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二
〇
〇
八
年

セ
ン
タ
ー
漢
文

解
説
速
報

【
全
体
解
説
】

大
方
の
予
想
ど
お
り
、
昨
年
よ
り
若
干
難
し
く
な
っ
た
。
分
量
は
か
な
り
増
え
て
、
三

段
落
に
分
か
れ
た
論
説
系
の
文
章
で
あ
る
。
文
章
の
傾
向
と
し
て
は
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
授

業
で
さ
ん
ざ
ん
や
っ
て
来
た
パ
タ
ー
ン
に
近
く
、
そ
の
意
味
で
は
高
卒
生
に
と
っ
て
は
か

な
り
有
利
な
問
題
と
な
っ
た
。
現
役
生
に
と
っ
て
は
、
普
段
読
み
慣
れ
な
い
ジ
ャ
ン
ル
の

文
章
で
あ
り
、
苦
戦
し
た
受
験
生
も
い
た
こ
と
と
思
う
。

論
説
系
の
文
章
で
あ
る
か
ら
、
当
然
読
解
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
テ
ー
マ
は
何
か
、
段
落
ご

と
に
ど
う
展
開
し
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
第
一
段
落
は
隋
の
画
家
、
第
二
段
落
は
唐
の
画

家
の
話
で
、
こ
こ
ま
で
が
例
証
部
分
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
見
当
が
つ
く
。
さ
ら
に
第

三
段
落
は
「
楊
・
韓
二
子
の
ご
と
き
は
」
と
言
っ
て
、
前
の
ふ
た
つ
の
段
落
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
結
論
を
述
べ
、
そ
れ
か
ら
「
今
の
学
者
」
の
話
へ
と
展
開
す
る
。
こ
こ
か
ら
が
こ

の
文
章
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
も
、
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
と
は
、
授
業
で
も

た
び
た
び
や
っ
た
よ
う
に
、
論
証
部
分
（
比
喩
や
例
証
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

テ
ー
マ
の
内
容
を
つ
か
め
ば
よ
い
。
第
一
・
第
二
段
落
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
画
家
の
話
は
、

ど
ち
ら
も
絵
の
手
本
や
画
法
か
ら
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
人
や
馬
や
建
物
と
い
っ
た
描
く
対

象
そ
の
も
の
を
観
察
し
、
今
で
言
う
デ
ッ
サ
ン
を
積
む
こ
と
が
、
絵
画
上
達
の
方
法
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
今
の
学
者
は
経
典
の
訓
詁
注
釈
ば
か
り
を

研
究
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
真
理
を
追
究
す
る
こ
と
な
ど
到
底
か
な
わ
な
い
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
真
理
を
追
究
し
よ
う
と
し
て
古
の
聖
人
た
ち
が
書
き
著
し
た
経
典
で
す
ら
、

真
理
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
に
、
そ
の
経
典
の
字
句
の
注
釈
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
で
は
、

真
理
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
訓
詁
（
注
釈
）
学
は
中
国
の
学
問
の
王
道

で
は
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も
重
箱
の
隅
を
突
く
よ
う
な
細
か
な
字
句
の
解
釈
に
陥
っ
て
し

ま
い
が
ち
で
あ
り
、
そ
こ
が
し
ば
し
ば
「
今
の
学
者
」
の
難
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と

は
、
授
業
の
中
で
も
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
文
章
の
テ
ー
マ
は

決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
お
お
よ
そ
の
方
向
性
は
比
較
的
つ
か
み
や
す
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
セ
ン
タ
ー
試
験
の
特
徴
と
し
て
、
テ
ー
マ
が
押
さ
え
ら
れ
れ
ば
、

設
問
は
ほ
ぼ
芋
づ
る
式
に
解
け
て
、
高
得
点
が
狙
え
る
。
や
や
難
し
く
な
っ
た
と
は
い
え
、

落
ち
着
い
て
考
え
て
解
け
ば
、
満
点
は
決
し
て
む
ず
か
し
く
な
い
問
題
で
あ
る
。

【
設
問
解
説
】

設
問
の
ス
タ
イ
ル
に
関
し
て
は
、
か
な
り
変
化
が
見
ら
れ
た
。
ま
ず
定
番
と
な
っ
て
い

た
漢
字
の
意
味
を
問
う
設
問
が
な
く
な
っ
た
。
代
わ
り
に
私
大
で
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

基
本
的
な
漢
字
の
読
み
を
問
う
設
問
と
な
っ
た
。
ま
た
、
返
り
点
と
書
き
下
し
を
問
う
設

問
も
な
く
な
り
、
問
２
の
書
き
下
し
を
問
う
設
問
と
な
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
訓
点
を
省

い
た
白
文
を
読
ま
せ
る
も
の
で
、
実
質
的
に
は
訓
点
を
つ
け
さ
せ
る
設
問
と
変
わ
り
は
な

い
。
さ
ら
に
問
６
の
内
容
合
致
の
設
問
も
、
文
章
の
構
成
を
問
う
設
問
へ
と
少
し
形
を
変

え
て
き
た
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
数
年
前
に
も
一
度
出
題
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
全
体
と
し

て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
知
識
で
は
な
く
内
容
読
解
を
問
う
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

問
１

ど
ち
ら
も
頻
出
の
基
本
的
な
よ
み
の
問
題
。
（
ア
）
は
上
下
に
人
名
が
あ
っ
て
、

下
に
「
倶
に
」
と
あ
る
の
で
当
然
「
～
と
」
の
形
で
あ
る
。
（
イ
）
は
見
た
瞬
間
に
「
も

と
よ
り
」
が
浮
か
ん
だ
は
ず
。
入
れ
て
み
て
、
お
か
し
く
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
確
定
。

問
２

ど
ち
ら
も
基
本
句
形
の
問
題
。

Ａ
は
、
当
然
〈
比
較
〉
の
「
不
如
～
（
～
に
し
か
ず
）
」
の
句
形
に
気
が
つ
け
ば
、
す

ぐ
に
②
と
④
に
絞
れ
る
。
「
法
士
」
が
主
語
で
、
動
詞
は
「
知
」
だ
か
ら
、
「
法
士
は
楊

に
お
よ
ば
な
い
こ
と
を
知
っ
た
」
と
い
う
意
味
だ
と
わ
か
れ
ば
②
が
正
解
だ
と
わ
か
る
。

Ｂ
は
、
当
然
〈
使
役
〉
の
「
令
」
が
ポ
イ
ン
ト
。
選
択
肢
か
ら
、
「
明
皇
詔
し
て
」
と

「
画
法
を
受
け
し
め
ん
と
す
」
が
確
定
。
「
陳
閎
」
の
上
に
「
従
」
が
あ
る
の
で
、
「
陳

閎
を
し
て
」
と
目
的
語
に
な
ら
な
い
こ
と
に
気
が
つ
け
ば
、
正
解
は
③
と
わ
か
る
。

問
３

内
容
読
解
の
問
題
。
第
一
段
落
は
、
法
士
が
楊
に
「
画
本
を
求
め
」
た
が
「
告
げ

ず
」
、
人
馬
や
衣
冠
を
見
せ
て
「
こ
れ
が
私
の
画
本
だ
」
と
言
っ
た
と
あ
る
。
そ
こ
か
ら

（
１
）
は
絵
の
お
手
本
だ
が
、（
２
）
は
描
く
対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。
一
方
、

第
二
段
落
で
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
は
何
か
と
考
え
れ
ば
、
「
画
法
」
が
（
１
）
の
お
手

本
に
あ
た
り
、
実
際
の
馬
た
ち
が
（
２
）
に
あ
た
る
が
、
馬
た
ち
を
「
皆
、
臣
の
師
な
り
」

と
言
っ
て
い
る
の
で
、
⑤
が
正
解
と
わ
か
る
。

2008 年センター漢文 解説速報（門屋温）



- 2 -

問
４

こ
れ
も
読
解
の
問
題
。
第
一
段
落
と
第
二
段
落
の
話
が
正
確
に
読
め
れ
ば
や
さ
し

い
。
絵
画
に
お
い
て
大
事
な
の
は
、
描
く
対
象
そ
の
も
の
を
よ
く
見
る
こ
と
だ
、
と
言
っ

て
い
る
の
で
、
選
択
肢
の
下
半
分
だ
け
を
見
て
も
、
④
以
外
に
正
解
は
な
い
。

問
５

テ
ー
マ
に
関
す
る
読
解
の
問
題
。
今
の
学
者
は
「
聖
人
の
経
を
求
む
と
曰
ふ
と
雖

も
、
固
よ
り
已
に
其
の
真
に
非
ず
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
「
聖
人
の
経
」
も
「
真
」
そ

の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
画
家
の
例
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、「
聖
人
の
経
」

は
「
画
本
」
に
あ
た
る
も
の
だ
と
わ
か
る
。
つ
ま
り
「
真
を
真
似
た
」
も
の
で
あ
っ
て
「
真

で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
訓
詁
を
求
む
る
は
、
之
に
似
た
る
に
似
る
を
求
む
る

者
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
「
経
」
の
注
釈
で
あ
る
「
訓
詁
」
は
、
さ
ら
に
「
真
か

ら
は
遠
い
」
も
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
「
経
」
は
「
真
の
似
」
で
あ
り
、
「
訓
詁
」

は
「
似
の
似
」
で
あ
る
と
わ
か
り
、
正
解
は
②
と
確
定
す
る
。

問
６

い
つ
も
の
内
容
合
致
の
問
題
で
は
な
く
、
文
章
構
成
を
問
う
問
題
。
か
つ
て
五
年

ほ
ど
前
に
も
出
た
こ
と
が
あ
る
。
解
き
方
は
内
容
合
致
と
基
本
的
に
変
わ
ら
ず
、
消
去
法

で
絞
り
込
ん
で
ゆ
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
き
ら
か
に
お
か
し
い
も
の
を
消
し
て
ゆ
く
と

②
と
⑤
が
残
る
。
②
は
後
半
は
正
し
い
が
、
よ
く
見
る
と
鄭
法
士
と
陳
閎
を
「
聖
人
」
の

比
喩
と
し
て
い
る
。
第
三
段
落
の
最
初
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、
聖
人
に
喩
え
ら
れ
て

い
る
の
は
、
楊
契
丹
と
韓
幹
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
⑤
が
正
解
。

【
書
き
下
し
文
】

隋
の
田
・
楊
、
鄭
法
士
と
倶
に
画
を
能
く
す
る
を
以
て
名
あ
り
。
法
士

自

ら
芸
の
楊

て
い

ほ

う

し

と
も

よ

み
づ
か

に
如
か
ざ
る
を
知
る
な
り
。
乃
ち
楊
に
従
ひ
て
画
本
を
求
む
る
に
、
楊
之
に
告
げ
ず
。
一
日

し

い
ち
じ
つ

法
士
を
引
き
て
朝
堂
に
至
り
、
指
す
に
宮
闕
・
衣
冠
・
人
馬
・
車
乗
を
以
て
し
て
、
曰
く

「
此
れ
吾
が
画
本
な
り
。
子
之
を
知
る
か
」
と
。
是
に
由
り
て
法
士
悟
り
て
芸
進
め
り
。

唐
の
韓
幹
馬
を

貌

る
を
以
て
召
さ
れ
、
入
り
て
供
奉
た
り
。
明
皇

詔

し
て
陳
閎
に

か
た
ど

ぐ

ぶ

み
こ
と
の
り

ち
ん
こ
う

従
ひ
て
画
法
を
受
け
し
め
ん
と
す
。
幹
因
り
て
奏
す
ら
く
「
臣
に
自
ら
師
有
り
。
陛
下
の

内
厩
の
飛
黄
・
照
夜
・
五
方
之
乗
、
皆
臣
の
師
な
り
」
と
。
帝
之
を
然
り
と
す
。
其
の
後

幹
の
画
遂
に
果
た
し
て
閎
を
踰
ゆ
。

つ
ひ

こ

楊
・
韓
の
二
子
の
ご
と
き
は
、
能
く
其
の
真
を
求
む
る
者
と
謂
ふ
べ
き
な
り
。
彼
の
似

を
以
て
似
を
求
む
る
者
は
、
則
ち

益

遠
し
。
今
の
学
者
、
聖
人
の
経
を
求
む
と
曰
ふ
と

ま
す
ま
す

雖
も
、
固
よ
り
已
に
其
の
真
に
非
ず
。
乃
ち
経
を
舎
て
て
専
ら
訓
詁
を
求
む
る
は
、
則
ち

も
と

す
で

す

く

ん

こ

其
の
之
に
似
た
る
に
似
る
を
求
む
る
者
な
り
。

尤

も
遠
か
ら
ず
や
。

も
っ
と

【
現
代
語
訳
】

隋
の
田
僧
亮
と
楊
契
丹
は
、
鄭
法
士
と
と
も
に
絵
画
の
才
能
で
有
名
で
あ
っ
た
。
鄭
法

士
は
自
分
の
腕
が
楊
に
及
ば
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
楊
に
つ
い
て
絵
の
手
本

を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
求
め
た
が
、
楊
は
教
え
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
楊
は
法
士
を
引
き

連
れ
て
朝
廷
に
行
く
と
、
宮
殿
の
建
物
、
官
吏
の
衣
服
や
冠
、
人
馬
や
乗
り
物
を
指
さ
し

て
、「
こ
れ
が
私
の
絵
の
手
本
だ
。
あ
な
た
は
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
る
の
か
」
と
言
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
法
士
は
悟
っ
て
、
絵
の
腕
が
進
歩
し
た
の
だ
っ
た
。

唐
の
韓
幹
は
馬
の
絵
を
描
く
才
能
で
朝
廷
に
召
さ
れ
、
宮
廷
に
入
っ
て
供
奉
と
な
っ
た
。

皇
帝
は
韓
幹
に
詔
し
て
、
陳
閎
に
つ
い
て
画
法
を
学
ば
せ
よ
う
と
し
た
。
韓
幹
は
そ
こ
で

「
私
に
は
自
然
に
師
が
お
り
ま
す
。
陛
下
の
厩
舎
に
い
る
飛
黄
や
照
夜
、
そ
の
他
各
地
か

ら
集
め
ら
れ
た
駿
馬
た
ち
、
す
べ
て
が
私
の
師
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
。
帝
は

そ
れ
を
聞
い
て
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
。
そ
の
後
、
韓
幹
の
絵
画
の
腕
は
、
結
局
陳
閎
を
超

え
た
の
だ
っ
た
。

楊
契
丹
・
韓
幹
の
二
人
の
よ
う
な
人
物
は
、
「
真
理
を
求
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
者
と

言
っ
て
も
よ
い
。
（
真
理
で
は
な
く
）
似
た
も
の
に
よ
っ
て
似
た
も
の
を
求
め
る
者
は
、

ま
す
ま
す
真
理
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
今
の
学
者
は
、
「
聖
人
の
著
し
た
経
典
に
書

か
れ
て
い
る
こ
と
を
追
求
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
（
経
典
に
書
か
れ
て

い
る
こ
と
は
）
も
と
も
と
す
で
に
真
理
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の

経
典
さ
え
捨
て
て
、
経
典
の
字
句
の
注
釈
ば
か
り
読
ん
で
研
究
し
て
い
る
の
は
、
真
理
に

似
た
も
の
に
似
て
い
る
も
の
を
研
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
真
理
か
ら
遠
い
こ
と

だ
ろ
う
か
。

（
文
責
・
漢
文
担
当

門
屋
）
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