
第
五
回 

高
二
国
語 

   

総 

評 

記
述
問
題
を
白
答
に
し
て
い
る
答
案
も
見
ら
れ
た
が
、
解

答
欄
を
な
ん
と
か
埋
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
様
子
が
う
か

が
え
る
答
案
が
多
か
っ
た
。
時
間
制
限
の
厳
し
い
模
試
で
は

な
か
な
か
納
得
の
い
く
解
答
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い

の
で
、
復
習
す
る
際
に
は
、
時
間
を
気
に
せ
ず
に
丁
寧
に
解

答
を
作
っ
て
み
る
こ
と
が
大
切
だ
。
古
文
・
漢
文
は
全
訳
や

書
き
下
し
を
自
分
で
作
り
、
内
容
を
理
解
し
た
う
え
で
、
再

度
問
題
に
取
り
組
む
と
よ
い
。 

 

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準 

一 
 

一 

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

全
問
正
解
で
き
て
い
る
答
案
は
少
な
く
、特
に
ａ「
卑
近
」

を
誤
る
も
の
が
目
立
っ
た
。
し
っ
か
り
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
人
文
学
的
研
究
は
、
ａ
文
化
や
社
会
の
抱
え
る
公
的
な
問

題 

ｂ
と
も
関
係
づ
け
て
人
間
を
広
く
捉
え
る
べ
き
も
の
な

の
に
、
ｃ
研
究
者
の
私
的
な
好
奇
心
に
発
し
、
ｄ
そ
の
好
奇

心
を
満
た
せ
ば
十
分
な
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
14
点 

＊
ａ
ｃ
部
各
５
点
、
ｂ
ｄ
部
各
２
点
。 

 

〈
人
文
学
的
研
究
は
公
的
で
あ
る
べ
き
〉〈
研
究
者
の
私
的

な
好
奇
心
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
〉
と
い
う
大
枠
は
押
さ
え

ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。「
人
文
学
的
研
究
が
、
個
人

的
な
嗜
好
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
傍
線
部

の
構
造
を
意
識
し
て
、〈
研
究
者
の
私
的
な
関
心
か
ら
発
し
、

そ
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
〉
と
い
う
形

で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
で
差
が
つ
い
た
。 

 

三 

誤
答
で
は
「
そ
れ
と
同
様
」
が
目
立
っ
た
。
こ
れ
は
筆

者
の
考
え
る
学
問
の
あ
る
べ
き
姿
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
り
、

設
問
で
問
わ
れ
て
い
る
〈
学
問
の
世
界
で
勝
負
す
る
専
門
的

研
究
の
あ
り
方
〉
と
は
異
な
る
。「
そ
も
そ
も
、」
を
抜
き
出

す
も
の
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
箇
所
は
具
体
的
な
説
明
と
し
て

は
不
十
分
。
解
説
を
読
み
、
考
え
方
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。 

 

四 

誤
答
で
目
立
っ
た
の
は
オ
。
問
題
文
を
通
し
て
筆
者
が

問
題
意
識
を
抱
い
て
い
る
の
は
、〈
人
文
学
に
お
け
る
専
門
的

研
究
〉
が
〈
研
究
者
の
私
的
な
好
奇
心
の
た
め
に
行
わ
れ
て

し
ま
う
〉
点
で
あ
り
、
研
究
の
結
果
で
は
な
く
出
発
点
＝
目

的
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
よ
う
。 

 

五 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
社
会
を
支
え
る
価
値
を 

ｂ
疑
い
、
問
い
直
し
、
新
た

に
創
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
学
問
と
し
て
人
文
学
を
捉

え
れ
ば
、
ｃ
そ
の
「
価
値
」
の
問
題
も
、
ｄ
研
究
者
が
私
的

な
関
心
事
か
ら
脱
却
し
な
い
限
り
探
究
で
き
な
い
（
ｃ
）
公

的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
〟
と
い
う
点
を
押
さ
え

て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
16
点 

＊
ａ
ｄ
部
各
３
点
、
ｂ
部
６
点
、
ｃ
部
４
点
。 

 

傍
線
部
の
前
か
ら
、「『
価
値
』
を
問
い
、
観
察
し
、
分
析

し
、
批
判
し
、
創
造
し
て
い
く
」「
研
究
の
『
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

化
』」と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
に
着
目
で
き
て
い
る
答
案
が
多

か
っ
た
。
さ
ら
に
得
点
を
伸
ば
す
た
め
に
は
、
設
問
の
問
い

か
け
に
対
応
す
る
文
構
造
に
な
る
よ
う
に
解
答
を
組
み
立
て

る
必
要
が
あ
る
。
解
説
を
よ
く
読
ん
で
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

六 

誤
答
は
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
に
分
散
し
た
。「
適
切
で
な

い
も
の
」
を
選
ぶ
点
に
注
意
し
、
丁
寧
に
各
選
択
肢
を
検
討

し
よ
う
。 

 

二 一 

ａ
「
見
切
り
発
車
」
は
よ
く
で
き
て
い
た
。 

 

ｂ
「
水
を
さ
し
」
は
ウ
「
受
け
入
れ
よ
う
と
せ
ず
に
拒
絶

し
」・
エ
「
客
観
的
な
意
見
を
述
べ
て
混
乱
さ
せ
」
を
選
ん
だ

人
が
若
干
い
た
。
漢
字
で
は
「
水
を
差
す
」
と
表
記
し
、〈
水

を
入
れ
る
・
水
を
掛
け
る
〉
が
原
義
。
つ
ま
り
〈
ち
ょ
う
ど

い
い
と
こ
ろ
に
余
計
な
も
の
を
入
れ
て
、だ
い
な
し
に
す
る
〉

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
エ
は
多
少
紛
ら
わ
し
い
が
、「
客
観
的
な

意
見
」
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
乏
し
く
、
不
適
切
。 

 

ｃ
「
浅
ま
し
い
」
は
、
エ
「
近
視
眼
的
で
、
思
慮
が
足
り

な
い
」
を
選
ん
だ
人
が
多
か
っ
た
。
傍
線
部
を
含
む
一
文
の

冒
頭
に
あ
る
「
そ
れ
」
は
、
直
前
の
文
の
「
彼
が
私
と
同
じ

場
所
に
い
る
と
い
う
思
い
」
を
指
す
。
こ
れ
は
、「
自
分
の
能

力
の
境
界
線
を
勝
手
に
引
き
、
あ
っ
さ
り
と
（
画
家
に
な
る

夢
を
）
諦
め
て
し
ま
っ
た
」「
私
」
の
、「
嫉
妬
心
に
も
似
た
、

一
種
の
羨
望
か
ら
来
る
感
情
に
よ
る
も
の
」
と
考
え
ら
れ
、

傍
線
部
に
続
く
激
し
い
「
自
己
嫌
悪
」
の
吐
露
（
特
に
「
私

は
ど
こ
か
で
彼
の
挫
折
を
願
っ
て
い
た
の
か
」
の
一
文
）
か



ら
も
、
単
に
〈
思
慮
の
足
り
な
さ
を
悔
い
て
い
る
〉
の
で
は

な
く
、〈
自
分
の
下
劣
さ
に
対
す
る
自
責
の
念
〉
と
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
。 

 

二 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
彼
が 

ｂ
一
般
的
な
男
性
よ
り
も 

ｃ
急
激
に
、
ｄ
父

親
に
な
る
の
だ
と
い
う
自
覚
を 
ｃ
自
分
の
中
に
目
覚
め
さ

せ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
10
点 

＊
ａ
部
１
点
、
ｂ
～
ｄ
部
各
３
点
。 

 

全
体
的
に
よ
く
で
き
て
い
た
が
、
主
語
の
「
彼
」
に
当
た

る
言
葉
が
な
い
な
ど
、
説
明
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
欠
く
答

案
も
多
い
。
ま
た
、〈
意
識
の
上
昇
カ
ー
ブ
が
大
き
い
〉
を
「
自

覚
が
強
い
」
と
い
っ
た
表
現
で
説
明
し
た
答
案
も
散
見
さ
れ

る
が
、「
女
性
は
『
瞬
間
的
』」
と
の
対
比
か
ら
も
、
こ
こ
は

〈
強
さ
〉
で
は
な
く
〈
速
さ
〉
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。 

 

三 

イ
オ
と
答
え
た
人
が
少
数
お
り
、
確
か
に
微
妙
な
選
択

肢
が
並
ん
で
い
る
が
、「
明
ら
か
に
含
ま
れ
な
い

、
、
、
、
、
」
と
断
定
で

き
る
選
択
肢
は
、
ウ
「
彼
が
『
私
』
と
子
供
を
選
ん
だ
こ
と

を
後
悔
し
て
い
て
、
い
つ
か
そ
の
気
持
ち
が
爆
発
す
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
不
安
」
だ
け
で
あ
る
。 

 

四 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
彼
は
、
二
つ
の
こ
と
を
並
行
し
て
で
き
る
性
質
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
ｂ
講
師
を
し
な
が
ら
絵
の
制
作
を
続
け
る
こ

と
は
諦
め
て
、
ｃ
講
師
の
仕
事
だ
け
に
集
中
す
る
状
況
に
な

っ
た
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
12
点 

＊
ａ
部
４
点
、
ｂ
部
６
点
、
ｃ
部
２
点
。 

 

方
向
と
し
て
は
正
し
い
答
案
が
多
い
が
、「
慣
用
句
の
意
味

を
踏
ま
え
て
」
と
い
う
条
件
が
難
し
か
っ
た
の
か
、
ま
と
ま

り
の
悪
い
説
明
を
し
て
い
る
答
案
が
多
い
。
慣
用
句
の
説
明

を
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
こ
の
文
脈
に
お
け
る
意
味
を
含
ま
せ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
説
明
し
や
す
か
っ
た
は
ず
。 

 

五 

一
の
ｃ
「
浅
ま
し
い
考
え
」
と
連
動
し
た
心
情
を
問
う

設
問
だ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
よ
く
で
き
て
い
た
。
イ
・
エ
の

誤
答
も
少
数
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
こ
ま
で
の
内
容
は
本
文
か

ら
読
み
取
れ
な
い
。 

 

六 

オ
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
正
解
で
き
て
い
た
が
、
エ
の
代

わ
り
に
ア
を
選
択
し
た
人
が
若
干
い
る
。
前
向
き
に
な
っ
た

り
後
ろ
向
き
に
な
っ
た
り
を
繰
り
返
す
「
私
」
の
揺
れ
る
心

情
を
、
逆
接
の
多
用
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
読
み

取
り
た
い
。
ま
た
、
エ
の
「
あ
ら
ゆ
る
色
」
に
は
、「
希
望
」

の
色
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
。 

 
表
現
に
関
す
る
問
題
は
、
選
択
肢
の
内
容
と
本
文
の
内
容

を
比
較
す
る
こ
と
が
意
外
と
難
し
い
。
選
択
肢
の
ど
の
部
分

が
不
適
切
な
の
か
を
確
実
に
見
抜
け
る
よ
う
に
、
十
分
な
練

習
を
積
ん
で
ほ
し
い
。 

 

三 
 

一 

ａ
誤
答
は
カ
「
尊
敬
の
助
動
詞
」
が
多
か
っ
た
が
、
尊

敬
の
「
る
」
は
未
然
形
に
接
続
す
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
「
た

ま
は
・
れ
ば
」
と
な
る
。 

 

ｂ
誤
答
は
イ
「
完
了
の
助
動
詞
」
エ
「
受
身
の
助
動
詞
」

に
割
れ
た
。ラ
行
下
二
段
活
用
動
詞
の
活
用
語
尾「
―
る
る
」

の
形
を
覚
え
て
お
こ
う
。 

 

ｃ
誤
答
は
予
想
通
り
オ
「
使
役
の
助
動
詞
」
に
集
中
し
た

が
、「
使
役
」
と
す
る
と
〈（
私
に
）
わ
か
ら
せ
て
く
だ
さ
い
〉

と
な
り
、
意
味
が
通
ら
な
い
。 

 

ｄ
誤
答
は
ク
「
形
容
詞
の
一
部
」
が
多
く
、
キ
「
動
詞
の

一
部
」
も
散
見
さ
れ
た
が
、「
は
べ
り
な
」
は
「
は
べ
り
＋
な
」

の
二
語
で
あ
る
。
形
容
詞
や
動
詞
の
活
用
表
か
ら
も
う
一
度

復
習
し
て
ほ
し
い
。 

 

二 

ｘ
比
較
的
よ
く
で
き
て
い
た
。
誤
答
は
ウ
に
集
中
し
た

が
、「
で
き
な
さ
ら
な
い
」
と
い
う
敬
語
に
当
た
る
部
分
が
傍

線
部
に
は
な
い
。
な
お
、「
言
ひ
尽
く
す
」
は
〈
全
部
言
う
・

最
後
ま
で
言
う
〉
の
意
。 

 

ｙ
こ
ち
ら
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
、
誤
答
が
イ
ウ
オ
に
分

散
し
た
。
確
か
に
紛
ら
わ
し
い
が
、〈
平
安
貴
族
の
姫
君
は
た

い
て
い
女
房
た
ち
と
生
活
し
て
い
る
〉
と
い
う
古
典
常
識
を

覚
え
て
お
き
た
い
。 

 

三 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
狭
衣
中
将
の
、
ｂ
『
伊
勢
物
語
』
の
中
で
妹
に
恋
心
を

抱
い
た
人
物
と
同
様
に
、
ｃ
妹
同
然
の
源
氏
の
宮
を
恋
い
慕

っ
て
い
る
心
情
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
10
点 

＊
ａ
部
２
点
、
ｂ
ｃ
部
各
４
点
。 

 

「
昔
の
跡
」
を
〈
旧
跡
〉
の
よ
う
に
と
ら
え
た
人
が
散
見

さ
れ
る
が
、
実
際
の
〈
場
所
〉
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
昔

の
物
語
の
〈
内
容
〉
の
こ
と
も
い
う
。
ま
た
、
こ
こ
は
「
説

明
」
問
題
な
の
に
、
口
語
訳
を
し
た
人
が
い
る
。
設
問
の
指

示
は
注
意
し
て
読
ん
で
ほ
し
い
。 

 

四 

「
掛
詞
」「
縁
語
」
の
意
味
を
知
ら
な
い
人
が
多
か
っ
た



よ
う
で
、
Ａ
を
正
し
く
押
さ
え
ら
れ
た
人
は
半
数
程
度
、
Ｂ

Ｃ
を
二
つ
と
も
押
さ
え
ら
れ
た
人
は
三
割
程
度
。
設
問
に
あ

る
説
明
文
の
「
…
…
の
○
と
△
は
掛
詞
、
※
と
＊
は
縁
語
」

と
い
う
説
明
形
式
を
覚
え
て
お
く
と
、
今
後
同
じ
よ
う
な
出

題
が
さ
れ
た
場
合
に
対
応
し
や
す
い
。 

 

五 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
急
に 

ｂ
あ
な
た
が
私
に
よ
そ
よ
そ
し
く
な
る
の
は
、

ｃ
か
え
っ
て 

ｄ
周
り
の
者
に
は 
ｅ
不
審
に 

ｄ
見
え
ま

す 

ｆ
で
し
ょ
う
〟
と
口
語
訳
し
て
―
―
―
―
―
10
点 

＊
ａ
ｄ
ｅ
部
各
１
点
、
ｂ
部
３
点
、
ｃ
ｆ
部
各
２
点
。 

 

こ
ち
ら
は
「
口
語
訳
」
問
題
だ
が
、
説
明
し
て
い
る
人
が

い
る
。
ま
た
、
空
欄
の
ま
ま
の
解
答
も
目
立
つ
。
確
か
に
難

し
い
問
題
だ
が
、
状
況
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
場
合
で
も
、
傍

線
部
の
単
語
を
丁
寧
に
現
代
語
に
置
き
換
え
て
書
い
て
お
け

ば
、
何
点
か
部
分
点
を
も
ら
え
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
最
後

ま
で
諦
め
ず
に
解
答
し
て
ほ
し
い
。 

 

六 

誤
答
は
イ
に
集
中
し
た
。
こ
こ
は
主
語
が
省
略
さ
れ
た

ま
ま
人
物
の
行
動
が
次
々
と
入
れ
替
わ
っ
て
書
か
れ
て
い
る

た
め
わ
か
り
に
く
い
が
、
一
貫
し
て
、
泣
い
て
い
る
の
は
「
狭

衣
」
で
、
怯
え
て
い
る
の
が
「
源
氏
の
宮
」
で
あ
る
。 

 

四 
 

一 

完
答
で
き
て
い
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
特
に
ｃ
・
ｄ

の
「
自
」
の
読
み
分
け
は
難
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
文
脈
を
踏

ま
え
て
最
適
な
読
み
が
選
べ
る
よ
う
に
、
解
説
を
よ
く
読
ん

で
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
将
に
別
れ
ん
と
し
て 

ｂ
之
に
謂
ひ
て
曰
は
く
〟
と
書

き
下
し
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
５
点 

＊
ａ
部
３
点
、
ｂ
部
２
点
。 

「
将
別
」「
謂
之
曰
」
で
切
れ
目
が
あ
る
文
構
造
で
あ
る
こ

と
を
読
み
取
れ
な
か
っ
た
も
の
が
目
立
っ
た
。
ま
た
、
再
読

文
字
「
将
に
…
…
ん
と
す
」
を
正
し
く
読
め
て
い
な
い
も
の

も
見
受
け
ら
れ
た
。
基
本
事
項
な
の
で
し
っ
か
り
押
さ
え
て

お
い
て
ほ
し
い
。 

 

三 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
重
ね
て 

ｂ
身
に
余
る
厚
遇
を
い
た
だ
い
て
い
る 

ｃ

な
ら
ば 

ｄ
他
人
に
ね
た
ま
れ
る 

ｅ
こ
と
に
な
ろ
う
〟
と

訳
し
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
９
点 

＊
ａ
ｃ
ｅ
部
各
１
点
、
ｂ
ｄ
部
各
３
点
。 

 
「
為
人
所
嫉
」
を
〈
人
に
嫉
妬
さ
れ
る
〉
と
受
身
で
と
ら

え
る
こ
と
は
で
き
て
い
る
答
案
が
多
か
っ
た
が
、「
叨
拠
過
分
」

の
訳
出
は
難
し
か
っ
た
よ
う
だ
。
国
司
に
任
命
さ
れ
た
弟
に

兄
が
問
い
か
け
て
い
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
過

分
」
の
内
容
を
と
ら
え
た
い
。 

 

四 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
他
人
の
悪
意
あ
る
行
為
を
受
け
た
と
き
に
、
ｂ
何
も
言

わ
ず
に
そ
れ
を
処
理
す
る
だ
け
だ
と
、
ｃ
か
え
っ
て
相
手
の

感
情
を
逆
な
で
し
、
ｄ
相
手
の
悪
意
を
増
幅
さ
せ
て
し
ま
う

お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
12
点 

＊
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
部
各
３
点
。 

＊
〈
他
人
に
唾
を
吐
き
か
け
ら
れ
る
〉
と
い
う
具
体
例
に
沿

っ
て
説
明
し
た
も
の
も
可
。 

 

難
度
の
高
い
設
問
だ
っ
た
が
、
自
分
な
り
に
解
答
欄
を
埋

め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
答
案
が
多
く
見
ら
れ
た
。
問
題
文

に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
ま
で
作
っ
て
付
け
加
え
て
し
ま
っ

て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
ま
ず
は
直
前
の
「
弟
の

返
答
」
の
内
容
を
押
さ
え
る
こ
と
を
意
識
し
て
解
答
を
作
成

し
よ
う
。 

 

五 

誤
答
は
分
散
し
た
が
、
イ
・
オ
が
目
立
っ
た
。
選
択
肢

は
い
ず
れ
も
も
っ
と
も
ら
し
く
、
難
度
が
高
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、〈
人
の
恨
み
を
買
う
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
〉〈
無

為
自
然
の
態
度
で
も
の
ご
と
を
受
け
流
す
〉
と
い
う
師
徳
の

態
度
は
、〈
先
人
の
髪
膚
を
全
う
す
る
〉
た
め
の
手
段
に
過
ぎ

な
い
こ
と
を
押
さ
え
よ
う
。 


