
 

 

第
四
回 

高
一
国
語 

   

総 

評 

 

評
論
、
小
説
、
古
文
、
漢
文
に
つ
い
て
、
苦
手
な
分
野
を

作
ら
ず
、バ
ラ
ン
ス
よ
く
国
語
の
力
を
伸
ば
し
て
い
き
た
い
。

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
。古
典
で
思
う
よ
う
に
得
点
で
き
な
か
っ
た
人
は
、

ま
ず
、
単
語
の
意
味
や
文
法
事
項
、
句
形
の
知
識
な
ど
の
基

礎
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
よ
う
。
基
礎
固
め
が
こ
の
先
の

伸
び
に
つ
な
が
る
の
で
、
今
回
間
違
え
た
と
こ
ろ
は
き
ち
ん

と
復
習
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
。 

 

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
。
(b)

「
犠
牲
」
の
「
牲
」
を
誤
る
も
の
が
目
立
っ
た
。 

 

(二) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
唐
突
に
悲
惨
な
死
を
遂
げ
た
人
が 

ｂ
死
者
と
し
て
存

在
す
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、
ｃ
そ
の
人
と
の
関
係

の
喪
失
に
耐
え
る
（
行
為
。）
〟
と
説
明
し
て 

―
―
10
点 

＊
ａ
３
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
４
点
。 

 

傍
線
部
直
後
の
具
体
例
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
亡
く
な
っ
た

人
」
が
自
然
な
亡
く
な
り
方
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を

押
さ
え
た
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
遺
族
は
よ
り
こ
の
よ
う
な
行

為
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。「
死
者
と
し
て
存
在
す
る
か
の

よ
う
に
考
え
る
」
に
と
ど
ま
る
答
案
も
多
か
っ
た
が
、
そ
の

よ
う
な
行
為
の
意
味
に
ま
で
踏
み
込
む
必
要
が
あ
る
。 

 

(三) 

こ
れ
は
よ
く
出
来
て
い
た
。 

 

(四) 

(ウ)
で
は
「
湯
灌
に
代
わ
る
も
の
」
の
意
が
表
せ
な
い
。

ま
た
(オ)
の
「
旧
弊
」
に
は
悪
い
も
の
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

あ
る
が
、
筆
者
が
「
湯
灌
」
を
悪
い
も
の
と
と
ら
え
て
い
る

と
は
読
み
取
れ
な
い
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
死
体
は 

ｂ
死
ん
だ
状
態
の
単
な
る
物
体
と
い
う
意
味

だ
が
、
ｃ
遺
体
は 

ｄ
生
前
の
人
格
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

ｅ
そ
の
人
が
特
別
の
関
係
に
あ
っ
た
人
び
と
に
対
し
、
処
理

を
期
待
し
て
残
し
た
身
体
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
〟
と
説
明

し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
16
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
５
点
、
ｃ
１
点
、
ｄ
４
点
、
ｅ
５
点
。 

 

全
く
的
外
れ
と
い
う
答
案
は
少
な
か
っ
た
。
い
か
に
重
複

し
な
い
よ
う
に
要
素
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
答
案
に
ま
と
め

あ
げ
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
差
が
つ
い
た
よ
う
だ
。 

 

(六) 

問
題
文
の
テ
ー
マ
が
日
本
人
の
「
死
の
文
化
」
な
の
で
、

実
質
的
に
問
題
文
全
体
を
対
象
と
す
る
内
容
合
致
問
題
で
あ

る
。
選
択
肢
が
三
行
と
長
く
、
問
題
文
の
該
当
箇
所
と
比
較

し
て
丁
寧
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
誤
答
と
し
て
は
(オ)
が

目
立
っ
た
。
解
説
を
よ
く
読
ん
で
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 

小
説 

(一) 

(イ)
と
い
う
誤
答
が
目
立
っ
た
。
方
向
と
し
て
間
違
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
相
対
的
に
正
答
よ
り
は
劣
る
、

と
い
う
選
択
肢
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
、
明
ら
か
な
誤
り
は

な
い
複
数
の
選
択
肢
の
中
か
ら
最
適
な
も
の
を
選
ぶ
、
と
い

う
場
合
も
あ
る
の
で
注
意
し
よ
う
。 

 

(二) 
 

誤
答
で
は
(ウ)
が
目
立
つ
。 

 

(三) 

こ
れ
は
よ
く
出
来
て
い
た
。 

 

(四) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
長
く
生
き
ら
れ
な
く
て
も
、
ｂ
生
き
た
証
と
し
て
誰
か

の
心
の
中
に
そ
っ
と
存
在
を
残
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
満
足
だ

と
い
う
こ
と
。
〟
と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 

―
―
12
点 

＊
ａ
４
点
、
ｂ
８
点
。 

 

生
き
た
証
を
残
し
た
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
多
く
の
人

が
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
両
親
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
奇
跡
に
感
謝
し
て
お
り
、

ｂ
両
親
を
大
切
に
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を 

ｃ
健
一
に

伝
え
た
か
っ
た
か
ら
。
〟
と
説
明
し
て 

 
 

―
―
12
点 

＊
ａ
６
点
、
ｂ
４
点
、
ｃ
２
点
。 

 

解
答
の
大
枠
は
「
何
か
を
健
一
に
伝
え
た
か
っ
た
か
ら
」

と
な
る
が
、
そ
の
伝
え
た
か
っ
た
「
何
か
」
だ
け
に
答
案
内

容
を
絞
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
健
一
に
伝
え
た
か
っ
た
と
ま

で
は
言
え
て
い
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。 

 

(六) 

(エ)
と
い
う
誤
答
が
散
見
さ
れ
た
が
、「
絶
望
」
の
前
提



 

 

と
な
る
べ
き
「
生
き
た
い
」
と
い
う
意
欲
が
英
樹
の
言
動
に

は
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。 

 

三 

古
文 

(一) 

ま
ず
は
動
詞
を
正
し
く
抜
き
出
せ
た
か
ど
う
か
、
振
り

返
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。 

 

(二) 

(y)
「
げ
に
」
の
誤
り
が
目
立
っ
た
。
語
義
を
知
ら
ず

文
脈
だ
け
か
ら
選
ん
だ
結
果
が
(エ)
「
先
だ
っ
て
」
だ
ろ
う
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
私
が
以
前
に
窮
楽
に
頼
ん
で
い
た
書
を 
ｂ
あ
な
た
が

持
っ
て
来
な
さ
る
な
ら
ば
、
ｃ
あ
な
た
が
窮
楽
の
子
ど
も
で

あ
る
証
拠
と
し
よ
う
〟
と
訳
し
て 

 
 
 
 

―
―
８
点 

＊
ａ
３
点
、
ｂ
２
点
、
ｃ
３
点
。 

 

「
こ
れ
」
と
は
何
か
、「
携
へ
」
る
の
は
誰
か
、
何
の
「
証
」

と
な
る
の
か
を
説
明
し
た
う
え
で
口
語
訳
す
る
。
説
明
に
意

識
が
行
っ
て
し
ま
っ
た
せ
い
か
、「
給
ふ
」
や
「
べ
し
」
の
訳

が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
目
立
つ
。 

 

(四) 

傍
線
部
の
「
心
を
隔
て
」
と
い
う
表
現
に
引
き
ず
ら
れ

て
し
ま
っ
た
せ
い
か
、
(ウ)
と
い
う
誤
答
が
目
立
っ
た
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
下
血
で
汚
れ
た 

ｂ
父
の
寝
床
を 

ｃ
き
れ
い
に
す
る

の
を 

ｄ
汚
ら
し
い
（
と
思
う
こ
と
。）
〟
と
説
明
し
て 

―
―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
２
点
、
ｃ
１
点
、
ｄ
１
点
。 

 

「
汝
も
ま
た
同
じ
と
は
い
へ
ど
」
ま
で
反
映
さ
せ
よ
う
と

す
る
と
、
字
数
が
足
り
な
く
な
る
。
ポ
イ
ン
ト
を
絞
り
込
ん

で
解
答
を
作
成
し
よ
う
。 

 

(六)
Ａ 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
父
へ
の 

ｂ
世
話
や
病
気
の
看
病
の
様
子
〟
と
説
明
し

て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
５
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
４
点
。 

Ｂ 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
久
兵
衛
の
父
へ
の 

ｂ
親
孝
行
ぶ
り
全
体
〟
と
説
明
し

て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
５
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
３
点
。 

 

「
こ
れ
ら
」
に
第
一
段
落
の
内
容
も
含
ま
れ
る
と
解
釈
し

て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。 

 

(七) 

誤
答
は
割
れ
て
い
る
。
正
し
く
読
め
た
人
が
少
な
か
っ

た
こ
と
の
表
れ
だ
ろ
う
。 

 

四 
漢
文 

(一) 

思
っ
た
よ
り
出
来
が
悪
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
よ
く
問
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
間
違
え
た
人
は
、
こ
の
機
会
に
覚
え
て

お
こ
う
。 

 

(二) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
公
乗
不
仁
を
し
て 

ｂ
觴
政
た
ら
（
を
為
さ
） 

ｃ
し

む
〟
と
書
き
下
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
１
点
。 

「
為
」
は
動
詞
・
助
動
詞
い
ず
れ
の
読
み
も
可
と
し
た
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
文
侯
は 

ｂ
飲
ん
だ
け
れ
ど
も 

ｃ
盃
一
杯
全
部
は 

ｄ
飲
み
干
さ
な
か
っ
た
〟
と
訳
し
て 

 
 
 

―
―
６
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
２
点
、
ｃ
２
点
、
ｄ
１
点 

 

「
文
侯
は
飲
ん
で
飲
み
干
さ
な
か
っ
た
」
と
い
う
答
案
が

あ
っ
た
。「
尽
」
以
外
の
わ
か
る
と
こ
ろ
を
訳
そ
う
、
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
が
、「
飲
ん
で
飲
み
干
さ
な
か
っ
た
」
は
日
本
語

と
し
て
つ
な
が
り
が
悪
い
こ
と
に
気
づ
き
た
い
。 

 

(四)

(ⅰ) 

(イ)
と
い
う
誤
答
が
目
立
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
ど
う

な
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
傍
線
部
に
続
く
部
分
も
あ
わ
せ

て
考
え
る
。 

(ⅱ) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
自
分
で
ル
ー
ル
を
決
め
、
ｂ
家
臣
た
ち
が
問
題
な
く
受

け
て
い
る
罰
杯
は 

ｃ
文
侯
も
受
け
る
べ
き
だ
〟
と
説
明
し

て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
10
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
５
点
、
ｃ
３
点
。 

 

こ
れ
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
、
方
向
違
い
の
答
案
が
多
々

見
ら
れ
た
。 

 

(五) 
 

誤
答
で
は
(ウ)
が
目
立
っ
た
が
、
君
主
が
臣
下
に
対
し

て
「
承
」
る
こ
と
は
な
い
。 


