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評

価

に

つ

―
―

と
く
に
高
等
学
校
国
語
科
の
場
合

さ
い
き
ん
、
評
価
の
問
題
が
再
び
国
語
科
の
課
題
と
な
り
つ
ゝ
あ
る
。
問

題
を
学
習
成
績
の
評
価
だ
け
に
か
ぎ
つ
て
考
え
る
と
し
て
も
、
こ
ん
に
ち
、

わ
れ
わ
れ
が
当
面
し
て
い
る
問
題
は
、

「目
標
」
と

「方
法
」
に
関
す
る
懐

疑
で
あ
り
、

「評
価
」
そ
の
も
の
の
再
検
討
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
れ
ら
が
高
等
学
校
国
語
科
に
於
て
は
、
そ
の
大
学
予
備
校
的

崎
型
の
問
題
と
も
関
連
し
合
つ
て
、
教
師
に
と
つ
て
も
、
ま
た
生
徒
自
身
に

と
つ
て
も
、
案
外
の
無
関
心
事
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
の
深
刻
さ
が
ど
の

程
度
の
も
の
で
あ
る
か
は
容
易
に
見
当
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

も
つ
と
端
的
に
言
う
な
ら
、
教
師
た
ち
は
、
実
は
、
こ
ん
に
ち
の
評
価
目

標
も
ふ
く
め
て
の
広
義
の
評
価
方
法
に
失
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
等
学

校
国
語
科
に
お
け
る

「評
価
」
の
問
題
は
、
ま
ず
こ
の
点
か
ら
見
究
め
て
い

か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

問
題
は
ま
ず

「評
価
目
標
」
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
、

「評
価
」
に
関
す
る
論
議
の
大
部
分
が
こ
ゝ
に
集
約
せ
ら
れ
て
い
る
。

評
価
目
標
の
問
題
が
、
学
習
活
動
の
諸
内
容
に
緊
密
に
関
連
し
、
評
価
目

標
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
、
本
質
的
に
は
国
語
教
育
全
般
に
つ
い
て
論
じ

る
こ
と
で
あ
る
こ
之
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
ゝ
で
は
、
問
題
を
な
る
だ

け

「評
価
」
そ
の
も
の
に
か
ぎ
つ
て
、
高
等
学
校
国
語
科
の
実
情
を
中
心
と

し
て
、
問
題
の
所
在
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

ヽ`

て

水

田

潤

こ
ん
に
ち
で
は
だ
れ
も
が
知
つ
て
い
る
よ
う
に
、
国
語
科
の
評
価
目
標
は
、

目
的
論
的
に
は
、

「聞
く
こ
と
ｏ
話
す
こ
と
ｏ
読
む
こ
と
・
書
く
こ
と
」
の

四
領
域
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
知
識
・
理
解
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
領
域

に
お
い
て
、
そ
の
習
慣
・
態
度
・
技
術
・
能
力
等
を
直
接
に
対
象
と
す
る
と

こ
ろ
に
、
旧
来
の
評
価
の
克
服
が
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
具
体

的
に
は
こ
れ
が
小
中
高
を
一
貫
す
る
国
語
教
育
こ
ん
に
ち
の
大
勢
と
な
つ
て

い
る
こ
と
は
、
だ
れ
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
こ
の
新
し

い
国
語
教
育
の
動
向
じ
た
い
は
、
何
ら
反
対
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
い
わ

ば

「読
む
こ
と
。
書
ぐ
こ
と
」
の
知
識
・
理
解
の
み
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い

た
形
式
主
義
か
ら
の
解
放
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
、
問
題
は
む
し
ろ
こ
ゝ
に
は
じ
ま
る
と
言
つ
て
よ
い
。
中
学
校
に
お
い
て

す
で
に
い
だ
か
れ
た
疑
惑
は
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
も
や
は
は
つ
き
り
と

し
た
否
定
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
ゝ
に
、
再
び
国
語
科
が
か
つ
て

の
殻
に
と
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
危
険
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
現
実
に

は
意
志
的
な
方
向
づ
け
へ
の
努
力
と
し
て
で
は
な
く
、
大
学
入
試
へ
の
順
応

に
責
任
を
転
嫁
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
高
等
学
校
国
語
科
の
不
安
が
あ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
訴
え
は
き
わ
め
き
摸
索
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
高

等
学
校
国
語
科
の
保
守
性
と
無
目
的
性
の
故
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
自
家
中
毒

的
矛
盾
の
暴
露
と
も
見
え
よ
う
が
、
分
岐
さ
れ
た
課
題
の
多
様
性
は
と
も
か



く
、
問
題
は

「評
価
」
の
具
体
的
な
領
域
設
定
に
帰
着
す
る
。

た
と
え
ば
、

「話
す
こ
と
」
の
評
価
に
代
表
せ
ら
れ
る
技
術
主
義
へ
の
批

判
―
―
。
こ
ゝ
で
あ
え
て

『学
習
指
導
要
領
』
を
ひ
き
あ
い
に
出
す
ま
で
も

な
く
、
も
ち
ろ
ん
話
し
こ
と
ば
の
能
力
は
、
た
ん
に
自
然
習
得
に
ま
か
せ
て

お
く
だ
け
で
は
な
く
、
高
等
学
校
国
語
科
で
も
、
小
学
校
。
中
学
校
か
ら
の

目
標
を
う
け
つ
い
で
、
意
識
的
に
効
果
的
に
経
験
を
く
り
か
え
す
こ
と
に
よ

つ
て
高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
し
、
ま
じ
め
に
話
す
こ
と
も
、
歯
切

れ
よ
く
は
つ
き
り
と
し
た
表
現
を
す
る
こ
と
の
教
育
も
、
決
し
て
意
味
の
な

い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
意
義
や
目
標
の
正
当
性
を
じ
ゆ
う

ぶ
ん
に
認
め
た
上
で
、
し
か
も
、
高
等
学
校
国
語
科
が

「話
す
こ
と
」
の
評

価
に
冷
淡
で
あ
り
、
ま
た
批
判
的
で
あ
る
事
実
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
ゝ
で
何
よ
り
も
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、

「話
す
こ
と
」
の
教
育
が
必
要
か

ど
う
か
の
詮
索
よ
り
も
、
現
状
と
し
て
話
す
こ
と
の

「評
価
」
が
挫
折
し
て

い
る
と
」
う
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
根
抵
的
な
問
題
が
横
た
わ
つ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
い
は

「話
す
こ
と
」
は
た
ん
に
話
す
技

術
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
し
に
、
言
語
行
為
と
し
て
も
つ
と
有
機
的
に
あ
る

の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
国
語
教
育
を
行
つ
て
い
る
以
上

「話
す
こ
と
」
の
教

育
を
度
外
視
は
し
な
い
が
、
そ
れ
は

「読
む
こ
と
・
書
く
こ
と
」
ま
た

「考

え
る
こ
と
」
の
教
育
を
通
じ
て
、
き
び
し
く
学
び
と
ら
せ
評
価
す
る
の
で
あ

る
と
い
う
積
極
的
な
意
見
、あ
る
い
は
ま
た
、た
と
え
ば

「悪
の
愉
し
さ
」
の

主
人
公
の
よ
う
な
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
最
上
級
の
評
価
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ
ろ
う
か
と
い
つ
た
疑
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
じ
た
い
に
論
議

せ
ら
る
べ
き
問
題
は
あ
ろ
う
が
、

「評
価
」
は
、
こ
ヽ
で
も
た
ん
に
評
価
そ

の
も
の
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
露
骨
に
か
ら
ま
わ
り
を
つ
づ
け
て

い
る
。

私
の
知
つ
て
い
る
範
囲
で
は
、
高
等
学
校
で

「話
す
こ
と
」
の
評
価
を
自

覚
的
に
行
つ
て
い
る
学
校
は
な
い
。
し
か
も
、
『指
導
要
録
』
（編
構
室
註
か
つ

て
学
籍
簿
と
よ
ん
で
い
た
も
の
）
に
は
、
す
べ
て
の
学
校
が
、
は
つ
き
り
と

「話
す
こ
と
に
よ
つ
て
効
果
的
に
自
己
を
表
現
す
る
能
カ
ー
１
４
」
な
ど
と

記
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
つ
て
は
、

『指
導
要
録
』
に
示
さ

れ、
る、
評
価
目
標
は
、
そ
の
主
体
性
の
喪
夫
と
と
も
に
、
す
で
に
形
骸
化
し
た

も
の
で
し
か
な
い
。

「目
立
つ
生
徒
だ
け
が
私
の
頭
脳
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
、

こ
の
誠
に
頼
り
な
い
印
象
を
も
と
に
し
て
英
断
を
下
し
て
い
る
」

（本
誌
前

号
出
日
正
己
氏
）
と
い
う
告
白
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
耳
に
す
る
。
あ
る
い
は

ま
た
、
紙
面
的
に
は
一
応
こ
の
目
標
領
域
に
よ
り
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
他

の
異
っ
た
目
標
に
よ
つ
て
評
価
を
行
う
方
法
も
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い

わ
ば
注
釈
法
と
で
も
言
わ
れ
る
方
法
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
こ
の
項
は

「文

法
」
で
あ
る
と
い
う
教
師
の
注
釈
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
生
徒
に
了
解
せ
ら

れ
る
方
法
で
あ
る
。

「話
す
こ
と
」
が

「女
学
史
」
の
評
点
で
あ
つ
た
り
、

夏
休
み
の
レ
ポ
ー
ト
の
成
績
で
あ
つ
た
り
す
る
歪
み
さ
え
も
皆
無
で
は
な
い
。

い
つ
か
評
価
方
法
の
問
題
と
も
関
連
し
て
き
た
が
、
本
質
的
に
は
密
接
に

つ
な
が
り
あ
う
べ
き
評
価
目
標
と
評
価
方
法
の
問
題
が
、
こ
の
よ
う
な
ず
れ

を
持
ち
、崎
型
的
で
あ
つ
た
こ
と
が
、
か
つ
て
教
育
史
上
に
存
在
し
た
で
あ
ろ

う
か
。
こ
ヽ
に
国
語
科
こ
ん
に
ち
の
な
や
み
が
象
徴
せ
ら
れ
て
い
る
。そ
し
て
、

こ
れ
が
た
ん
に
高
等
学
校
に
お
け
る
問
題
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
中
学
校

さ
ら
に
は
小
学
校
に
お
い
て
さ
え
も
、
そ
の
矛
盾
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
と

い
う
事
実
に
目
を
お
お
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、学
科
担
任
制
に
お
け

る
中
学
・
高
等
学
校
教
師
が
週
二
十
数
時
間
の
授
業
に
耐
え
な
が
ら
、
チ
エ

ッ
タ
リ
ス
ト
を
持
ち
、
時
間
と
と
も
に
あ
と
か
た
も
な
く
消
え
さ
り
ふ
り
か

え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
無
形
の
言
語
行
為
の
評
価
を
、
相
対
評
価
と
し
て
客
観



的
に
行
う
こ
と
が
い
か
に
至
難
で
あ
る
か
は
容
易
に
見
当
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

評
価
は
指
導
の
反
省
で
あ
り
帰
納
で
あ
る
。
ま
た
評
価
の
基
準
が
、
そ
れ

ぞ
れ
学
習
指
導
の
範
囲
や
目
標
に
よ
つ
て
規
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
試
み
に

「話
す
こ
と
」
の
学
習
目
標
に
つ
い
て

見
る
な
ら
、
高
等
学
校
生
徒
の
到
達
目
標
２３
項
目
の
う
ち
に
は
、

１
、
長
上
や
未
知
の
人
に
対
し
て
、
自
然
な
快
い
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
。

と
い
つ
た
小
学

一
年
風
の
目
標
と
と
も
に
、

９
、
劇
を
演
じ
て
、
自
然
な
せ
り
ふ
の
や
り
と
り
が
で
き
る
。

■
、
放
送
に
慣
れ
る
。

・６
、
豊
富
な
領
城
の
広
い
話
題
を
持
つ
。

・７
、
自
然
の
身
ぶ
り
ｏ
表
情
が
で
き
る
。

な
ど
と
い
う
種
類
の
も
の
ま
で
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

「価
値
あ
る
言
語

経
験
を
豊
か
に
与
え
る
」
と
い
う
こ
と
や
、
「効
果
的
に
自
己
を
表
現
す
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
演
技
的
に
教
室
で
果
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ゝ
に

「評
価
」
の
不
安
が
あ
る
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
国
語
科
評
価
の
か
ら
ま
わ
り
は
、
も
と
を
た
だ
せ

ば

「聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
、
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
は
、
み
な
一
種
の
技

術
で
あ
つ
て
、
技
術
と
し
て
学
習
さ
れ
、
指
導
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
理
論
に
さ
ゝ
え
ら
れ
る
国
語
科
す
べ
て
の
問
題
で
あ
り
、
評
価
じ
た

い
と
し
て
は
、
も
は
や
ぎ
り

‐
ぎ
つ
の
と
こ
ろ
ま
で
き
て
し
ま
つ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

（も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
課
題
と
し
て
で
あ
つ
て
、

教
師
に
つ
い
て
言
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
）
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
、
こ
れ

か
ら
の
国
語
教
育
を
実
践
的
に
ど
の
方
向
に
お
し
す
す
る
め
か
と
い
う
積
極

的
な
課
題
に
統
合
せ
ら
れ
る
。

同
じ
く
学
習
成
績
の
評
価
で
あ
つ
て
も
、
た
と
え
ば
、

「音
楽
」
な
ど
で

は
こ
の
間
の
事
情
は
よ
ほ
ど
ち
が
つ
て
い
る
。
評
価
目
標
設
定
の
立
場
の
可

否
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
お
く
が
、
す
く
な
く
と
も
、
素
朴
に
は
技
能
教
科

と
見
ら
れ
る
こ
の
教
科
で
、

「知
的
理
解

・
鑑
賞

・
創
作
・
演
奏
」
と
音
楽

科
と
し
て
の
構
成
部
門
に
よ
つ
て
指
導
評
価
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、

「数

学
」

「
理
科
」
に
お
い
て
さ
え
、
教
科
構
造
的
に
目
標
づ
け
ら
れ
て
い
る
と

い
つ
た
相
違
に
も
、
さ
い
き
ん
現
場
の
教
師
や
父
兄
た
ち
の
日
か
ら
し
ば
し

ば
言
わ
れ
る
線
合
評
価
論
や
、

「講
読

・
作
文
ｏ
文
法
・
習
字
」
へ
の
復
帰

論
へ
の
一
つ
の
根
拠
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
、
あ
ら
た
め

て
い
ま
国
語
科
評
価
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
の
一
つ
が
こ
ゝ
に

あ
る
。
国
語
教
育
が
安
易
な
鑑
賞
教
育
へ
逆
行
し
、
評
価
が
伝
統
的
な
お
粋

や

ｏ
ｘ
”
日
Ｆ
営
０̈
口
に
た
ち
か
え
る
こ
と
へ
の
危
険
が
多
分
に
こ
ゝ
に
越
め

ら
れ
て
い
る
。

こ
ヽ
に
、
も
う
す
こ
し
た
ち
い
つ
て
、
評
価
そ
の
も
の
に
つ
い
て
具
体
的

に
ふ
り
か
え
つ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
評
価
が
一
回
か
ぎ
り
の
も
の
で
は
な

く
、
生
き
て
は
た
ら
く
指
導
の
推
移
の
発
達
記
録
で
あ
り
、
た
ん
な
る
単
位

認
定
や
進
学
就
職
指
導
の
た
め
の
資
料
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

近
ご
ろ
国
語
科
評
価
に
感
じ
ら
れ
る
危
惧
は
、
評
価
目
的
設
定
の
問
題
と
も

関
連
し
あ
つ
て
、
評
価
の
手
順
の
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

一
、
評
価
目
標
に
適
応
し
た
評
価
方
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。

二
、
評
価
計
画
が
明
確
に
立
て
ら
れ
て
い
る
か
。

三
、
評
価
が
指
導
計
画
の
立
案
や
指
導
法
の
改
善
に
役
だ
つ
て
い
る
か
。

と
い
つ
た
、
ど
の
教
科
に
も
共
通
な
課
植
に
対
す
る
国
語
科

（
と
い
う
よ

り
は
教
師
）
の
参
与
の
し
か
た
の
問
題
が
あ
る
が
、
原
理
的
に
は
と
も
か
く
、

問
題
を

「評
価
方
法
」
（狭
義
に
）だ
け
に
し
ぼ
つ
て
眺
め
て
み
て
も
、
国
語

教
育
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
か
ら
は
意
識
的
に
見
す
ご
さ
れ
て
い
る
問
題
の



い
く
つ
か
が
あ
る
。
論
議
の
焦
点
は
、
こ
れ
を
い
ろ
い
ろ
の
角
度
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
が
、

「評
価
方
法
が
煩
瑣
に
す
ぎ
教
師
の
負
担
に
た
え
な

い
」
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
別
と
し
て
も
、
問
題
は
、

１
、
客
観
テ
ス
ト
形
式
に
代
表
せ
ら
れ
る
方
法
へ
の
批
判
。

２
、
正
常
分
配
理
論
に
よ
る
五
段
階
法
に
対
す
る
不
信
。

な
ど
、
究
極
的
な
課
題
に
集
約
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
も
、
国
語
科
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
が
、
こ
と
に
国
語
科
の
よ
う

に
多
角
的
な
学
習
構
造
を
も
ち
、
そ
チ
ー
フ
の
不
分
明
な
教
科
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
問
題
の
不
明
確
さ
が
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
関
与
し
ユ
ニ
ッ
ト
計
画
に

帰
納
せ
ら
る
べ
き
評
価
の
方
向
を
歪
曲
し
、
高
等
学
校
国
語
科
の
恣
意
を
助

長
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。
２
、
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ふ
れ
る
が
、

１
は
、
た
と
え
ば
評
価
目
標
や
標
準
テ
ス
ト
の
問
題
と
も
関
連
し
あ
つ
て
、

た
え
ず
混
乱
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

（
１
）
評
価
し
得
る
妥

当
性
・
信
頼
性
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る

（文
学
の
鑑
賞
な
ど
は
こ
の
形

式
で
は
評
価
し
に
く
い
）。
（２
）
論
理
的
な
推
論
を
導
き
出
す
能
力
の
評
価

が
で
き
な
い
。

（３
）
憶
測
に
よ
る
解
答
が
生
じ
る
。
な
ど
と
い
う
批
判
は
、

平
面
的
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
し
ぐ
こ
の
形
式
の
テ
ス
ト
の
盲
点
を
端
的
に
示

し
得
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
、
評
価
方
法
は
決
し
て
こ
れ
だ
け
で
は
な

い
の
だ
と
い
う
答
が
用
意
せ
ら
れ
て
い
る
し
、

「国
語
学
習
で
は
、
担
任
教

師
の
人
間
的
な
接
触
に
よ
つ
て
、
ふ
だ
ん
の
こ
と
ば
の
習
慣
や
態
度
を
評
価

す
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
。
」
と
い
う
解
説
が
、
い
わ
ゆ
る
そ
の
望
ま

し
い
方
向
を
指
示
す
る
よ
う
で
も
あ
る
。
だ
が
、
結
局
は
い
く
ら
懇
切
な
方

法
に
よ
つ
て
、
評
価
技
術
の
解
説
や
理
論
づ
け
が
行
わ
れ
て
も
、
ま
た
行
わ

れ
れ
ば
行
わ
れ
る
だ
け
、
評
価
に
お
け
る
断
層
は
深
ま
り
、
混
乱
が
つ
づ
く

の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
点
が
残
さ
れ
る
。

こ
ん
に
ち
の
国
語
科
評
価

（
ひ
い
て
は
国
語
教
育
）
の
危
機
は
、
実
は
こ

う
し
た
客
観
テ
ス
ト
形
式
に
代
表
せ
ら
れ
る
測
定
主
義
に
導
か
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
こ
ん
に
ち
な
お
世
間
の
客
観
テ
ス
ト

不
信
論
に
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
試
験
様
式

（す
な
わ
ち
論
文
体
試
験

一
辺
倒
の
）
へ
の
無
批
判
な
郷
愁
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い

し
、
ま
た
測
定
の
も
つ
評
価
の
客
観
性
。
実
証
性
の
否
定
の
上
に
た
つ
諭
証

で
も
な
い
が
、
測
定
の
問
題
が
評
価
の
問
題
と
同

一
化
し
、
測
定
の
完
了
が

評
価
の
一万
Ｊ
で
あ
る
と
す
る
考
え
か
た
こ
そ
、
む
し
ろ
評
価
の
混
迷
の
直
接

の
に
な
い
手
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
測
定
の
も
つ
評
価
へ
の
意
味
は
、

評
価
の
基
準
性
・
客
観
性
・
公
共
性
・
実
証
性
の
保
証
に
あ
る
が
、
し
か
し
、

こ
れ
に
は
な
お
人
間
を
数
的
関
係
に
お
い
て
把
握
し
ょ
う
と
す
る
抽
象
性
が

あ
り
、
か
え
つ
て
そ
の
方
向
と
し
て
は

「人
間
疎
外
と
い
う
危
険
さ
え
争
ん

で
い
る
ょ」
の
で
あ
る
。
と
く
に
こ
れ
が
、正
常
分
配
五
段
階
法
に
よ
つ
て
相

対
評
価
と
し
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、

「或
は
自
分
と
し
て
は
文
字

表
現
よ
り
も
言
語
表
現
の
方
を
得
意
と
し
て
い
た
の
に
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
か
」
（仝
出
日
正
己
氏
）
と
い
つ
た
矛
盾
を
露
呈
す
る
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
評
価
に
お
け
る

「妥
当
性
」
の
問
題
、
ひ
い
て
は

「基
礎
学
力
」
の

問
題
が
、
そ
の
正
当
性
を
主
張
す
る
根
拠
が
あ
る
。

（社
会
的
有
用
性
の
問

題
を
ふ
く
む
）
そ
し
て
、
こ
れ
が
そ
の
有
効
性
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
学

習
課
程
の
理
解
に
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
評
価
の
循
環
性
ｏ

連
続
性
が
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
例
で
言
う
な
ら
、
Ａ
テ
ス
ト
に
よ
つ
て
測

定
可
能
な
目
的
領
域
、
Ｂ
テ
ス
ト
で
測
定
可
能
な
目
的
領
域
、
Ｃ
テ
ス
ト
、

Ｄ
テ
ス
ト
…
…
と
延
長
し
く
り
か
え
し
得
る
テ
ス
ト
の
可
能
性
の
累
積
が
、

と
く
に
国
語
科
の
よ
う
な
教
科
に
お
い
て
は
、
学
習
効
果
の
正
当
な
評
価
に

は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
は
、

「評
価
の
手
続
が

簡
単
で
明
哲
で
あ
る
こ
と
ご

と
い
う
い
わ
ゆ
る
管
理
的
性
格
＊
か
ら
の
要
請

に
規
制
せ
ら
れ
る
評
価
方
法
が

「基
礎
学
力
」
の
追
求
を
は
な
れ
て
成
立
し

得
な
い
と
い
う
こ
と
、
と
く
に
高
等
学
校
国
語
科
に
こ
れ
が
強
く
要
請
せ
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
２
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