
ち)

老(

ろ
う)

貍(

り)

奴(

ど)

を
蓄(

や
し
な)

う
。
将(

ま
さ)

に

子
を
誕(

う)

ま
ん
と
す
。
一(

い
ち)

女(

じ
ょ)

童(

ど
う)

誤
り
て
之(

こ
れ)

に

触
れ
、
而(

し
こ
う)

し
て
堕(

だ)

す
。
日(

じ
つ)

夕(

せ
き)

鳴(

お)

鳴(

お)

然

(

ぜ
ん)

た
り
。
会(

た
ま
た
ま)

両(

り
ょ
う)

小(

し
ょ
う)

貍(

り)

奴(

ど)

を
餽

(

お
く)

る
者
有
り
。
其(

そ)

の
始
め
、
蓋(

け
だ)

し
漠(

ば
く)

然(

ぜ
ん)

と
し

て
相(

あ)

い
能(

よ)
く
せ
ざ
る
な
り
。 

老
貍(

り)

奴(

ど)

な
る
者
、
従(

し
た
が)

い
て
之(

こ
れ)

を
撫(

ぶ)

し
、
徬(

ほ

う)

徨(

こ
う)

焉(

え
ん)

た
り
。
躑(

て
き)

躅(

ち
ょ
く)

焉(

え
ん)

た
り
。
臥

(

が)

す
れ
ば
則(

す
な
わ)

ち
之(

こ
れ)
を
擁(

よ
う)

し
、
行
け
ば
則(

す
な
わ)

ち
之(

こ
れ)

を
翊(

た
す)

く
。
其(

そ)
の
氄(

じ
ょ
う)

を
舐(

な)

め
て
之(

こ

れ)

に
食
を
譲
る
。 

両(

り
ょ
う)

小(

し
ょ
う)

貍(

り)

奴(

ど)

な
る
者
も
、
亦(

ま)

た
久
し
く
し
て

相
い
忘
る
る
な
り
。
稍(

よ
う
や)

く
之(

こ
れ)

に
即(

つ)
き
、
遂(

つ
い)

に
其

(

そ)

の
乳
を
承(

う)

く
。
是(

こ)

れ
よ
り
欣(

き
ん)

然(

ぜ
ん)
と
し
て
以(

も

っ)

て
良(

ま
こ
と)

に
己(

お
の
れ)

の
母
な
り
と
為(

な)

す
。
老
貍(
り)

奴(

ど)

な
る
者
も
亦(

ま)

た
居(

き
ょ)

然(

ぜ
ん)

と
し
て
以
て
良(

ま
こ
と)

に
己(
お

の
れ)

が
出(

い
だ)

す
と
為(

な)

す
な
り
。
吁(

あ
あ)

、
亦(

ま)

た
異
な
る
か
な
。 

  

昔(

む
か
し)

、
漢
の
明(

め
い)

徳(

と
く)

馬(

ば)

后(

こ
う)

に
子(

こ)

無
し
。

顕(

け
ん)

宗(

そ
う)

他(

ほ
か)

の
人(

じ
ん)

子(

し)

を
取
り
、
命
じ
て
之(

こ

れ)

を
養
わ
し
め
て
曰(

い)

わ
く
、
「
人(

じ
ん)

子(

し)

何
ぞ
必
ず
し
も
親(

み

ず
か)

ら
生(

う)

ま
ん
。
但(

た)

だ
愛
の
至
ら
ざ
る
を
恨
む
の
み
。
」
と
。
后(

こ

う)

遂(

つ
い)

に
心
を
尽
く
し
て
撫(

ぶ)

育(

い
く)

し
、
而(

し
こ
う)

し
て
章

(

し
ょ
う)

帝(

て
い)

も
亦(

ま)

た
恩(

お
ん)

性(

せ
い)

天(

て
ん)

至(

し)

た
り
。

母(

ぼ)

子(

し)

の
慈(

じ)

孝(

こ
う)

、
始
終
繊(

せ
ん)

芥(

か
い)

の
間(

か
ん)

無
し
。
貍(

り)

奴(

ど)

の
事
、
適(

た
ま
た
ま)

契(

か
な
う)

う
有
り
。
然(

し
か)

ら
ば
則
ち
世(

よ)

の
人(

じ
ん)

親(

し
ん)

と
子(

こ)

と
為(

な)

り
て
、
不
慈
不

孝
な
る
者
有
る
は
、
豈(

あ)

に
独(

ひ
と)

り
古(

こ)

人(

じ
ん)

に
愧(

は)

づ
る

の
み
な
ら
ん
や
。
亦(

ま)

た
此(

こ)

の
異(

い)

類(

る
い)

に
愧(

は)

づ
る
の
み
。 

 

訳
注 

正
確
な
訳
を
期
す
る
た
め
、
翻
訳
の
根
拠
を
付
記
し
ま
し
た
が
、
受
験

生
は
☆
で
囲
ん
だ
必
要
知
識
の
所
だ
け
注
目
し
、
忘
れ
て
い
れ
ば
た
だ
ち
に
復

習
し
て
く
だ
さ
い
。 

参
照
辞
書(

大
漢
和
辞
典
、
在
线
新
华
字
典
、
百
度
百
科) 

老
―
―
「
年
老
い
た
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
「
前
か
ら
い
る
」
と
い
う
意

味
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
老
朋
友
」
は
「
年
老
い
た
友
人
」
で
は
な
く
、
「
昔

か
ら
の
友
人
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
意
味
と
し
て
訳
し
た
。 

「
老
猫
」
と
い
う
訳
は
「
年
老
い
た
猫
」
を
連
想
さ
せ
る
の
で
正
確
と
は
言
え

な
い
。
し
か
し
、
問
題
文
に
お
け
る
「
老
猫
」
と
い
う
訳
は
、
学
力
試
験
用
の

訳
と
し
て
は
支
障
が
な
い
。 
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堕
―
―
出
産
す
る
。
こ
こ
で
は
「
堕
胎
…
又
、
出
産
期
に
至
ら
な
い
前
に
、
衝

激
を
受
け
て
、
胎
児
が
死
ん
で
生
ま
れ
る
こ
と
」(

大
漢
和
辞
典)

と
い
う
解
説
も
参

考
に
し
て
「
流
産
す
る
」
と
訳
し
た
。 

両
―
―
ふ
た
つ
の 

蓋(

け
だ)

し
―
―
こ
こ
で
は
「
～
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
の
意
味
。 

☆
セ
ン
タ
ー
試
験
で
問
題
と
す
る
「
蓋
し
～
＝
思
う
に
～
」
は
、 

１
事
実
の
説
明
→
→
→ 

２
蓋
し
＝
思
う
に 

→
→
→
３
筆
者
の
結
論 

と
い
う
順
で
使
わ
れ
、
「
蓋
し
」
の
直
後
か
ら
は
一
般
論
や
理
論
が
述
べ
ら
れ

て
結
論
と
な
る
の
が
通
例1

46

☆
。
問
題
文
の
筆
者
の
著
作
『
篁
墩(

こ
う
と
ん)

文
集
』
で
も
そ
の
よ
う
な
用
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
文

の
「
蓋
」
は
「
お
お
む
ね
～
だ
ろ
う
」
の
意
味
。
し
た
が
っ
て
、
設
問
に
な
っ

て
い
な
い
。 

漠
―
―
冷
淡
。
無
関
心
。 

不
相
能
：
相(

あ)

い
能(

よ)

く
せ
ず
―
―
仲
が
悪
い
。 

従
而
：
従
い
て
―
―
そ
の
た
め
に
。
そ
の
結
果
。
日
本
語
の
観
点
か
ら
は
置
き

字
と
す
る
「
而
」
ま
で
含
め
て
考
え
る
の
は
、
原
文
は
中
国
語
で
あ
り
、
そ
の

正
確
な
訳
を
追
求
す
る
た
め
。 

久
而
～
：
久
し
く
し
て
―
―
し
ば
ら
く
す
る
と
～
。
「
し
ば
ら
く
～
」
と
い
う

訳
で
は
な
い
。
だ
か
ら
訓
読
も
「
久
し
く
」
で
は
な
く
、
「
久
し
く
し
て
」
と

な
っ
て
い
る
。
用
例
か
ら
判
断
す
る
と
、
「
久
而
～
」
は
「
一
定
時
間
の
経
過

後
に
、
あ
る
事
態
が
起
き
る
こ
と
」
を
示
す
。 

相
忘
：
相
い
忘
る
―
―
離
れ
て
し
ま
っ
て
お
互
い
の
こ
と
を
忘
れ
る
。
出
典
は

『
荘
子
』(

大
宗
師)

の
「
相
忘
于
江
湖
：
江(

こ
う)

湖(

こ)

に
相
い
忘
る
」
と

思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
お
互
い
に(

血
の
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と
を)

忘
れ

る
」
と
訳
し
た
。 

天
至
―
―
生
ま
れ
つ
き
。 

契
―
―
ぴ
っ
た
り
合
う
。 

異
類
―
―
別
種
の
も
の
。 

已
―
―
文
末
の
「
…
已
。
」
は
「
の
み
」
と
訓
読
す
る
。
試
験
に
は
出
な
い
。

「
の
み
」
は
限
定
「
～
だ
け
」
だ
が
、
限
定
は
「
～
だ
け
し
か
な
い
の
だ
。
」

と
い
う
強
調
的
意
味
も
含
む
。
問
題
文
の
訳
と
し
て
は
「
だ
け
」
で
な
く
「
だ
。
」

を
採
用
し
た
。
理
由
は
別
記ht

tp:
//k

anb
unh

oi.
web

.fc
2.c

om/
nom

i.h
tm

し
た
が
、
受

験
に
は
無
関
係
。 

 

解
説 
※38.7

は
問
題
文p38

の
７
行
目
を
表
す
。 

筆
者
の
主
張
を
つ
か
むm4 
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【
ス
テ
ッ
プ
１
】 

最
初
の
２
行
を
読
む 

 
早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語m

9

に
よ
り
主
語
と
述
語
だ
け
を
読

も
う
と
し
た
が
、
結
果
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
語
か
ら
主
語
を
推
測
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。 

 

１
行
目 

 [

主] 
(

貍
奴(

り
ど
：
猫)

 

注
１

が) 
 

[

述
１]

子
を
誕(

う)

ま
ん
と
す 

 

[

述
２]

堕(

だ)
す 

 

[

述
３]

嘆
き
悲
し
ん
で
鳴
く
注
１ 

「
堕(

だ)

す
」
は
熟
語[

堕
落
→
堕
＝
落]
か
ら
「
お
ち
る
」
の
意
味
だ
ろ
う
か
。

で
も
「
堕
胎(

だ
た
い
：
胎
児
を
お
ろ
す)

」
と
い
う
熟
語
も
あ
る
か
ら
、
「
お

ろ
す
」
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、[

述
１]

と[

述
３]

か
ら[
述
２]

＝
「
流
産
し
た
」

と
考
え
る
と 

[

子
を
産
ま
ん
と
す
→
流
産
し
た
→
悲
し
ん
で
鳴
く] 

と
な
っ
て
つ
じ
つ
ま
が
合
う
。 

  ２
行
目 

小
貍
奴
を
餽(

お
く)

る
者
有
り 

[

対
比
に
注
意
！]m

1
2

に
よ
り
、
次
の
関
係
だ
け
が
わ
か
っ
た
。 

老
貍
奴
←
→
小
貍
奴 

(

老
猫
←
→
子
猫) 

２
行
目
の
残
り
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
ス
テ
ッ
プ
２
に
飛
ん
だ
。 

 

【
ス
テ
ッ
プ
２
】 

最
初
の
３
行
を
読
む 

末
尾
の
「
異
類
」
は
「
人
類
」
と
異
な
る
類
な
の
で
、
冒
頭
の
「
貍
奴(

ネ
コ)

」

だ
ろ
う
。
で
も
、
傍
線
Ｃ
が
読
め
な
い
の
で
、
読
む
の
を
中
止
。 

【
ス
テ
ッ
プ
３
】 

最
終
設
問
の
選
択
肢
を
見
る 

問
７ 

{

熟}{

注}{

主
張} 

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
共
通
の
言
葉
を
探
そ
う
と
し
て
も
、
ス
テ
ッ
プ
２
か
ら

の
収
穫
は
ゼ
ロ
だ
。
１
・
２
行
目
と
選
択
肢
を
照
合
す
る
と
、 

×

①
猫
の
親
子 

 
∵

１
行
目
に
よ
り
、
老
貍
奴
と
小
貍
奴
は
実
の
親
子
で
は

な
い
。 

◎
②
血
の
つ
な
が
ら
な
い
猫
同
士 

∵

老
貍
奴
と
小
貍
奴
の
両
方
が
あ
る
。 

〇
③
④
子
猫
・
老
猫 

〇
⑤
も
ら
わ
れ
て
き
た
子
猫 

∵

小
貍
奴
だ
け
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。 

  共
通
点
の
多
さ(

血
縁
な
し
＋
老
猫
＋
子
猫)

か
ら
②
を
正
解
候
補
と
し
た
い
が
、

１
・
２
行
だ
け
で
の
判
断
な
の
で
お
お
い
に
不
安
。
そ
こ
で
「
段
落
で
も
…
最

初
と
最
後
で 

筆
者
は
主
張
」
と
い
う
大
原
則m57

を
使
い
、
後
半
の
段
落
の

最
初38.7

を
見
る
と
、 

 
 
 
 

明
徳
馬
后
に
子(

こ)

無
し
…
他
の
人
子(

じ
ん
し)

を
…
養
は
し
め 

 
 
 
 
 
 

↓ 

注
９ 

他
の
…
子
を
引
き
取
っ
て
、
明
徳
馬
后
に
養
育
を
託
し
た 
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と
あ
る
の
で
、
馬
后
と
「
他
の
人
子
」
に
血
縁
関
係
は
な
く
、
共
通
点
も[

血

縁
な
し
＋
馬
后
＋
子]

で
同
じ
だ
と
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
②
を
正
解
候
補
と
し
た
。 

 

筆
者
の
主
張
は
「
血
の
つ
な
が
ら
な
い
猫
同
士
」
②
に
関
す
る
も
の
。
こ
れ

し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。
こ
こ
で
退
却
し
て
１
行

目
に
戻
る
。 

問
２{

漢} 

(

ア)
 

コ
レ
だ
け
漢
字1

5
8

・1
59

よ
り
、
「
将
＝
且 

ま
さ
に
～
ん
と
す
」
な

の
で
正
解
は
④
。 

問
１{

熟} 

(

１)

熟
語
で
訳
し
て
正
解
つ
か
む17

2

に
よ
り
、
「
承
」
を
次
の
よ
う
に
言
い

換
え
て
正
解
に
至
る
。 

 
 

承 

 
 

↓
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
で
訳
す 

 
 

承=

諾 

 
 

↓
も
う
一
度
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
で
訳
す 

受=

諾 

↓ 
 

他
の
言
葉
に
言
い
換
え
て
受
験
生
の
目
を
ゴ
マ
カ
ス 

受
け
入
れ
る
⑤ 

問
２{

漢}
 
(

イ)
 

コ
レ
だ
け
漢
字16

2

の
と
お
り
、[

自
＝
従
：
よ
リ]

で
正
解

は
④
。 

 

問
４{

漢}{

対
比} 

[

対
比
に
注
意
！]m12

に
よ
り
、 

老
貍
奴
←
→
小
貍
奴 

の
対
比
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
の
前
に
、
傍
線
部
Ａ
の
直
前
行
の
「
以

為
」
の
正
確
な
訳
が
問
わ
れ
て
い
る
。
コ
レ
だ
け
漢
字143

「
以
為
」
は
、
こ
こ

で
は
「
以
て
～
と
為
す/

～
と
思
う
」
。
す
る
と
か
ん
た
ん
な
訳
は
次
の
と
お
り
。

な
お
、
「
出(

い)

だ
す
」
６
行
目
は
熟
語
を
使
っ
て
訳
す
と
、 

 

出
す
→
産=

出or

出=

産
→
産(

う)

む 

と
な
り
、
「
子
を
産
む
」
の
意
味
。
こ
う
し
て
お
い
て
対
比
を
確
認
す
る
と
次

の
通
り
。 

 (

小
貍
奴
は) 

 

欣
然
と
し
て
ま
こ
と
に
お
の
れ
の
母
な
り
と
思
う
。 

老
貍
奴
…
も
…
居
然
と
し
て
ま
こ
と
に
お
の
れ
が
産
ん
だ
と
思
う
。 

す
る
と
、 

小
貍
奴
＝
子
猫
＝
欣
然
←
→
老
貍
奴
＝
老
猫
＝
居
然 

な
の
で
、
「
子
猫
…
欣
然
」
の
③
以
外
は
次
の
よ
う
に
キ
ズ
が
あ
る
。 

①
老
猫
…
欣
然 

②
猫
た
ち
…
居
然 

④
子
猫
…
居
然 

⑤
老
猫
は
…
深
い
悲

し
み 
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た
だ
し
③
に
も
キ
ズ
が
あ
る
。
問
題
文
の
内
容
は
、
血
の
つ
な
が
ら
な
い
猫

同
士
で
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
、
子
猫
は
よ
ろ
こ
び(

欣
然)

老
猫
も
や
す
ら
か

(

居
然)
に
な
っ
た
の
で
、
Ａ
「
あ
あ
、
ま
た
異
な
る
か
な(

な
ん
と
驚
異(

驚
く

べ
き
こ
と)
で
は
な
い
か
！)

」
と
筆
者
が
感
動
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
。
だ

か
ら
「
傍
線
部
Ａ
…
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
と
し
て
…
も
っ
と
も
適
当
な
」
問
４

解
答
は
、 

子
猫
＝
欣
然 

老
猫
＝
居
然 

の
二
要
素
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
③
は
子
猫
だ
け
だ
。

で
も
他
の
選
択
肢
の
キ
ズ
が
明
瞭
な
の
で
、
選
択
肢
と
し
て
は
③
が
正
解
。
お

そ
ら
く
、
出
題
者
は
字
数
の
関
係
で
「
老
猫
＝
居
然
」
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
問
題
作
成
上
は
し
か
た
が
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。 

 

問
５ 

{

ン
ヤ}

{

熟}
{

注} 

「
何
必
」
は
「
何
ぞ
必
ず
し
も
～
：
ど
う
し
て
絶
対
に
～
か
、
必
ず
し
も
～
で

は
な
い
」
と
い
う
反
語8

3

。
す
る
と
正
解
候
補
は
、
①
「
で
は
な
い
」
②
「
必

ず
し
も
」
④
「
で
は
な
い
」
。 

 

次
に
傍
線
部
Ｂ
の
「
生
」
を
熟
語
で
訳
す
と
、 

生
→
生=

産
→
産
む 

と
な
り
、
④
「
産
ん
だ
」
が
正
解
か
。
注
９
を
使
っ
て
傍
線
部
Ｂ
の
前
後
を
確

認
す
る
と
、 

 

他
の
…
子(

の)

養
育
を
明
徳
馬
后
に
託
し
注
９(

て)

言
っ
た 

「
子
…
は
、
自
分
で
産
ん
だ
か
ど
う
か
が
大
事
な
の
で
は
な
い 

(

子
へ
の)

愛
が
至
ら
な
い
こ
と
を
後
悔
す
る
だ
け
だ
」 

と
な
る
の
で
、
話
の
つ
じ
つ
ま
は
合
う
。
そ
こ
で
制
限
時
間
内
で
は
④
に
マ
ー

ク
。
以
下
は
解
答
後
の
整
理
。 

   

正
解
は
正
確
な
訳
で
作
ら
れ
るm19 

と
い
う
原
則
か
ら
④
を
検
討
す
る
と
次
の
と
お
り
。 

 

「
親
」
は
「
み
ず
か
ら
」
と
読
み
、
「
自
分
で
」
の
意
味
。
日
本
で
は
使
わ

な
い
「
親
自
」
と
い
う
熟
語
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。

ま
ず
傍
線
部
Ｂ
を
機
械
的
に
翻
訳
し
、
順
次
言
い
換
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
し

て
④
に
至
る
。 

Ｂ 
 
 

 

人
子(

じ
ん
し)

何
ぞ
必
ず
し
も
親(

み
ず
か)

ら
生
ま
ん
や 

 
 

↓ 

機
械
的
翻
訳 

人
間
の
子
、
ど
う
し
て
絶
対
に
自
分
で
産
む
か
。
必
ず
し
も
そ

－ 
 
 

う
で
は
な
い
。 

 
 

↓ 

言
い
換
え
１ 

子
と
い
う
も
の
は
必
ず
し
も
自
分
で
産
む
必
要
は
な
い
。 

 
 

↓ 
言
い
換
え
２ 

子
と
い
う
も
の
は
、
自
分
で
産
ん
だ
か
ど
う
か
が
大
事
な
の
で 

は
な
い
④ 
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ヒ
ッ
カ
ケ
選
択
肢
①
に
つ
い
て
。
出
題
者
は
傍
線
部
Ｂ
「
生
」
の
訳
を
ネ
ジ
マ

ゲ
て
、
「
い
る
」
①
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
「
存=

在
」
や
「
有
」
な
ら
「
あ
リ
」

と
読
む
の
で
、
「
い
る
」
と
訳
せ
る
が
、
動
詞
の
「
生
」
は
「
生(

い)

く
・
生

き
る
」
「
生
む
」
「
生(

は)

え
る
」
し
か
読
め
な
い
。 

②
「
～
の
思
い
通
り
」
に
対
応
す
る
原
文
の
漢
字
は
な
い
。
も
し
か
す
る
と

出
題
者
は
傍
線
部
Ｂ
「
生
」
の
訳
を
次
の
よ
う
に
ネ
ジ
マ
ゲ
て
誤
答
を
作
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 
 

親
生
→
親
の
生(

な
ま)≠
親
の
ま
ま
→
②
「
親
の
思
い
通
り
」 

問
１ (

２)
 {

熟} 

熟
語
で
訳
し
て
正
解
つ
か
む

172

。
「
適
」
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語

を
作
る
と
、
次
の
よ
う
に
し
て
正
解
に
至
る
。 

適
→
適=

合
ま
た
は
適=

当
→
ぴ
っ
た
り
・
ち
ょ
う
ど
③ 

  問
６{

ン
ヤ}{

ノ
ミ}

{

漢} 

「
豈
」
は
「
あ
に
～
ん
や
」57

反
語
、
「
独
」
は
「
ひ
と
リ
～
の
み
」9

4

限
定
。

し
か
も
「
み
ん
な
忘
れ
る
語
尾
の
ノ
ミ
」94

に
よ
り
「
の
み
」
は
語
尾
に
来
る
か

ら
、
①
③
④
の
「
の
み
を
…
ん
や
」
で
は
な
く
、
語
尾
に
近
い
「
の
み
な
ら
ん

や
」
②
④
が
正
解
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
の
み
な
ら
ん
や
」
は
重
要
な
い
が
よ
み

96

な
の
で
ま
ち
が
い
は
な
い
。 

漢
字
「
与
」
は
「
与(

あ
た)

ふ
」
で
は
な
く
、
「
Ａ
と
Ｂ
与(

と)

」154

と
読

む
方
が
正
解
だ
ろ
う
。 

人
親

じ
ん
し
ん
ト

与 と

レ

子 こ 

そ
こ
で
制
限
時
間
以
内
で
は
⑤
に
マ
ー
ク
。
以
下
は
解
答
後
の
整
理
。 

１ 

傍
線
部
Ｃ
「
為
」
を
「
為
す
」
②

と
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
５
行
目
の
よ
う
に

「
以
為
：
以
て
為
す
：
～
と
思
う
」
と
な
っ
て
い
る
は
ず
。
し
か
し
傍
線
部
Ｃ

の
「
為
」
の
上
に
は
「
以
て
」
が
な
い
。 

２ 
[

対
比
に
注
意
！]m12

に
よ
り
、
問
題
文
は
次
の
よ
う
な
対
比
で
主
張
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 

老
貍
奴
←
→
小
貍
奴38.1

～2 

明
徳
馬
后
←
→
章
帝38.7

～8 

 
 
 
 
 
 

母
←
→
子38.9

 

 
(

子
へ
の)

慈
愛
←
→(

親
へ
の)

孝
行38.9 

 
 
 
 
 

不
慈
←
→
不
孝39.1 

人
親
←
→
子39.1 

だ
か
ら
傍
線
部
Ｃ
「
人
親
与
子
」
は
「
人
親
と
子
と
」
⑤
で
あ
り
、
「
人
親

の
子
に
与
ふ
」
②
は
あ
り
え
な
い
。 
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３ 

「
独
：
ひ
と
り
～
の
み
」
は
「
惟
：
た
だ
～
の
み
」
限
定

と
同
じ
限
定
の
言

葉
な
の
で
、
次
の
よ
う
に
基
本
句
形
を
言
い
換
え
る
と
傍
線
部
Ｃ
の
「
豈
独
」

の
読
み
に
な
る
。 

豈(

あ)
に
惟(

た)

だ
に 

 

Ａ
の
み
な
ら
ん
や 

累
加
の
句
形96 

 
 

↓ 豈(

あ)

に
独(
ひ
と)

り 
 

Ａ
の
み
な
ら
ん
や 

Ａ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
い
や 

Ａ
だ
け
で
な
く 

 

こ
こ
で
誤
解
を
解
い
て
お
く
。
私
が
『
早
覚
え
速
答
法
』
に
お
い
て
「
『
累

加
』
で
入
試
に
出
る
の
は
次
の
も
の
だ
け
」96

と
述
べ
て
い
る
の
で
、 

「
豈
惟
」
だ
け
じ
ゃ
な
く
「
豈
独
」
も
出
た
じ
ゃ
な
い
か
、
う
そ
つ
き
！ 

と
い
う
非
難
が
私
に
届
い
て
い
る
。 

た
し
か
に
「
豈
独
」
が
出
た
。
し
か
し
「
豈
独
」
を
知
ら
な
く
て
も
「
の
み

な
ら
ん
や
」
と
い
う
い
が
よ
み
で
問
題
に
は
対
処
で
き
る
。
だ
か
ら
私
は
言
い

続
け
る
。
「
入
試
に
出
る
の
は
次
の
も
の
だ
け
」
と
。
あ
と
は
覚
え
な
く
い
い

ん
だ
。
勉
強
し
な
く
て
い
い
ん
だ
。
最
小
の
知
識
で
試
験
に
勝
つ
。
そ
れ
が
大

事
だ
か
ら
だ
。
試
験
科
目
は 

豈(

あ)

に
独(

ひ
と)

り
漢
文
の
み
な
ら
ん
や 

漢
文
だ
け
だ
ろ
う
か
、 

い
や
、
違
う
。
英
語
も
あ
る
し
、
数
学
も
あ
る
。
漢
文
の
よ
う
な
周
辺
科
目

に
時
間
を
割(

さ)

い
て
ほ
し
く
な
い
。
だ
か
ら
私
は
言
い
続
け
る
。
「
出
る
の

は
次
の
も
の
だ
け
」
と
。 

  問
３{

漢} 

不
用
な
知
識
を
持
た
な
い
受
験
生
に
と
っ
て
は
簡
単
。 

「
矣
」
は
漢
文
で
は
読
ま
な
い
字(

置
き
字)

だ
。
置
き
字
は
覚
え
な
く
て
も
よ

い

70

。試
験
に
出
る
漢
字
な
ら
こ
れ
ダ
ケ
漢
字
に
収
録
し
て
い
る
。そ
し
て「
矣
」

は
漢
字
リ
ス
ト
に
な
い
。
だ
か
ら
①
②
は
消
え
る
。 

文
末
の
「
也
」
は
「
な
り
」
と
読
み
、
「
断
定
」
の
意
味
し
か
な
い
。
「
な

り
」
に
「
伝
聞
」
の
意
味
が
あ
る
の
は
日
本
の
古
文
で
の
こ
と
。
だ
か
ら
③
が

消
え
る
。 

 

④
に
つ
い
て
、
「
耳
」
は
「
の
み
」
と
読
む
限
定

95

だ
。
こ
れ
ダ
ケ
漢
字
に

は
「
而
已(

の
み)

」
は
あ
る
が
、
「
已(

の
み)

」
が
な
い
の
で
⑤
を
切
っ
て
④

が
正
解
。
大
学
受
験
で
は
余
計
な
知
識
を
知
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
以
下
は

解
答
後
の
整
理
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
参
考
知
識
で
あ
り
、
お
ぼ
え
る
必
要
は
な

い
。 

ａ
「
矣
」
は
詠
嘆
・
感
動
を
表
し
、
「
漢
文
で
は
と
く
に
訓
読
し
な
い
が
、
文

脈
に
よ
っ
て
、
…
せ
ん
、
…
な
ら
ん
、
な
ど
と
読
む
こ
と
も
あ
る
。p

903

学
研
漢

和
大
字
典
、
藤
堂
明
保
編
、
学
習
研
究
社
、198

1

」 

た
と
え
ば
、
「
已
矣
。
」
は
「
已(

や)

ん
ぬ
る
か
な
：
も
う
終
わ
り
だ
！
」

と
読
む
が
、
「
矣
」
を
「
か
な
」
と
読
む
の
で
は
な
い
。
大
部
の
労
作
『
大
漢
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和
辞
典
』
諸
橋
轍
次
他

で
も
「
か
な
」
と
い
う
読
み
で
掲
載
す
る
の
は
「
哉
」
だ
け

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
標
準
的
な
漢
文
で
は
「
矣
」
に
読
み
は
な
い
。 

ｄ 

文
末
の
「
焉
」
に
は
「
断
定
」
「
感
嘆
」
な
ど
の
用
例
は
あ
っ
て
も
「
意

志
」
で
訳
せ
る
よ
う
な
文
例
は
な
い
。(

『
在
线
新
华
字
典
』
よ
り)

そ
こ
で
、

④
の
「
断
定
」
は
正
し
い
が
、
⑤
の
「
意
志
」
は
あ
り
え
な
い
。 

ｅ
「
已
」
に
つ
い
て
。
文
末
の
「
已
。
」
は
「
而
已(

の
み)

矣
」
「
而
已(

の
み)

」

157

の
省
略
形
と
思
わ
れ
、
「
の
み
」
と
読
む
。
し
か
し
、
大
学
受
験
で
こ
の
読

み
方
を
知
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
セ
ン
タ
ー
試
験
は
些
末(

さ
ま
つ)

な
知
識

を
問
わ
な
い
。 

問
７{

主
張}{

対
比} 

 

最
初
の
作
業
で
検
討
し
た
正
解
候
補
は
②
だ
っ
た
が
、 

正
解
は
正
確
な
訳
で
作
ら
れ
るm
1
9 

の
で
、
問
６
で
つ
か
ん
だ
⑤
の
書
き
下
し
文
か
ら
確
認
す
る
と
次
の
と
お
り
。 

 

Ｃ
人
親
と
子
と
為
り
て
、
不
慈
不
孝
な
る
者
有
る
は 

 
 

↓ 

 
 

親
と
子
で
あ
っ
て
、(

子
に)

慈
愛
で
な
く(

親
に)

孝
行
で
な
い
者
が
い
る

の
は 

 
 

↓ 

 

②
互
い
に
愛
情
を
抱
き
あ
え
な
い
親
子
が
い
る
こ
と
は 

   

Ｃ
古
人
に
愧(

は)

づ
る
の
み
な
ら
ん
や 

亦
た
此
の
異
類
に
愧(

は)

づ
る 

 
 

↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

異
類
＝
人
類
と
異
な
る
類
＝
貍
奴
＝
猫 

 
 

古
人
に
は
づ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
猫
に
も
は
づ
る 

 
 

↓ 

古
人
に
対
し
て
恥
ず
か
し
い
だ
け
で
な
く
、
こ
の
猫
に
対
し
て
も
恥
ず
か
し
い 

 
 

↓ 
 
 
 
 
 
 

恥
ず
か
し
い
＝
嘆
か
わ
し
い 

②
古
人
は
お
ろ
か
猫
の
例
に
も
及
ば
な
い
ほ
ど
嘆
か
わ
し
い 

以
下
は
解
答
後
の
整
理
。 

[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]m13

に
よ
り
、
Ｃ
の
「
世
」
は
非
難
の
対
象
。

だ
か
ら
②
「
嘆
か
わ
し
い
」
④
「
い
た
た
ま
れ
な(

い)

」
⑤
「
恥
ず
か
し
い
」

は
適
当
だ
が
、
①
「
信
じ
た
い
」
③
「[

主]

愛
情
は
…[

述]

深
い
」
は
不
適
切
。 

 
 

ま
た
、
③
に
つ
い
て
は 

早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語m9 

に
よ
り
、
③
の
最
初
の
主
・
述 

「[

主]

老
猫
の
悲
し
み
は 

[

述]

癒
さ
れ
…
な
か
っ
た
」 

と
、
問
題
文
の
前
半
の
最
後
の
主
・
述 

「[

主]

老
貍
奴
な
る
者
も
…[

述]

居
然(

や
す
ら
か)

注
７

」38.

５ 

を
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
反
対
。 

③
「
癒
さ
れ
な
か
っ
た
」
←
→
「
や
す
ら
か
」38.

５ 

  

④
に
は
、
老
貍
奴
と
小
貍
奴
、
明
徳
馬
后
と
章
帝
が
と
も
に
「
血
縁
を
欠
く
」

と
い
う
点
が
な
い
。
こ
れ
が
致
命
傷
。 

最
初
と
最
後
で
筆
者
は
主
張m9 
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が
論
文
の
大
原
則
で
あ
り
、
前
半
の
最
初(

老
貍
奴
と
小
貍
奴
に
血
縁
な
し)

と

後
半
の
最
初(

明
徳
馬
后
と
章
帝
に
血
縁
な
し)

は
筆
者
の
主
張
の
重
要
部
分
だ
。 

 

⑤
は
、
子
に
つ
い
て
だ
け
述
べ
て
母
に
言
及
し
て
い
な
い
の
が
キ
ズ
。
血
の

つ
な
が
ら
な
い
「
母
と
子
」
が
主
張
の
根
幹
で
あ
り
、
「
母
と
子
」
か
ら
「
母
」

を
抜
い
た
の
が
⑤
。
だ
か
ら
こ
そ
、 

ヒ
ッ
カ
ケ
は 

主
張
を
ず
ら
し
て 

作
ら
れ
るm

9
1 

以
上 


