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16

年
・
平
成
28
年 

セ
ン
タ
ー
漢
文
解
説(

本
試
験)

 
 
 

準
拠
『
早
覚
え
速
答
法
』 

※
文
中
数
字1

50

は
『
早
覚
え
速
答
法
』
の1

50

ペ
ー
ジ
を
、m

13

は
『
早
覚
え
速
答
法
』
マ
ニ
ュ
ア
ル

の13

ペ
ー
ジ
を
示
す
。 

【
出
典
】
慮
文
弨(

ろ
ぶ
ん
し
ょ
う)

『
抱
経
堂
文
集
』
よ
り
。
慮
文
弨 

(1
717

年
～

1
7
95

年
）
は
清
朝
の
人
。
科
挙(

高
級
官
僚
登
用
試
験)

の
合
格
者
だ
が
、
政
治
行

政
に
た
ず
さ
わ
ら
ず
、
古
典
研
究
と
教
育
に
従
事
し
て
一
生
を
終
え
る
。
蔵
書

家
と
し
て
知
ら
れ
、
経
典(
け
い
て
ん
：
古
典)

を
だ
き
抱
え
る
「
抱
経
先
生
」

と
称
さ
れ
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
。 

 

荷
宇(

か
う)

は
生
ま
れ
て
十
月(

じ
ゅ
う
げ
つ)
に
し
て
其
の
母
を
喪(

う
し

な)

ふ
。
知
有
る
に
及
び
、
即(

す
な
わ)

ち
時
時(

じ
じ)
母
を
念(

お
も)

ひ
て
置

か
ず
、
弥(

い
よ
い
よ)

久
し
く
し
て
弥(

い
よ
い
よ)

篤(

あ
つ)
し
。
其
の
身
の

一
日(

い
ち
じ
つ)

と
し
て
母
に
事(

つ
か)

ふ
る
能(

あ
た)

は
ざ
る
を
哀(

か
な

し)

む
な
り
。
母
の
言
語
動
作
も
亦(

ま)

た
未(

い
ま)

だ
識(

し)

る
能(
あ
た)

は

ざ
る
を
哀(

か
な
し)

む
な
り
。 

 

荷
宇
は
香
河(

こ
う
が)

の
人
な
り
。
嘗(

か
つ)

て
南
に
遊
び
て
反(

か
え)

る

に
、
銭
唐(

せ
ん
と
う)

に
至
る
。
母
の
来
前
す
る
を
夢(

ゆ
め)

み
、
夢
中(

む
ち

ゅ
う)

に
即(

す
な
わ)

ち
其
の
母
為(

た)

る
を
知
る
な
り
。
既
に
覚(

さ)

め
、
乃

(

す
な
わ)

ち
噭
然(

き
ょ
う
ぜ
ん)

と
し
て
以(

も
っ)

て
哭(

こ
く)

し
て
曰
わ
く
、

「
此(

こ)

れ
真(

ま
こ
と)

に
吾
が
母
な
り
。
母
よ
、
胡
為(

な
ん
す)

れ
ぞ
我
を

し
て
今
日(

こ
ん
に
ち)

に
至
り
て
乃
ち
見
る
を
得
し
む
る
や
。
母
よ
、
又
た
何

ぞ
我
を
去
る
こ
と
の
速
や
か
な
る
や
。
母
よ
、
其
れ
我
を
し
て
此(

こ)

を
継
ぎ

て
見
る
を
得(

え)

し
む
べ
け
ん
や
。
」
と
。
是(

こ
こ)

に
於
い
て
夢
に
見
る
所

に
即
し
て
之(

こ
れ)

が
図
を
為(

つ
く)

る
。
此(

こ)

の
図
は
吾(

わ
れ)

之(

こ

れ)

を
見
ざ
る
な
り
。
今
の
図
は
吾
之(

こ
れ)

を
見
れ
ば
、
則(

す
な
わ)

ち
其
の

母
を
夢
み
る
の
境
な
る
の
み
。 

 

余(

よ)

因(

よ)

り
て
之(

こ
れ)

に
語
り
て
曰
わ
く
、
「
夫(

そ)

れ
人(

ひ
と)

の
精
誠
の
感
ず
る
所
に
、
幽
明
死
生
の
隔
て
無
き
は
、
此(

こ)

れ
理
の
信
ず
べ

く
誣(

し)

い
ざ
る
者
な
り
。
況(

い
わ)

ん
や
子
の
親
に
於
け
る
、
其
の
喘
息(

ぜ

ん
そ
く)

呼
吸
も
相(

あ)

い
通
じ
、
本(

も
と)

よ
り
之(

こ
れ)

を
間(

へ
だ)

つ
る

者
有
る
無
き
を
や
。
」
と
。 

※
「
則
ち
」
の
上
の
「
見
る
」
に
つ
い
て
、
出
題
は
「
見
る
に
」
と
し
て
い
る

が
、
学
習
上
、
「
見
れ
ば
」
と
し
た
。
→150 

【
現
代
語
訳
】 

 
荷
宇
は
生
ま
れ
て
十
か
月
で
母
を
亡
く
し
た
。
も
の
ご
こ
ろ
が
つ
く
と
す
ぐ

に
い
つ
も
母
の
こ
と
を
思
い
続
け
て
や
む
こ
と
な
く
、
そ
の
思
い
は
時
間
が
経

つ
ほ
ど
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
た
。
彼
は
、
自
分
が
一
日
も
母
に
仕
え
ら
れ
な
か
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っ
た
こ
と
を
悲
し
み
、
母
の
言
葉
や
仕
草
も
知
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
悲
し
ん

で
い
る
。 

 

荷
宇
は
香
河
の
人
で
あ
る
。
か
つ
て
見
聞
を
広
め
る
た
め
に
南
方
に
行
っ
た
。

帰
る
途
中
、
銭
唐(

せ
ん
と
う)

に
着
き
、
そ
こ
で
見
た
夢
で
母
が
目
の
前
に
現

れ
た
。
夢
の
中
で
す
ぐ
に
自
分
の
母
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
夢
か
ら
覚
め

る
と
彼
は
号
泣
し
て
言
っ
た
。
「
こ
れ
は
本
当
に
私
の
母
だ
。
お
母
さ
ん
！
ど

う
し
て
、
今
に
な
っ
て
や
っ
と
私
に
会
い
に
来
た
の
で
す
か
。
そ
れ
に
、
お
母

さ
ん
！
ど
う
し
て
す
ぐ
に
私
の
前
か
ら
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
か
。
さ
ら
に
、

お
母
さ
ん
！
こ
れ
か
ら
先
、
私
は
お
母
さ
ん
に
会
え
る
の
で
す
か
。
そ
ん
な
の

無
理
で
し
ょ
う
。
」
そ
こ
で
彼
は
、
夢
に
見
た
と
お
り
に
母
の
絵
を
画
い
た
。

私
は
こ
の
絵
を
見
た
の
で
は
な
い
。
彼
が
持
っ
て
き
た
絵
は
、
私
が
見
る
と
、

彼
が
夢
で
母
を
見
て
い
る
場
面
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。 

 

私
は
荷
宇
に
解
説
し
て
や
っ
た
。
「
そ
も
そ
も
、
人
の
ま
ご
こ
ろ
が
動
く
と

き
、
あ
の
世
も
こ
の
世
も
な
い
。
こ
れ
は
信
頼
で
き
る
真
理
で
あ
り
、
い
つ
わ

り
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
息
づ
か
い
が
互
い
に
通
じ
合
い
、
わ
け
へ
だ
て
が
も

と
も
と
な
い
親
子
の
関
係
に
お
い
て
、
人
の
ま
ご
こ
ろ
が
死
生
を
越
え
て
通
じ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
」 

※
訳
注 

時
時
―
い
つ
も 

哭(

こ
く) 

―
―
大
声
を
あ
げ
て
泣
く 

我
を
し
て
…
見
る
を
得
し
む
―
―
私
に(

お
母
さ
ん
を)

見
る
こ
と
を
で
き
さ
せ

る
→(

意
訳)

→
お
母
さ
ん
が
私
に
会
う 

又
た
何
ぞ
―
―
そ
れ
に
加
え
て
ど
う
し
て
。
「
何
ぞ
」
が
一
字
で
疑
問
に
な
る

こ
と
は
少
な
い
。83

参
照
。 

其
れ
…
べ
け
ん
や
―
―
反
語
。
～
で
き
よ
う
か
。
い
や
、
で
き
な
い
。 

此
の
図
は
…
。
今
の
図
は
…
の
み
。
―
―[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]m13

の
「
今
」
が
あ
る
の
で
、
「
此
の
図
」
よ
り
「
今
の
図
」
を
低
く
評
価
す
る
意

識
が
働
い
て
い
る
。
こ
の
意
識
を
補
っ
て
現
代
語
に
訳
す
と
次
の
と
お
り
。 

 

そ
こ
で
彼
は
、
夢
に
見
た
と
お
り
に
母
の
絵
を
画
い
た
。
私
は
こ
の
絵
を
見

た
の
で
は
な
い
。(

私
は
こ
の
絵
を
見
た
か
っ
た
の
だ
が
、)

彼
が
持
っ
て
き
た

絵
は
、
私
が
見
る
と
、
彼
が
夢
で
母
を
見
て
い
る
場
面
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。(

ち

ょ
っ
と
残
念
。) 

解
説 

※m1

は
『
早
覚
え
』
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
１
ペ
ー
ジ
、126

は
『
早
覚
え
』

の126

ペ
ー
ジ
、40.1

は
問
題
文40

ペ
ー
ジ
１
行
目
を
示
す
。 

筆
者
の
主
張
を
つ
か
むm4 

【
ス
テ
ッ
プ
１
】 

最
初
の
２
行
を
読
む 
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荷
宇
は
生
ま
れ
て
十
月
に
し
て
其
の
母
を
喪(

う
し
な)

ふ
。
…
母
を
念(

お

も)
ひ
て
…
弥(

い
よ
い
よ)

久
し
く
し
て
弥(

い
よ
い
よ)

篤(

あ
つ)

し
。
…
母
の

言
語
動
作
も
亦(

ま)

た
未(

い
ま)

だ
知
識(

し)

る
能(

あ
た)

は
ざ
る
を
哀(

か

な
し)

む
な
り
。 

【
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m

1 

に
よ
り
、
最
後
の
一
文
か
ら
読
む
と
、 

 

況(

い
は)

ん
や
子
の
親
に
於(

お)

け
る
、
其
の
息
づ
か
い
注
７

も
相(

あ)

ひ
通

じ
、
こ
れ
を
間(

へ
だ)

つ
る
者
有
る
無
き
を
や
。 

 

「
況(

い
は)

ん
や
～
を
や
」
は
抑
揚

1
2
6

な
の
で
、
「
ま
し
て
～
は
当
然
だ
」

127

と
い
う
訳
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
つ
つ
、 

【
ス
テ
ッ
プ
３
】 

最
後
の
問
７
を
見
る 

問
７{

ヲ
ヤ} 

 

「
ま
し
て
」
の
訳
が
あ
る
①
③
⑤
に
し
ぼ
る
。
次
に
、[

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で

共
通
す
る
言
葉]

m5

を
探
す
と
、 

 

⑤
母
に
対
す
る
…
思
い 

 
 
 
 
≒
 

 
 

荷
宇
は
…
母
を
念(

お
も)

ひ

40.1

＝
母
に
対
す
る
荷
宇
の
思
い 

 
 
 
 
≠
 

 

③
母
の
思
い 

と
な
り
、
⑤
が
正
解
か
。 

 
[

結
論
は
最
後
に
来
る]

m9

か
ら
、
主
張
の
要
点
は
、
末
尾
の
原
文
「
子
の
親
に

於
け
る(

関
係
で
は)

…
へ
だ
つ
る
者
が
有
る
無
き
」
だ
ろ
う
。
そ
し
て 

 

有
る
無
き
＝
有
る
こ
と
無
き
＝
無
し 

だ
か
ら
、
「
子
と
親
の
間
に
は
へ
だ
て
る
も
の
が
無
い
」
が
主
張
だ
ろ
う
。
こ

れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。
こ
こ
で
最
初
に
も
ど
る
。 

問
１
(1){

漢}{

熟} 

 

波
線
の
次
の
「
即(

す
な
わ)

ち
」
は
重
要
漢
字
で
、
訳
は
「
す
ぐ
に
」149

。

す
る
と
１
行
目
は
、 

 

荷
宇
は
生
ま
れ
て
十
月
に
し
て
其
の
母
を
喪(

う
し
な)

ふ
。
知
有
る
に
及
び
、

(

す
ぐ
に)

…
母
を
念(

お
も)

ひ
て 

と
な
る
。 

 

次
に
「
知
」
に
つ
い
て
、
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正

解
探
せ
！
」174

に
よ
り
、
上
下
が
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
「
知
識
、
知
覚
、
認

知
」
な
ど
を
作
っ
て
１
行
目
に
あ
て
は
め
て
み
る
。
い
ま
、
「
知
識
」
を
あ
て

は
め
る
と
、 
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荷
宇
は
生
ま
れ
て
十
月
に
し
て
其
の
母
を
喪(

う
し
な)

ふ
。
知
識
有
る
に
及

び
、(

す
ぐ
に)

…
母
を
念(

お
も)

ひ
て 

 

こ
こ
で
「
知
識
有
る
」
に
近
い
選
択
肢
を
探
す
と
、
⑤
「
も
の
ご
こ
ろ
が
つ

く
」
が
正
解
だ
ろ
う
。 

 

②
「
教
育
を
受
け
る
」
は
、 

 
 

②
「
教
育
を
受
け
る
」
と
→
「
知
識
有
る
」
状
態
に
な
る 

と
い
う
原
因
・
結
果
の
関
係
で
あ
り
、 

 
 

⑤
「
も
の
ご
こ
ろ
が
つ
く
」≒

「
知
識
有
る
」 

と
い
う
近
似
の
関
係
よ
り
劣
る
。 

 

な
お
、
出
題
者
は
「
知
」
の
熟
語
「
知
恵
」
に
よ
り
次
の
よ
う
に
し
て
正
解

を
作
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 
 

知
恵
有
る
に
及(

ぶ) 

 
 

↓ 

 
 

知
恵
が
つ
く 

 
 

↓ 

二
字
熟
語
を
他
の
言
葉
に
言
い
換
え
て
受
験
生
の
目
を
ゴ
マ
カ
ス

174  

 

⑤
も
の
ご
こ
ろ
が
つ
く 

 

こ
こ
で
「
知
恵
」
が
上
下
が
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し

て
お
く
。 

 

「
知
恵
」
は
日
本
独
自
の
熟
語
で
あ
り
、
中
国
語
で
は
「
智
慧 (

ち
え)

」
と

記
さ
れ
る
が
、 

 
 
 

知
＝
智
＝
知
っ
て
い
る 

恵(

け
い)

＝
慧(

け
い)

＝
か
し
こ
い 

な
の
で
、 

 
 

「
知≒

恵
」
「
智≒

慧
」 

 

と
な
り
、
中
国
語
の
「
智
慧
」
だ
け
で
な
く
日
本
語
の
「
知
恵
」
も
上
下
が

ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
知
」
を
「
知
恵
」
に
変
形
し

て
作
っ
た
選
択
肢
⑤
は
、
「
傍
線
部
中
の
漢
字
を
上
も
下
も
同
じ
意
味
の
熟
語

に
す
る
」170

～171

と
い
う
翻
訳
の
原
則
か
ら
は
ず
れ
て
い
な
い
。 

 

他
の
選
択
肢
に
つ
い
て
。 

 

①
「
世
に
知
ら
れ
る
」
は
熟
語
「
周
知
」
か
ら
、
④
「
知
り
合
い
」
は
熟
語

「
知
己
」
「
知
人
」
か
ら
作
っ
た
選
択
肢
だ
が
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
ど
の
熟

語
も
、
上
下
同
じ
意
味
で
は
な
い
。 

 

「
周(

あ
ま
ね)

く
知
ら
れ
る
」
「
己(

お
の
れ)

を
知
る
」
「
知
っ
て
い
る
人
」 

問
３{

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

に
よ
り
、
傍

線
部
の
漢
字
を
上
下
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
に
し
て
み
る
。 
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「
時
時
」
の
「
時
」
の
熟
語
は
「
時
刻
、
時
点
、
時
間
」
な
ど
だ
が
、
「
時
時
」

を
「
時
刻
時
刻
、
時
点
時
点
」
と
し
て
み
て
も
意
味
が
わ
か
ら
な
い
の
で
作
業

中
止
。 

 

次
に
「
置
」
を
熟
語
に
し
て
み
る
と
、
「
設
置
、
放
置
、
留
置
…
」
。
原
文

は
「
不
置
：
置
か
ず
」
な
の
で
、
否
定
の
「
な
い
」
を
付
け
て
熟
語
を
訳
す
と
、 

 
 
 

設
け
な
い 

放
さ
な
い 

留(

と
ど)

め
な
い
・
留
ま
ら
な
い 

 

こ
れ
を
「
不
」
の
訳
で
あ
る
「
な
い
」
を
含
む
次
の
三
つ
の
選
択
肢 

 
 

①
や
む
こ
と
が
な
い 

 
 

③
い
た
た
ま
れ
な
い
＝
が
ま
ん
で
き
な
い 

 
 

⑤
言
わ
ず(

な
い) 

と
照
合
す
る
と
、 

 

留(

と
ど)

ま
ら
な
い
＝
と
ま
ら
な
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

｜
｜ 

 

①
や
む
こ
と
が
な
い
＝
や
ま
な
い 

と
な
り
、
正
解
は
正
確
な
訳
で
作
ら
れ
る

m19

の
で
①
が
正
解
だ
ろ
う
。 

 

な
お
、
「
時
時(

じ
じ)

」
は
「
常
に
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
受
験
生
が
知
っ

て
い
る
必
要
は
な
い
。 

問
４{

対
比}{

漢} 

 

傍
線
Ｂ
は
漢
字
の
羅
列
な
の
で
読
め
な
い
。
そ
こ
で
傍
線
Ｂ
の
下
を
見
る
と
、

傍
線
部
の
「
哀
」
と
同
じ
「
哀
」
か
ら
文
が
始
ま
る
の
で
、 

 

対
比
に
注
意
！m12  

で
解
く
。
傍
線
Ｂ
と
次
の
文
は
、 

 

Ｂ
哀
〇
〇
也 

 
 

哀
◎
◎
也

40.1~2  

と
い
う
対
比
で
あ
り
、
〇
〇
と
◎
◎
は
違
う
が
、
文
の
構
造
は
同
じ
。
す
る
と
、

「
～
を
哀
し
む
な
り

40.1

」
と
い
う
読
み
方
を
Ｂ
も
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
選

択
肢
は
③
と
④
。
あ
と
は
、
重
要
漢
字
「
事
」152

の
読
み
「
事(

つ
か)

ふ
」
の

あ
る
④
が
正
解
。 

問
１
(2){

熟}{

注} 

 

「
遊
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
漢
字
を
付
け
て
熟
語
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
「
浮

遊
、
遊
興
」
な
ど
し
か
思
い
つ
か
な
い
。 

 

日
本
語
の
「
遊
ぶ
」
か
ら
想
像
す
る
と
、
①
「
仕
事
も
せ
ず
に
ぶ
ら
ぶ
ら
し

て
」
が
正
解
か
も
し
れ
な
い
が
、
問
わ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
漢
語
「
遊
」

の
意
味
だ
。
す
る
と
、
①
の
「
仕
事
も
せ
ず
」
と
い
う
意
味
は
「
浮≒

遊
」
の

「
浮
」
か
ら
も
「
遊≒

興
」
の
「
興
」
か
ら
も
出
て
こ
な
い
。 
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同
じ
よ
う
に
、
②
「
派
手
」
、
③
「
避
け
…
隠
れ
」
、
⑤
「
低
い
」
も
正
解

で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
、
④
「
故
郷
を
離
れ
遠
方
の
地
を
訪
ね
て
」
が
「
遊
」
の
意
味
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
。
熟
語
が
思
い
つ
か
な
い
の
で
、 

 

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め

176  

に
よ
り
、
注
２
を
見
る
と
、
「
銭
唐
」
が
、
荷
宇
の
故
郷
で
あ
る
「
香
河
か
ら

は
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
離
れ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
使
っ
て
原
文
を
読
む

と
、 

 

南
に
遊
び
て
反(

か
え)

る
に
、
故
郷
「
か
ら
は
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
離

れ
」
注
２

た
銭
唐
に
至
る
。 

 

こ
の
文
の
「
遊
」
に
④
を
代
入
す
る
と
、 

 

南(

の
方)

に
「
故
郷
を
離
れ
遠
方
の
地
を
訪
ね
て
」
④

反(

か
え)
る
に
、
故
郷

か
ら
は
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
離
れ
た
銭
唐
に
至
る
。 

 

こ
れ
を
図
示
す
る
と
、 

河
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
南 

 
 

香
―
千
キ
ロ
―
銭
唐
←
反(

か
え)

 

る
← 

と
な
り
、
話
の
筋
に
無
理
は
な
い
の
で
、
こ
れ
が
正
解
だ
ろ
う
。 

 

な
お
、
化
学
用
語
で
「
遊
離
」
と
い
う
熟
語
が
あ
る
の
で
、
化
学
を
勉
強
し

た
受
験
生
は
、
「
遊
離
」
の
「
離
」
を
残
し
た
④
は
ヒ
ッ
カ
ケ
で
は
な
い
か
？

と
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

し
か
し
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
出
題
は
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
出

題
者
は
、
化
学
を
履
修
せ
ず
「
遊
離
」
と
い
う
熟
語
を
知
ら
な
い
受
験
生
を
念

頭
に
お
い
て
問
題
を
作
成
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
出
題
者
は
注
２
に
よ
っ
て
正
解
を
④
に
誘
導
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
④
の
正
解
は
ゆ
る
が
な
い
。 

 

知
識
の
ゆ
え
に
迷
っ
た
時
は
、
本
書
に
掲
載
し
た
別
の
ル
ー
ト
も
使
っ
て
く

だ
さ
い
。 

 

な
お
、
④
「
訪
ね
て
」
と
い
う
意
味
は
「
遊
」
に
は
な
い
が
、
注
２
で
出
題

者
の
意
図
が
わ
か
る
の
で
、
気
に
し
な
い
。 

 

ま
た
、
「
遊
」
は
も
と
「
游
」
。
氵
は
水
を
あ
ら
わ
す
の
で
、
「
水
の
中
で

泳
ぐ
、
ゆ
ら
ゆ
ら
す
る
」
な
ど
の
意
味
。 

問
２{

漢} 

 

重
要
漢
字
「
即(

す
な
わ)

ち
」149

の
訳
は
「
す
ぐ
に
」
、
「
乃(

す
な
わ)

ち
」

の
訳
は
「
か
え
っ
て
、
そ
こ
で
」
な
の
で
、
正
解
は
①
。 

問
３{
シ
テ}{

熟} 

 

選
択
肢
を
見
て
そ
の
共
通
部
分
を
除
く
と
、
問
題
と
な
る
漢
文
は
次
の
四
字
。 
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使
我
…
得
見 

 
使
役
の
公
式

11

に
よ
り
次
の
よ
う
に
変
形
で
き
る
。 

 
 

↓
使
Ａ
Ｂ 

(

Ａ
を
し
て
Ｂ
せ
し
む) 

 
 

↓
Ａ
に
Ｂ
さ
せ
る 

Ａ
＝
我 

Ｂ
＝
得
見 

 
 

↓
我
に 

得
見
さ
せ
る 

 
 

↓
私
に 

見
る
こ
と
が
で
き
る(

よ
う
に)

さ
せ
る 

 
 
 

私
に 

(

あ
な
た
を)
見
る
こ
と
が
で
き
る(

よ
う
に)

さ
せ
る 

 

こ
こ
で
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
」174

に
よ
り
、
「
見
」
と
ほ
ぼ
同
じ

意
味
の
漢
字
で
熟
語
を
作
る
と
、「
会
見
」
と
い
う
熟
語
に
お
い
て
、[

会≒

見]

。

す
る
と
訳
は
、 

 
 

私
に 

(

あ
な
た
に)

会
え
る(

よ
う
に)

さ
せ
る 

 

し
か
し
、[

私
「
に
」
…
あ
な
た
「
に
」]

で
は
、
「
に
」
が
繰
り
返
さ
れ
て

読
み
に
く
い
。
そ
こ
で
、 

 
 
 
 

私
が
あ
な
た
に
会
う 

 
 
 
 

↓ 

 
 

あ
な
た
が
私
に
会
う 

と
変
形
す
る
。
ち
ょ
っ
と
苦
し
い
が
、
私
が
あ
な
た
に
会
っ
て
も
、
あ
な
た
が

私
に
会
っ
て
も
、[

二
人
が
会
う]

こ
と
に
代
わ
り
は
な
い
の
で
、
大
目
に
見
る
。

す
る
と
、 

 
 
 

私
に 
(

あ
な
た
に)

会
え
る(

よ
う
に)

さ
せ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

↓ 

 
 
(

あ
な
た
が)

私
に 

会
っ
て
く
だ
さ
る
④ 

 

他
の
選
択
肢
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

②
は
使
役
の
訳
「
さ
せ(

る)

」
が
あ
る
が
、
原
文
の
「
見
」
は
②
の
「
来
」

と
熟
語
を
構
成
し
な
い
の
で
、
②
は
誤
訳
。
セ
ン
タ
ー
試
験
は
、
一
つ
の
ル
ー

ル
だ
け
で
解
こ
う
と
す
る
者
を
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ヒ
ッ
カ
ケ
る
。 

問
６{

漢}{

注}{

熟}{

主
張} 

 

「
此(

こ)

の
」4

0
.7

は
指
示
語
だ
か
ら
、
直
前
を
受
け
る
。
直
前
を
訳
す
と
、 

 
 
 

是(

こ
こ)

に
於
い
て
夢
に
見
る
所
に
即
し
て
之(

こ
れ)

が
図
を
作
る
。 

 

重
要
漢
字
「
於
是
：
是(

こ
こ)

に
於
い
て
」146

の
訳
は
「
そ
こ
で
」
。
「
之(

こ

れ)

」40.7

は
指
示
語
だ
か
ら
、
直
前
を
受
け
、
そ
の
内
容
は
「
母
」
だ
ろ
う
。

「
図
」40.7

は
、[

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め

1
76 ]

に
よ
り
、
第
４
問
の
説
明
文
「
次

の
文
章
は
…
一
枚
の
絵
」
か
ら
「
絵
」
と
わ
か
る
。
す
る
と
訳
お
よ
び
訳
に
適

合
す
る
選
択
肢
は
次
の
と
お
り
。 

 
訳
：
そ
こ
で
、
夢
に
見
る
所
に
即
し
て
母
の
絵
を
作
る 

 
選
択
肢
： 

 

夢
に
現
れ
た
母
の
姿
が
描
か
れ
た
絵
③
④ 
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次
に
「
其(

そ)

の
」
は
指
示
語
だ
が
、
直
前
を
見
て
も
内
容
を
つ
か
み
に
く

い
。
し
か
し
③
④
で
「
荷
宇
」
と
わ
か
る
。
「
而
已
」40.8

は
重
要
漢
字

157

で
「
の

み
：
～
だ
け
」
。
「
境
」4

0
.
8

は
熟
語
で
訳
し
て
み
る
と
「
境
地
・
環
境
」
か
。

す
る
と
原
文
と
訳
は
次
の
と
お
り
。 

 

原
文
：
其
の
母
を
夢
み
る
の
境
な
る
の
み 

 

直
訳
：
荷
宇
が
母
を
夢
み
る
の
境
地
・
環
境
で
あ
る
だ
け 

 

次
に
、
訳
の
一
部
「
荷
宇
が
母
を
夢
み
る
境
地
・
環
境
」
に
つ
い
て
③
④
と

対
照
す
る
と
、 

 
 

③
荷
宇
が
母
の
夢
を
見
る
場
面 

 
 
 

荷
宇
が
母
を
夢
み
る
境
地
・
環
境 

 
 

④
荷
宇
が
夢
を
見
た
土
地
の
風
景 

 

④
は
「
夢
を
見
た
」
で
あ
り
、
「
母
の
夢
を
み
た
」
と
な
っ
て
い
な
い
。
③

の
「
場
面
」
は
「
境
地
・
環
境
」
の
変
形
と
し
て
許
容
範
囲
。 

 

正
解
は
正
確
な
訳
か
ら
作
ら
れ
る

m19  

と
い
う
原
則
に
照
ら
す
と
、
③
の
勝
ち
。 

 

な
お
、
解
答
時
間
が
な
く
精
密
な
翻
訳
作
業
が
で
き
な
い
と
き
は
、
最
初
の

作
業
で
つ
か
ん
だ
筆
者
の
主
張
「
子
と
親
の
間
に
は
へ
だ
て
る
も
の
が
無
い
」

41.1

に
よ
り
、
「
母(

親)

」
の
あ
る
③
を
選
ん
で
も
よ
い
。
本
文
の
主
張
を
問
う

の
が
出
題
者
の
最
終
意
図
な
の
だ
か
ら
、
主
張
か
ら
選
べ
る
選
択
肢
は
正
解
確

率
が
高
い
。 

 

こ
こ
で
、
「
今
」40.8

が
あ
る
か
ら[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

m13

は
使

え
な
い
の
か
、
と
い
う
声
が
聞
こ
え
る
が
、
こ
の
問
題
で
は
「
使
う
ま
で
も
な

い
」
と
答
え
て
お
く
。 

 

筆
者
は
、[

今
の
図
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

と
非
難
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

Ｄ
「
此
の
図
」
と
Ｅ
「
今
の
図
」
を
比
較
し
て
、[

今
の
図
は
価
値
が
低
い]

と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
全
訳
を
参
照
し
て
じ
っ
く
り
理
解
し
て

く
だ
さ
い
。 

問
７ 

 

最
初
の
主
張
を
つ
か
む
作
業
で
③
と
⑤
に
し
ぼ
っ
た
後
、
問
題
文
を
読
み
進

め
て
い
く
と
、
「
母
よ
！
」40.5

が
三
度
登
場
す
る
あ
た
り
か
ら
、
③
「
子
に
対

す
る
母
の
思
い
」
で
は
な
く
、
⑤
「
母
に
対
す
る
あ
な
た(

荷
宇)

の
思
い
」
が

正
解
で
あ
る
と
わ
か
る
。 

 

以
上 


