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二
〇
一
二
年
度

セ
ン
タ
ー
試
験

漢
文

解
説
速
報

【
問
題
講
評
】

文
章
は
長
さ
も
、
難
易
度
も
ほ
ぼ
平
年
並
み
と
言
っ
て
よ
い
。
問
題
数
が
増
え
て

問
七
ま
で
登
場
し
た
の
は
初
め
て
だ
が
、
そ
の
分
一
問
あ
た
り
の
配
点
は
低
く
な
っ

た
。
設
問
は
、
基
本
的
な
句
形
を
覚
え
て
い
れ
ば
解
け
る
も
の
が
多
く
、
特
に
難
し

い
問
題
は
な
か
っ
た
の
で
、
若
干
易
化
し
た
と
言
え
る
。
あ
と
は
、
話
の
内
容
が
き

ち
ん
と
つ
か
め
れ
ば
、
後
半
の
設
問
に
も
答
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
。

文
章
の
内
容
は
、
こ
こ
数
年
続
い
た
論
説
系
で
は
な
く
、
説
話
系
の
文
章
で
、
そ

れ
を
蘇
東
坡
が
語
る
と
い
う
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
点
に
、
ち
ょ
っ
と
ひ
ね
り
が

効
い
て
い
る
。
最
後
に
ま
る
で
落
語
の
よ
う
な
オ
チ
が
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ

に
気
が
つ
い
た
か
ど
う
か
で
、
問
七
の
成
否
が
決
ま
る
だ
ろ
う
。

中
国
で
は
、
人
が
死
ぬ
と
冥
官
（
閻
魔
大
王
の
部
下
の
冥
界
の
役
人
）
の
前
に
引

き
出
さ
れ
て
、
大
き
な
鏡
に
生
前
の
悪
事
が
映
し
出
さ
れ
、
地
獄
行
き
の
裁
き
を
受

け
る
と
い
う
話
は
、
授
業
中
に
話
し
た
の
で
、
な
ん
と
な
く
イ
メ
ー
ジ
で
き
た
と
思

う
。
ち
な
み
に
｢牛
黄
（
ご
お
う
）」
と
い
う
の
が
、
牛
の
胆
石
で
、
漢
方
薬
の
原

料
と
し
て
有
名
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
ら
、さ
ら
に
理
解
が
早
か
っ
た
だ
ろ
う
。

【
設
問
解
説
】

さ
て
、
そ
れ
で
は
箇
々
の
設
問
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

問
１

な
ん
と
、
二
問
と
も
直
前
講
習
で
や
っ
た
ば
か
り
な
の
で
、
講
習
を
受
け
た

人
は
思
わ
ず
ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

「
未
幾
」
は
「
い
ま
だ
い
く
ば
く
も
せ
ず
し
て
」
と
読
ん
で
、「
い
く
ら
も
た
た

(1)な
い
う
ち
に
」
の
意
だ
っ
た
。
よ
っ
て
⑤
の
「
ま
も
な
く
」
が
正
解
。

「
交
」
は
「
こ
も
ご
も
」
と
読
ん
で
、「
か
わ
る
が
わ
る
」
の
意
だ
っ
た
。
よ
っ

(2)て
、
そ
の
ま
ま
で
②
が
正
解
。

問
２

こ
れ
は
基
本
句
形
一
発
の
問
題
。「
為
冥
官
所
追
議
」
の
部
分
が
「
為
Ａ
所

Ｂ
」（
Ａ
の
Ｂ
す
る
所
と
為
る
）
と
い
う
受
身
の
句
形
で
あ
る
こ
と
に
は
当
然
気
が

つ
い
た
は
ず
。
も
う
そ
れ
だ
け
で
①
が
選
べ
て
し
ま
う
楽
勝
問
題
だ
っ
た
。

問
３

訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
読
め
ば
わ
か
る
や
さ
し
い
問
題
。

「
誠
に
罪
有
り
、
然
れ
ど
も
亦
た
功
有
り
」
と
言
う
の
は
、
｢罪
は
あ
る
け
ど
、
功

績
も
あ
る
｣と
い
う
こ
と
で
、
あ
と
を
読
め
ば
薬
で
何
人
も
の
命
を
救
っ
て
い
る
こ

と
を
功
績
と
し
て
あ
げ
て
い
る
と
わ
か
る
。「
贖
う
」
と
い
う
の
が
、
お
金
な
ど
で

罪
を
免
れ
る
こ
と
で
、｢贖
罪
｣と
い
う
言
葉
も
冬
期
講
習
で
説
明
し
た
ね
。だ
か
ら
、

こ
こ
は
自
分
の
功
績
で
罪
を
チ
ャ
ラ
に
し
た
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
。
よ
っ
て
、
正

解
は
②
と
な
る
。

問
４

空
所
補
充
問
題
に
理
由
を
聞
く
問
題
を
か
ら
め
た
、ち
ょ
っ
と
珍
し
い
問
題
。

(ⅰ
)
ま
ず
は
空
所
補
充
。
蛇
も
牛
も
、
同
様
の
こ
と
を
主
張
し
て
、
同
様
の
判
決

を
受
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
授
業
で
何
度
も
強
調
し
た
よ
う
に
、
理
由
は
た
い

て
い
直
前
か
直
後
に
あ
る
。
こ
こ
は
直
前
に
「
吏
考
験
す
る
に
、
固
よ
り
誣
ひ
ざ
れ

ば
」
と
あ
っ
て
、「
取
り
調
べ
た
ら
嘘
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
ら
」。
何
が
嘘
じ
ゃ
な
か

っ
た
か
と
い
う
と
、
何
人
も
の
病
気
を
治
し
た
と
い
う
こ
と
。
だ
と
す
れ
ば
、
当
然

判
決
は
死
刑
の
免
除
で
あ
っ
た
は
ず
。
そ
の
意
味
と
な
る
の
は
、
①
の
「
免
る
る
を

得
」
し
か
な
い
。

(ⅱ
)
右
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
罪
を
免
除
さ
れ
た
理
由
は
、「
黄
」
に
よ
っ
て
人

の
病
気
を
治
し
、
命
を
救
っ
て
き
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
正

解
は
④
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

問
５

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
理
由
を
聞
か
れ
た
ら
直
前
か
直
後
を
見
る
。
直
前

に
は
、
そ
の
人
が
「
妄
り
に
亦
た
黄
有
り
と
言
」
っ
た
と
あ
り
、
さ
ら
に
直
後
の
冥

官
の
セ
リ
フ
に
は
「
何
の
黄
か
之
有
ら
ん
」
と
あ
る
の
で
、
あ
り
も
し
な
い
「
黄
」

が
あ
る
と
口
か
ら
で
ま
か
せ
を
言
っ
て
罪
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
態
度
に
腹
を
立
て
た

の
だ
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
⑤
が
正
解
。

問
６

こ
れ
も
ま
た
、
基
本
句
形
一
発
の
問
題
。「
何
黄
之
有
」
の
部
分
が
反
語
形

「
何
Ａ
之
有
」（
何
の
Ａ
か
之
有
ら
ん
）
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
気
づ
い
た
は
ず
。
も

う
、
そ
れ
だ
け
で
③
に
確
定
。
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問
７

落
語
の
サ
ゲ
に
似
た
オ
チ
が
わ
か
っ
た
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
。冥
官
に「
人

間
に
黄
な
ど
あ
る
も
の
か
」
と
言
わ
れ
て
、「
黄
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
慚
惶
な
ら
ご

ざ
い
ま
す
」
と
い
う
答
え
に
、「
黄
」
と
「
惶
」
を
か
け
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た

か
ど
う
か
。
漢
文
に
お
け
る
「
音
通
」
の
話
は
、
一
年
を
通
じ
て
何
度
も
話
し
て
き

た
の
で
、
ピ
ン
と
来
た
と
信
じ
た
い
が
、
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
選
択
肢
を
見
る

と
、
実
は
「
黄
」
は
「
黄
州
」
に
も
か
か
っ
て
い
た
の
だ
な
と
わ
か
る
。
正
解
は
、

④
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

【
書
き
下
し
】

東
坡
、
元
豊
の
間
に
御
史
の
獄
に
繋
が
れ
、
黄
州
に
謫
せ
ら
る
。
元
祐
の
初
め
、
起
さ

た
く

れ
て
登
州
に
知
た
り
て
、
未
だ

幾

も
せ
ず
し
て
、
礼
部
員
外
郎
を
以
て
召
さ
る
。
道
中

い
く
ば
く

偶

当
時
の
獄
官
に
遇
ふ
に
、
甚
だ
愧
づ
る
色
有
り
。
東
坡
之
に
戯
れ
て
曰
は
く
、
「
蛇

た
ま
た
ま

は
な
は

は

有
り
、
螫
み
て
人
を
殺
し
、
冥
官
の
追
議
す
る
所
と
な
り
、
法
死
に
当
た
る
。
蛇
前
み
訴
へ

か

す
す

て
曰
は
く
、
『
誠
に
罪
有
り
、
然
れ
ど
も
亦
た
功
有
り
、
以
て
自
ら
贖
ふ
べ
し
』
と
。
冥
官

あ
が
な

曰
は
く
、
『
何
の
功
な
る
か
』
と
。
蛇
曰
は
く
、
『
某

に
黄
有
り
、
病
を
治
す
べ
し
、
活
か

そ
れ
が
し

こ
う

す
所
已
に
数
人
な
り
』
と
。
吏
考
験
す
る
に
、
固
よ
り
誣
ひ
ざ
れ
ば
、
遂
に
免
る
る
を
得
。

す
で

も
と

し

良
久
し
く
し
て
、
一
牛
を
牽
き
て
至
る
。
獄
吏
曰
は
く
、
『
此
の
牛
触
き
て
人
を
殺
す
。
亦

や
や

ひ

つ

た
死
に
当
た
る
』
と
。
牛
曰
は
く
、
『
我
も
亦
た
黄
有
り
、
以
て
病
を
治
す
べ
し
、
亦
た
数

人
を
活
か
す
』
と
。
良
久
し
く
し
て
、
亦
た
免
る
る
を
得
。
之
を
久
し
く
し
て
、
獄
吏
一
人

を
引
き
て
至
る
。
曰
は
く
、
『
此
の
人
生
く
る
と
き
常
て
人
を
殺
す
も
、
幸
ひ
に
し
て
死
を

か
つ

免
る
。
今
当
に
命
を
還
す
べ
し
』
と
。
其
の
人
倉
皇
と
し
て
妄
り
に
亦
た
黄
有
り
と
言
ふ
。

そ
う
こ
う

み
だ

冥
官
大
い
に
怒
り
、
之
を
詰
り
て
曰
は
く
、
『
蛇
黄
・
牛
黄
薬
に
入
る
こ
と
、
天
下
の
共
に

な
じ

知
る
所
な
り
。
汝
は
人
為
り
、
何
の
黄
か
之
有
ら
ん
』
と
。
左
右

交

訊
ふ
に
、
其
の
人
窘

た

こ
れ

こ
も
ご
も
と

く
る

し
む
こ
と
甚
だ
し
く
し
て
曰
は
く
、
『
某
に
は
別
に
黄
無
し
。
但
だ
些

か
の
慚
惶
有
る
の

い
さ
さ

さ
ん
こ
う

み
』
と
。
」

【
現
代
語
訳
】

蘇
東
坡
は
、
元
豊
年
間
に
御
史
の
獄
に
繋
が
れ
、
黄
州
に
流
さ
れ
た
。
元
祐
年

間
の
初
め
、起
用
さ
れ
て
登
州
の
知
事
と
な
り
、そ
れ
か
ら
い
く
ほ
ど
も
せ
ず
し
て
、

礼
部
員
外
郎
の
地
位
で
朝
廷
に
呼
び
戻
さ
れ
た
。
そ
の
上
京
の
道
中
で
、
た
ま
た
ま

当
時
の
裁
判
官
に
出
会
っ
た
と
こ
ろ
、彼
は
と
て
も
恥
じ
い
る
よ
う
な
表
情
を
し
た
。

そ
こ
で
東
坡
は
、
彼
を
か
ら
か
っ
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
。「
あ
る
と
こ

ろ
に
蛇
が
い
た
。
人
を
咬
み
殺
し
て
、
死
後
、
冥
官
に
裁
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
死

刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
す
る
と
蛇
が
進
み
出
て
訴
え
て
言
う
に
は
、『
確
か
に
罪
を
犯

し
ま
し
た
、
け
れ
ど
も
功
績
も
あ
り
ま
す
。
私
は
（
そ
の
功
績
で
罪
を
）
あ
が
な
う

こ
と
が
で
き
ま
す
』
と
。
冥
官
が
、『
ど
う
い
う
功
績
な
の
か
』
と
問
う
と
、。
蛇

は
、『
私
に
は
黄
が
あ
り
ま
し
て
、
病
を
治
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
活
か
し
た
人
は
、

も
う
数
人
に
な
り
ま
す
』
と
答
え
た
。
冥
界
の
吏
が
取
り
調
べ
て
み
る
と
、
も
と
よ

り
偽
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
結
局
罪
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。し
ば
ら
く
し
て
、

一
頭
の
牛
を
牽
い
て
や
っ
て
来
て
、
獄
吏
が
言
う
に
は
、『
こ
の
牛
は
人
を
突
き
殺

し
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
死
刑
に
当
た
り
ま
す
』
と
。
牛
が
、『
私
に
も
黄
が
あ
り

ま
し
て
、
病
を
治
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
も
数
人
を
活
か
し
ま
し
た
』
と
言
う
と
、

し
ば
ら
く
し
て
、
こ
の
牛
も
罪
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
経

っ
て
、
獄
吏
が
一
人
の
人
を
引
っ
ぱ
っ
て
来
て
、
言
う
に
は
、『
こ
の
人
は
、
生
前

人
を
殺
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に
死
刑
を
免
れ
た
。
今
、（
生
き
延
び

た
分
の
）
寿
命
を
天
に
還
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
。
す
る
と
、
そ
の
人
は
あ
わ

て
て
、
私
に
も
黄
が
あ
る
と
口
か
ら
で
ま
か
せ
を
言
っ
た
。
冥
官
は
た
い
へ
ん
怒
っ

て
、『
蛇
黄
や
牛
黄
が
薬
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
天
下
の
人
が
皆
知
っ
て
い
る
こ

と
だ
。
お
前
は
人
間
だ
ろ
う
、
ど
う
し
て
黄
な
ど
あ
る
も
の
か
』
と
彼
を
な
じ
っ
た
。

他
の
冥
官
た
ち
が
か
わ
る
が
わ
る
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
人
は
苦
し
紛
れ
に
、『
私

に
は
黄
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
些
か
の
慚
惶
（
恥
ず
か
し
さ
）
が
あ
る
だ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
』
と
言
っ
た
。」

出
典
は
、
宋
代
の
文
人
孫
宗
鑑
の
『
西
畬
瑣
録
』
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作
成

門
屋
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）
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