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平
成
十
五
年
度

セ
ン
タ
ー
試
験

「
漢
文
」
解
説

【
書
き
下
し
文
】

客
有
り
、
柴
窯
の
片
磁
を
携
へ
、
数
百
金
を
索
め
て
云
ふ
、
「
冑
に
嵌
む
れ
ば
、
陣
に

臨
ん
で
以
て
火
器
を
避
く
べ
し
。
然
れ
ど
も
確
た
る
や
否
や
を
知
る
由
無
し
」
と
。
余
曰

は
く
、
「
何
ぞ
縄
も
て
此
の
物
を
懸
け
、
銃
を
以
て
鉛
丸
を
発
し
て
之
を
撃
た
ざ
る
。
如も

し
果
た
し
て
火
を
避
く
れ
ば
、
必
ず
砕
け
ず
、
価
数
百
金
な
る
も
多
し
と
為
さ
ず
。
如
し

砕
く
れ
ば
、
則
ち
火
を
避
く
る
の
説
確
た
ら
ず
、
理
と
し
て
価
数
百
金
を
索
む
る
能
は
ざ

る
な
り
」
と
。
鬻
ぐ
者
肯

ぜ
ず
し
て
曰
は
く
、「
公
、
賞
鑑
に
於
い
て
当
行
に
非
ず
、
殊

が
え
ん

に
殺
風
景
な
り
」
と
。
急
ぎ
之
を
懐
に
し
て
去
る
。
後
貴
家
に
鬻
ぎ
、
竟
に
百
金
を
得
た

り
と
聞
く
。

夫
れ
、
君
子
は
欺
く
に
其
の
方
を
以
て
す
べ
き
も
、
罔
ふ
る
に
其
の
道
に
非
ざ
る
を
以

て
し
難
し
。
砲
火
の
横
衝
す
る
こ
と
、
雷
霆
の
下
撃
す
る
が
ご
と
き
に
、
豈
に
区
区
た
る

片
瓦
の
能
く
禦
ぐ
所
な
ら
ん
や
。
且
つ
雨
過
天
青
は
、
釉
色
の
精
妙
な
る
も
の
に
過
ぎ
ざ

る
の
み
。
究
に
人
造
に
由
り
、
神
功
に
出
づ
る
に
非
ず
。
何
ぞ
断
裂
の
余
、
尚
ほ
霊
な
る

こ
と
是
く
の
ご
と
き
も
の
有
ら
ん
や
。
余
旧
瓦
硯
の
歌
を
作
り
て
云
ふ
有
り
、

銅
雀
台
の
址
頽
れ
て
遺
す
無
し

何
ぞ
乃
ち
剰
瓦
の
多
き
こ
と
斯
く
の
ご
と
く
な
ら
ん

文
士
例
奇
を
好
む
の
癖
有
り

心
に
其
の
妄
な
る
を
知
る
も
姑
く
自
ら
欺
か
ん

柴
片
も
亦
此
の
類
な
る
の
み
。

【
通
釈
】

あ
る
よ
そ
者
が
、
有
名
な
柴
窯
の
磁
器
の
破
片
を
持
っ
て
き
て
、
数
百
金
の
代
金
を
要

求
し
て
言
う
こ
と
に
は
、
「
兜
に
は
め
れ
ば
、
戦
場
で
銃
弾
が
当
た
る
の
を
免
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
確
か
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
。
」
そ
こ
で
私
が
「
ど
う
し
て
縄
で

こ
の
破
片
を
吊
り
下
げ
て
、
銃
で
撃
っ
て
み
な
い
の
か
。
も
し
本
当
に
銃
弾
を
免
れ
る
の

な
ら
、
き
っ
と
砕
け
な
い
だ
ろ
う
、
数
百
金
を
払
っ
て
も
高
く
は
な
い
。
も
し
砕
け
れ
ば
、

銃
弾
を
免
れ
る
と
い
う
説
は
確
か
め
ら
れ
な
い
、
道
理
と
し
て
数
百
金
の
代
金
を
要
求
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
う
と
、
商
売
人
は
そ
れ
を
認
め
ず
に
「
あ
な
た
は
磁
器
の
鑑

定
に
つ
い
て
の
専
門
家
で
も
な
い
く
せ
に
、
本
当
に
興
ざ
め
な
お
方
で
す
な
」
と
言
っ
て
、

急
い
で
そ
の
破
片
を
懐
に
し
ま
う
と
去
っ
て
い
っ
た
。
後
で
、
身
分
の
高
い
人
の
家
に
売

り
込
ん
で
、
百
金
を
せ
し
め
た
と
聞
い
た
。

い
っ
た
い
、
君
子
と
い
う
も
の
は
、
理
に
か
な
っ
た
方
法
で
な
ら
欺
く
こ
と
は
で
き
る

が
、
道
理
に
か
な
わ
な
い
方
法
で
欺
く
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
雷
が
落
ち
る
よ
う
な

音
を
立
て
て
砲
火
が
飛
び
交
う
戦
場
で
、
ど
う
し
て
小
さ
な
磁
器
の
破
片
が
銃
弾
を
防
ぐ

こ
と
な
ど
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
、
柴
窯
の
磁
器
の
雨
上
が
り
の
青
空
の
よ
う
な
色

合
い
は
、
釉
薬
の
絶
妙
で
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
所
詮
、
人
間
が
作
っ
た
も
の
で

あ
り
、
神
の
し
わ
ざ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
壊
れ
た
残
り
の
破
片
に
、
そ
の

よ
う
な
す
ぐ
れ
た
力
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
古
い
瓦
で
で
き
た
硯
の
歌
を
作
っ
た
。

魏
の
曹
操
が
築
い
た
銅
雀
台
の
跡
は
廃
墟
に
な
っ
て
、
何
も
遺
っ
て
い
な
い
の
に
、

ど
う
し
て
銅
雀
台
の
瓦
で
作
っ
た
硯
が
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
る
だ
ろ
う
か
。

文
士
は
だ
い
た
い
変
わ
っ
た
も
の
を
好
む
癖
が
あ
る
の
で
、

で
た
ら
め
だ
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
し
ば
し
自
分
の
心
を
ご
ま
か
し
て
楽
し
ん
で

い
る
の
だ
。

柴
窯
の
磁
器
の
破
片
も
こ
の
類
の
も
の
な
の
だ
。
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【
設
問
解
説
】

レ
ベ
ル
は
「
や
や
難
」
。
話
の
内
容
自
体
は
、
さ
ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
設

問
に
な
っ
た
部
分
が
か
な
り
難
し
く
、
悩
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
セ
ン
タ
ー
漢

文
の
セ
オ
リ
ー
ど
お
り
、
文
章
全
体
の
構
成
と
意
味
を
考
え
な
が
ら
解
け
ば
、
そ
こ
そ
こ

の
得
点
は
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。枝
問
が
増
え
て
一
問
あ
た
り
の
配
点
が
下
が
っ
た
の
は
、

受
験
生
に
と
っ
て
は
、
あ
り
が
た
い
。

問
１

す
で
に
定
番
化
し
た
二
字
熟
語
を
選
ぶ
問
題
。
た
だ
、
今
年
は
例
年
に
比
べ
て
意

味
の
違
い
が
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
選
択
肢
だ
っ
た
の
で
、
若
干
難
し
か
っ
た
。

(

ア)

「
出
」
に
は
、「
出
る
、
出
す
」
の
他
に
、「
逃
げ
る
、
逃
れ
る
」（
脱
出
、
出
奔
）
、

「
生
ま
れ
る
、
生
じ
る
」
（
出
生
、
出
藍
）
な
ど
の
意
が
あ
る
。「
神
功
に
出
づ
」
は
「
神

の
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
な
の
で
、
「
出
藍
」
が
正
解
。
ち
な
み
に

「
出
師
」
は
（
す
い
し
）
と
読
み
、「
軍
隊
を
出
す
こ
と
」、
覚
え
て
お
き
た
い
。

(

イ)

「
余
」
に
は
、
「
豊
か
、
多
い
」
（
余
裕
、
余
分
）
、
「
残
り
」
（
残
余
、
余
韻
）
、
「
ひ

ま
」
（
余
暇
）
、
「
そ
の
他
の
」
（
余
人
、
余
念
）
な
ど
の
意
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
断
裂
の

余
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
「
磁
器
の
破
片
」
の
こ
と
で
あ
る
と
気
づ
く
か
ど
う
か
が
、
ポ

イ
ン
ト
。「
壊
れ
た
磁
器
の
残
り
」
な
の
で
、「
余
熱
」
が
正
解
。

問
２

ど
ち
ら
も
、
漢
文
の
量
を
あ
る
程
度
こ
な
し
て
な
い
と
、
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

Ａ
は
、
ま
ず
「
確
否
」
が
「
確
た
る
や
否
や
」
と
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
第
一
歩
。
そ
こ

が
わ
か
れ
ば
、
「
知
」
の
目
的
語
は
「
確
否
」
し
か
な
い
し
、
「
無
」
は
「
由
」
を
否
定

し
て
い
る
の
で
、「
確
た
る
や
否
や
を
知
る
由
無
し
」
と
決
ま
る
。

Ｄ
は
、「
罔
」
に
「
あ
ざ
む
く
」
と
い
う
（
注
）
が
つ
い
て
い
る
の
で
、「
難
罔
」
は
「
欺

き
が
た
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
見
当
が
つ
く
。
た
だ
、
そ
こ
で
慌
て
て
「
罔
ひ
難
き
」

と
読
ん
で
は
い
け
な
い
。
直
前
の
「
欺
く
に
其
の
方
を
以
て
す
べ
き
」
と
対
句
表
現
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
。
よ
っ
て
、
「
罔
ふ
る
に
其
の
道
に
非
ざ
る
を

以
て
し
難
し
」
が
正
解
。
こ
れ
は
授
業
で
も
繰
り
返
し
や
っ
て
来
た
こ
と
だ
か
ら
、
で
き

た
と
思
い
た
い
。

問
３

こ
れ
は
比
較
的
や
さ
し
か
っ
た
。
文
章
全
体
の
意
味
が
お
お
よ
そ
つ
か
め
て
い
れ

ば
、
素
直
に
読
ん
だ
と
お
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
③
が
選
べ
る
と
思
う
。

問
４

こ
れ
も
、
そ
こ
ま
で
の
文
章
が
読
め
て
い
れ
ば
、
自
然
に
選
べ
る
だ
ろ
う
。
筆
者

の
言
葉
に
従
え
ば
、
当
然
磁
器
の
破
片
は
砕
け
散
る
で
あ
ろ
う
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

問
５

基
本
的
に
は
「
押
韻
」
の
問
題
。
そ
れ
が
解
け
れ
ば
、
解
釈
も
お
の
ず
と
絞
れ
る
。

(

ⅰ)

漢
文
の
授
業
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
は
、
美
味
し
す
ぎ
る
「
押
韻
」
の
問
題
。
詩
は

「
七
言
絶
句
」
な
の
で
、
「
遺
（
イ
）
・
斯
（
シ
）
」
に
韻
を
踏
ん
で
い
る
。
条
件
を
満
た

す
も
の
は
「
欺
（
ギ
）」
し
か
な
い
。

(

ⅱ)

「
欺
」
だ
か
ら
、
①
か
③
の
二
択
。
一
・
二
句
で
、
「
そ
ん
な
に
瓦
が
あ
る
わ
け
が

な
い
」
と
言
い
、
「
心
に
其
の
妄
な
る
を
知
る
も
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
①
が
正

解
で
あ
る
。

問
６

授
業
で
も
繰
り
返
し
注
意
し
た
よ
う
に
、
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
文
章
全
体
の
構
成

を
考
え
る
こ
と
が
重
要
。
前
半
の
段
落
は
、
法
外
な
値
段
で
磁
器
の
破
片
を
売
り
つ
け
よ

う
と
す
る
詐
欺
師
ま
が
い
の
商
売
人
に
騙
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
、
い
わ
ば
筆
者
の
自
慢

話
。
「
ど
こ
ぞ
の
馬
鹿
は
買
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
」
と
い
う
嫌
み
な
オ
マ
ケ
ま
で
つ
い
て

い
る
。
こ
ち
ら
が
具
体
例
と
す
れ
ば
、
主
題
は
当
然
後
半
の
段
落
に
来
る
は
ず
。
そ
う
思

っ
て
読
む
と
、
後
半
最
初
が
「
夫
れ
君
子
は
」
と
大
げ
さ
な
物
言
い
で
始
ま
っ
て
い
る
の

で
、
こ
の
文
が
主
題
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
。
一
言
で
言
え
ば
「
君
子
た
る
者
、
理
に

か
な
わ
な
い
話
に
は
騙
さ
れ
ん
ぞ
」
と
い
う
話
。「
奇
を
好
む
」
の
は
、
文
士
の
シ
ャ
レ
、

遊
び
心
の
な
せ
る
わ
ざ
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
⑤
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と

知
れ
よ
う
。
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