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Ⅰ
．
全
体
講
評

　
「
第
1
回
2
月
セ
ン
タ
ー
試
験
本
番
レ
ベ
ル
模
試
」
国

語
の
平
均
点
は
一
〇
二
・
九
点
（
二
〇
〇
点
満
点
）
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
月
実
施
さ
れ
た
「
セ
ン
タ
ー
試
験

同
日
体
験
受
験
」
と
比
べ
て
6
点
程
ア
ッ
プ
し
て
い
た
。

第
1
回
と
し
て
は
ま
ず
ま
ず
の
結
果
で
あ
っ
た
。

　

セ
ン
タ
ー
試
験
の
国
語
は
、
分
量
が
非
常
に
多
い
。
た

と
え
、
問
題
の
難
易
度
的
に
は
対
応
で
き
た
と
し
て
も
、

ス
ピ
ー
デ
ィ
に
解
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
得
点
で
き
な

い
。
努
力
を
続
け
、
学
力
を
上
げ
て
い
く
の
は
当
然
だ

が
、
1
か
月
お
き
に
実
施
さ
れ
る
「
セ
ン
タ
ー
試
験
本
番

レ
ベ
ル
模
試
」
で
、
実
戦
演
習
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
ボ

リ
ュ
ー
ム
感
と
読
解
ス
ピ
ー
ド
も
身
に
つ
け
て
い
っ
て
も

ら
い
た
い
。「
学
力
が
つ
い
て
か
ら
模
試
を
受
け
る
」
と

言
う
人
が
い
る
が
、
そ
れ
で
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
模
試

は
受
け
ら
れ
な
い
し
、
実
戦
力
は
身
に
つ
か
な
い
。

　

今
回
の
各
大
問
の
得
点
率
は
上
記
の
通
り
で
あ
る
。
ど

の
分
野
も
ま
だ
ま
だ
伸
ば
し
て
い
く
必
要
は
あ
る
が
、
第

1
問
の
評
論
は
、
今
の
段
階
と
し
て
は
ま
ず
ま
ず
の
結
果

で
あ
っ
た
。
論
理
的
な
読
解
を
意
識
し
て
、
さ
ら
に
確
実

に
得
点
で
き
る
力
を
付
け
て
い
こ
う
。
第
2
問
の
小
説
は

今
回
、
も
う
一
歩
の
結
果
で
あ
っ
た
。
小
説
は
問
題
文
に

よ
っ
て
、
出
来
不
出
来
の
ぶ
れ
が
大
き
く
な
り
が
ち
で
あ

る
。
今
回
得
点
出
来
た
人
も
、
客
観
的
な
読
み
を
し
た
結

果
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
確
認
し
て
お
こ
う
。
古
文
・
漢

文
の
古
典
分
野
は
ど
ち
ら
も
、
こ
れ
か
ら
大
き
く
伸
ば
し

て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
読
解
の
基
礎
と

な
る
知
識
事
項
、
古
文
単
語
・
古
典
文
法
、
漢
文
の
句

法
・
重
要
漢
字
な
ど
を
な
る
べ
く
早
く
身
に
つ
け
よ
う
。

古
典
分
野
は
知
識
事
項
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
一
気
に
得
点

を
伸
ば
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
逆
に
知
識
事
項
を
身
に

つ
け
な
け
れ
ば
絶
対
に
得
点
を
伸
ば
す
こ
と
が
出
来
な
い

分
野
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
短
期
集
中
で
、
春
休
み
を
利

用
す
る
な
ど
し
て
一
通
り
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

来
年
の
セ
ン
タ
ー
試
験
ま
で
一
年
を
切
っ
た
。
二
〇
一

八
年
度
の
本
試
験
は
、
前
年
同
様
平
均
点
が
低
か
っ
た
。

来
年
、
ど
ん
な
問
題
が
出
題
さ
れ
る
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
ど
ん
な
問
題
が
出
題
さ
れ
て
も
得
点
で
き
る
国
語
力

を
身
に
つ
け
て
も
ら
い
た
い
。「
復
習
と
結
果
の
分
析
」

→
「
次
の
段
階
に
向
け
て
の
課
題
の
設
定
」
→
「
計
画
的

な
学
習
に
よ
る
課
題
の
習
得
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
実
行
し
て

ほ
し
い
。
そ
し
て
、「
わ
か
ら
な
か
っ
た
問
題
が
解
け
る

よ
う
に
な
っ
た
！
」
と
い
う
実
感
を
模
試
を
通
じ
て
得
て

ほ
し
い
。
着
実
に
こ
こ
か
ら
始
め
よ
う
。

Ⅱ　

大
問
別
分
析

第
1
問
（
評
論
）

セ
ン
タ
ー
試
験
特
有
の
設
問
形
式
に
慣
れ
、
慎
重

に
選
択
肢
を
吟
味
す
る
力
を
育
て
て
い
こ
う
！

　

今
回
の
評
論
の
結
果
を
み
る
と
、
得
点
率
は
六
割
を
超

え
、
第
1
回
の
試
験
の
結
果
と
し
て
は
、
ま
ず
ま
ず
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
課
題
は
多
く
残
る
。
特

に
問
5
、
問
6
の
正
答
率
は
五
割
を
大
幅
に
割
っ
て
お

り
、
3
行
選
択
肢
の
問
題
、
不
適
当
な
も
の
を
選
ぶ
問
題

な
ど
、
セ
ン
タ
ー
試
験
に
対
応
し
た
解
き
方
に
不
慣
れ
な

受
験
者
が
ま
だ
ま
だ
多
い
印
象
で
あ
っ
た
。

セ
ン
タ
ー
試
験
の
国
語
の
勉
強
を
こ
こ
か
ら
始
め
よ
う
！
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問
1
の
漢
字
で
は
、
ア
の
「
清
算
」
と
同
じ
「
清
」
を

用
い
る
も
の
を
選
ぶ
問
題
だ
が
、
正
答
率
は
四
一
・
三
％

で
、「
精
算
」
だ
と
間
違
え
て
④
を
選
ん
だ
受
験
者
の
ほ

う
が
多
い
結
果
に
な
っ
た
。「
生
産
・
凄
惨
・
製
産
・
成

算
」
な
ど
同
音
異
義
語
が
多
い
熟
語
は
要
チ
ェ
ッ
ク
だ
。

　

選
択
肢
を
吟
味
す
る
設
問
で
は
、
問
3
の
正
答
率
が
五

九
・
二
％
と
や
や
低
め
だ
が
、「
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
身
体
」

「
リ
ビ
ド
ー
」
な
ど
の
難
し
い
用
語
が
関
わ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
初
回
と
し
て
は
健
闘
し
た
と
も
い
え
る
。
な

お
、
こ
の
機
会
に
、
評
論
用
語
と
し
て
重
要
な
も
の
は
参

考
書
な
ど
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

今
回
、
気
に
な
る
の
は
問
5
の
正
答
率
で
、
わ
ず
か
二

七
・
四
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
や
は
り
3
行
に
わ
た
る

長
い
選
択
肢
は
読
む
だ
け
で
も
大
変
だ
。
た
だ
し
、
セ
ン

タ
ー
試
験
の
選
択
肢
は
比
較
検
討
し
や
す
い
つ
く
り
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
各
選
択
肢
の
違
い
に
目
を
向

け
、
慎
重
に
吟
味
し
て
い
く
方
法
を
早
く
マ
ス
タ
ー
し
て

お
き
た
い
。
③
や
⑤
と
誤
答
し
た
受
験
者
は
も
う
一
度
解

き
、
解
説
で
、
ど
こ
が
違
う
の
か
、
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

最
後
に
問
6
だ
が
、
ⅰ
の
正
答
率
が
二
六
・
三
％
で
、

こ
れ
ま
た
低
調
な
結
果
で
あ
っ
た
。
②
③
を
選
ん
だ
受
験

者
の
ほ
う
が
正
解
の
①
を
選
ん
だ
受
験
者
よ
り
多
い
。
ま

だ
精
密
な
読
解
が
十
分
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
セ
ン

タ
ー
試
験
の
過
去
問
や
「
セ
ン
タ
ー
試
験
本
番
レ
ベ
ル
模

試
」
を
利
用
し
、
数
多
く
問
題
に
取
り
組
み
た
い
。
ⅱ
に

つ
い
て
は
正
答
率
五
九
・
二
％
で
、
ま
ず
ま
ず
の
結
果
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
③
の
誤
答
が
目
立
つ
。
本
文
全
体
を

俯
瞰
し
て
、
文
脈
を
把
握
す
る
こ
と
は
セ
ン
タ
ー
試
験
だ

け
で
は
な
く
、
読
解
の
基
本
と
し
て
必
要
な
の
で
、
ぜ
ひ

身
に
つ
け
て
お
き
た
い
読
解
法
で
あ
る
。

第
2
問
（
小
説
）

言
葉
の
意
味
を
調
べ
る
ク
セ
を
つ
け
よ
う
。
選
択

肢
の
吟
味
は
二
段
階
に
分
け
て
考
え
よ
う
！

　

今
回
の
小
説
は
五
〇
・
五
％
の
得
点
率
で
、
も
う
一
歩

の
結
果
で
あ
っ
た
。
小
説
の
問
題
を
解
く
の
に
ま
だ
な
れ

て
い
な
い
よ
う
だ
。

　

問
1
は
ア
「
無
造
作
に
」
の
正
答
率
が
一
二
・
六
％
と

極
端
に
低
く
、
誤
答
③
「
乱
雑
に
」
の
選
択
率
が
六
七
・

七
％
で
あ
っ
た
。
な
ん
と
な
く
語
感
で
選
ん
で
し
ま
っ
た

人
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
、「
造
作
も
な
い
」
と
い
う
語

句
は
「
た
や
す
い
こ
と
だ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か

ら
考
え
れ
ば
、「
無
造
作
に
」
は
「
簡
単
に
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
語
感
で
本
文
に
当
て
は

ま
り
そ
う
な
語
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
言
葉
の
も
と
の
意

味
に
立
ち
戻
る
ク
セ
を
つ
け
る
こ
と
を
意
識
し
よ
う
。

　

問
2
は
正
答
率
が
七
五
・
〇
％
と
よ
く
で
き
て
い
た
。

　

問
3
は
正
答
率
五
〇
・
三
％
で
、
難
し
か
っ
た
よ
う

だ
。
誤
答
③
を
選
ん
だ
受
験
者
が
三
六
・
三
％
も
い
た
。

一
見
し
て
③
を
排
除
す
る
の
が
難
し
い
場
合
は
、
①
③
は

い
っ
た
ん
保
留
に
し
よ
う
。
②
④
⑤
を
排
除
し
た
あ
と
で

①
③
を
見
比
べ
、
よ
り
細
か
く
検
証
す
る
と
よ
い
。
二
択

に
絞
っ
た
あ
と
で
、
両
者
を
細
か
く
検
証
す
る
と
い
う
二

段
階
の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
と
、
早
く
、
正
確
に
解
け
る
。

　

問
4
は
正
答
率
五
四
・
六
％
で
こ
れ
も
難
し
か
っ
た
よ

う
だ
。
こ
の
設
問
は
「
私
」
の
心
情
変
化
を
問
う
て
い

る
。
変
化
の
ポ
イ
ン
ト
を
し
っ
か
り
つ
か
ん
で
選
択
肢
を

読
め
ば
、
選
択
肢
が
長
く
て
も
絞
り
や
す
く
な
る
。

　

問
5
も
正
答
率
二
七
・
四
％
で
か
な
り
難
し
か
っ
た
よ

う
だ
。
何
が
「
壊
れ
て
ゆ
く
」
の
か
、
根
拠
は
本
文
中
に

書
か
れ
て
い
る
。「
肉
体
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
筆
者
の

肉
体
で
は
な
く
、「
文
明
」「
文
化
」
の
実
体
を
指
す
比
喩

表
現
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

　

問
6
は
正
解
2
つ
の
正
答
率
が
そ
れ
ぞ
れ
約
五
割
弱
で

あ
っ
た
。
誤
答
⑥
を
選
ん
だ
人
が
四
二
・
〇
％
も
い
た

が
、
こ
れ
を
選
ん
だ
受
験
者
は
、
解
い
た
と
き
、
選
択
肢

だ
け
で
な
く
、
き
ち
ん
と
本
文
に
立
ち
戻
っ
て
検
証
し
た

か
ど
う
か
を
、
振
り
返
っ
て
も
ら
い
た
い
。

第
3
問
（
古
文
）

登
場
人
物
の
行
動
と
、
人
物
と
人
物
の
関
係
を
読

み
と
ろ
う
！

　
『
十
訓
抄
』
の
、
宮
腹
の
女
房
に
言
い
寄
っ
た
す
き
者

の
失
敗
談
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。
得
点
率
は
四
〇
・
五

％
と
ま
だ
入
口
の
段
階
で
あ
る
。

　

問
1
の
語
釈
問
題
は
、
重
要
古
語
の
意
味
だ
け
に
と
ら

わ
れ
て
熟
語
や
助
詞
、
文
脈
か
ら
の
判
断
が
不
十
分
。
ア

は
「
あ
り
く
」
は
で
き
て
い
る
が
「
す
き
」
を
間
違
え
た

②
へ
の
誤
答
、
イ
は
「
う
る
は
し
」
は
で
き
て
い
る
が
打

消
の
助
詞
「
で
」
の
解
釈
が
で
き
て
い
な
い
⑤
へ
の
誤

答
、
ウ
は
「
あ
さ
ま
し
」
は
で
き
て
い
る
が
「
と
も
お
ろ

か
な
り
」
が
解
釈
で
き
て
い
な
い
②
・
③
へ
の
誤
答
が
多

か
っ
た
。
ア
は
四
割
、
イ
は
二
割
、
ウ
は
三
割
程
度
の
正

答
率
で
あ
っ
た
。

　

問
2
は
「
な
り
」
の
識
別
の
問
題
で
、
決
し
て
難
し
く

な
い
が
、
正
答
率
は
二
割
程
度
で
苦
戦
し
た
。
誤
答
が
多

か
っ
た
の
は
ｄ
の
「
参
り
つ
る
な
り
」
で
あ
る
。
助
動
詞

「
つ
」
の
連
体
形
に
接
続
し
て
い
る
の
で
原
則
ど
お
り
断

定
の
助
動
詞
「
な
り
」
で
あ
る
の
に
、
ａ
の
「
人
来
な

り
」
と
同
じ
よ
う
に
、
活
用
語
に
接
続
し
て
い
て
見
た
目

が
似
て
い
る
ａ
と
同
じ
も
の
と
考
え
て
し
ま
っ
た
誤
答
が
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三
割
も
あ
っ
た
。
文
法
問
題
は
、
絶
対
に
落
と
し
て
は
い

け
な
い
問
題
で
あ
る
。

　

問
3
は
、
人
物
関
係
と
行
動
を
把
握
す
る
問
題
。
道
清

と
話
し
た
後
、
女
房
の
使
い
で
あ
る
女
官
が
中
に
入
っ
て

い
っ
た
状
況
を
読
み
取
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
六
割
近
い
正

答
率
で
よ
く
で
き
て
い
た
。
た
だ
し
、
傍
線
部
末
の
「
立

ち
わ
づ
ら
ひ
て
居
る
」
の
主
語
を
女
官
に
し
た
誤
答
が
二

割
も
あ
っ
た
。
②
④
を
選
ん
だ
人
は
よ
く
見
直
そ
う
。

　

問
4
は
、
女
房
の
予
想
外
な
行
動
に
驚
く
道
清
の
心
情

を
読
み
取
る
問
題
で
、
本
文
読
解
の
肝
の
部
分
で
あ
る
。

道
清
が
驚
い
た
直
接
の
原
因
は
、
傍
線
部
直
前
の
女
房
の

快
活
な
声
だ
が
、
そ
も
そ
も
文
脈
に
合
わ
な
い
誤
答
③
④

⑤
を
選
ん
だ
人
も
、
合
計
す
る
と
三
割
以
上
い
た
。

　

問
5
は
、
道
清
が
退
散
す
る
こ
と
に
な
っ
た
状
況
を
説

明
す
る
問
題
で
、
女
房
の
行
為
が
原
因
で
あ
る
こ
と
は
六

割
以
上
の
人
が
読
み
取
れ
て
い
た
が
、
道
清
が
自
分
か
ら

退
散
し
た
の
で
は
な
く
、
女
房
に
嫌
わ
れ
て
置
き
去
り
に

さ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ず
、
三
割
の
正
答
率
だ
っ
た
。

　

問
6
は
内
容
合
致
問
題
。
正
答
率
は
四
割
を
切
り
、
誤

答
も
分
散
し
た
。
誤
答
に
は
、
本
文
に
書
か
れ
て
は
い
る

が
動
作
の
主
体
が
正
し
く
な
い
も
の
が
多
い
。
内
容
合
致

問
題
は
、
本
文
の
該
当
す
る
部
分
と
必
ず
見
比
べ
る
よ
う

に
し
た
い
。

第
4
問
（
漢
文
）

貫
珠
が
王
に
進
言
し
た
解
決
策
の
意
図
と
、
そ
の

結
果
を
読
み
と
ろ
う
！

　

司
馬
光
の
『
資
治
通
鑑
』
か
ら
、
人
望
の
あ
る
田
単
の

行
為
を
ほ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
善
を
自
分
の
教
え

で
あ
る
と
人
々
に
思
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
襄
王
の
話

で
あ
る
。
漢
文
の
得
点
率
は
五
三
・
八
％
で
、
第
一
回
の

模
試
と
し
て
は
健
闘
し
た
。

　

問
1
の
語
の
意
味
と
熟
語
の
問
題
は
、
ⓐ
の
「
図
」
が

「
企
て
る
」
意
の
「
企
図
」
で
、
誤
答
が
全
て
「
描
い
た

も
の
」
の
意
の
「
図
」
な
の
で
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
八
割
を
超
え
る
正
答
率
で
あ
っ
た
。
ⓑ
の

「
称
」
は
「
か
な
う
」
意
の
「
対
称
」
で
、
正
答
率
は
一

割
に
と
ど
ま
っ
た
。「
称
」
を
「
か
な
フ
」
と
読
め
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
漢
文
の
学
習
を
通
し
て
、
漢
字
の

さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
知
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。

　

問
2
は
、
語
句
の
意
味
の
問
題
。
⑴
は
五
割
、
⑵
は
四

割
の
正
答
率
で
あ
っ
た
。
特
に
⑴
は
「
以
為
」
が
「
～
と

思
う
」
と
い
う
意
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
一
発
で

答
え
が
出
る
。
⑵
は
「
牛
酒
」
を
「
宴
会
」
と
と
る
か

「
高
禄
」
と
と
る
か
で
二
分
し
、
誤
答
の
「
高
禄
」
が
正

答
を
越
え
て
し
ま
っ
た
。

　

問
3
は
、
田
単
の
善
行
を
見
た
襄
王
の
心
配
を
読
み
取

る
問
題
で
、
よ
く
で
き
て
い
た
。
誤
答
で
や
や
多
か
っ
た

の
は
、
側
近
た
ち
が
田
単
に
寝
返
る
こ
と
を
心
配
し
た
①

で
あ
っ
た
。

　

問
4
は
、
書
き
下
し
の
問
題
。「
不
如
」
が
「
如
か

ず
」
で
あ
る
こ
と
は
九
割
の
人
が
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
だ

が
、「
因
り
て
以
て
己
の
善
と
為
す
」
が
難
し
か
っ
た
よ

う
で
、
正
答
率
は
五
割
に
と
ど
ま
っ
た
。
傍
線
部
を
ど
の

よ
う
に
読
む
と
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
意
味
に
な
る
の
か
、

本
文
全
体
の
中
に
置
い
て
文
意
の
通
る
読
み
方
を
考
え
て

み
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。

　

問
5
は
、
襄
王
が
な
ぜ
国
民
の
様
子
を
見
に
行
か
せ
た

か
を
問
う
問
題
で
、
ま
ず
ま
ず
の
出
来
だ
っ
た
が
、

①
・
③
・
④
の
よ
う
に
田
単
の
様
子
を
見
に
行
か
せ
た
と

し
た
誤
答
も
多
か
っ
た
。
王
の
指
示
を
受
け
た
使
者
が
、

誰
が
ど
の
よ
う
に
言
う
の
を
聞
い
た
の
か
に
注
目
し
よ

う
。

　

問
6
は
、
貫
珠
が
、
襄
王
に
し
た
助
言
の
内
容
を
問
う

問
題
で
、
正
答
率
は
約
五
割
で
あ
っ
た
。
田
単
の
善
行
を

放
置
せ
よ
と
言
っ
た
と
す
る
②
へ
の
誤
答
が
目
立
っ
た

が
、
田
単
の
善
行
を
ほ
め
た
こ
と
で
、
田
単
の
評
判
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
、
放
置
で
は
な
い
。

Ⅲ
．
学
習
ア
ド
バ
イ
ス

◆
現
代
文
は
、
語
彙
を
増
や
し
、
セ
ン
タ
ー
レ
ベ

ル
の
文
章
に
対
応
で
き
る
言
葉
の
力
を
身
に
つ
け

よ
う
！

　

現
代
文
で
は
学
習
に
つ
い
て
の
認
識
を
正
し
く
持
つ
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
漢
字
と
語
句
は
必
須
の
課
題
で
あ

り
、
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
。
読
解
で
は
思
い
込
み
や
自

己
流
の
勝
手
な
想
像
を
排
し
た
読
み
が
必
要
で
あ
る
。

◆
古
文
と
漢
文
は
、
基
本
的
な
古
語
と
文
法
、
漢

文
の
句
法
の
学
習
を
早
め
に
、
ひ
と
と
お
り
済
ま

せ
よ
う
！

　

基
本
的
な
知
識
事
項
が
問
題
読
解
の
カ
ギ
に
な
る
こ
と

は
今
回
の
模
試
で
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
必
要
な
知
識

の
習
得
は
古
文
・
漢
文
の
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識

し
、
具
体
的
な
目
標
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
即
し
た
学
習
を

着
実
に
進
め
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
で
あ
る
。


