
2

小
論
文
と
は
何
か
を
知
ろ
う

入試突破のための
小論文講義

1

ZT1B10-11ZZ-01

１
　
は
じ
め
に

　
い
ま
か
ら
小
論
文
を
学
び
始
め
る
人
た
ち
に
は
、
小
論
文
っ
て
何
か
ら
や
れ
ば
よ

い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
何
を
書
い
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
大
変
そ
う
だ
な
あ
、

面
倒
だ
な
あ
…
…
、
と
い
っ
た
思
い
を
持
っ
て
い
る
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
（
そ
う

で
な
い
人
に
は
ゴ
メ
ン
な
さ
い
）。
確
か
に
、
文
章
を
書
く
こ
と
は
け
っ
し
て
楽
な

こ
と
で
は
な
い
し
、
他
の
教
科
と
違
っ
て
学
習
の
手
順
も
漠
然
と
し
て
見
え
に
く

く
、
不
安
ば
か
り
が
膨
ら
む
科
目
で
す
。
短
期
間
で
飛
躍
的
に
実
力
が
伸
び
る
、
と

い
う
こ
と
も
な
か
な
か
期
待
で
き
ま
せ
ん
。

　
で
も
、
こ
の
講
座
を
通
じ
て
少
し
ず
つ
で
も
着
実
に
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
く
な

ら
、
必
ず
何
か
を
得
る
こ
と
を
保
証
し
ま
す
。
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
は
、
小
論
文

と
い
う
科
目
の
特
性
上
、
君
た
ち
一
人
一
人
で
異
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
志
望
大
学

合
格
は
、
誰
に
と
っ
て
も
そ
の
何
か
の
一
つ
に
な
り
ま
す
が
。
そ
し
て
、
単
に
合
格

に
と
ど
ま
ら
な
い
成
果
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
最
初
に
強
調
し
て
お
き
ま
す
。

君
た
ち
が
手
に
入
れ
る
の
は
、
自
分
を
見
る
目
で
あ
り
、
社
会
を
見
る
目
で
あ
り
、

自
分
自
身
の
「
可
能
性
」
の
広
が
り
な
の
で
す
。

◆
な
ぜ
「
小
論
文
試
験
」
な
の
か

　
で
は
、
そ
も
そ
も
小
論
文
試
験
は
何
の
目
的
で
行
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
言
い
古

さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
従
来
の
教
科
試
験
の
限
界
が
明
ら
か
に

な
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
学
生
の
「
思
考
力
」「
表
現
力
」
の
低
下
は
か
な
り
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
実
際
、
大
学
の
授
業
の
中
心
を
な
す
べ
き
「
ゼ
ミ
」
が
有

効
に
機
能
し
な
か
っ
た
り
、
レ
ポ
ー
ト
や
論
文
へ
の
取
り
組
み
方
の
わ
か
ら
な
い
学

生
が
増
加
し
た
り
す
る
事
態
に
、
大
学
の
先
生
は
頭
を
悩
ま
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
入
試
制
度
の
せ
い
だ
、
と
い
う
批
判
は
あ
ち
こ
ち
で
聞
か
れ
ま
す
が
、
単
に
制

度
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
教
師
や
大
学
な
ど
誰
か
の
せ
い
に
す
れ
ば
解
決
す

る
類
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
概
に
教
科
試
験
が
悪
い
と
も
言
え
ま
せ

ん
。実
際
、大
学
と
は
研
究
機
関
な
の
で
あ
り
、そ
の
研
究
は
高
度
に
専
門
化
し
、日
々

進
展
し
て
い
ま
す
か
ら
、
大
学
で
学
ぶ
た
め
に
は
高
校
で
各
教
科
の
学
力
を
し
っ
か

り
養
っ
て
お
く
こ
と
も
不
可
欠
で
す
。し
か
し
、競
争
の
激
化
が
受
験
勉
強
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
化
を
招
い
た
こ
と
も
確
か
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
大
学
は
入
学
試
験
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を

凝
ら
し
、
自
分
で
考
え
る
力
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
で
は
な
い
真
の
対
応
力
）
を
見
る
試

験
に
よ
っ
て
、
他
者
に
自
分
の
考
え
を
的
確
に
表
現
す
る
力
を
持
っ
た
学
生
を
選
ぶ

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
面
接
も
そ
の
一
つ
で
す
し
、
小
論
文
が
こ
れ
ほ
ど
広

ま
っ
た
の
も
、
（
最
善
と
は
言
え
な
く
と
も
）
よ
い
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
し
ょ
う
。
実
際
、
小
論
文
試
験
で
合
格
し
た
学
生
は
、
大
学
入
学
後
も
自
主
性

が
あ
っ
て
積
極
的
に
学
ぶ
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
評
価
も
出
て
き
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
や
は
り
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
小
論
文
を
通
じ
て
得
た
成
果
が
生
き
て
く

る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

２
　
小
論
文
と
は
何
か

◆
「
作
文
」
と
ど
う
違
う
？

　
小
論
文
に
初
め
て
取
り
組
む
人
が
ま
ず
頭
を
悩
ま
せ
る
の
は
、「
論
理
的
に
書

け
」「
作
文
と
は
違
う
」と
い
う
注
文
で
し
ょ
う
。「
論
理
的
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
」

「
作
文
と
ど
こ
が
違
う
の
？
」
…
。
こ
の
疑
問
は
も
っ
と
も
な
も
の
で
、
例
え
ば
国

語
の
時
間
に
「
論
理
的
な
表
現
の
た
め
の
言
葉
づ
か
い
と
は
」
と
い
っ
た
教
わ
り
方

を
し
た
人
は
、
日
本
で
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。

　
定
義
づ
け
の
違
い
は
明
示
し
に
く
い
で
す
が
、「
作
文
」
は
文
章
表
現
そ
の
も
の

の
魅
力
、
つ
ま
り
印
象
的
な
表
現
や
書
き
手
の
感
性
の
豊
か
さ
を
感
じ
取
る
こ
と

に
、
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
小
論
文
」
で
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小
論
文
と
は
何
か
を
知
ろ
う

1 も
文
章
表
現
は
重
要
で
す
が
、「
作
文
」
で
効
果
を
持
つ
比
喩
表
現
の
よ
う
な
凝
っ

た
言
い
回
し
は
必
要
と
し
ま
せ
ん
。

　
作
文
的
な
も
の
の
言
い
方
を
出
発
点
に
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
小
さ
な
子
ど

も
の
作
文
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
文
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
　「
僕
は
文
章
を
書
く
の
が
き
ら
い
だ
。」

　
確
か
に
自
分
の
思
っ
た
こ
と
を
言
葉
に
表
し
た
文
で
す
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
内

容
は
ま
っ
た
く
の
個
人
的
事
柄
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
小
さ
な
子
ど
も
が
主
に

こ
う
し
た
表
現
に
偏
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
、
こ
れ
は
自
分
を
客
観
的
に
見
る
こ
と

が
ま
だ
で
き
な
い
（
＝
対
象
化
で
き
な
い
）
時
期
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で

す
。
し
か
し
、読
み
手
に
自
分
の
感
じ
た
こ
と
、考
え
た
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う
、

納
得
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
「
な
ぜ
き
ら
い
な
の
か
」
と
い
う
根
拠

を
示
す
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
例
の
場
合
、「
面
倒
だ
か
ら
」
な

ど
と
い
う
根
拠
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
や
は
り
個
人
的
事
情
に
過
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、
こ

の
内
容
で
「
論
理
的
」
に
書
く
の
は
や
や
無
理
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。
で
は
次
の

よ
う
な
文
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

　
　「
文
章
を
書
く
の
は
難
し
い
と
思
う
。」

こ
れ
な
ら
自
分
の
考
え
を
読
み
手
と
共
有
す
る
接
点
も
見
つ
け
ら
れ
そ
う
で
す
。
例

え
ば
、

　
　 「
文
章
を
書
く
の
は
難
し
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
頭
に
思
い
描
い
た
内
容
を

完
全
に
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。」

こ
れ
が
根
拠
の
示
さ
れ
た
文
で
す
。

　
論
理
的
に
書
く
と
は
、
こ
う
し
た
論
じ
る
際
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
「
論
拠
」
の
提

示
と
と
も
に
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
が
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
小
論
文
は

こ
の
「
論
拠
」
が
不
可
欠
で
あ
る
点
で
「
作
文
」
と
大
き
く
異
な
る
の
で
す
。

◆
論
拠
を
示
す
た
め
に
は

　
で
は
、
上
の
文
章
に
お
い
て
、「
な
ぜ
な
ら
」
以
下
の
記
述
が
導
か
れ
る
た
め
に

は
何
が
必
要
で
し
ょ
う
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、「
ど
う
い
う
点
に
難
し
さ
が

あ
る
の
か
」
と
い
う
「
問
い
」
が
先
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

そ
の
「
問
い
」
そ
の
も
の
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
、「
論
理
的
に
書
く
」
こ
と
、

つ
ま
り
小
論
文
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
で
す
。「
ど
こ
が
難
し
い
の
か
」
と
い
う
「
問

い
」
か
ら
さ
ら
に
絞
り
込
ん
で
み
る
と
、

　
　
　「
文
章
を
書
く
と
い
う
作
業
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」

　
　
　「
そ
れ
は
自
分
の
考
え
を
言
葉
に
置
き
換
え
る
作
業
だ
」

　
　
　 「
で
は
言
葉
は
自
分
の
考
え
を
そ
の
ま
ま
映
せ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
」

と
い
っ
た
よ
う
に
進
ん
で
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
論
拠
」
を
示
し
た
文
章
の
背

後
に
は
、
こ
う
し
た
「
問
い
」
が
さ
ま
ざ
ま
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
君
た
ち
が
今
後
小
論
文
を
通
し
て
何
か
を
考
え
、
そ
れ
を
文
章
化
す
る

際
に
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
問
い
」
を
い
か
に
適
切
に
導
き
出
し
、
そ
れ

を
ど
れ
だ
け
自
分
の
も
の
と
し
て
追
究
で
き
る
か
と
い
う
点
な
の
で
す
。

　
当
然
な
が
ら
、
小
論
文
問
題
で
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
に
つ
い
て

自
分
か
ら
疑
問
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
「
問
い
」
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
と

り
わ
け
、社
会
に
お
い
て「
常
識
」と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、自
分
で
も「
当
た
り
前
」

と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
疑
っ
て
み
る
こ
と
が
肝
心
で
す
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
自

分
の
考
え
た
こ
と
（
書
い
た
こ
と
）
を
疑
っ
て
み
よ
う
、
と
す
す
め
て
お
き
ま
す
。

自
分
自
身
を
問
い
直
す
こ
と
の
重
要
性
は
、
こ
の
講
義
で
も
こ
れ
か
ら
随
所
に
出
て

く
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。
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３
　
小
論
文
の
形
式
・
様
式
を
知
る

　
小
論
文
が
「
自
分
の
考
え
」
を
論
理
的
に
述
べ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
先
に
述

べ
ま
し
た
。
で
は
、
そ
れ
を
実
際
に
解
答
の
形
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
し
た

ら
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
小
論
文
を
形
に
す
る
た
め
の
要
点
に
つ
い
て
概
説

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

◆
小
論
文
の
基
本
は
「
三
要
素
」

　
先
に
、
小
論
文
に
は
「
論
拠
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
問
い
」
が
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、「
答

え
」
つ
ま
り
「
主
張
・
見
解
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
こ
と
は
、
小
論
文
を
構
成
す
る
の
は
「
問
い
」「
答
え
」
そ
し
て
「
論
拠
」

の
三
要
素
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　「
問
い
」
は
考
察
の
出
発
点
で
あ
り
、
論
述
の
中
心
的
な
内
容
（
＝
主
題
）
を
方

向
づ
け
る
も
の
に
な
り
ま
す
。
自
分
で
提
示
し
た「
問
い
」に
従
っ
て
考
察
を
進
め
、

そ
の
小
論
文
で
証
明
し
よ
う
と
す
る
中
心
的
な
問
題
点
を
引
き
出
す
こ
と
が
必
要
で

す
。
こ
の
「
問
い
」
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
考
察
対
象
を
「
論
点
」
と
言
い
ま
す
。

　
た
い
て
い
の
場
合
、
小
論
文
問
題
（
つ
ま
り
設
問
文
と
課
題
文
）
が
示
す
考
察
対

象
の
範
囲
は
あ
る
程
度
の
広
が
り
が
あ
り
、
漠
然
と
し
て
い
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま

す
。「
自
然
と
人
間
」「
自
由
と
は
何
か
」
な
ど
と
い
っ
た
設
問
の
場
合
、
特
に
考
察

範
囲
が
広
く
な
り
ま
す
。
八
○
○
字
、
一
○
○
○
字
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
字
数
で
考

え
を
展
開
す
る
に
は
、
対
象
が
大
き
す
ぎ
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
設
問
文
（
お

よ
び
課
題
文
）
を
も
と
に
考
え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
提
起
を
自
分
な
り
に
挙

げ
て
み
て
吟
味
し
、
絞
り
込
む
作
業
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
小
論
文

の
制
限
字
数
の
範
囲
で
論
述
で
き
る
問
題
点
は
一
つ
だ
け
だ
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ

う
。あ
れ
も
こ
れ
も
と
問
題
点
を
取
り
上
げ
て
も
、そ
れ
に
つ
い
て
十
分
に
論
じ
る
、

つ
ま
り
自
分
の
考
え
と
そ
の
根
拠
を
十
分
に
提
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ

と
を
、
し
っ
か
り
意
識
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　「
答
え
」
と
は
、問
い
に
対
し
て
自
分
で
提
示
す
る
「
主
張
・
見
解
」
の
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
は
、
自
分
な
り
の
価
値
判
断
・
考
え
た
結
論
が
、
読
み
手
に
対
し
て
明
確
に

伝
わ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
読
み
手
に
遠
慮
す
る
あ
ま
り
遠
回
し
な

表
現
ば
か
り
に
な
っ
た
り
、
推
測
・
推
量
と
し
て
し
か
「
答
え
」
を
示
さ
な
い
の
で

は
、
自
分
の
立
て
た
「
問
い
」
か
ら
逃
げ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
（
も
ち
ろ
ん
、
必
ず

し
も
断
定
で
き
な
い
事
柄
も
多
く
存
在
し
ま
す
が
）。

　
そ
う
し
た
結
論
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
重
要
な
の
が
、「
論
拠
」
を
考
え
る
プ
ロ

セ
ス
で
す
。「
考
察
」
と
は
、
こ
の
「
論
拠
」
を
十
分
に
練
り
上
げ
て
い
く
プ
ロ
セ

ス
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　「
問
い
」
＝
こ
れ
か
ら
自
分
が
論
じ
て
い
く
問
題
点
を
絞
り
込
む

　「
答
え
」
＝「
問
い
」
に
関
す
る
自
分
の
主
張
や
見
解

　「
論
拠
」
＝ 

自
分
の
提
示
し
た
主
張
や
見
解
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
う
言
え
る

の
か
を
説
明
す
る
理
由
づ
け

◆
三
要
素
を
自
在
に
構
成
す
る

　
こ
の
「
問
い
」「
答
え
」「
論
拠
」
の
三
要
素
を
答
案
と
し
て
構
成
す
る
わ
け
で
す

が
、
実
際
の
論
述
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
構
成
順
序
は
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、

　〈
問
い
の
提
示
〉
↓
〈
論
拠
の
提
示
〉
↓
〈
答
え
＝
主
張
・
見
解
の
提
示
〉

と
い
う
順
序
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
し
ょ
う
が
、「
論
拠
」
の
提
示
で
は
、
具
体
例

や
課
題
文
の
読
解
な
ど
を
通
じ
た
「
考
察
」
に
つ
い
て
、
字
数
を
費
や
し
て
述
べ
る

ZT1B10-11ZZ-03
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第1編  入試突破のための小論文講義

小
論
文
と
は
何
か
を
知
ろ
う

1 こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
は
じ
め
の
う
ち
は
、
そ
の
論
が
ど
の
よ
う
な
答

え
に
た
ど
り
着
く
の
か
見
通
し
が
立
ち
に
く
く
な
り
が
ち
で
す
。
そ
う
し
た
場
合
、

次
の
よ
う
な
構
成
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　〈
問
い
の
提
示
〉
↓
〈
主
張
・
見
解
の
提
示
〉
↓
〈
論
拠
の
提
示
〉

こ
の
構
成
の
利
点
は
、
読
み
手
に
論
全
体
の
主
旨
が
伝
わ
り
や
す
い
こ
と
と
、
書
く

側
の
君
た
ち
に
と
っ
て
も
論
の
方
向
を
確
認
し
や
す
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
た

だ
、
字
数
が
多
く
な
る
と
か
え
っ
て
最
後
の
ま
と
ま
り
に
欠
け
る
恐
れ
も
生
じ
て
き

ま
す
の
で
、

　〈
問
い
の
提
示
〉
↓
〈
主
張
・
見
解
の
提
示
〉
↓
〈
論
拠
の
提
示
〉
↓
〈
主
張
・

見
解
の
再
確
認
〉

と
い
う
四
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
で
構
成
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
な
る
と
、
そ
の

ま
ま
標
準
的
な
四
段
落
構
成
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　
中
に
は
三
○
○
字
、
四
○
○
字
と
い
っ
た
短
い
字
数
で
論
述
さ
せ
る
も
の
も
見
ら

れ
、
ま
た
「
問
い
」
が
設
問
で
あ
ら
か
じ
め
絞
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
た
場
合
は
、

　〈
主
張
・
見
解
の
提
示
〉
↓
〈
論
拠
の
提
示
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
い
は

　〈
論
拠
の
提
示
〉
↓
〈
主
張
・
見
解
の
提
示
〉

と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
構
成
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
構
成
に
関
し
て
は
、
こ
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
固
く
考
え
る
の
で
は
な
く
、

場
合
に
応
じ
て
自
分
の
発
想
と
論
述
内
容
、
強
調
し
た
い
部
分
な
ど
を
、
読
み
手
に

的
確
か
つ
自
然
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
柔
軟
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
「
構
成
が
ど
こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
う
…
…
」―

―

そ
ん
な
と
き
は

　
論
理
的
構
成
が
大
切
だ
と
わ
か
っ
て
は
い
て
も
、
実
際
に
書
き
進
め
て
い
く
と
ど

う
に
も
話
が
そ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
最
後
に
な
っ
て
、
結
論
が
問
題
の
要
求
か
ら

そ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。―

―

こ
う
し
た
声
も
よ
く
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
結
論
が
見
え
な
い
ま
ま
書
き
始
め
た
か
ら
」
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。も
ち
ろ
ん
、結
論
と
は
考
え
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
出
る
も
の
で
あ
っ

て
、
先
に
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
十
分
に
考
え
て
か
ら

書
き
始
め
る
必
要
が
あ
る
の
は
当
然
で
す
。

　
そ
う
は
い
っ
て
も
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
の
が
、「
考
え
る
」
と
い
う

作
業
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
悩
み
を
感
じ
た
人
は
、
問
い
に
対
す
る
「
と
り
あ
え

ず
の
結
論
」を
ま
ず
用
意
し
、そ
れ
に
つ
な
が
る
よ
う
に
問
題
提
起
を
工
夫
し
た
り
、

具
体
例
を
選
ん
だ
り
す
る
作
業
を
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
際
、
結
論
が
浅
い
の

で
は
、
と
い
う
心
配
が
起
こ
り
ま
す
（「
心
配
な
い
」
と
思
っ
た
人
は
、
は
じ
め
か

ら
出
直
す
べ
し
！
）。
し
か
し
、
ひ
と
ま
ず
は
、
自
分
が
見
定
め
た
「
と
り
あ
え
ず

の
結
論
」
に
の
っ
と
っ
て
、
小
論
文
全
体
を
構
成
す
る
の
で
す
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
構
成
を
見
失
う
」
こ
と
は
防
げ
ま
す
。
ま
た
、「
問
い
」「
結
論
」

「
論
拠
を
示
す
た
め
の
具
体
的
考
察
」
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
自
覚
的
に
積
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
ど
の
部
分
に
つ
い
て
考
え
が
足
り
な
い
か
、
は
じ
め
に
用
意
し
た
結
論

の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
自
分
自
身
で
見
え
て
く
る
の
で
す
。

こ
こ
ま
で
来
た
ら
、も
う
一
度
「
結
論
」
を
練
り
直
し
ま
し
ょ
う
。
深
み
の
あ
る
「
問

い
」
が
導
か
れ
て
、
小
論
文
の
充
実
度
は
飛
躍
的
に
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

結
論
を
見
据
え
た
構
成
を
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
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４
　「
考
え
を
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と

◆
見
知
ら
ぬ
他
者
へ
伝
え
る

　「
小
論
文
」
が
基
本
的
に
「
作
文
」
と
異
な
る
こ
と
は
述
べ
ま
し
た
。
そ
の
違
い

か
ら
導
か
れ
る
小
論
文
の
も
っ
と
も
重
要
な
性
質
は
、「
自
分
の
考
え
を
他
者
に
伝

え
、
理
解
し
て
も
ら
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
詩
や
随
筆
な
ど
の
場
合
、
そ
の
作
品

が
自
分
の
趣
味
・
感
性
に
合
わ
な
け
れ
ば
、
内
容
を
理
解
す
る
な
ど
到
底
で
き
な
い

と
さ
え
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
し
、
何
と
か
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
無
理
を
感
じ
る
も

の
で
す
。
そ
う
し
た
場
合
、読
み
手
に
と
っ
て
は
、自
分
な
り
の
何
ら
か
の
「
解
釈
」

は
可
能
で
あ
っ
て
も
「
わ
か
っ
た
」
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。

　
し
か
し
、
小
論
文
と
は
、
読
み
手
に
そ
う
し
た
「
解
釈
」
を
求
め
る
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
自
分
の
考
え
（
主
張
や
見
解
）
が
で
き
る
限
り
的

確
に
読
み
手
に
伝
わ
る
こ
と
を
目
指
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
論
理
構
成
を
明
確
に

し
、
適
切
な
表
現
も
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
見
知
ら
ぬ
他
者
を
説
得
す
る
こ
と
は

難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

◆
自
分
の
体
験
は
大
切
な
出
発
点

　「
小
論
文
で
は
個
人
的
な
体
験
を
書
い
て
は
い
け
な
い
」、
と
思
っ
て
い
る
人
が
い

ま
す
。そ
の
一
方
で
、個
人
的
な
体
験
を
だ
ら
だ
ら
と
書
き
連
ね
た
だ
け
の
内
容
も
、

特
に
小
論
文
初
学
者
の
答
案
で
は
頻
繁
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
ど
ち
ら
も
誤
り
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
意
識
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。
自
分
自
身
の
体
験
に
つ
い
て
話
を
す
る
の
と
、
伝
聞
に
基
づ
い
て
話
を
す
る

の
と
で
は
、
話
の
魅
力
も
説
得
力
も
お
お
い
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
小
論
文
に
お
い

て
も
、
こ
の
点
は
同
様
で
す
。
問
題
に
な
る
の
は
、「
わ
た
し
の
体
験
」
が
、
そ
の

小
論
文
問
題
で
考
え
る
べ
き
論
点
と
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
か
と
い
う
点
で
す
。
ま

た
、
そ
の
「
わ
た
し
の
体
験
」
の
中
に
他
者
と
共
有
で
き
る
何
か
が
含
ま
れ
て
い
る

の
か
、
よ
り
広
げ
て
言
え
ば
、
人
間
一
般
の
問
題
と
し
て
共
有
で
き
る
何
か
が
含
ま

れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
個
人
的
な
体
験
を
書
く
こ
と
が
、
あ
く

ま
で
も
個
人
的
に
し
か
意
味
を
持
た
な
い
場
合
、
そ
れ
は
出
題
者
や
採
点
者
と
問
題

意
識
を
共
有
す
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
個
人
的
な
体
験
を
通
し
て
示
す
こ
と
の

で
き
る
「
分
析
」
や
、
君
な
ら
で
は
の
「
視
点
」
な
ど
が
読
み
手
に
共
有
さ
れ
る
と

き
、
そ
れ
は
非
常
に
有
効
な
論
じ
方
と
な
る
の
で
す
。

　
小
論
文
で
は
、
提
示
さ
れ
た
一
つ
の
問
題
を
出
題
者
（
採
点
者
）
と
共
有
し
つ
つ

も
、
君
が
論
述
す
る
答
案
の
内
容
は
、
出
題
者
（
採
点
者
）
に
と
っ
て
新
た
な
発
見

と
な
り
、
興
味
を
引
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
読
み
手
に
と
っ

て
未
知
の
、
君
個
人
の
体
験
を
う
ま
く
盛
り
込
め
れ
ば
、
そ
れ
は
大
変
す
ば
ら
し
い

こ
と
な
の
で
す
。

◆
「
…
…
す
べ
き
」
論
の
危
険
性

　
社
会
問
題
な
ど
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
問
題
の
場
合
、
や
っ
て
し
ま
い
が
ち
な

の
が
「
○
○
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
の
し
か
た
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
自

体
が
「
正
し
く
な
い
」
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
「
私
た
ち
は
み
な
仲
良
く
す

べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
自
体
は
、
ご
く
正
当
な
も
の
で
、
文
句
の
つ
け
よ
う
も

な
い
よ
う
に
思
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　「
し
か
し
」
と
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。「
仲
良

く
す
べ
き
」
で
あ
る
の
は
確
か
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
そ
う
簡
単
に
仲
良
く

で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
の
社
会
に
は
数
多
く
の
問
題
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ま
さ
に
「
言
う
は
易
し
」
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
八
○
○
字
も
の
字
数

を
費
や
し
て
結
局
「
私
た
ち
は
仲
良
く
す
べ
き
だ
」
と
い
う
以
上
の
内
容
を
何
も
示

し
て
い
な
い
答
案
は
、
読
み
手
に
と
っ
て
得
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
空
虚
な
、
物

足
り
な
い
印
象
し
か
与
え
な
い
答
案
で
は
、
到
底
合
格
点
を
も
ら
え
る
は
ず
が
な
い

の
で
す
。

◆
「
内
容
」
か
、
そ
れ
と
も
「
表
現
」
か

　
さ
て
、こ
こ
ま
で
読
ん
で
き
て
、小
論
文
で
は
内
容
を
優
先
す
べ
き
か
、表
現
（
文

章
力
）
を
優
先
す
べ
き
か
、
と
い
う
点
で
悩
む
人
も
出
て
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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第1編  入試突破のための小論文講義

小
論
文
と
は
何
か
を
知
ろ
う

1 結
論
か
ら
言
え
ば
、「
両
方
重
要
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
し
、
合
格

で
き
る
答
案
と
は
、
こ
の
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
答
案
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
表
現
力
（
文
章
力
）
と
は
国
語
力
に
負
う
も
の
で
、
正
し
い
表
記
・
表
現
で
論

述
す
る
た
め
に
は
、
現
代
文
の
学
習
や
読
書
を
通
じ
て
言
語
感
覚
を
養
う
こ
と
が
重

要
で
す
。
内
容
の
充
実
は
、
そ
れ
と
並
行
し
て
考
え
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、
言

葉
を
扱
う
能
力
が
高
ま
る
と
考
え
る
力
も
向
上
す
る
と
い
う
相
互
作
用
も
あ
る
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
「
内
容
」
と
「
表
現
」
の
ど
ち
ら
が
先
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く

な
い
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

５
　
基
本
的
な
約
束
ご
と
の
あ
れ
こ
れ

　
本
章
の
終
わ
り
と
し
て
、
小
論
文
を
書
く
上
で
の
基
本
的
な
約
束
ご
と
の
う
ち
か

ら
、
特
に
繰
り
返
し
確
認
し
て
ほ
し
い
事
柄
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。「
当

た
り
前
じ
ゃ
な
い
か
」
と
感
じ
る
項
目
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
「
当
た
り
前
」

が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
が
ち
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
指
導
経
験
か
ら
明
言
で
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
こ
の
講
義
は
も
ち
ろ
ん
、
解
答
解
説
で
も
繰
り
返
し
指
摘
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
し
つ
こ
い
と
思
わ
ず
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
ル
ー
ル
を
知
ら
な

け
れ
ば
ゲ
ー
ム
や
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
で
き
な
い
よ
う
に
、「
入
試
」
と
い
う
決
め
ら

れ
た
土
俵
に
上
が
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
事
柄
ば
か
り
な
の
で
す
か
ら
。

形
式
面
に
つ
い
て

◆
表
記
は
正
し
く

　
誤
字
・
脱
字
は
「
皆
無
」
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。
注
意
す
れ
ば
直
せ

る
も
の
で
す
し
、
日
頃
か
ら
辞
書
で
確
認
す
る
習
慣
を
持
つ
こ
と
は
国
語
力
の
向
上

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
小
論
文
も
学
力
を
は
か
る
試
験
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

◆
記
号
（
符
号
）
を
む
や
み
に
用
い
な
い

　
例
え
ば
「
！
」「
？
」「
…
…
」「―

―

」
な
ど
。
絶
対
に
用
い
て
は
い
け
な
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
（
強
調
・
疑
問
・
留
保
な
ど
）
を

あ
く
ま
で
も
「
言
葉
」
で
表
現
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
、
論
理
的
文
章
の
基
本
で

す
。
君
た
ち
の
答
案
で
こ
う
し
た
記
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
気
持
ち
ば
か

り
が
先
走
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
文
章
表
現
に
凝
り
過
ぎ
た
り
、
と
い
う
場
合
が
多
い

よ
う
で
す
。

◆
段
落
分
け
を
適
切
に
行
う

　
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
小
論
文
と
は
、「
主
張
・
見
解
」「
論
拠
」
と
い
っ
た
複
数

の
要
素
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
す
。
そ
れ
を
読
み
手
に
明
確
に
表
現
す
る
た
め
に
も

段
落
分
け
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
段
落
分
け
を
し
て
い
な
い
小
論
文
は
入
試
で
は
採
点

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
二
○
○
字
、
三
○
○
字
な
ど
と
制
限
字
数
が

少
な
い
場
合
に
は
例
外
も
あ
り
え
ま
す
。

表
現
面
に
つ
い
て

◆
文
末
表
現
を
統
一
す
る

　
文
末
表
現
は
「
だ
・
で
あ
る
」
調
で
統
一
す
る
の
が
基
本
で
す
。「
で
す
・
ま
す
」

調
を
混
ぜ
た
答
案
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
。「
だ
・
で
あ
る
」

調
に
よ
っ
て
採
点
者
に
悪
い
印
象
を
与
え
る
こ
と
を
心
配
す
る
人
も
い
ま
す
が
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
呼
応
を
正
し
く

　「
私
は
…
」
と
書
き
始
め
て
い
る
の
に
そ
れ
に
対
応
す
る
述
語
が
な
い
文
や
、
被

修
飾
部
が
ど
こ
な
の
か
わ
か
ら
な
い
修
飾
表
現
な
ど
、「
呼
応
」
が
お
か
し
な
文
も

頻
繁
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ど
ん
な
に
長
い
「
文
章
」
も
そ
の

基
本
は
一
つ
一
つ
の
「
文
」
な
の
で
す
か
ら
、
そ
の
文
の
構
造
が
お
か
し
く
な
ら
な
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い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

◆ 

「
思
う
」「
で
あ
ろ
う
」「
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
表
現
の
使
い
方
に

注
意
す
る

　
こ
れ
も
絶
対
に
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
主
張
を
明
確

に
す
べ
き
文
章
で
あ
い
ま
い
さ
を
残
す
こ
と
は
、
読
み
手
へ
の
訴
え
か
け
も
損
な
わ

れ
が
ち
に
な
り
ま
す
し
、何
よ
り
「
考
え
る
」
こ
と
か
ら
の
逃
げ
道
を
作
り
や
す
い
、

と
い
う
こ
と
は
十
分
意
識
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
点
を
意
識
し
た
使
い
方
が
で

き
れ
ば
評
価
を
下
げ
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
は
十
分
に
訓
練
さ
れ
た

文
章
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
極
端
に
長
い
「
文
」
を
書
か
な
い

　
ど
の
程
度
が
「
長
い
」
か
は
は
っ
き
り
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

一
つ
の
文
が
二
○
○
字
に
も
及
ぶ
よ
う
な
書
き
方
は
、
読
み
手
の
理
解
を
妨
げ
る
こ

と
に
な
り
、
悪
文
に
な
り
や
す
い
も
の
で
す
。
極
端
な
場
合
は
、
一
つ
の
文
＝
一
つ

の
段
落
に
な
っ
て
い
る
も
の
さ
え
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
小
論
文
と
は
読
み
手
の
た

め
の
文
章
で
あ
る
こ
と
を
く
れ
ぐ
れ
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
さ
て
、
そ
こ
で
…
…

「
端
正
な
、
し
か
も
問
題
に
応
え
る
熱
意
と
力
を
感
じ
さ
せ
る
文
章
」

こ
れ
を
目
指
し
て
自
分
自
身
を
磨
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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