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セ
ン
タ
ー
試
験

「
漢
文
」

解
説
速
報

【
解
説
】

難
易
度
は
ほ
ぼ
平
年
並
み
。
問
２
の
Ａ
が
ち
ょ
っ
と
ひ
ね
っ
て
あ
っ
て
、
や
や
難
し
か

っ
た
ほ
か
は
、
特
に
ひ
っ
か
か
る
よ
う
な
問
題
は
な
か
っ
た
。
例
に
よ
っ
て
、
文
章
全
体

の
意
味
が
つ
か
め
る
か
と
い
う
読
解
力
が
勝
負
の
分
か
れ
目
。
授
業
で
数
を
こ
な
し
て
き

た
諸
君
に
は
、
さ
ほ
ど
む
ず
か
し
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

問
１

ア
「
中
」
は
動
詞
だ
か
ら
「
的
中
・
命
中
」
の
意
味
の
「
あ
つ
」
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
選
択
肢
を
み
る
と
そ
の
意
味
に
合
致
す
る
の
は
「
毒
に
あ
た
る
」
の

⑤
「
中
毒
」
し
か
な
い
。

イ
「
師
」
に
軍
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
授
業
で
も
や
っ
た
。
軍
隊
の
規
模
に
よ
っ

て
大
き
い
方
か
ら
「
軍
・
師
・
旅
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
①
「
師
団
」
が
正
解
。

問
２

Ａ
「
何
ぞ
其
れ
暴
に
し
て
不
敬
な
る
や
」

「
何
ぞ
…
や
」
の
形
で
あ
る
か
ら
、

ま
ず
要
求
さ
れ
る
の
は
疑
問
か
反
語
の
判
断
で
あ
る
。
文
末
が
「
連
体
形
＋
や
」
で
あ
る

か
ら
、
形
の
上
か
ら
は
疑
問
で
①
で
あ
る
。
し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
待
て
。
以
下
の
文
を
見

る
と
、
「
吏
に
命
じ
て
誅
せ
ん
と
し
」
、
「
左
右
が
諫
め
た
」
と
あ
る
。
と
す
る
と
疑
問
で

は
お
か
し
い
。
で
は
反
語
だ
ろ
う
か
。
反
語
だ
と
す
る
と
⑤
の
よ
う
な
意
味
に
な
っ
て
し

ま
い
、
王
が
怒
る
の
は
お
か
し
い
。
と
す
る
と
残
る
可
能
性
は
③
の
詠
嘆
し
か
な
い
。
と

い
う
わ
け
で
、
た
だ
句
形
を
覚
え
た
だ
け
で
は
解
け
な
い
設
問
。「
疑
問
・
反
語
・
詠
嘆
」

は
基
本
的
に
同
型
で
あ
り
、
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
意
味
が
変
わ
る
と
い
う
基
本

を
忘
れ
な
い
こ
と
。

Ｂ
「
此
れ
必
ず
故
有
り
」

直
訳
は
「
こ
れ
に
は
き
っ
と
理
由
が
あ
る
」
。
何
の

理
由
か
は
、
文
意
を
考
え
れ
ば
、
⑥
と
わ
か
る
。

問
３

消
去
法
で
不
適
な
も
の
を
除
い
て
ゆ
け
ば
、
難
し
く
は
な
い
。
あ
と
の
弟
の
弁
明

を
見
れ
ば
、
②
と
④
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

問
４

「
愚
心
」
の
「
愚
」
は
謙
譲
表
現
。
前
後
の
文
を
考
え
れ
ば
主
体
は
「
臣
の
兄
」

す
な
わ
ち
「
申
公
子
培
」
で
あ
る
。
「
愚
心
」
の
内
容
は
、
当
然
再
読
文
字
「
将
」
が
か

か
っ
て
い
る
以
下
の
文
章
か
ら
「
王
の
身
の
安
全
と
長
寿
」
で
、
③
と
な
る
。

問
５

当
然
使
役
の
構
文
で
あ
る
が
、
下
に
接
続
詞
「
而
」
が
あ
る
の
で
、
助
動
詞
「
令
」

が
ど
こ
ま
で
か
か
っ
て
い
る
か
を
問
う
問
題
。「
発
」
に
は
「
開
発
」
と
い
う
よ
う
に
「
開

く
」
の
意
味
が
あ
る
。
文
意
を
考
え
れ
ば
、
「
書
庫
を
開
い
て
見
さ
せ
た
」
の
で
な
け
れ

ば
意
味
が
通
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
②
が
正
解
。

問
６

問
３
と
同
様
、
弟
の
言
葉
か
ら
⑤
が
正
し
い
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
る
。
②
③
④
は
あ

き
ら
か
に
誤
り
。
残
る
①
と
⑥
で
あ
る
が
、
⑥
は
「
弟
が
古
い
記
録
を
見
つ
け
出
し
た
」

と
い
う
と
こ
ろ
が
誤
り
。
し
た
が
っ
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
①
で
あ
る
。
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【
出
典
】

『
呂
氏
春
秋
』
巻
十
一

仲
冬
紀

「
至
忠
」

【
書
き
下
し
】

荊
の
荘
哀
王
、
雲
夢
に
猟
し
、
随
兕
を
射
て
之
に
中
つ
。
申
公
子
培
、
王
を
劫
か
し
て

之
を
奪
ふ
。
王
曰
く
、
何
ぞ
其
れ
暴
に
し
て
不
敬
な
る
や
、
と
。
吏
に
命
じ
て
之
を
誅
せ

し
め
ん
と
す
。
左
右
の
大
夫
皆
進
み
諫
め
て
曰
く
、
子
培
は
賢
者
な
り
。
又
王
の
百
倍
の

臣
為
り
。
此
れ
必
ず
故
有
ら
ん
。
願
は
く
は
之
を
察
せ
よ
、
と
。
三
月
を
出
で
ず
し
て
、

子
培
疾
み
て
死
す
。
荊
師
を
興
し
て
両
棠
に
戦
ひ
、
大
い
に
晋
に
勝
つ
。
帰
り
て
有
功
者

を
賞
す
。
申
公
子
培
の
弟
、
進
み
て
賞
を
吏
に
請
ひ
て
曰
く
、
人
の
功
有
る
や
、
軍
旅
に

於
い
て
す
。
臣
の
兄
の
功
有
る
や
、
車
下
に
於
い
て
せ
り
、
と
。
王
曰
く
、
何
の
謂
ひ
ぞ

や
、
と
。
対
へ
て
曰
く
、
臣
の
兄
は
暴
不
敬
の
名
を
犯
し
、
死
亡
の
罪
に
王
の
側
に
触
れ

た
り
。
其
の
愚
心
は
将
に
以
て
君
王
の
身
に
忠
に
し
て
、
千
歳
の
寿
を
持
た
し
め
ん
と
せ

し
な
り
。
臣
の
兄
嘗
て
故
記
を
読
み
て
曰
く
、
随
兕
を
殺
す
者
は
三
月
を
出
で
ず
、
と
。

是
を
以
て
臣
の
兄
驚
懼
し
て
之
を
争
ふ
。
故
に
其
の
罪
に
伏
し
て
死
せ
り
、
と
。
王
人
を

し
て
平
府
を
発
き
て
之
を
視
し
む
る
に
、
故
記
に
於
い
て
果
た
し
て
有
り
。
乃
ち
厚
く
之

を
賞
す
。

【
現
代
語
訳
】

荊
の
荘
哀
王
が
雲
夢
（
湖
北
省
）
に
遊
猟
し
て
、
随
兕
を
射
た
と
こ
ろ
命
中
し
た
。
す

る
と
申
公
子
培
が
王
を
脅
か
し
て
随
兕
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
王
は
、
「
何
と
粗
暴

で
無
礼
な
の
か
」
と
言
っ
て
、
役
人
に
命
じ
て
培
を
殺
そ
う
と
し
た
。
側
近
の
大
夫
た
ち

は
皆
進
み
出
て
、
王
を
諫
め
て
言
っ
た
、
「
子
培
は
賢
者
で
す
。
さ
ら
に
王
に
と
っ
て
は

大
変
忠
実
な
臣
下
で
す
。
こ
れ
に
は
き
っ
と
理
由
が
あ
る
は
ず
で
す
。
ど
う
か
そ
れ
を
察

し
て
く
だ
さ
い
」。

三
ヶ
月
も
経
た
ぬ
内
に
、
子
培
は
病
気
で
死
ん
だ
。

荊
は
軍
を
興
し
て
両
棠
の
地
で
戦
い
、
晋
に
大
勝
し
た
。
戦
か
ら
帰
る
と
功
の
あ
る
者

に
褒
賞
を
行
っ
た
。
申
公
子
培
の
弟
が
進
み
出
て
、
褒
賞
を
役
人
に
請
う
て
言
っ
た
、「
人

は
戦
争
へ
出
陣
し
て
功
を
立
て
ま
し
た
が
、
私
の
兄
は
王
の
お
側
に
い
て
功
を
立
て
ま
し

た
」
。
王
が
「
ど
う
い
う
意
味
か
」
と
問
う
と
、
お
答
え
し
て
言
う
に
は
、
「
私
の
兄
は

暴
不
敬
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
、
王
の
お
側
で
死
刑
に
値
す
る
罪
に
触
れ
ま
し
た
。
し
か
し

彼
の
真
意
は
、
主
君
の
身
に
忠
誠
を
尽
く
そ
う
と
し
、
長
寿
を
保
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で

す
。
兄
は
以
前
古
い
記
録
を
読
ん
で
い
て
、『
随
兕
を
殺
し
た
者
は
三
ヶ
月
以
内
に
死
ぬ
』

と
あ
る
の
を
見
ま
し
た
。
だ
か
ら
兄
は
王
が
随
兕
を
射
た
こ
と
に
驚
懼
し
て
、
そ
れ
を
奪

い
取
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
そ
の
随
兕
を
殺
し
た
罪
に
伏
し
て
死
ん
だ
の
で
す
」
。
王
が

人
を
や
っ
て
書
庫
を
開
け
て
調
べ
さ
せ
て
み
る
と
、
は
た
し
て
古
い
記
録
に
そ
の
よ
う
に

あ
っ
た
。
そ
こ
で
手
厚
く
褒
賞
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。


