
 

第
二
回 

高
一
国
語 

   

総 

評 

 

高
一
の
現
時
点
で
は
、
古
文
、
漢
文
の
学
習
状
況
に
よ
っ

て
、
点
数
の
差
が
つ
き
や
す
く
、
今
回
の
模
試
で
も
そ
の
傾

向
が
見
ら
れ
た
。 

 

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準 

一 

評
論 

(一) 

熟
語
は
、
一
字
で
も
誤
り
を
含
ん
で
い
た
ら
不
可
。 

 

(e)
「
精
緻
」
の
誤
り
が
目
立
っ
た
。 

 

(二) 

（オ）
と
す
る
誤
答
が
多
か
っ
た
。
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
自
体
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
が
、こ
こ
は「
反
証
可
能
性
」

が
話
題
と
な
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
並
立
し
な
い
二
つ
の
仮
説
を
検
証
す
る
科
学
は
、
ｂ
意

見
の
相
違
が
調
整
さ
れ
る
日
常
の
場
と
は
異
な
り
、
ｃ
両
者

の
中
間
の
仮
説
を
認
め
な
い
〟
と
説
明
し
て 

 

―
―
10
点 

＊
ａ
４
点
、
ｂ
４
点
、
ｃ
２
点
。 

 

ｂ
ｃ
の
要
素
は
押
さ
え
て
い
る
が
、
ａ
を
欠
く
答
案
が
目

立
っ
た
。
傍
線
部
の
よ
う
に
言
え
る
前
提
と
し
て
、
科
学
自

体
に
内
在
す
る
要
素
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

(四) 

（イ）
と
す
る
誤
答
が
多
か
っ
た
。
こ
の
選
択
肢
は
ラ
カ

ト
シ
ュ
・
イ
ム
レ
の
批
判
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
が
、
傍
線
部

は
さ
ら
に
そ
の
先
、
ク
ー
ン
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
仮
説
を
論
理
的
で
再
現
可
能
な
実
験
に
よ
っ
て
証
明
す

る
こ
と
と
反
証
可
能
性
を
存
立
条
件
と
し
つ
つ
、
ｂ
そ
の
時

代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
身
に
つ
け
た 

ｃ
研
究
者
が
、
自
ら
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
行
っ
て
い
る
〟

と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
14
点 

＊
ａ
８
点
、
ｂ
２
点
、
ｃ
４
点
。 

傍
線
部
の
前
の
段
落
に
あ
る
「
結
果
と
し
て
の
科
学
で
は

な
く
、
結
果
を
得
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
科
学
」
と

い
う
記
述
に
依
拠
し
、
そ
こ
に
肉
付
け
し
て
解
答
欄
を
埋
め

た
答
案
が
多
か
っ
た
。
確
か
に
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
ポ
イ

ン
ト
で
は
あ
る
の
だ
が
、そ
こ
だ
け
に
終
始
し
て
し
ま
う
と
、

「
現
代
に
お
け
る
『
科
学
』
の
定
義
と
問
題
文
全
体
の
論
旨

も
踏
ま
え
て
」
と
い
う
設
問
の
指
示
に
応
え
て
い
な
い
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。
筆
者
は
「
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
従

来
、
科
学
史
、
科
学
哲
学
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
『
科

学
』
の
定
義
と
は
大
い
に
異
な
る
も
の
で
し
ょ
う
」
と
述
べ

て
は
い
る
が
、
し
か
し
実
際
に
研
究
を
行
う
際
は
、
筆
者
自

身
も
現
代
科
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
内
で
そ
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。 

 

(六) 

誤
答
と
し
て
は
（カ）
が
目
立
っ
た
。 

 

二 

小
説 

(一) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
自
分
も
出
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
重
い
奥
伝
に
新

関
が
父
と
一
緒
に
出
る
と
聞
き
、
ｂ
新
関
が
自
分
よ
り
も
父

に
近
い
立
場
に
い
る
と
感
じ
た
〟
と
説
明
し
て 

―
―
12
点 

＊
ａ
７
点
、
ｂ
５
点
。 

 

ａ
の
要
素
の
み
を
書
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
傍
線
部
直

前
の
「
父
と
自
分
の
距
離
、
そ
し
て
新
関
と
父
の
距
離
を
感

じ
た
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
父
と
新
関
、
父
と
自
分
の
距
離

に
つ
い
て
邦
枝
が
ど
う
感
じ
た
の
か
も
説
明
に
含
め
た
い
。 

 

(二) 

こ
れ
は
非
常
に
よ
く
で
き
て
い
た
。 

 

(三) 

（ウ）
と
す
る
誤
答
が
目
立
っ
た
。 

 

(四) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
微
妙
な
音
程
の
ず
れ
を
感
じ
取
れ
る
の
は
娘
だ
け
だ
と

思
い
至
り
、
ｂ
琴
柱
を
直
し
た
の
は
邦
枝
に
違
い
な
い
と 

ｃ
気
づ
い
た
〟
と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 

 

―
―
10
点 

＊
ａ
５
点
、
ｂ
４
点
、
ｃ
１
点
。 

 

設
問
文
が
「
寿
久
が
『
は
っ
と
息
を
呑
ん
だ
』
の
は
な
ぜ

か
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
す
な
わ

ち
、
解
答
と
し
て
、
寿
久
の
頭
の
中
に
あ
る
こ
と
の
説
明
を

求
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

邦
枝
の
頭
の
中
に
あ
る
こ
と
ま
で
盛
り
込
も
う
と
す
る
と
、

結
果
と
し
て
字
数
が
足
り
な
く
な
り
、
必
要
な
要
素
を
落
と

し
て
し
ま
う
。
設
問
が
求
め
て
い
る
こ
と
の
み
を
ま
と
め
ら

れ
て
い
た
か
、
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。 

 

(五) 

こ
れ
は
よ
く
で
き
て
い
た
。 

 

(六) 

（イ）
を
選
ぶ
誤
答
が
多
か
っ
た
。
も
っ
と
も
ら
し
い
選



 

択
肢
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。  

 

三 

古
文 

(一) 

ま
ず
は
動
詞
を
正
し
く
抜
き
出
せ
な
い
と
、
活
用
の
種

類
も
活
用
形
も
正
し
く
答
え
ら
れ
な
い
。
間
違
え
た
人
は
、

こ
の
、
動
詞
を
正
し
く
抜
き
出
す
と
い
う
段
階
で
つ
ま
ず
い

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

(二) 

い
ず
れ
も
基
本
か
つ
重
要
古
語
で
あ
る
。
動
詞
な
の
に

名
詞
の
形
で
答
え
た
り
、
逆
に
名
詞
な
の
に
動
詞
の
形
で
答

え
た
り
と
い
っ
た
、
細
か
な
ミ
ス
が
目
立
っ
た
。
そ
ん
な
と

こ
ろ
で
減
点
さ
れ
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
。
注
意
し
よ
う
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
隠
瑜
と
死
別
し
た
娘
の
悲
し
み
が
、
ｂ
郭
奕
と
の
結
婚

に
よ
り 

ｃ
少
し
で
も
い
や
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
〟
と
説
明

し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
10
点 

＊
ａ
４
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
３
点
。 

 

妻
を
亡
く
し
た
郭
奕
を
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
て
、
と
い
う

方
向
で
解
釈
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
郭
奕
へ
の
同
情
も

ま
っ
た
く
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
は
や
は
り
、

娘
に
と
っ
て
よ
か
れ
と
思
っ
て
や
っ
た
こ
と
、
と
解
釈
す
る

の
が
妥
当
で
あ
る
。 

 

(四) 

間
違
え
た
人
は
、
抜
き
出
し
た
部
分
を
現
代
語
訳
し
て

み
て
、
解
答
と
し
て
妥
当
か
ど
う
か
確
認
し
て
お
い
て
ほ
し

い
。
た
と
え
ば
、
最
後
の
四
字
を
「
こ
と
わ
り
な
け
れ
ば
」

の
「
な
け
れ
ば
」
で
は
な
く
「
こ
と
わ
り
」
と
し
て
し
ま
う

と
、
傍
線
部
の
説
明
に
は
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

(五)

（ⅰ） 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
親
の
言
い
つ
け
ど
お
り 

ｂ
郭
奕
と
結
婚
し 

ｃ
た
と

し
て
も
〟
と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
１
点
。 

ｃ
の
「
ぬ
と
も
」
に
ま
で
配
慮
し
て
説
明
し
て
ほ
し
い
。 

（ⅱ） 

〔
採
点
基
準
〕 

「
ａ
古
き
契
り
を 

ｂ
（
私
は
） 

ｃ
い
か
で
忘
れ
ん
」
を 

〝
ａ
前
の
夫
と
の
夫
婦
の
契
り
を 

ｂ
私
は 

ｃ
ど
う
し
て

忘
れ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
〟
と
訳
し
て 

―
―
８
点 

＊
ａ
４
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
３
点
。 

「
い
か
で
忘
れ
ん
」
は
反
語
だ
が
、
こ
こ
を
「
ど
う
に
か
し

て
忘
れ
よ
う
」
と
解
釈
す
る
誤
答
が
散
見
さ
れ
た
。 

 

(六) 

こ
れ
は
比
較
的
よ
く
で
き
て
い
た
。 

 

四 
漢
文 

(一) 

い
ず
れ
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
間
違
え
た
人
は
、

こ
の
機
会
に
覚
え
て
お
く
よ
う
に
。 

 

(二) 

こ
こ
で
間
違
え
た
人
は
、
本
文
全
体
の
大
き
な
流
れ
を

と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
人
物
関
係
を
押

さ
え
る
こ
と
は
、
読
解
の
基
本
中
の
基
本
で
あ
る
。 

 

(三)

（ⅰ）
〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
遊
び
て 

ｂ
時
を
量
ら
ず
し
て 
ｃ
君
の
得
る
所
と
為

る
（
と
）
〟
と
書
き
下
し
て 

 
 
 
 
 
 
 

―
―
４
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
２
点
。 

（ⅱ） 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
遊
ん
で
い
て
時
の
経
つ
の
を
忘
れ
た
の
で 

ｂ
あ
な
た

に
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
〟
と
訳
し
て 

 
 

―
―
４
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
２
点
。 

 

書
き
下
し
・
口
語
訳
と
も
正
し
く
で
き
た
人
は
少
な
い
。 

 

(四)
・
(五)
・
(七) 

こ
れ
ら
も
、
や
や
残
念
な
結
果
で
あ
っ
た
。 

 

(六)

（ⅰ） 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
禍 

ｂ
将
に 

ｃ
汝
に 

ｄ
及
ば
ん
と
す
（
と
）
〟
と

書
き
下
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
４
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
１
点 

ｄ
１
点
。 

（ⅱ） 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
桑
樹
が 

ｂ
薪
に
さ
れ
る
こ
と
〟
と
説
明
し
て ―

―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
４
点
。 

 

白
答
が
相
当
数
あ
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。 


