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二
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セ
ン
タ
ー
国
語

漢
文

解
説
速
報

【
全
体
講
評
】

出
典
は
南
宋
の
李
燾
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
。
北
宋
の
歴
史
を
記
し
た
書
で
あ
る
。

字
数
も
百
九
十
字
を
切
り
、
内
容
的
に
も
特
に
難
し
い
箇
所
は
な
く
、
や
や
易
化
し
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
設
問
数
も
一
時
期
七
問
に
な
っ
た
が
再
び
六
問
に
戻
り
、
設
問
の

ス
タ
イ
ル
も
新
傾
向
の
も
の
は
な
く
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
セ
ン
タ
ー
の
問
題
に
戻
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

文
章
の
内
容
は
寇
準
の
質
問
に
嘉
祐
が
答
え
る
対
話
形
式
で
、
用
語
や
文
法
に

も
取
り
立
て
て
難
し
い
も
の
は
な
い
。
基
本
が
で
き
て
い
れ
ば
読
み
解
く
の
に
そ

う
苦
労
は
し
な
か
っ
た
と
思
う
。
今
年
は
か
な
り
高
得
点
が
期
待
で
き
る
内
容
だ

と
言
っ
て
よ
い
。

【
設
問
解
説
】

問
１漢

字
の
意
味
を
問
う
問
題
。
枝
問
で
は
な
く
組
み
合
わ
せ
を
選
ぶ
形
式
に
な
り
、

ど
ち
ら
か
一
方
の
意
味
が
わ
か
れ
ば
正
解
で
き
る
の
で
や
さ
し
く
な
っ
た
。

X

「
議
」
は
「
準
を
ど
う
議
し
て
い
る
か
」
と
尋
ね
て
い
る
が
、
質
問
の
意
味
を

知
り
た
か
っ
た
ら
相
手
の
答
え
を
見
れ
ば
よ
い
。
「
す
ぐ
に
宰
相
と
な
る
だ
ろ
う
」

と
答
え
て
い
る
の
で
、
評
価
を
問
う
て
い
る
と
わ
か
る
。

Y

「
沢
」
に
関
し
て
は
、
授
業
で
も
「
①
た
っ
ぷ
り
あ
る
、
②
う
る
お
す
、
③
め

ぐ
み
・
恩
恵
」
の
意
味
が
あ
る
と
説
明
し
、
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
の
澤
選
手
の
妹

の
「
澤
恵
（
さ
わ
・
め
ぐ
み
）
」
と
覚
え
よ
う
と
教
え
た
と
お
り
、
こ
こ
は
「
恩

恵
」
の
意
味
。
よ
っ
て
正
解
は
③
。

問
２

Ⅰ

直
前
の
「
平
時
は
愚
鈍
の
よ
う
に
見
え
る
が
」
と
い
う
の
が
手
が
か
り
。
「
た

だ
寇
準
だ
け
が
彼
を
理
解
し
て
い
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
「
彼
が
愚
鈍
で
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
で
正
解
は
①
と
な
る
。

Ⅱ

「
知
」
に
は
「
知
る
・
わ
か
る
」
の
他
に
「
知
事
・
知
行
」
な
ど
と
い
う
時

の
「
お
さ
め
る
・
つ
か
さ
ど
る
」
の
意
が
あ
る
。
こ
こ
は
目
的
語
が
「
開
封
府
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
「
お
さ
め
る
」
の
意
で
③
が
正
解
。

問
３訓

読
問
題
の
解
法
は
繰
り
返
し
教
え
た
と
お
り
、
①
句
形
は
な
い
か
、
②
置
き

字
を
チ
ェ
ッ
ク
、
③
動
詞
は
ど
れ
か
、
の
３
ス
テ
ッ
プ
で
解
く
。
ま
ず
句
形
は
「
不

若
―
」
（
比
較
）
と
す
ぐ
わ
か
る
。
下
に
再
読
文
字
「
未
」
が
あ
る
の
で
そ
の
下

の
「
為
」
は
動
詞
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
「
未
だ
相
と
為
ら
ざ
る
に
若
か
す
」
と
な

る
。
こ
れ
だ
け
で
も
う
④
が
選
べ
る
。
解
釈
は
当
然
「
～
の
方
が
よ
い
」
な
の
で

②
と
③
に
絞
れ
る
が
、
意
味
を
考
え
れ
ば
③
が
正
解
で
あ
る
。

問
４直

前
の
文
を
見
れ
ば
、
「
賢
相
が
功
績
を
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
君
臣
が
水
と
魚

の
よ
う
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
賢
相
」
の
言
や
計
が
「
君
」

に
聴
か
れ
従
わ
れ
る
の
は
あ
き
ら
か
で
正
解
は
③
。
ち
な
み
に
「
聴
」
は
「
よ
く

聞
く
」
と
い
う
意
味
の
他
に
、「
（
主
君
が
臣
下
の
言
葉
を
）
聞
き
入
れ
る
、
許
す
」

と
い
う
意
味
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
の
を
覚
え
て
い
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

問
５嘉

祐
が
最
後
に
「
私
が
あ
な
た
の
名
誉
と
人
望
が
損
な
わ
れ
る
の
を
心
配
す
る

理
由
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
前
の
嘉
祐
の
説
明
の
言
葉
す
べ
て

が
理
由
。
選
択
肢
を
見
く
ら
べ
る
と
、
ま
ず
寇
準
に
天
下
の
太
平
を
期
待
す
る
の

は
「
人
々
」
な
の
で
②
と
④
に
絞
れ
る
。
直
前
に
「
皇
帝
に
対
し
て
水
と
魚
の
関

係
か
」
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
②
が
正
解
と
わ
か
る
。

問
６選

択
肢
を
横
に
見
く
ら
べ
る
と
「
父
の
王
禹
偁
も
お
そ
ら
く
王
嘉
祐
に
は
か
な
わ

な
い
」
が
共
通
で
、
何
が
か
な
わ
な
い
の
か
と
か
と
い
う
と「
深
識
遠
慮
」
と
あ
る
の
で
、
①

「
思
考
の
適
切
さ
」
、
②
意
志
の
強
さ
」
、
⑤
「
言
動
の
慎
重
さ
」
は
消
え
る
。
嘉
祐
の
指

摘
の
要
点
は「
君
臣
が
水
魚
の
よ
う
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
な
の
で「
皇
帝
と
宰
相
の
政

治
的
関
係
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
④
が
正
解
と
な
る
。
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【
書
き
下
し
文
】

嘉

祐

は
禹

偁

の
子
な
り
。
嘉
祐
は
平
時
は
愚

騃

の
ご
と
き
も
、
独
り

寇

準

か
い
う

う
し
よ
う

ぐ

が
い

こ
う
じ
ゆ
ん

の
み
之
を
知
る
。
準
開
封
府
を
知
す
る
に
、
一
日
、
嘉
祐
に
問
ひ
て
曰
は
く
、
「
外

間
準
を
議
す
る
こ
と
云
何
」
と
。
嘉
祐
曰
は
く
、
「
外
人
皆
丈
人

旦

夕

入
り
て

い
か
ん

た
ん
せ
き

相
た
ら
ん
」
と
。
準
曰
は
く
、
「
吾
子
に
於
い
て
は

意

ふ
こ
と
何
如
」
と
。
嘉
祐

ご

し

お
も

い
か
ん

曰
は
く
、
「
愚
を
以
て
之
を
観
る
に
、
丈
人
未
だ
相
と
為
ら
ざ
る
に
若
か
ず
。
相

と
為
ら
ば
則
ち
誉
望

損

は
れ
ん
」
と
。
準
曰
は
く
、
「
何
の
故
ぞ
」
と
。
嘉
祐

そ
こ
な

曰
は
く
、
「
古
よ
り
賢
相
の
能
く
功
業
を
建
て
生
民
を

沢

す
所
以
は
、
其
の
君

う
る
お

ゆ
え
ん

臣
相
ひ
得
る
こ
と
皆
魚
の
水
有
る
が
ご
と
け
れ
ば
な
り
。
故
に
言
聴
か
れ
計
従
は

れ
、
而
し
て
功
名
倶
に
美
な
り
。
今
丈
人
天
下
の
重
望
を
負
ひ
、
相
た
れ
ば
則
ち

中
外
太
平
を
以
て

責

め
ん
。
丈
人
の
明
主
に
于
け
る
や
、
能
く
魚
の
水
有
る
が

も
と

ご
と
き
か
。
嘉
祐
の
誉
望
の
損
な
は
れ
ん
こ
と
を
恐
る
る
所
以
な
り
」
と
。
準
喜

び
、
起
ち
て
其
の
手
を
執
り
て
曰
は
く
、
「

元

之
は
文
章
は
天
下
に
冠
た
り
と
雖

げ
ん
し

も
、
深
識
遠
慮
に
至
り
て
は
、
殆
ど
吾
子
に
勝
る
能
は
ざ
る
な
り
」
と
。

【
現
代
語
訳
】

王
嘉
祐
は
王
禹
偁
の
子
で
あ
る
。
嘉
祐
は
ふ
だ
ん
は
愚
鈍
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、

た
だ
り
寇
準
だ
け
が
彼
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
寇
準
が
開
封
府
を
治
め
て
い

た
、
あ
る
日
の
こ
と
、
嘉
祐
に
質
問
し
た
、
「
世
間
で
は
私
の
こ
と
を
ど
う
論
評

し
て
い
る
か
」
と
。
嘉
祐
が
、
「
皆
あ
な
た
が
間
も
な
く
宰
相
に
な
る
だ
ろ
う
言

っ
て
い
ま
す
」
と
答
え
る
と
、
準
は
「
あ
な
た
は
ど
う
思
う
か
」
と
聞
い
た
。
嘉

祐
が
、
「
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
あ
な
た
は
ま
だ
宰
相
に
な
ら
な
い
方
が
よ
い
。
宰

相
に
な
っ
た
ら
あ
な
た
の
名
誉
と
人
望
は
損
わ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
答
え
る
と
、
準

は
、
「
ど
う
し
て
か
」
と
聞
い
た
。
嘉
祐
は
、
「
昔
か
ら
す
ぐ
れ
た
宰
相
が
功
績
や

業
績
を
あ
げ
、
人
々
に
恩
恵
を
施
す
こ
と
が
で
き
た
理
由
は
、
そ
の
君
臣
関
係
が

魚
と
水
の
よ
う
に
良
好
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
言
葉
が
主
君
に

聞
き
入
れ
ら
れ
、
政
策
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
結
果
功
績
と
名
声
が
倶
に
讃
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
今
、
あ
な
た
は
天
下
の
大
き
な
希
望
を

背
負
い
、
宰
相
と
な
れ
ば
国
内
の
人
も
国
外
の
人
も
あ
な
た
に
世
を
太
平
と
す
る

こ
と
を
求
め
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
は
皇
帝
に
対
し
て
、
魚
と
水
の
よ
う
な
関
係
を

保
て
る
だ
ろ
う
か
。
私
が
あ
な
た
の
名
誉
と
人
望
が
損
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
危
惧
す
る
理
由
が
そ
れ
で
す
」
と
答
え
た
。
準
は
そ
れ
を
聞
い
て
喜
び
、
起
ち

上
が
っ
て
彼
の
手
を
執
っ
て
言
う
に
は
、
「
そ
な
た
の
父
は
文
章
は
天
下
に
冠
た

る
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
深
謀
遠
慮
の
鋭
さ
に
お
い
て
は
そ
な
た
に
は
到
底

お
よ
ぶ
ま
い
よ
」
と
。


