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Ⅰ
．
全
体
講
評

　
「
第
3
回
11
月
高
2
レ
ベ
ル
マ
ー
ク
模
試
」
の
全
体
の

平
均
点
は
、
一
〇
六
・
二
点
で
あ
っ
た
。
前
回
の
同
様
の

模
試
で
あ
る
「
全
国
統
一
高
校
生
テ
ス
ト
（
高
2
生
部

門
）」
か
ら
は
一
ヵ
月
程
し
か
た
っ
て
い
な
い
の
で
同
様

の
結
果
で
は
あ
る
が
、
三
点
程
ア
ッ
プ
し
た
。

　

分
野
ご
と
に
見
る
と
、
現
代
文
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
、

「
全
国
統
一
高
校
生
テ
ス
ト
（
高
2
生
部
門
）」
と
同
様

の
結
果
で
あ
っ
た
。
現
段
階
と
し
て
は
問
題
が
な
い
が
、

欲
を
い
え
ば
評
論
も
小
説
と
同
様
の
点
数
が
と
れ
る
と

も
っ
と
よ
か
っ
た
。
評
論
は
、
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
を
《
論
理
的
に
読
み
解
く
》
こ
と
で
、
む
し
ろ
小
説
よ

り
も
得
点
し
や
す
い
文
章
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
《
論
理

的
に
読
み
解
く
》
こ
と
が
で
き
ず
、
評
論
の
得
点
が
伸
び

な
か
っ
た
諸
君
は
、
こ
こ
か
ら
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
読

む
こ
と
を
心
が
け
よ
う
。
別
に
特
別
な
読
み
方
で
は
な

い
。
指
示
語
・
接
続
語
を
意
識
し
て
前
後
関
係
を
し
っ
か

り
と
把
握
す
る
、
筆
者
の
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
き
ち

ん
と
押
さ
え
る
、
設
問
の
選
択
肢
で
述
べ
て
い
る
こ
と
と

本
文
を
き
ち
ん
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ど
、
読
解
時
の
基

本
的
な
作
業
を
き
ち
ん
と
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

古
典
分
野
も
、
ト
ー
タ
ル
で
は
「
全
国
統
一
高
校
生
テ

ス
ト
（
高
2
生
部
門
）」
と
同
様
の
結
果
で
あ
る
が
、
分

野
ご
と
に
み
る
と
古
文
が
上
が
り
、
漢
文
が
下
が
っ
た
。

知
識
分
野
で
あ
る
古
典
の
場
合
、
重
要
知
識
が
習
得
で
き

て
い
な
い
と
、
そ
れ
ま
で
に
身
に
付
け
た
知
識
事
項
の
出

題
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
得
点
が
上
下
し
や
す
い
。
受
験

レ
ベ
ル
の
古
文
・
漢
文
に
つ
い
て
、
安
定
し
て
得
点
す
る

た
め
に
も
、
ま
ず
は
、
受
験
で
必
須
と
さ
れ
る
重
要
知
識

を
早
め
に
習
得
す
る
よ
う
に
し
よ
う
。
今
回
、
古
文
・
漢

文
が
で
き
な
か
っ
た
諸
君
は
勿
論
だ
が
、
得
点
で
き
た
諸

君
の
中
で
も
、
古
文
の
問
1
・
問
2
、
漢
文
の
問
1
が
で

き
て
い
な
い
諸
君
は
、
他
に
た
ま
た
ま
、
知
っ
て
い
る
知

識
事
項
が
出
た
か
ら
得
点
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
よ
う
な
諸
君
は
、
古
文
の
古
典
文
法
、
重
要
古
語
、
漢

文
の
句
法
・
重
要
漢
字
に
つ
い
て
、
こ
の
機
会
に
し
っ
か

り
と
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
を
習
得
で
き
て
い
な
い

と
、
次
回
の
成
果
は
、
知
っ
て
い
る
知
識
事
項
が
問
わ
れ

る
か
ど
う
か
、
運
に
任
せ
る
し
か
な
く
な
る
。
基
礎
知
識

が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
問
題
演
習
な
ど
で
積
み
上
げ
て
い

く
の
が
古
典
の
勉
強
で
あ
る
。
幸
い
覚
え
る
べ
き
こ
と
は

英
語
な
ど
と
比
べ
て
圧
倒
的
に
少
な
い
。
ぜ
ひ
、
ど
こ
か

で
短
期
集
中
で
知
識
事
項
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
し
よ

う
。

　

高
2
生
は
間
も
な
く
受
験
ま
で
一
年
と
な
る
。
こ
こ
か

ら
本
格
的
な
受
験
勉
強
を
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
る
と

思
う
。
定
期
試
験
な
ど
で
、「
一
夜
漬
け
」
の
勉
強
を
経

験
し
た
こ
と
が
あ
る
諸
君
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
わ
て

て
覚
え
る
一
夜
漬
け
の
勉
強
は
身
に
つ
か
な
い
と
い
う
こ

と
は
承
知
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
大
学
受
験
の
勉
強
は
範

囲
も
量
も
多
い
の
で
、
そ
れ
で
乗
り
切
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
。
受
験
に
必
要

な
教
科
・
科
目
数
、
そ
し
て
、
大
学
対
策
の
量
を
考
え
て

み
れ
ば
わ
か
か
る
が
、
高
3
年
生
に
な
っ
て
か
ら
で
は
そ

れ
ほ
ど
時
間
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
肝
に
銘
じ
て
、

高
2
生
の
今
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
、
基
礎
力
を
養
う
勉
強

を
一
日
も
早
く
始
め
よ
う
。
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こ
こ
か
ら
、
受
験
に
向
け
た
本
格
的
な
勉
強
を
始
め
よ
う
。
高
2
生
の
う
ち
に
、
基
礎
力
を
固
め
よ
う
！

国
　
　
　
語

国
　
　
　
語
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Ⅱ
．
大
問
別
分
析

第
1
問
（
評
論
）

段
落
の
簡
単
な
ま
と
め
を
つ
く
る
な
ど
、
手
を
動

か
し
な
が
ら
文
章
を
読
も
う
！

　

第
1
問
の
得
点
率
は
五
三
・
一
％
で
あ
っ
た
。

　

設
問
ご
と
に
見
て
い
く
と
、
問
1
の
漢
字
問
題
は
、
エ

「
遊
（
離
）」
─
「
遊
（
説
）」
の
正
答
率
が
二
二
・
〇
％

と
低
か
っ
た
。
漢
字
と
し
て
は
ど
ち
ら
も
易
し
い
の
で
、

「
ユ
ウ
リ
」「
ユ
ウ
ゼ
イ
」
の
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
評
論
文
の
中
で
意
味
の
わ
か
ら
な
い
熟
語
が
出

て
き
た
ら
、
そ
の
都
度
調
べ
る
癖
を
つ
け
よ
う
。

　

問
2
は
三
項
の
関
係
を
整
理
し
な
く
て
は
い
け
な
い
設

問
で
三
八
・
八
％
と
、
正
答
率
は
低
か
っ
た
。
セ
ン
タ
ー

試
験
の
評
論
文
で
は
、
単
純
な
二
項
対
立
に
と
ど
ま
ら
な

い
文
章
が
多
く
出
題
さ
れ
る
。「
頭
の
中
で
の
整
理
」
が

難
し
い
場
合
、
積
極
的
に
手
を
動
か
し
て
（
＝
余
白
に
メ

モ
を
す
る
な
ど
し
て
）
整
理
し
て
ほ
し
い
。
問
3
は
、
六

〇
・
六
％
と
、
比
較
的
高
い
正
答
率
だ
っ
た
が
、
①
を
選

ん
だ
諸
君
が
二
一
・
八
％
と
、
少
な
か
ら
ず
い
た
。
問
4

は
、
問
2
同
様
、
三
項
の
関
係
を
整
理
す
る
設
問
で
あ

り
、
三
五
・
〇
％
と
正
答
率
も
低
か
っ
た
。
手
間
は
か
か

る
が
、
手
を
動
か
し
、
自
分
な
り
に
文
章
構
造
図
を
作
成

し
て
み
る
と
、
文
章
構
造
を
把
握
す
る
力
が
身
に
つ
く
。

ぜ
ひ
、
解
説
を
片
手
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
も
ら
い
た
い
。

問
5
は
、
写
真
を
見
て
正
答
を
選
ぶ
設
問
で
、
正
答
率
は

七
五
・
四
％
と
高
か
っ
た
。
資
料
を
見
て
解
く
問
題
が
セ

ン
タ
ー
試
験
で
も
出
題
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
の
で
、
間

違
え
た
受
験
者
は
、
解
説
を
よ
く
読
み
次
に
備
え
て
ほ
し

い
。
問
6
は
、
正
答
が
③
・
⑤
で
、
正
答
率
は
そ
れ
ぞ
れ

四
七
・
四
％
、
三
九
・
三
％
で
あ
っ
た
。
誤
答
は
④
や
⑥
に

集
ま
っ
た
。（
そ
れ
ぞ
れ
三
九
・
七
％
、
三
四
・
九
％
）。
こ

れ
ら
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
諸
君
は
、
解
説
や
解
説
授
業
で

き
ち
ん
と
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

な
お
、
文
章
の
展
開
を
把
握
す
る
力
は
一
朝
一
夕
に
つ

く
も
の
で
は
な
い
。
段
落
ご
と
の
簡
単
な
ま
と
め
を
つ
く

る
な
ど
、
手
を
動
か
し
な
が
ら
文
章
を
読
む
訓
練
を
繰
り

返
し
て
ほ
し
い
。

第
2
問
（
小
説
）

小
説
も
本
文
根
拠
。
想
像
し
す
ぎ
な
い
よ
う
注
意

し
よ
う
！

　

第
2
問
の
得
点
率
は
六
三
・
四
％
で
、
上
々
の
出
来
で

あ
っ
た
。
問
題
文
は
、
公
園
で
の
主
人
公
と
老
人
と
の
や

り
と
り
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
設
定
で
、
文
体
も
そ
れ
ほ
ど

技
巧
を
凝
ら
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
内
容
は
掴

み
や
す
か
っ
た
よ
う
だ
。
高
二
の
二
学
期
と
い
う
時
期
を

考
え
る
な
ら
、
ま
ず
は
妥
当
な
結
果
と
い
え
よ
う
。

　

設
問
別
に
見
て
い
く
と
、
問
1
で
は
イ
の
「
寄
る
辺
な

さ
」
の
正
答
率
が
四
四
・
〇
％
と
、
か
な
り
低
か
っ
た
。

②
の
「
漠
然
と
し
た
思
い
に
囚
わ
れ
て
い
る
」
と
し
た
者

も
多
い
。「
寄
る
」
＝
信
頼
を
寄
せ
る
も
の
に
近
づ
く
と

い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
正
確
に
と
ら
え
て
ほ
し
い
。

　

問
2
の
正
答
率
も
五
一
・
九
％
と
比
較
的
低
か
っ
た
。

④
と
答
え
た
諸
君
が
二
六
・
四
％
と
比
較
的
多
か
っ
た
。

数
行
前
に
「
地
上
に
流
れ
る
鳥
の
影
の
美
し
さ
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
、〈
鳥
の
影
は
美
し
い
か
ら

愛
す
る
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
前
の
「
実
態
か
ら
静

か
に
分
離
さ
れ
抽
象
さ
れ
た
」
な
ど
の
語
句
に
惑
わ
さ
れ

な
い
よ
う
に
し
よ
う
。

　

問
3
は
三
行
選
択
肢
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正

答
率
は
七
六
・
七
％
と
よ
く
で
き
て
い
た
。
老
人
と
主
人

公
の
心
に
空
虚
さ
が
あ
る
と
す
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
と
ら

え
ら
れ
た
よ
う
だ
。

　

問
4
は
五
九
・
九
％
の
正
答
率
で
前
問
に
比
べ
れ
ば
、

や
や
迷
い
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。「
人
間
的
な
面
白
み
」
が

気
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
稚
気
と
自
負
心
と

遊
び
心
が
あ
ふ
れ
て
い
て
、
わ
た
し
は
な
ん
だ
か
お
か
し

く
な
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
誤
答
で
は
④

が
多
か
っ
た
が
、
老
人
に
意
外
な
明
る
さ
が
あ
っ
た
と
し

て
、「
老
人
に
対
す
る
評
価
を
見
直
そ
う
」
と
す
る
ま
で

に
は
や
や
飛
躍
が
あ
る
。

　

問
5
も
問
3
同
様
、
三
行
選
択
肢
で
あ
っ
た
が
、
正
答

率
六
七
・
〇
％
と
、
や
は
り
好
調
で
あ
る
。
本
文
で
の
老

人
に
対
す
る
主
人
公
の
心
の
動
き
を
丁
寧
に
た
ど
っ
て
い

け
ば
、
正
解
に
た
ど
り
つ
く
。
そ
の
場
合
、
や
や
誇
張
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
語
句
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
外
す
こ
と
が

一
つ
の
方
法
だ
。

　

問
6
は
表
現
に
関
す
る
設
問
で
、
従
来
通
り
六
つ
の
選

択
肢
か
ら
二
つ
選
ぶ
形
式
だ
。
最
後
の
設
問
で
、
ど
ち
ら

か
一
つ
は
正
答
率
が
低
く
な
る
の
が
常
だ
が
、
今
回
の
場

合
、
③
が
六
六
・
〇
％
、
⑥
が
七
一
・
七
％
と
い
ず
れ
も
高

く
な
っ
て
お
り
、
読
み
の
正
確
さ
が
わ
か
り
、
頼
も
し
く

思
わ
れ
た
。
誤
答
で
は
②
が
多
か
っ
た
が
、
鳩
が
飛
び
立

ち
、
羽
ば
た
く
と
き
の
不
安
感
と
老
人
へ
の
思
い
は
直
接

に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
小
説
で
は
、
想
像
し
す
ぎ
に
は
注

意
し
よ
う
。
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第
3
問
（
古
文
）

夢
と
現
実
の
区
別
、
誰
が
何
を
ど
う
し
た
の
か
を

整
理
し
よ
う
！　

基
礎
事
項
の
確
認
も
し
っ
か
り

と
し
よ
う
！

　
『
太
平
記
』
か
ら
、
後
醍
醐
天
皇
が
楠
木
正
成
を
暗
示

す
る
夢
を
見
る
場
面
か
ら
の
出
題
で
、
得
点
率
は
五
六
・

六
％
と
、
よ
い
結
果
で
あ
っ
た
。

　

問
1
の
語
句
の
解
釈
の
問
題
で
、
ア
は
重
要
古
語
「
よ

し
あ
り
」、
イ
は
重
要
古
語
「
つ
ぶ
さ
に
」
と
敬
語
「
聞

こ
し
め
す
」
の
意
味
を
問
う
問
題
で
、
ど
ち
ら
も
六
割
前

後
の
正
答
率
で
あ
っ
た
が
、
ウ
は
反
語
「
何
事
か
」
を
疑

問
と
し
た
誤
答
が
三
割
強
あ
り
、
正
答
率
は
五
割
を
切
っ

た
。

　

問
2
は
傍
線
部
中
の
文
法
的
説
明
の
不
適
当
な
選
択
肢

を
選
ぶ
問
題
で
、
完
了
の
個
数
が
異
な
る
④
が
正
解
だ

が
、
正
答
率
は
五
割
を
切
っ
た
。
①
・
②
の
敬
語
の
種
類

や
本
動
詞
・
補
助
動
詞
の
違
い
を
間
違
え
た
誤
答
が
合
計

約
三
割
あ
り
、
敬
語
の
学
習
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
今
回
、
古
文
が
で
き
た
諸
君
の
中
で
、
問
1
や
問
2

が
出
来
て
い
な
い
諸
君
は
、
次
の
模
試
で
は
、
成
績
が
下

が
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
、
重
要
単
語

と
文
法
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
と
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

問
3
は
夢
占
い
の
結
果
を
読
み
取
る
が
、
こ
れ
は
七
割

を
超
え
て
よ
く
で
き
て
い
た
。
楠
木
正
成
が
天
皇
退
位
の

準
備
を
し
て
い
る
敵
方
と
し
た
誤
答
が
一
割
を
超
え
て
い

た
。

　

問
4
は
楠
木
正
成
を
後
醍
醐
天
皇
が
呼
ん
だ
理
由
を
問

う
問
題
で
、
こ
れ
も
七
割
を
超
え
て
よ
く
で
き
て
い
た
。

①
・
④
は
夢
の
中
に
実
際
に
正
成
が
出
て
来
て
し
ま
っ
て

お
り
、
南
向
き
の
木
に
よ
る
暗
示
で
は
な
い
し
、
③
・
⑤

は
夢
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
選
択
肢
で
あ
る
。

　

問
5
は
会
話
文
の
中
か
ら
、〈
楠
木
正
成
は
武
略
で
は

幕
府
軍
に
は
か
な
わ
な
い
が
、
智
謀
を
も
っ
て
戦
え
ば
勝

て
る
〉
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
問
題
で
、
六
割

弱
の
正
答
率
で
あ
っ
た
。
誤
答
で
一
番
多
か
っ
た
の
は
武

力
で
も
勝
て
る
が
知
恵
を
用
い
れ
ば
さ
ら
に
良
い
と
し
た

④
で
、
二
割
近
か
っ
た
。
知
恵
が
重
要
な
点
は
良
い
が
、

現
在
の
戦
況
を
読
み
間
違
え
て
い
る
。

　

問
6
の
内
容
合
致
問
題
は
四
割
を
切
る
正
答
率
で
誤
答

も
分
散
し
た
。
後
醍
醐
天
皇
が
楠
木
正
成
に
質
問
し
た
内

容
が
異
な
る
④
へ
の
誤
答
が
二
割
と
多
く
、
夢
占
い
を
さ

せ
た
律
師
を
間
違
え
た
②
へ
の
誤
答
も
二
割
近
か
っ
た
。

誰
が
何
を
ど
う
し
た
の
か
、
選
択
肢
を
吟
味
す
る
際
に
は

注
意
し
よ
う
。

第
4
問
（
漢
文
）

語
彙
・
句
法
・
詩
の
知
識
な
ど
を
学
習
し
、
読
解

に
生
か
し
て
得
点
源
を
増
や
そ
う
！

　
「
虎
の
害
」
と
題
す
る
諷
刺
詩
と
引
用
さ
れ
た
太
山
婦

の
原
話
『
礼
記
』
か
ら
の
出
題
で
あ
る
。
得
点
率
は
三

九
・
二
％
と
大
苦
戦
で
、
基
礎
問
題
も
含
め
、
漢
文
全
体

に
お
い
て
学
習
不
足
が
う
か
が
え
る
。

　

問
1
は
同
じ
意
味
と
読
み
の
語
を
選
ぶ
問
題
で
、
ⓐ
は

「
如
（
ご
と
し
）」
で
、
ⓑ
は
「
焉
（
こ
れ
）」
で
あ
っ

た
。
ど
ち
ら
も
読
み
の
重
要
語
で
、
ⓐ
は
六
割
を
超
え
る

正
答
率
で
あ
っ
た
が
、
ⓑ
は
二
割
に
と
ど
ま
り
、

「
安
」・「
矣
」
へ
の
誤
答
が
多
か
っ
た
。
多
義
語
で
あ
る

の
で
、
こ
こ
で
の
用
法
を
区
別
で
き
る
よ
う
に
知
識
を
整

理
し
よ
う
。

　

問
2
は
、
漢
詩
の
空
欄
補
充
は
韻
の
問
題
で
あ
る
こ
と

を
ま
ず
疑
う
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
文
脈
か
ら
補
っ
て
「
人

影
」
に
誤
答
す
る
解
答
が
六
割
も
あ
っ
た
。
正
答
率
は
一

割
強
で
あ
っ
た
。
漢
詩
の
知
識
を
身
に
付
け
、
こ
れ
を
機

に
問
題
の
意
図
に
気
付
け
る
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

問
3
は
、
反
語
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
「
豈
」
が
、「
豈

に
～
か
」
の
形
で
疑
問
・
推
測
を
表
し
て
お
り
、
天
地
や

社
の
神
に
虎
の
害
か
ら
救
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
心
情
を
表

し
て
い
る
。
誤
答
で
最
も
多
く
四
割
近
い
選
択
率
で
あ
っ

た
の
は
、
助
け
て
く
れ
な
い
・
あ
て
に
で
き
な
い
と
い
う

あ
き
ら
め
の
選
択
肢
④
で
、
言
い
過
ぎ
で
あ
る
。
正
答
率

は
二
割
を
切
っ
た
。

　

問
4
は
、
諷
刺
詩
が
真
に
言
い
た
い
趣
旨
を
問
う
問
題

で
、
正
答
率
は
五
割
を
超
え
た
が
、
諷
刺
で
は
な
く
虎
の

害
や
太
守
そ
の
も
の
の
解
答
に
留
ま
っ
た
選
択
肢
②
・
⑤

へ
の
誤
答
が
合
計
二
割
あ
っ
た
。
漢
文
で
は
た
と
え
や
逸

話
や
諷
刺
で
、
真
に
言
い
た
い
事
を
説
明
す
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
核
と
な
る
主
張
を
的
確
に
と
ら
え
る
よ
う
に
し

た
い
。

　

問
5
は
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
の
問
題
で
、

使
役
「
使
」
の
句
法
を
問
う
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
が
、

正
答
率
は
五
割
で
あ
っ
た
。
傍
線
部
に
は
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
句
法
が
あ
る
こ
と
が
多
く
、
身
に
つ
い
て
い
れ
ば
サ
ー

ビ
ス
問
題
で
あ
り
、
一
通
り
の
句
法
の
演
習
は
必
要
で
あ

る
。
誤
答
で
二
割
と
最
も
多
か
っ
た
④
は
、
子
路
を

「
使
っ
て
」
と
動
詞
と
し
て
読
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

　

問
6
は
内
容
説
明
の
問
題
で
、
誰
が
誰
に
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
、
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。「
夫
子
（
孔
子
）
が
小
子
（
弟
子
た
ち
）
に
」
で

④
・
⑤
に
絞
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
四
割
が
誤
答
し
て

い
る
。「
夫
子
」
は
重
要
語
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
絞
れ
れ
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ば
「
苛
政
は
虎
よ
り
も
猛
な
り
」
の
意
味
を
答
え
れ
ば
よ

い
の
で
正
答
率
は
五
割
近
か
っ
た
。
読
解
に
も
語
彙
は
用

い
る
の
で
、
し
っ
か
り
と
学
習
を
す
す
め
た
い
。

Ⅲ
．
学
習
ア
ド
バ
イ
ス

読
解
に
必
要
な
知
識
の
習
得
と
と
も
に
、
丁
寧
に

読
み
、
文
中
の
根
拠
に
基
づ
い
て
考
え
て
読
解
す

る
こ
と
を
こ
こ
ろ
が
け
よ
う
！

　

セ
ン
タ
ー
試
験
の
国
語
で
は
高
度
な
読
解
力
が
要
求
さ

れ
る
。
そ
れ
に
こ
た
え
る
た
め
に
は
漢
字
や
語
彙
、
文
法

な
ど
の
知
識
的
な
こ
と
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
必
須
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
文
章
を
読
む
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
、
国
語
の
問
題
を
解
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
、
に
つ
い
て
の
理
解
と
実
践
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は

知
識
と
同
様
、
一
朝
一
夕
に
身
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

今
回
こ
の
模
擬
試
験
を
受
け
、
解
説
等
を
読
ん
で
、
根
拠

に
基
づ
く
読
解
の
大
切
さ
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
生
徒

も
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
現
代
文
だ
け
で
な
く
、
古
文
・
漢

文
も
含
め
た
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
読
み

の
姿
勢
の
大
切
さ
を
認
識
し
、
常
に
そ
れ
を
意
識
し
て
読

解
す
る
こ
と
を
心
が
け
よ
う
。


