
『
徒
然
草
』
学
習
指
導
の
試
み

I
表
現
を
軸
と
し
て
　
-

は
じ
め
に

古
典
の
授
業
に
生
き
生
き
と
取
り
組
ま
せ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
.
繰
り
返
し
指
導
し
て
来
た
r
徒
然
草
j
　
で
あ
る

が
、
こ
れ
ま
で
生
徒
の
興
味
・
関
心
と
結
び
付
け
て
作
品
を
理
解
さ

せ
る
こ
と
が
十
分
に
で
き
な
か
っ
た
。
一
部
の
葦
段
を
除
-
と
'
兼

好
の
も
の
の
見
か
た
、
考
え
方
、
感
じ
方
と
生
徒
の
そ
れ
と
の
間
に

意
識
の
ず
れ
も
あ
り
'
そ
の
反
応
は
平
板
で
乏
し
-
'
授
業
の
準
備

の
割
に
は
'
手
ご
た
え
の
得
難
い
教
材
で
あ
っ
た
。

昨
年
度
(
7
九
九
五
年
度
)
、
三
年
生
を
担
当
し
、
r
徒
然
草
」
　
の

い
-
つ
か
の
章
段
を
ま
と
め
て
指
導
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
こ
で
、

今
回
は
へ
　
い
-
つ
か
の
観
点
を
設
け
て
教
材
を
分
類
し
'
表
現
指
導

と
関
連
さ
せ
て
授
業
を
進
め
る
こ
と
を
考
え
へ
授
業
を
試
み
た
。

本
稿
で
は
'
授
業
の
実
際
を
紹
介
し
'
以
下
に
取
り
上
げ
る
四
点

の
工
夫
を
中
心
に
、
学
習
指
導
の
有
効
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

渡
　
辺
‖
春
.
美

l
　
学
習
指
導
計
画

-
　
学
習
指
導
の
工
夫

徒
然
草
の
学
習
指
導
を
計
画
す
る
に
あ
た
り
へ
ア
`
教
材
の
開
発
へ

イ
'
学
習
目
標
の
明
示
、
ウ
`
学
習
テ
ー
マ
の
設
定
、
エ
'
構
造
的

な
板
書
な
ど
の
他
、
次
の
四
点
を
工
夫
し
た
。

①
理
解
の
観
点
設
定

ア
'
世
界
観
、
イ
'
人
生
観
、
ウ
'
社
会
観
、
エ
t
　
自
然
観
へ

オ
'
人
間
観
を
観
点
と
し
て
設
定
し
た
。
観
点
の
設
定
に
よ
っ
て
へ

教
材
の
読
み
の
切
り
口
が
兄
い
だ
さ
れ
、
教
材
と
の
対
話
の
通
路

が
開
け
、
理
解
が
深
ま
る
と
考
え
た
。

②
指
導
過
程
-
基
本
学
習
か
ら
発
展
学
習
へ

基
本
学
習
の
理
解
に
立
っ
て
'
自
ら
関
心
の
あ
る
章
段
を
選
び
へ

主
体
的
に
読
み
へ
表
現
す
る
学
習
を
発
展
学
習
と
し
て
設
定
し
た
。

③
理
解
と
表
現
の
関
連
指
導

基
本
学
習
に
お
け
る
へ
　
ア
'
感
想
、
イ
t
　
小
論
文
と
感
想
文

(
選
択
)
　
と
も
発
展
学
習
と
し
て
の
'
ウ
`
要
約
と
感
想
と
の
三
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っ
の
表
現
の
場
を
設
定
し
た
。
ア
`
感
想
-
ひ
と
ま
と
ま
り
の
教

材
を
学
習
す
る
ご
と
に
、
感
想
文
を
書
か
せ
た
。
感
想
文
は
、
読

み
の
反
応
を
意
識
化
さ
せ
る
。
そ
の
意
識
化
が
'
生
徒
各
自
に
と
っ

て
の
読
み
の
お
も
し
ろ
さ
を
引
き
出
し
へ
興
味
関
心
を
深
め
る
と

考
え
た
O
イ
`
小
論
文
-
基
本
学
習
の
結
び
と
し
て
.
'
兼
好
の
も

の
の
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
を
精
確
に
と
ら
え
さ
せ
る
た
め
の

1
つ
の
方
法
と
し
て
課
し
た
。

④
学
習
課
題
・
学
習
の
手
引
の
作
成

ア
'
学
習
課
題
-
学
習
目
標
の
明
示
、
授
業
展
開
の
明
確
化
の

た
め
に
へ
ま
た
、
一
学
習
内
容
の
整
理
の
た
め
に
学
習
課
題
の
プ
リ

ン
ト
を
用
意
し
i
J
。
イ
'
学
習
の
手
引
-
「
参
考
-
小
論
文
を
書

)

く
た
め
に
」
(
方
法
提
示
)
へ
「
参
考
-
小
論
文
を
書
-
た
め
に
」

(
例
文
提
示
)
を
作
成
し
た
。

l

2
　
学
習
指
導
計
画l

(-)X.?- -巨・:i

価
値
目
標
-
針
②
,
技
能
目
標
-
③
、
態
度
目
標
-
④
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
目
標
を
立
て
た
。

①
　
徒
然
草
の
い
-
つ
か
の
段
を
学
習
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
兼

好
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
を
理
解
さ
せ
る
。
と
り

わ
け
へ
ア
`
世
界
観
へ
イ
t
人
生
観
、
ウ
'
社
会
観
へ
エ
'
自

然
観
、
オ
'
人
間
観
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
、
兼
好
の
人
間
像
を

と
ら
え
さ
せ
る
。

②
　
①
を
通
し
て
'
自
ら
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
を

深
め
さ
せ
る
。

③
　
徒
然
草
に
頻
出
す
る
語
、
助
詞
(
副
助
詞
・
係
助
詞
)
へ
助

動
詞
、
な
ら
び
に
表
現
技
巧
(
対
句
・
比
喰
)
を
理
解
さ
せ
る
。

④
　
徒
然
草
に
関
心
を
持
ち
へ
積
極
的
に
学
習
に
参
加
す
る
よ
う

に
さ
せ
る
。

(
2
)
時
期
・
対
象
・
教
材

①
時
期
1
1
九
九
五
年
1
学
期
前
半
　
②
対
象
-
三
年
生
二
ク
ラ

ス
　
(
文
系
)

③
教
材

序
二
一
二
九
・
五
九
・
七
三
二
五
五
段
(
教
科
書
『
古
典

総
合
L
 
l
九
九
四
年
　
角
川
書
店
刊
)
七
二
云
・
五
六
・
七

四
・
1
三
七
(
1
部
)
・
1
四
二
二
七
1
段
(
T
日
本
古
典

文
学
大
系
』
)

(
3
)
指
導
過
程

①
基
本
学
習

導
　
入
-
『
徒
然
草
」
を
読
む
た
め
に

展
　
開
-
兼
好
を
と
ら
え
る

ア
'
世
界
観
　
イ
'
人
生
観
　
ウ
'
社
会
観
エ
'
自
然
観

・
オ
.
人
間
観

ま
と
め
1
私
の
と
ら
え
た
兼
好

ア
'
小
論
文
　
イ
'
感
想
文
(
*
ア
・
イ
の
う
ち
ど
ち
ら
か

を
選
択
)

②
発
展
学
習

五
教
材
の
中
か
ら
7
つ
を
選
択
し
て
レ
ポ
ー
ト
(
要
約
・
感
想
へ
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各
二
〇
〇
字
)
　
提
出
。

(
4
)
学
習
指
導
計
画

サ. * ・ S 導 入

チ

展 開
「 一

つ 徒 徒
也" 蝣< I l l

丁 ③ 「 .② 「 .「 (》
.O I - - づ 革 革 ー

Î ^^^^ ^^^V ォ̂R ^ E ^K ォ9 ォ i!i 一 tc L の
変 ふ を 現 冒

し想 観
従 き観 る し ご の 観 れ を

な 託 を
マ

ォ

は の
る の い 見 世 む Iを な の く と 豊 里 哲
こ だ 二 ゆ を 閥 亨

= そ す

九 」 ー
m 5 # え豊 里 る 露 準 材

段 琶 上 † 段 -

解 雷 雪 見 空 に宴 ④ ③ (参 ① ④ ③ ② ① ョ ゥ ョ 竺 す 豊 里

学

管

加 助 兼 兼 . こ 理 に 指 兼 す 兼 ら兼 の 係 兼 い 兼
を 助 分 方 々 ど好 に 勤 好 好 別 れ 解 、示 好 る 好 え 好 理 助 好 る 好 徒 る 好 中
確 詞 な . の の が す 詞 の の 詞 ま 酬 毛 it 解 詞 の か が 然 。の の
定 晶 急 空 表 書 Pgt る ( 召二社 ) で を 、考 と世 革 .徒 語

l) き全 会 え い の

潤 .観観活んつにを用だ か助にう理に貫司対こを義.、雲量
. 対 と し文
ぬ し ら て 法
. 、え 、の

す ( し と ど
る の 、に う
。み 自 つ と

好 執 脈
言 結 の

ねじ 自 る本 知 . 文 自 づ 観 . 分 い ら 典 度 つ
〉 分 e 文 識 な 脈 分 く を だ な て え 味 や て
に の ( な に …、 ‥…..… …

ら

い

つ 考 読 係 . と り の つ 、ての 解 ど

いえみ助てを取詞理持る.解つ。助を。動揺一詞

圭 … 紺董
≡?.字3 2 2 3 1 時

発展学 習 基 本 学 習

判 まとめ展開◇ 「 「 ⑤
② くり 私 同 世 一人
感 小 の じ に 人 間
想 論 と 心 語 間 観

文 ら な り を
え ら 伝 と
た む ふ ら

蓋 望 蓋 云 毒 等 ・
1 好

≡ 告 重 き 至

n - i-f ^_

妄 方 富 読 曾 ② ①
各 間 兼

善 晋 算 よ 雷 管

休 に み み 自 白 観 好
み つ 取 、.の の を の を う が か り が
の い つ 内 園

毛 人

通 な ど と 、な
課 て た .容 心 し 息 の ら 虚 ぜ
題 感 兼 を に て い よ え 書 生
と 恐 好 要 基 兼 を う さ に ま
し を の 約 づ 好 抱 な せ 対 れ
て ま も す き の い 友 る し 、
謀 と の る 、 人 て を 。て 虚
し め の 。一 問 い 想 、 ど 冒
た る 見 つ 観 る 定 の に
。 。方 の を か し ‥.. よ は

. 章 考 理 、 う ど
感 l 段 え 解 そ に の
u t る す れ 対 よ
方 。る ぞ す う
. 班 ・ft る な

考 し に の も
ち .え て P ど が の

1 . .2

〓
　
「
徒
然
草
」
学
習
指
導
の
実
際

(
-
)
基
本
学
習
-
「
②
人
生
観
-
生
き
方
を
考
え
る
」
の
場
合

こ
こ
で
は
、
「
基
本
学
習
」
の
1
つ
と
し
て
行
っ
た
'
「
②
人
生

観
-
生
き
方
を
考
え
る
」
(
「
世
に
従
は
む
人
は
」
　
l
五
五
段
　
教

科
書
)
　
の
授
業
の
実
際
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
授
業
は
'

お
お
む
ね
、
次
に
揚
げ
た
指
導
案
の
よ
う
に
展
開
し
た
。
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ドさ
や
う
の
を
り
ふ
L
を
心
得
べ
き
な
り

・
か
な
ら
ず
果
た
し
遂
げ
む
と
思
は
む
こ
と

機
嫌
を
富
ふ
べ
か
ら
す

〒

生
・
住
・
異
・
減
の
変
化

ま
こ
と
の
大
事

し
ば
し
も
滞
ら
ず

た
だ
ち
に
行
ひ
ゆ
く
も
の
t
f
り

O
M
化
の
杜

①
「
つ
い
で
」
の
あ
る
油
の

ア
'
季
節

・
春
は
や
が
て
夏
の
気
を
も
よ
お
し

・
夏
よ
り
す
で
に
秋
は
通
ひ

・
秋
は
す
な
は
ち
寒
-
な
り

・
十
月
は
小
春
の
天
気

ィ
、
落
葉
　
　
　
l

下
よ
㌢
き
ざ
し
つ
は
る
に
絶
え
ず
し
て

②
「
つ
い
で
」
の
な
い
為
の

POTTOS
冗
-
前
よ
り
し
為
栗
た
ら
ず

か
ね
て
後
ろ
に
迫
れ
り

-.

こ
れ
　
(
四
季
の
変
化
)
　
に
過
ぎ
た
り

ー
イ
「
織
嫌
を
知
る
べ
L
L
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。

-
ウ
「
か
な
ら
ず
果
た
し
遂
げ
む
と
思
は
む
こ
と
」

に
つ
い
て
は
ど
う
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
か
。

-
エ
「
機
嫌
を
言
ふ
ペ
か
ら
す
」
と
い
う
理
由
を
述

5
K
E
M

ー
②
「
滞
ら
ず
た
だ
ち
に
行
ひ
ゆ
-
」
と
あ
る
が
'

変
化
の
様
を
具
体
的
に
ま
と
め
な
さ
い
。

I
ア
本
文
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
の
変
化
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
か
。

I
イ
挙
げ
た
も
の
を
「
つ
い
で
」
の
あ
る
も
の
と
な

い
も
の
に
分
け
な
さ
い
。

-
エ
T
季
節
」
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
と
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
か
。

-
オ
r
落
葉
」
は
ど
う
か
。

-
カ
「
生
・
病
・
死
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

-
キ
「
こ
れ
に
過
ぎ
た
り
」
の
「
こ
れ
」
は
何
を
指

し
て
い
る
か
。

I
 
r
沖
の
干
潟
.
.
.
I
は
ど
う
い
う
こ
と
の
比
境
か

☆
こ
の
段
の
感
想
を
人
生
観
を
中
心
に
書
き
な
さ
い
。

各
観
点
ご
と
に
分
類
し
た
教
材
を
学
習
す
る
ご
と
に
'
次
の
用
紙

に
感
想
を
書
か
せ
た
。
生
徒
が
感
想
を
記
入
し
た
用
紙
を
掲
げ
る
。

[
徒
然
草
I
兼
好
を
と
ら
え
P
]

◇
兼
好
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
に
つ
い
て
へ
あ
な
た
の
考
え
を
述
べ
な
さ
い
。

①
世
界
観

-
世
の
こ
七
わ
り
-

「
蟻
の
ご
と
-
に
集
ま
り
て
」

世
の
中
は
常
に
う
つ
り
変
わ
っ
て
い
-
も
の
へ
確
か
に
私
も
そ
う
思
う
。

し
か
し
、
「
自
分
」
と
い
う
も
の
を
磨
く
と
い
う
目
的
で
'
常
に
何

か
を
求
め
て
生
き
て
い
-
の
が
人
間
で
あ
る
と
思
う
し
'
私
は
そ
う

「 I ゥ 盲 去 曾 - 1 I ョ - ② き 「
同 世 人 人 心 理 社 世 人 ゆ あ
じ に 開 聞 . り1を 然 な 想 会 に 生 る だ
心 語 を 観 移 ふ J見 観 し の 観 従 観 と し
な り. と り し い と 世 は き 野
ら 伝 ら 変 の だ ∴( 兄 を 〈 む な の

...〈 む ( ふ え 〈 は す - ゆ 考 一 人 く 露 (
一 人 七 る る - .ら - ..四 る え 玉 は Ll 七
二 と 三 こ - 九 こ .二 者 る 五 」 畠 昌
段 .一 段 と 段 そ 段 も 段
、 、..′ ー

にだたはな「勤私節ら私で兼 **えのるうもも 切そるぬと雷死潤* I に ′が 事
し

つ . * ぎ ー 」 に つ
蝣S I, ' 思 に か れ そ 与 と 自 答 も ら は す ま 私 よ は の の と え な と 思 と と つ た い
曹 轟 う 、た ぱ も え っ 分 え し え ち ね , l1も う か 悪 心 こ も い い 。う

が な て て の が 、る の の l] と 考
え
ず

い は と な て こ
告 芝 等 そ た な ら 便 く は 心 出 ど の す も 感 も 革 、が こ こ も も と

れ う い な 」. れ ど に な の で 人 で し ど.ど い と と 、確 に
蓋 … 4X

ち お

に そ と か そ る ん 何 い 李 は く 間 T. な 世
の

し ん え だ が た か つ
白 を 思 つ の 場 な. か か 節 な 感 で い 、な る と ふ よ に い

分つうた言のくけり薬い、ど、を賢ゞ二撃致
うそつのよ

面季Lを節.み持もわ蝣z3tzて葉ついにて

ち.がくし一、..れ番体な美、いし心。いす

餐性の強い人

誉キ
持き

中のす′くての

絶入と思対で思つにもつたしあた.。てる。兼はと子好

鼎

、ろ
そ か

に れ の 革 く
う が う を聞
そ , そ 甲 く

る 貰 い
と い く

と とベ
い 思 て

ど
と

め; 言 等 人
の
気

い 思 ど の
け う も時
な B を 代れ な

が こ
を と の つ 。 忠 つ も

う く の
う うで
の か 戚

忠
ラ

r"

持
ち

い 確 思 だ

的 と つ て つ て 確 。せ が は と じ と か う け
H1 I

い れ
慧 ttI く も じ か

こ 恐 つ と に
な あ や た 取 季 に

な
つ

心 に 親 で
う 盗 の な

け が
な 人
い の
と

と ろ ま い う い る は ず つ 節 f 雷.lな く、 圭 ‡
こ 酎 よ し を う そ ほ か りね て 杏 と 考 。て
曇 号 嘉購 買 芸 ど 6. ど ら い n こ え 物 、ど親 現

矧 享P怠
貼 亨J至 思 ズ

5 mの だ の れ る だ
感 0 李,た 。け

ろ て 事
で L を
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(
2
)
基
本
学
習
の
ま
七
め
-
小
論
文
の
場
合
・

小
論
文
を
学
習
の
ま
と
め
と
し
て
書
か
せ
る
に
あ
た
り
、
次
に
掲

げ
た
手
引
き
を
用
意
し
た
。

[
参
考
〕
-
小
論
文
を
甘
く
た
め
に

兼
好
の
(
世
界
観
・
人
生
観
・
自
然
観
・
社
会
観
・
人
間
観
)

-
「
　
　
　
　
　
」
段
を
中
心
に
I

l
　
序
論
-
小
論
文
を
宰
-
動
戟
・
目
的
・
方
法
な
ど
.

m
T
こ
徒
然
草
」
は
'
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
'
元
弘
元
年
(
二
二
三
一
年
)
頃
に
一
応
の

成
立
を
み
た
と
さ
れ
て
い
る
。
以
来
、
六
百
教
十
年
に
わ
た
っ
て
'
人
々
に
広
く
読
ま
れ
、
さ
ま

ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
来
た
。
r
徒
然
革
」
の
内
容
は
'
説
話
・
処
世
訓
・
自
然
感
田
な
ど
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
薮
好
の
も
の
の
見
方
へ
感
じ
方
が
鋭
く
表
現
さ
れ
て
'
今
日

な
お
示
唆
深
い
。
本
論
で
は
'
(
「
　
　
」
)
の
段
を
取
り
上
げ
て
、
兼
好
の
(
世
界
観
・
人
生
観
・

社
会
観
・
自
然
観
・
人
間
観
)
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

(
2
)
優
れ
た
古
典
随
筆
文
字
と
し
て
有
名
な
r
徒
然
革
」
を
昏
い
た
兼
好
は
ど
の
よ
う
な
人
物

で
あ
っ
た
か
興
味
深
い
。
こ
こ
で
は
'
(
「
　
」
)
を
と
り
あ
げ
て
、
兼
好
の
(
世
界
観
・
人
生

観
・
社
会
観
・
自
然
観
・
人
間
観
)
　
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
.

2
　
本
論
-
中
心
と
な
る
問
局
を
具
体
的
に
考
察
し
'
筋
道
だ
て
て
述
べ
る
。

[例】

(
「
　
」
)
は
'
(
　
)
A
)
い
う
内
容
の
章
段
で
あ
る
0

割
'
こ
の
段
の
次
の
表
現
か
ら
考
察
す
る
。

①
「
注
-
原
文
を
引
用
す
る
」

②
「
　
　
　
　
　
　
　
　
」

こ
こ
に
は
'
(
　
　
　
)
と
い
う
考
え
方
が
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
'
兼
好
の
(
特
徴
的
な
・

独
特
の
・
伝
統
に
基
づ
く
'
根
本
的
な
'
1
つ
の
)
　
(
世
界
観
・
人
生
観
・
社
会
観
・
自
然
観
・

人
間
観
)
　
(
を
表
す
も
の
・
と
関
連
す
る
も
の
・
に
つ
な
が
る
も
の
)
と
い
え
る
。

測
吋
、
兼
好
は
'

③
「
注
-
原
文
を
引
用
す
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
(
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
は
、
ア
、
イ
'
ウ
の
三
点
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

は
'
(
　
　
)
と
い
う
も
の
の
見
方
が
よ
み
と
れ
る
。
(
こ
れ
は
、
「
　
　
」
と
い
う
表
現
か
ら
も

同
様
に
読
み
取
れ
る
も
の
の
見
方
で
あ
る
。
)
こ
こ
か
ら
兼
好
の
(
世
界
観
・
人
生
観
・
社
会
観
・

自
然
観
・
人
間
観
)
　
の
(
特
徴
・
1
瑞
・
本
質
・
根
本
)
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
.
・
長
後
に
へ
次
に
掲
げ
る
表
現
に
注
目
し
た
い
。

④
「
注
-
原
文
を
引
用
す
る
」

⑤
「
　
　
　
　
　
　
　
　
」

こ
れ
ら
は
'
(
　
)
に
つ
い
て
へ
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
に
は
、
兼
好
の

(
　
)
と
い
う
考
え
方
が
で
て
い
る
。
(
こ
れ
は
'
「
　
」
と
い
う
箇
所
に
も
表
れ
て
い
る
。
)

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
'
兼
好
の
(
世
界
観
・
人
生
観
・
社
会
観
㍉
自
然
観
・
人
間
観
)
の
(
義

、
_
本
・
特
赦
・
本
質
)
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

c
o
 
X
」
論
-
全
体
の
ま
と
め

【
凋
L

以
上
へ
兼
好
の
(
世
界
観
・
人
生
観
・
社
会
観
・
自
然
観
・
人
間
観
)
と
し
て
'
明
ら
か
に
な
っ

J
a
n
ロ
酎
f
T
T
r
F
T
f
W
r
a
班
e
g
g
層
[
3
川
臼

①②[
参
考
文
献
】

こ
の
手
引
き
は
、
次
の
点
を
ね
ら
い
と
し
て
用
い
た
。

ア
'
小
論
文
に
初
め
て
取
り
組
む
生
徒
に
、
経
験
的
に
小
論
文
の

書
き
方
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
。

イ
!
手
引
き
に
し
た
が
っ
て
書
-
こ
と
で
、
自
ら
と
ら
え
た
兼
好

の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
・
.
感
じ
方
を
論
証
的
に
表
現
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
。
小
論
文
の
手
引
き
は
'
次
の

点
を
工
夫
し
た
。

a
e
　
書
き
出
し
の
例
示
　
b
e
　
接
続
の
こ
と
ば
を
用
い
た
構

成
の
例
示
　
c
e
　
論
証
的
な
文
体
(
引
用
・
帰
納
・
考
察
・

補
説
)
　
の
例
示
　
d
e
　
考
察
の
過
程
で
参
考
と
な
る
こ
と
ば

の
例
示

ま
た
へ
　
こ
こ
で
は
省
略
し
た
が
、
手
引
き
に
基
づ
い
て
書
い
た
小

論
文
の
例
文
を
用
意
し
て
参
考
に
さ
せ
た
。
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(
3
)
発
展
学
習

課
題
プ
リ
ン
ト
に
示
し
た
五
つ
の
観
点
の
そ
れ
ぞ
れ
に
用
意
し
た

章
段
か
ら
一
つ
を
選
択
さ
せ
、
要
約
と
感
想
と
を
ま
と
め
て
提
出
さ

せ
た
。

三
　
生
徒
の
表
現
と
そ
の
考
察

-
　
基
本
学
習
に
お
け
る
感
想
文

(
1
)
「
人
生
観
-
生
き
方
を
考
え
る
-
」
の
場
合

(
A
)
私
も
世
の
軒
に
順
応
す
る
た
め
に
は
、
時
機
を
知
ら
な
け
れ
ば

で
も
私
は
い
つ
も
未
来
の
こ
と
ば
か
り
心
配
し
て
い
る
。
何
も
考
え
ず

に
ひ
た
す
ら
今
を
精
一
杯
生
き
た
い
　
(
w
S
女
)

(
C
)
兼
好
と
私
と
で
は
人
生
観
は
世
界
観
に
比
べ
て
共
通
点
が
あ
る
。

本
当
に
自
分
が
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
私
も
時
期
な
ど
を
見
計
ら
う

の
で
は
な
く
、
世
間
を
気
に
せ
ず
、
そ
の
時
そ
の
1
瞬
に
行
動
に
う
つ

す
こ
と
が
最
も
人
間
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か
し
'
⑤
現
祖
剖
可

朝
V
-
つ
.
川
~
引
川
,
^
,
,
追
-
i
-
'
=
一
i
'
C
^
l
f
'
<
蝣
・
*
?
叫
叫
析
r
v
-
'
で
あ
り
'

ど
う
し
て
も
⑥
世
間
を
気
に
し
な
が
ら
行
動
す

人
生
観
こ
そ
理
想
で
あ
る
。
(
S
H
男
)

る
自
分
た
ち
は
兼
好
の

な
ら
な
い
と
思
う
。
.
①
で
も
そ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
、
も
し

物
事
の
都
合
の
よ
i
S
時
機
を
本
当
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
ら
世
の
中
に

は
「
後
悔
」
な
ん
;
t
J
な
-
な
る
の
だ
ろ
う
な
あ
と
思
う
。
時
が
た
つ
の

は
本
当
に
早
-
t
J
r
時
機
を
知
っ
て
や
り
た
い
こ
と
は
や
っ
て
お
か

い
と
'
い
つ
死
が
訪
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
②
圃
叫
到
到
u
可
到
到
劇

え
な
い
よ
う
自
分
の
生
き
方
を
し
っ
か
り
見
つ
け
る
べ
き
だ
と
思
っ
た
。

(
N
C
女
)
[
注
首
号
,
傍
線
は
便
宜
上
渡
辺
が
付
し
た
。
以
下
同
じ
〕

(
ち
)
変
化
に
つ
`
い
て
作
者
は
、
季
節
や
人
の
命
の
こ
と
を
書
い
て
い

る
。
③
で
も
今
の
私
は
ど
う
し
て
も
も
っ
と
細
か
い
、
私
自
身
の
心
の

移
り
変
わ
り
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
き
っ
と
私
が
ま

だ
若
い
か
ら
だ
と
思
う
。
人
は
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
し
、
も
し
か

し
た
ら
明
日
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
。
④
で
も
私
は
そ
ん
な
こ
と
を
わ
か
っ

叫
」
川
村
川
引
判
別
叫
叫
い
)
'
-
>
-
h
U
'

Z
.
C
W
-
"
'
'
枯
司
川

'
-
Q
^
^
J
-
'
I
J
'
"
1

ヨ
刊
叫
輔
p
-
,
;
'
畑
山
封
叫
可
引
く
こ
れ
は
い
い
こ
と
・
>
'
.
・

の
か
、
悪
い
こ
と
な
の
か
い
ま
の
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

兼
好
の
人
生
観
(
「
世
に
従
は
む
人
は
」
)
に
つ
い
て
の
読
み
の
反

応
が
感
想
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
　
ォ
)
は
、
①

で
経
験
か
ら
得
た
時
機
を
知
る
こ
と
の
難
し
さ
を
述
べ
な
が
ら
も
へ

兼
好
の
考
え
に
沿
っ
て
'
②
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
(
B
)
で
は
'

兼
好
の
考
え
を
理
解
し
な
が
ら
も
へ
年
若
い
た
め
に
'
ま
た
へ
三
年

生
と
し
て
進
路
の
こ
と
が
気
に
か
か
る
た
め
に
、
③
④
の
よ
う
に
'

共
感
で
き
な
い
生
徒
の
こ
こ
ろ
が
素
直
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
　
(
o
)

に
は
、
兼
好
の
人
生
観
を
理
想
と
し
共
感
を
寄
せ
な
が
ら
も
へ
「
現

社
会
」
「
世
間
」
が
気
に
か
か
り
、
実
行
す
る
こ
と
を
断
念
せ
ざ
る

を
得
な
い
現
状
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
教
材
と
生
徒
と
の

対
話
・
交
流
が
「
人
生
観
」
を
窓
口
に
し
て
成
立
し
て
い
る
と
思
わ

R
E
Sこ

こ
で
は
、
人
生
観
に
関
す
る
感
想
を
紹
介
し
た
。
生
徒
は
、
他

に
、
世
界
観
、
社
会
観
、
人
間
観
、
自
然
観
か
ら
構
成
し
た
教
材
を

読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
各
自
の
読
み
の
反
応
を
感
想
文
と
し
て
書
い
て
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い
る
。
書
-
こ
と
を
通
し
て
、
各
自
の
感
じ
考
え
発
見
し
た
こ
と
を

確
か
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
へ
徒
然
草
と
兼
好
へ
の
興
味
・
関
心
を

深
め
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

2
　
基
本
学
習
に
お
け
る
小
論
文

小
論
文
に
つ
い
て
へ
　
1
例
を
紹
介
し
'
考
察
し
た
い
。

(
A
)
兼
好
の
人
生
観

'
「
徒
然
草
」
に
つ
い
て
諸
説
様
々
で
あ
る
が
'
元
弘
元
年
二
三
三

f
年
)
　
に
1
応
成
立
し
'
以
来
人
々
に
様
々
な
方
面
に
お
い
て
影
響
を

及
ぼ
し
て
き
た
へ
「
徒
然
草
」
に
は
説
話
'
処
世
訓
へ
自
然
観
照
な
ど

多
岐
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
ぞ
れ
に
兼
好
の
も
の
の
見

方
や
感
じ
方
が
鋭
い
視
点
か
ら
措
か
れ
て
い
て
、
成
立
か
ら
六
百
年
た
っ

た
今
で
も
示
唆
深
い
も
の
が
あ
る
。
本
論
で
は
、
「
世
に
従
は
む
人
は
」

(
第
1
五
五
段
)
　
を
取
り
上
げ
て
'
兼
好
の
人
生
観
の
ひ
と
つ
を
あ
き

ら
か
に
し
た
い
。

(
a
)
討
喝
叫
人
間
は
生
き
て
行
-
上
で
物
事
を
す
る
潮
時
を
知
る

③
「
生
・
住
・
異
・
減
の
移
り
変
は
る
ま
こ
と
の
大
事
は
'
た
け

き
河
の
み
な
ぎ
り
流
れ
る
が
ご
と
し
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
は
'
す
ぐ
後
に
書
か
れ

て
い
る
へ
　
人
生
は
「
し
ば
し
も
滞
ら
ず
、
た
だ
ち
に
行
ひ
ゆ
く
も
の
な

り
。
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
③
か
ら
は
人
生
は
無
常
な
`
も
の
で
あ
る
と
い

う
見
方
が
よ
み
と
れ
る
。
d
盛
大
劃
固
叫
楓
剥
到
矧
珂
矧

る
こ
と
が
で
き
る
。

川
丹
U
へ
.
決
り
…
^
K
'
^
;
u
i
^
-
-
"
{
-
 
'
.

④
「
四
季
は
な
は
定
ま
れ
る
つ
い
で
あ
り
。
」

⑤
「
死
期
は
つ
い
で
を
待
た
ず
。
」

こ
れ
ら
は
「
四
季
」

と
「
死
期
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、

(
C
)
読
み
方
に
つ
い
て
同
音
で
あ
る
が
、
1
定
の
も
の
と
一
定
で
な

い
も
の
と
を
対
比
さ
せ
て
効
果
的
に
用
い
て
い
る
　
(
蝣
a
)
　
M
.
叫
引
矧

.
[
掃
.
に
は
、
 
~
≠
ヨ
蝣
¥
z
¥
　
　
叫
叫
川
叫
^
-
J
2
.
-
'
-
 
-
'
r
-
:
^
-
i
f
J
¥
J
Z

引
　
(
'
-
)
　
　
　
　
討
…
　
　
　
　
…
1
1
.
日
.
小
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て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
兼
好
の
人
生
観
と
し
て
、

明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め

べ
き
だ
と
述
べ
た
章
段
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
段
の
次
の
表
現
か
ら
考

笥
引
。①

「
世
に
従
は
む
人
は
へ
ま
づ
機
嫌
を
知
る
べ
し
。
」

②
「
た
だ
し
へ
病
を
受
け
へ
子
産
み
、
死
ぬ
る
こ
と
の
み
、
機
放

を
は
か
ら
ず
。
」

①
に
は
'
全
-
先
に
書
い
た
内
容
の
考
え
方
が
表
れ
て
い
る
が
、
②

に
は
'
①
の
例
外
と
し
て
の
も
の
が
書
か
れ
て
お
り
、
(
b
)
司
叫
引

は
根
本
的
な
人
生
観
を
表
す
も
の
と
い
え
る
。

次
に
兼
好
は
'

れ
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

①
人
間
は
'
本
当
に
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
重
大
事
に
対
し
て
は
時

機
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
考
え
ず
に
'
ど
ん
ど
ん
実
行

す
べ
き
で
あ
る
。

②
人
生
と
は
'
勢
い
さ
か
ん
な
河
が
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
流
れ
る
よ

う
に
、
無
常
な
も
の
で
あ
る
。

③
①
の
考
え
の
理
由
と
し
て
、
死
期
と
い
う
も
の
は
不
定
の
も
の
で

予
測
し
得
な
い
。
(
0
・
N
男
)

(
注
　
傍
線
'
お
よ
び
　
　
(
^
)
等
の
記
号
は
渡
辺
が
付
し
た
。
)

序
論
部
の
書
き
出
し
へ
　
ま
た
へ
本
論
部
、
結
論
部
の
傍
線
部
に
見



ら
れ
る
、
腰
続
の
こ
と
ば
の
用
い
方
、
論
証
的
な
文
体
、
考
察
の
ま

と
め
と
な
る
こ
と
ば
の
用
い
方
に
、
「
手
引
き
」
を
利
用
し
た
こ
と

が
表
れ
て
い
る
。
こ
の
生
徒
は
'
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
問
題
は
あ
る

が
'
「
手
引
き
」
に
し
た
が
っ
て
書
-
こ
と
で
、
ほ
ぼ
構
成
の
整
っ

た
論
証
的
な
小
論
文
に
仕
上
げ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
小
論
文
に

は
次
の
i
t
う
な
問
題
点
が
兄
い
だ
さ
れ
る
。

ア
t
　
傍
線
部
a
は
へ
　
こ
の
章
段
の
内
容
を
要
約
し
た
箇
所
で
あ
る

が
、
適
切
な
要
約
と
な
っ
て
い
な
い
。

イ
'
傍
線
部
.
Q
・
<
D
は
、
帰
納
的
に
兼
好
の
見
方
を
と
ら
え
る
べ

き
と
こ
ろ
で
濁
る
が
'
的
確
に
と
ら
え
て
い
な
い
。

ウ
`
傍
線
部
c
T
d
に
は
、
読
み
誤
り
が
見
ら
れ
る
。

以
上
、
7
例
を
溜
介
し
考
察
し
た
。
そ
の
他
の
小
論
文
も
併
せ
て

考
え
る
と
'
小
論
文
の
「
手
引
き
」
は
、
論
の
展
開
を
整
え
へ
論
証

的
に
文
章
を
書
-
う
ぇ
で
お
お
む
ね
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
'
以
下
の
ま
う
な
、
①
対
象
と
す
る
章
段
の
要
旨
を
的
確
に

と
ら
え
て
い
な
い
濁
確
に
表
現
で
き
て
い
な
い
)
例
が
見
ら
れ
た
'

②
論
の
展
開
に
滑
ち
か
さ
と
撤
密
さ
が
欠
け
て
い
る
も
の
が
多
い
、

ザ

、

。

③
引
用
し
た
も
の
か
ら
帰
納
的
に
本
質
を
と
ら
え
る
点
が
十
分
で
は

な
い
'
④
引
用
が
適
切
で
な
い
滝
の
が
多
か
っ
た
t
な
ど
の
問
題
点

も
兄
い
だ
さ
れ
た
。

四
.
F
徒
然
草
』
学
習
指
導
の
反
省
と
課
信

以
下
の
指
導
目
標
の
達
成
と
学
習
指
導
の
工
夫
の
有
効
性
と
い
う

観
点
に
絞
っ
て
述
べ
た
い
。

-
　
指
導
員
標
の
達
成

①
ア
'
世
界
観
　
イ
'
人
生
観
　
ウ
t
・
社
会
観
・
エ
.
自
然
観

オ
`
人
間
観
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
で
き
た
と
考
え

る
。
し
か
し
'
兼
好
の
人
間
像
の
全
体
的
把
握
に
ま
で
は
至
ら

な
か
っ
た
。
兼
好
の
人
間
像
に
つ
.
3
て
ま
と
め
さ
せ
る
時
間
を

設
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
も
考
え
る
。

②
基
本
学
習
に
お
け
る
感
想
文
を
読
む
か
ぎ
り
、
兼
好
の
感
じ
方
・

考
え
方
と
自
ら
の
そ
れ
を
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
へ
自
ら
の
も
の

の
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
を
広
げ
て
い
っ
た
と
考
え
る
。

③
徒
然
草
に
頻
出
す
る
語
へ
助
詞
(
副
助
詞
・
係
助
詞
)
へ
助
動

詞
へ
表
現
技
巧
　
(
対
句
・
比
喰
)
　
に
関
し
、
1
定
の
理
解
は
得

ら
れ
た
が
、
応
用
力
と
し
て
働
か
せ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

④
指
導
の
工
夫
の
①
③
に
よ
っ
て
へ
教
科
書
ど
お
り
の
順
番
で
徒

然
草
を
扱
っ
た
時
よ
り
も
'
関
心
を
持
ち
、
積
極
的
に
学
習
に

参
加
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
　
学
習
指
導
の
工
夫

①
理
解
の
観
点
設
定

設
定
し
た
観
点
が
'
教
材
を
読
む
際
の
切
り
口
と
し
て
働
い
て

い
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
対
話
・
交
流
す
る
L
J
A
め
の
ル
ー
ト
と

し
て
も
働
い
た
と
考
え
る
。
観
点
が
1
面
的
読
み
を
も
た
ら
せ

た
と
も
思
う
が
'
現
時
点
で
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

②
指
導
過
程
-
基
本
学
習
か
ら
発
展
学
習
へ
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基
本
学
習
で
何
を
育
成
す
る
か
を
十
分
に
検
討
し
て
い
な
か
っ

た
。
ま
た
、
発
展
学
習
を
夏
休
み
の
課
題
と
し
て
簡
略
化
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
点
も
反
省
さ
れ
る
。
し
か
し
、
指
導
過
程
に

基
本
1
応
用
1
発
展
を
組
み
込
み
、
つ
け
る
べ
き
力
を
応
用
力

に
ま
で
高
め
る
指
導
を
行
う
考
え
方
は
今
後
に
生
か
し
た
い
。

③
理
解
と
表
現
の
関
連
指
導
.

ア
'
感
想
文
-
生
徒
各
自
に
と
っ
て
の
読
み
の
お
も
し
ろ
さ
を

引
き
出
し
、
興
味
関
心
を
深
め
る
と
考
え
た
。
し
か
し
へ
　
そ

の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
に
さ
ら
に
試
み
検
証
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

イ
`
小
論
文
-
引
用
の
仕
方
へ
論
の
精
密
な
展
開
、
的
確
な
こ

と
ば
の
使
用
、
帰
納
法
の
適
用
等
に
問
題
点
は
あ
る
が
、
三

年
生
の
読
み
と
し
て
'
精
確
な
内
容
理
解
と
そ
の
表
現
を
目

標
と
す
る
上
で
'
さ
ら
に
試
み
た
い
。

④
学
習
課
題
・
学
習
の
手
引
き
の
作
成

ア
`
学
習
課
題
-
有
効
で
あ
っ
た
と
は
考
え
る
が
、
今
後
は
、

・
問
題
把
握
1
解
決
と
い
う
学
習
を
主
体
的
に
行
わ
せ
る
た
め

の
「
手
引
き
」
を
工
夫
し
て
作
り
た
い
。

イ
'
「
参
考
-
小
論
文
を
書
-
た
め
に
」
　
(
方
法
提
示
)
、
「
参

考
-
小
論
文
を
書
-
た
め
に
」
　
(
例
文
提
示
)
　
の
二
つ
を

「
手
引
き
」
と
し
て
与
え
た
。
生
徒
の
ほ
と
ん
ど
が
「
手

引
き
」
を
参
考
に
ま
と
め
て
い
た
。
「
手
引
き
」
∵
は
、
有
効

で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
③
の
イ
で
示
し
た
問
題
点
も
あ

る
。
今
後
は
、
表
現
の
系
統
的
指
導
を
も
考
え
、
有
効
な

工
夫
を
考
え
た
い
。

お
わ
り
に

r
徒
然
草
j
の
授
業
を
表
現
を
軸
に
試
み
、
そ
の
工
夫
の
有
効
性

を
考
察
し
た
。
以
前
の
授
業
に
比
べ
、
手
ご
た
え
を
感
じ
る
こ
と
は

で
き
た
が
'
そ
の
さ
さ
や
か
な
手
ご
た
え
が
何
に
よ
る
か
、
実
証
的

に
報
告
す
る
ヱ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
周
到
な
実
験
・
研
究
授
業
の

必
要
も
感
じ
て
い
る
。
今
後
、
先
行
研
究
に
学
ぶ
と
と
も
に
、
こ
こ

で
用
い
た
工
夫
を
他
の
教
材
に
つ
い
て
も
用
い
へ
そ
の
有
効
性
を
と

ら
え
て
い
き
た
い
。

付
記
-
本
稿
は
、
第
3
7
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で

口
頭
発
表
し
た
も
の
を
基
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
発

表
時
に
助
言
-
だ
き
っ
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

(
大
阪
府
立
和
泉
高
等
学
校
)
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