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二
〇
〇
一
年
セ
ン
タ
ー
試
験

漢
文

問
題
解
説

【
書
き
下
し
】

唐
臨
、
大
理
卿
と
為
り
、
初
め
て
職
に
廁
み
、
一
死
囚
を
断
ず
。
先
時
死

な

の
ぞ

に
坐
す
る
者
十
余
人
、
皆
他
官
の
断
ず
る
所
な
り
。
会

太
宗
、
寺
に
幸
し
、
親

た
ま
た
ま

み
ゆ
き

み
づ
か

ら
囚
徒
を
録
す
。
他
官
の
断
ず
る
所
の
死
囚
は
、
冤
と
称
し
て
已
ま
ず
。
臨

え
ん

や

の
断
ず
る
所
の
者
は
、
黙
し
て
言
ふ
こ
と
無
し
。
太
宗
、
之
を
怪
し
み
、
其

の
故
を
問
ふ
。
囚
対
へ
て
曰
は
く
、
「
唐
卿
の
臣
を
断
ず
る
や
、
必
ず
枉
濫
無

お
う
ら
ん

か
ら
ん
。
意
を
絶
つ
所
以
な
り
」
と
。
太
宗
、
歎
息
す
る
こ
と
之
を
久
く
し

て
曰
は
く
、「
獄
を
為
む
る
こ
と
固
よ
り
当
に
是
く
の
ご
と
く
な
る
べ
し
」
と
。

お
さ

も
と

ま
さ

か

囚
、
遂
に
原
さ
る
。
即
日
、
御
史
大
夫
に
拝
せ
ら
る
。
太
宗
親
ら
之
が
考
詞

ゆ
る

を
為
り
て
曰
は
く
、
「
形
は
死
灰
の
ご
と
く
、
心
は
鉄
石
の
ご
と
し
」
と
。

つ
く初

め
、
臨
、
殿
中
侍
御
史
と
為
り
、
班
を
正
す
。
大
夫
韋
挺
、
責
む
る
に

な

ゐ

て

い

朝
列
の
粛
な
ら
ざ
る
を
以
て
す
。
臨
曰
は
く
、
「
此
れ
将
れ
小
事
為
り
、
以

し
ゅ
く

そ

た

て
意
に
介
せ
ず
。
請
ふ
後
命
を
俟
た
ん
」
と
。
翌
日
、
挺
、
班
を
離
れ
江
夏

ま

王
道
宗
と
語
る
。
趨
り
進
み
て
曰
は
く
、
「
王
、
班
を
乱
す
」
と
。
将
に
之
を

は
し

ま
さ

弾
ぜ
ん
と
す
。
道
宗
曰
は
く
、
「
公
卿
大
夫
と
語
る
」
と
。
臨
曰
は
く
、
「
大

夫
も
亦
た
班
を
乱
せ
り
」
と
。
挺
、
色
を
失
ひ
て
退
く
。
同
列
、
悚
動
せ
ざ

し
ょ
う
ど
う

る
莫
し
。

【
現
代
語
訳
】

唐
臨
は
大
理
寺
（
司
法
省
）
の
長
官
と
な
っ
て
、
初
め
て
裁
判
の
職
務
に
臨
み
、
一
人

を
死
刑
と
す
る
判
決
を
下
し
た
。
そ
れ
ま
で
に
死
刑
と
さ
れ
た
者
は
十
余
人
い
た
が
、
皆

他
の
裁
判
官
が
裁
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
皇
帝
太
宗
が
大
理
寺
に
で
か
け
て
、

自
分
で
裁
判
に
間
違
い
が
な
い
か
再
点
検
を
し
た
。
他
の
裁
判
官
が
裁
い
た
死
刑
囚
は
、

冤
罪
だ
と
訴
え
て
や
ま
な
か
っ
た
が
、
唐
臨
の
裁
い
た
者
は
黙
っ
て
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。

太
宗
が
不
思
議
に
思
っ
て
理
由
を
尋
ね
る
と
、
死
刑
囚
は
「
唐
長
官
が
私
を
裁
い
た
の
だ

か
ら
、
き
っ
と
間
違
い
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
抗
弁
を
あ
き
ら
め
た
理
由
で
す
。
」

と
答
え
た
。
太
宗
は
し
ば
ら
く
歎
息
し
て
か
ら
、
「
裁
判
と
い
う
も
の
は
、
本
来
か
く
あ

る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
そ
の
死
刑
囚
は
そ
の
結
果
赦
さ
れ
た
。
即
日
、
唐
臨
は
御

史
大
夫
を
拝
命
し
た
。
太
宗
は
自
分
で
唐
臨
の
推
薦
文
を
作
り
、
「
形
は
火
が
消
え
た
後

の
灰
の
よ
う
に
無
心
で
あ
り
、
心
は
鉄
や
石
の
よ
う
に
堅
固
で
あ
る
」
と
書
い
た
。

初
め
、
唐
臨
は
殿
中
侍
御
史
と
な
っ
て
、
儀
式
の
席
次
を
正
す
仕
事
を
し
て
い
た
。
御

史
大
夫
の
韋
挺
が
、
朝
廷
の
儀
式
の
列
が
整
っ
て
い
な
い
と
責
め
た
と
こ
ろ
、
臨
は
、「
そ

ん
な
こ
と
は
小
さ
な
こ
と
で
、
気
に
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
度
は
別
の

命
令
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
っ
た
。
翌
日
、
韋
挺
が
自
分
の
席
を
離
れ
て
、
江
夏
王
の

道
宗
と
話
を
し
て
い
る
と
、
唐
臨
は
走
り
寄
っ
て
、
「
江
夏
王
は
席
次
を
乱
し
て
お
り
ま

す
」
と
言
っ
て
、
弾
劾
し
よ
う
と
し
た
。
道
宗
が
「
大
夫
と
話
を
し
て
い
た
の
だ
」
と
言

う
と
、
唐
臨
は
「
大
夫
も
席
次
を
乱
し
て
お
り
ま
す
」
と
言
っ
た
。
韋
挺
は
顔
色
を
失
っ

て
退
廷
し
た
。
同
席
し
て
い
た
公
卿
や
大
夫
た
ち
は
、
皆
、
唐
臨
の
厳
格
さ
を
恐
れ
て
震

え
あ
が
っ
た
。
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【
解
説
】

こ
こ
数
年
漢
文
の
力
を
見
る
と
い
う
よ
り
も
国
語
力
を
見
る
よ
う
な
問
題
へ
と
推
移
し

て
き
た
の
が
、
去
年
あ
た
り
か
ら
再
び
漢
文
ら
し
い
問
題
へ
の
揺
り
戻
し
傾
向
が
見
ら
れ

る
。去

年
か
ら
登
場
し
た
白
文
を
読
ま
せ
る
設
問
が
今
年
も
登
場
（
問
二
）
、
定
番
化
し
そ

う
だ
。
当
然
従
来
の
返
り
点
付
き
の
設
問
よ
り
も
難
し
く
、
漢
文
既
習
者
と
未
習
者
の
差

が
つ
き
や
す
く
な
っ
た
。
ま
た
、
定
番
化
し
つ
つ
あ
っ
た
漢
字
の
意
味
を
二
字
熟
語
で
選

ぶ
設
問
が
今
年
は
消
え
た
。
そ
の
結
果
、
設
問
数
は
六
問
に
戻
っ
て
、
一
問
あ
た
り
の
配

点
が
高
く
な
っ
た
。
そ
れ
以
外
は
、
文
法
力
よ
り
も
読
解
力
を
試
す
と
い
っ
た
基
本
姿
勢

は
変
わ
ら
な
い
の
で
、
句
形
を
や
っ
た
ぐ
ら
い
で
は
歯
が
立
た
ず
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ

ん
の
文
章
を
読
ん
で
、
漢
文
的
な
物
言
い
に
慣
れ
て
い
る
方
が
有
利
と
い
え
よ
う
。

問
題
文
は
、
唐
臨
と
い
う
人
物
の
評
伝
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
る
。
こ
の

種
の
文
章
も
す
で
に
お
な
じ
み
で
あ
る
が
、
や
は
り
唐
臨
の
人
と
な
り
を
つ
か
む
こ
と
が

最
大
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
前
半
は
死
刑
囚
の
言
葉
を
通
し
て
、
裁
判
に
お
け
る
唐
臨
の

態
度
が
語
ら
れ
、
後
半
は
朝
廷
内
で
の
大
夫
と
の
関
係
を
通
し
て
、
唐
臨
の
性
格
の
一
端

を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ふ
た
つ
を
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
、
「
能
吏
」
と
呼
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
い
唐
臨
の
姿
が
浮
か
ん
で
こ
よ
う
。
な
お
、
セ
ン
タ
ー
漢
文
で
は
、
繰
り
返
し
注

意
し
た
よ
う
に
、（
注
）
を
丁
寧
に
見
て
ゆ
く
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。

問
一

や
さ
し
い
。
他
の
死
刑
囚
が
「
冤
と
称
し
て
已
ま
」
な
か
っ
た
の
に
、
唐
臨
の
裁

い
た
死
刑
囚
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た
と
い
う
記
述
と
、
直
前
の
「
唐
卿
の
臣
を
断
ず
る
や
、

必
ず
枉
濫
無
か
ら
ん
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
⑤
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

問
二

白
文
を
読
ま
せ
る
問
題
。
当
然
ま
ず
句
形
等
の
キ
ー
を
さ
が
す
。
「
固
」
は
す
べ

て
「
も
と
よ
り
」
と
読
ん
で
い
る
の
で
、
基
準
に
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
次
は
「
当
」
が

再
読
文
字
で
、
「
当
若
是
」
は
「
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
く
な
る
べ
し
」
で
あ
ろ
う
と
見
当

が
つ
く
。
②
と
④
、
そ
れ
に
⑥
も
一
応
候
補
に
残
す
。
後
は
「
為
」
を
ど
う
処
理
す
る
か

を
、
前
後
の
文
意
か
ら
考
え
る
。
太
宗
が
死
刑
囚
の
言
葉
を
聞
い
て
、
嘆
息
し
て
「
固
当

若
是
（
本
来
当
然
こ
う
あ
る
べ
き
だ
）
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
④
が
一
番
ふ
さ
わ

し
い
で
あ
ろ
う
。
「
為
」
に
「
お
さ
む
」
と
い
う
読
み
が
あ
る
こ
と
は
、
講
習
で
も
お
さ

ら
い
済
み
。

問
三

「
鉄
石
」
に
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
堅
い
」
態
度
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。

選
択
肢
を
見
る
と
「
公
正
・
冷
静
・
厳
格
・
厳
正
・
堅
固
」
は
ど
れ
も
あ
て
は
ま
る
の
で
、

上
の
説
明
部
分
か
ら
選
ぶ
。
問
題
文
前
半
部
分
の
ヤ
マ
は
、
唐
臨
が
裁
い
た
死
刑
囚
だ
け

が
文
句
を
言
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
太
宗
の
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
は
傍
線
部
Ｂ
に
つ

き
る
。
し
た
が
っ
て
①
が
正
解
。
ち
な
み
に
、
無
心
で
あ
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
「
槁
木
」

や
「
死
灰
」
に
喩
え
る
こ
と
が
あ
る
。

問
四

二
年
ほ
ど
前
か
ら
出
始
め
た
、
主
語
の
組
み
合
わ
せ
を
問
う
問
題
。
な
ぜ
か
同
じ

主
語
の
組
み
合
わ
せ
が
正
解
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
「
ま
さ
か
同
じ
っ
て
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
」
と
い
う
心
理
で
ひ
っ
か
け
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
傍
線
部
Ｄ
は
、

位
置
か
ら
す
れ
ば
韋
挺
か
唐
臨
が
主
語
。「
王
班
を
乱
す
」
と
い
う
セ
リ
フ
を
考
え
れ
ば
、

「
班
を
正
す
」
の
が
職
務
の
唐
臨
で
あ
る
こ
と
は
見
当
が
つ
く
。
Ｅ
の
「
弾
ず
」
は
糾
弾

・
弾
劾
の
意
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
唐
臨
の
職
務
で
あ
ろ
う
。

問
五

「
色
を
失
う
」
の
「
色
」
と
は
、
顔
色
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
韋
挺
が
顔
色
を
失
っ

た
の
は
な
ぜ
か
。
注
の
６
・
９
・

を
見
れ
ば
、
御
史
と
い
う
官
の
職
務
が
わ
か
ろ
う
。

11

唐
臨
は
道
宗
も
韋
挺
も
班
を
乱
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
①
②
④
は
事
実
と
異

な
る
の
で
消
え
る
。
⑤
は
「
上
司
に
指
摘
さ
れ
」
の
部
分
が
不
適
。
よ
っ
て
③
が
正
解
。

問
六

ポ
イ
ン
ト
は
、
内
容
的
に
は
後
半
部
分
の
方
が
前
半
部
分
よ
り
以
前
の
話
で
あ
る

と
い
う
点
に
気
が
つ
く
か
ど
う
か
。
（
注
）
に
気
を
つ
け
て
読
め
ば
、
前
半
は
御
史
大
夫

（
長
官
）
に
な
っ
た
と
き
の
話
で
あ
り
、
後
半
は
御
史
大
夫
の
部
下
で
あ
っ
た
頃
の
話
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
半
部
分
の
冒
頭
に
「
初
め
」
と
あ
る
の
も
、
ヒ
ン
ト
と
な
ろ
う
。

①
②
④
は
、
明
ら
か
に
事
実
と
異
な
る
。
残
る
③
と
⑤
で
あ
る
が
、
③
は
「
彼
の
身
を
案

じ
な
い
者
は
な
か
っ
た
」
の
部
分
が
疑
問
。
⑤
は
と
い
う
と
、
事
実
と
し
て
は
す
べ
て
合

っ
て
い
る
の
で
、
⑤
を
消
す
理
由
は
な
い
。
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