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二
〇
一
四
年
度

セ
ン
タ
ー
試
験

漢
文

解
説
速
報

【
問
題
講
評
】

難
度
は
ほ
ぼ
平
年
並
み
。
問
題
数
は
昨
年
よ
り
一
問
減
っ
た
が
、
ほ
ぼ
同
じ
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
最
後
の
設
問
が
定
番
の
内
容
合
致
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
時
間

が
迫
っ
て
か
ら
解
い
た
人
に
と
っ
て
は
、
ち
ょ
っ
と
厳
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

基
本
的
に
は
、
授
業
や
講
習
で
や
っ
て
来
た
こ
と
で
充
分
対
処
で
き
た
と
思
う
。

特
に
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
教
訓
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
セ
ン
タ
ー
試
験
対
策
の
短
期

ゼ
ミ
や
冬
期
講
習
で
繰
り
返
し
説
明
し
、
主
題
の
登
場
す
る
位
置
に
つ
い
て
も
何
度

も
説
明
し
て
き
た
の
で
、
段
落
切
り
の
問
題
は
楽
勝
だ
っ
た
と
思
う
。
満
点
、
も
し

く
は
そ
れ
に
近
い
得
点
が
で
き
た
と
期
待
し
た
い
。

【
設
問
解
説
】

問
１

例
に
よ
っ
て
漢
字
の
意
味
を
問
う
問
題
。
今
年
は
熟
語
で
は
な
く
、
ス
ト
レ

ー
ト
に
意
味
を
問
う
形
式
で
来
た
。

「
習
」
に
は
「
習
う
」
と
「
慣
れ
る
」
の
意
が
あ
る
こ
と
は
授
業
で
も
何
度
か

(1)説
明
し
た
。
当
然
こ
こ
は
「
慣
れ
る
」
の
方
で
④
が
正
解
。

「
尚
」
に
は
動
詞
で
「
た
っ
と
ぶ
」
と
い
う
訓
が
あ
っ
た
。
よ
っ
て
③
か
⑤
に

(2)絞
れ
る
が
、
文
意
か
ら
味
の
話
な
の
で
③
を
選
ぶ
。

問
２

返
り
点
と
読
み
方
の
組
み
合
わ
せ
を
選
ぶ
定
番
の
問
題
。
ま
ず
選
択
肢
か
ら

「
目
」
が
動
詞
で
あ
る
と
見
当
を
つ
け
る
。「
以
清
嗜
」
は
「
清
嗜
を
以
て
」
だ
か

ら
③
と
⑤
に
絞
ら
れ
る
。
後
半
は
「
成
長
し
た
も
の
は
採
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
だ

ろ
う
か
ら
、
③
は
「
目
す
」
の
位
置
が
よ
く
な
い
の
で
⑤
を
選
ぶ
。

問
３

た
ま
に
出
る
空
所
補
充
の
問
題
。
選
択
肢
を
見
れ
ば
「
苦
」
と
「
甘
」
の
組

み
合
わ
せ
だ
と
わ
か
る
。
文
中
で
は
こ
の
二
字
は
、
筍
の
味
に
つ
い
て
の
対
義
語
と

な
っ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
「
棄
て
る
」
の
は
「
苦
い
も
の
」
で
、「
取
る
」

の
が
「
甘
い
も
の
」
と
な
る
。
よ
っ
て
Ⅰ
と
Ⅳ
が
「
苦
」
で
、
Ⅱ
と
Ⅲ
が
「
甘
」
と

な
り
、
①
が
正
解
と
な
る
。

問
４

簡
単
な
解
釈
の
問
題
。「
猶
」
に
返
り
点
が
つ
い
て
い
る
の
で
再
読
文
字
で

あ
る
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
「
〜
の
よ
う
だ
、
〜
と
同
じ
だ
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に

な
る
は
ず
。も
う
そ
れ
だ
け
で
正
解
が
選
べ
る
が
、一
応
残
り
の
部
分
も
見
る
と
「
切

ら
れ
る
の
を
免
れ
る
」
だ
か
ら
、
正
解
は
⑤
と
簡
単
に
わ
か
る
。

問
５

こ
れ
も
簡
単
な
書
き
下
し
の
問
題
。「
莫
不
…
」
は
も
ち
ろ
ん
「
…
ざ
る
は

な
し
」
と
い
う
二
重
否
定
の
形
。
よ
っ
て
①
と
③
に
絞
る
。
あ
と
は
「
貴
と
賤
」「
取

と
棄
」
と
い
う
対
義
語
同
士
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
れ
ば
、「
取
る
を
貴
び
棄
つ
る

を
賤
し
む
」
で
は
文
意
に
合
わ
な
い
の
で
「
貴
は
取
ら
れ
賤
は
棄
て
ら
れ
」
で
③
が

正
解
と
な
る
。

問
６

セ
ン
タ
ー
で
は
比
較
的
め
ず
ら
し
い
段
落
切
り
の
問
題
。
こ
れ
は
授
業
で
も

セ
ン
タ
ー
試
験
で
よ
く
出
る
タ
イ
プ
と
し
て
紹
介
し
た
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
教
訓
」
の

パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
は
気
が
つ
い
た
と
思
う
。
主
題
が
出
て
く
る
場
所
４
パ
タ
ー

ン
も
覚
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
当
然
「
夫
れ
」（
発
語
）
で
始
ま
る
（
エ
）
か
ら
が
主

題
（
こ
の
場
合
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
教
訓
）
だ
か
ら
、
①
と
③
に
絞
る
。

(ア
)と
(イ
)の
ど
ち
ら
で
切
れ
る
か
と
考
え
れ
ば
、
江
南
の
人
に
つ
い
て
の
話
の
前

振
り
は
(ア
)で
終
わ
り
な
の
で
①
が
正
解
と
な
る
。

問
７

定
番
の
内
容
合
致
問
題
で
は
な
く
、
文
の
読
み
と
筆
者
の
主
張
を
組
み
合
わ

せ
る
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
め
ず
ら
し
い
タ
イ
プ
の
問
題
。
荘
子
の
「
無
用
の
用
」
に

つ
い
て
は
、
冬
期
講
習
で
や
っ
た
諸
君
も
多
い
の
で
「
あ
あ
、
あ
れ
だ
」
と
思
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。
ま
ず
「
無
用
の
用
」
の
意
味
か
ら
、
④
と
⑤
に
絞
れ
る
。
あ
と
は
「
比
」

を
「
く
ら
べ
ん
や
」
と
読
む
か
「
た
ぐ
ひ
な
る
か
」
と
読
む
か
。「
豈
」
で
始
ま
っ

て
も
反
語
で
は
な
く
疑
問
や
詠
嘆
に
な
る
も
の
が
最
近
の
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
た
び

た
び
出
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
授
業
で
も
何
度
も
指
摘
し
て
お
い
た
。
さ
ら
に
文

中
の
筍
の
た
と
え
か
ら
、「
苦
い
も
の
が
取
ら
れ
ず
に
全
う
す
る
」
と
言
っ
て
い
る

か
ら
、
⑤
の
方
が
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
と
見
当
が
つ
く
。
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【
書
き
下
し
】

江
南
竹
多
し
。
其
の
人
、
筍
を
食
う
を
習
ひ
と
す
。
春
の
時
に
方
た
る
毎
に
、
苞
甲

あ

ほ
う
こ
う

土
よ
り
出
で
、
頭
角
繭
栗
、
率
ね
以
て
採
食
に
供
す
。
或
い
は
蒸
瀹
し
て
以

け
ん
り
つ

お
ほ
む

じ
よ
う
や
く

て
湯
と
為
し
、
茹

介

茶
･

以
て
饋
に
充
つ
。
事
を
好
む
者
目
す
る
に
清
嗜
を
以

じ
よ
か
い
ち
や
せ
ん

き

あ

も
く

せ
い
し

て
し
、
方
に
長
ず
る
を
靳
ら
ず
。
故
に
園
林
豊
美
、
複
垣

重
扃
に
し
て
、
主
人

と

ふ
く
ゑ
ん
ち
よ
う
け
い

居

嘗

愛
護
す
と
雖
も
、
其
の
之
を
食
ら
ふ
に
甘
し
と
す
る
に
及
ぶ
や
、
剪

伐
し

き
よ
し
よ
う

せ
ん
ば
つ

て
顧
み
ず
。
独
り
其
の
味
の
苦
く
し
て
食
品
に
入
ら
ざ
る
者
の
み
、筍
常
に
全
し
。

ま
つ
た

毎
に
渓
谷
巌
陸
の
間
に
当
た
り
て
、
地
に
散
漫
し
て
収
め
ら
れ
ざ
る
者
は
、
必
ず

つ
ね

が
ん
り
く

苦
き
に
棄
て
ら
る
る
者
な
り
。
而
る
に
甘
き
者
は
之
を
取
り
て
或
い
は
其
の
類
を
尽

く
す
に
至
る
。
然
ら
ば
甘
き
者
は
自
ら
戕
ふ
に
近
く
、
而
る
に
苦
き
者
は
棄
て
ら

そ
こ
な

る
と
雖
も
、
猶
ほ
剪
伐
を
免
る
る
が
ご
と
し
。
夫
れ
物
類
は
甘
き
を
尚
び
て
、
苦

た
つ
と

き
者
は
全
き
を
得
た
り
。
世
に
貴
は
取
ら
れ
賤
は
棄
て
ら
れ
ざ
る
は
莫
し
。
然
れ
ど

も
亦
た
取
ら
る
る
者
の
幸
ひ
な
ら
ず
し
て
、

偶

棄
て
ら
る
る
者
に
幸
ひ
な
る
を

た
ま
た
ま

知
る
。
豈
に
荘
子
の
所
謂
無
用
を
以
て
用
と
為
す
者
の
比
な
る
か
。

た
ぐ
ひ

【
現
代
語
訳
】

江
南
に
は
竹
が
多
く
生
え
て
い
る
。
江
南
の
人
は
筍
を
食
べ
る
こ
と
を
習
慣
と
し
て

い
る
。
春
が
や
っ
て
く
る
た
び
に
、
外
側
の
皮
が
土
の
中
か
ら
顔
を
出
し
、
そ
の
角

の
よ
う
な
形
の
新
芽
が
繭
や
栗
く
ら
い
の
大
き
さ
の
時
に
、
た
い
て
い
採
っ
て
食
用

に
す
る
。
蒸
し
煮
に
し
て
ス
ー
プ
に
し
た
り
、
穂
先
の
柔
ら
か
い
部
分
は
お
茶
と
一

緒
に
食
卓
に
並
べ
る
。
食
べ
る
事
が
好
き
な
人
（
食
通
）
は
清
雅
な
味
を
好
む
の
で
、

伸
び
す
ぎ
た
筍
は
（
え
ぐ
み
が
強
い
の
で
）
採
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
幾
重
も
の
垣
根

や
門
扉
を
し
つ
ら
え
た
美
し
い
庭
園
で
、
そ
の
家
の
主
人
が
平
生
愛
護
し
て
い
る
竹

林
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
の
筍
を
食
べ
て
美
味
し
い
と
思
っ
た
ら
、
構
わ
ず
に

掘
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
え
ぐ
み
が
強
く
て
食
用
に
適
さ
な
い
も
の
だ
け
は
、
放
っ
て

お
か
れ
て
無
事
竹
に
な
る
の
だ
。
渓
谷
や
山
の
中
に
あ
っ
て
、
採
ら
れ
る
こ
と
も
な

く
は
び
こ
っ
て
い
る
の
は
、
必
ず
苦
く
て
食
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
美
味

し
い
も
の
は
採
ら
れ
て
、
ま
わ
り
の
同
類
ま
で
根
こ
そ
ぎ
取
り
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
美
味
し
い
も
の
は
そ
の
美
味
し
さ
で
自
ら
を
損
な
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
苦
い
も
の
は
棄
て
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
せ
い
で
切

ら
れ
る
の
を
免
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
も
そ
も
世
の
物
の
た
ぐ
い
は
、
う
ま

い
も
の
を
貴
ぶ
け
れ
ど
、
苦
い
も
の
の
方
が
身
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
貴
い

も
の
が
採
用
さ
れ
、
賤
し
い
も
の
が
見
棄
て
ら
れ
る
の
は
世
の
常
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
取
ら
れ
た
も
の
の
方
が
不
幸
で
、
た
ま
た
ま
棄
て
ら
れ
た
も
の
の
方
が
幸
せ
と

い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
筍
の
話
か
ら
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

は
荘
子
が
言
っ
て
い
る
「
無
用
を
用
と
な
す
（
一
見
役
に
立
た
な
い
よ
う
に
見
え
る

も
の
に
も
ち
ゃ
ん
と
は
た
ら
き
が
あ
る
）」
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
な
話
で
あ
ろ
う

か
。

出
典
は
明
の
陸
樹
声
（
平
泉
）
の
「
苦
竹
記
」
と
い
う
文
章
。
長
く
官
途
に
就
け
な

か
っ
た
自
ら
を
苦
い
筍
に
た
と
え
て
、
開
き
直
っ
た
随
筆
的
な
作
品
。

（2014/01/18
23:50

作
成
）

ご利用は自由ですが、著作権は（門屋温）にあります。

センター漢文解説速報 2014/01/18


