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一年ゼミ「現代文章論」の実際
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一
　
一
年
生
と
は
ど
う
い
う
学
生
で
あ
る
か

大
学
一
年
生
は
、
少
な
く
と
も
春
学
期
に
お
い
て
は
、
大
学
生
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
校
四
年
生
と
呼
ぶ
の
が
相
応
し
い
。
そ

う
認
識
し
て
い
る
。
夏
休
み
が
過
ぎ
る
ま
で
、
高
校
四
年
生
が
継
続
し
て
い
る
。

だ
か
ら
そ
れ
ま
で
の
ク
セ
や
習
慣
を
、
ま
ず
取
り
除
か
な
け
れ
ば
、
先
へ
は
進
め
な
い
。

い
わ
ば
、
パ
ソ
コ
ン
に
お
け
る
初
期
化
に
相
当
す
る
施
策
を
、
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
う
認
識
さ
れ
て
い
る
先
生
は
多
い
の
で

は
な
い
か
。

だ
が
い
き
な
り
初
期
化
を
行
う
の
も
、
抵
抗
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
彼
ら
善
男
善
女
は
、
何
も
知
ら
ず
に
入
学
し
て
き
て

い
る
の
だ
か
ら
。

そ
こ
で
、
春
学
期
の
冒
頭
ま
ず
や
ら
せ
る
の
は
「
ト
ナ
リ
の
○
○
君
」
と
い
う
作
文
で
あ
る
。
十
五
、六
名
か
ら
成
る
ゼ
ミ
生
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を
二
人
一
組
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
互
い
の
身
上
調
査
を
行
わ
せ
る
。
出
身
校
や
趣
味
、
家
族
構
成
な
ど
な
ど
。
ワ
イ
ワ
イ
ガ
ヤ

ガ
ヤ
ま
こ
と
に
喧
し
い
。
そ
れ
を
元
に
「
ト
ナ
リ
の
○
○
君
」
を
書
か
せ
る
の
で
あ
る
。
一
種
の
聞
き
取
り
調
査
だ
。
四
百
字
詰

め
の
原
稿
用
紙
一
枚
が
、
そ
の
分
量
。

こ
れ
は
割
合
ノ
リ
ま
す
ね
。

ち
な
み
に
、
か
つ
て
は
権
威
あ
る
満
寿
屋
の
赤
罫
の
原
稿
用
紙
（
の
コ
ピ
ー
）
を
使
用
し
て
い
た
が
、
原
稿
用
紙
に
も
著
作
権

が
あ
る
の
で
は
と
思
い
、
や
め
た
。
続
い
て
市
販
の
コ
ク
ヨ
の
を
コ
ピ
ー
し
て
配
っ
た
が
、
こ
れ
も
う
ま
く
な
い
と
思
い
、
現
在

は
流
通
経
済
大
学
と
用
紙
の
中
央
に
印
さ
れ
た
も
の
を
、
コ
ピ
ー
し
て
使
っ
て
い
る
。
年
間
に
、
こ
れ
は
龍
ヶ
崎
と
新
松
戸
両

キ
ャ
ン
パ
ス
を
併
せ
て
だ
が
、
八
千
枚
ほ
ど
使
用
す
る
。
講
義
で
も
同
様
に
使
う
か
ら
で
あ
る
。
両
者
を
合
わ
せ
て
六
百
名
ほ
ど

が
受
講
し
て
い
る
か
ら
、
こ
う
い
う
数
字
に
な
る
。

最
初
に
行
う
「
ト
ナ
リ
の
○
○
君
」
の
作
文
で
、
今
年
の
ゼ
ミ
生
諸
君
が
、
ど
う
い
う
文
章
を
書
く
学
生
た
ち
で
あ
る
か
が
、

大
体
知
れ
る
。

中
に
必
ず
一
人
、
ち
ょ
っ
と
ウ
ル
サ
イ
文
章
を
書
く
の
が
混
じ
っ
て
い
る
の
が
毎
年
の
通
例
。
で
、
こ
の
学
生
が
実
は
一
番
進

歩
が
遅
い
の
も
、
毎
年
の
お
約
束
。
面
白
い
も
の
だ
。
こ
ち
ら
の
指
導
に
素
直
に
従
う
気
が
な
い
か
ら
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
上

達
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
朴
訥
そ
う
な
の
が
、
結
局
伸
び
る
。
柔
道
部
と
か
剣
道
部
と
か
に
、
躍
進
目
覚
ま
し
い
学
生
が

多
い
。

二
　
原
稿
用
紙

留
学
生
は
仕
方
が
な
い
が
、
日
本
人
で
も
、
原
稿
用
紙
の
使
い
方
を
知
ら
な
い
学
生
が
毎
年
い
る
の
に
、
い
つ
も
驚
か
さ
れ
る
。
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作
文
に
熱
心
な
高
校
の
先
生
が
各
地
に
存
在
す
る
一
方
で
、
ろ
く
す
っ
ぽ
作
文
な
ど
教
え
な
い
高
校
が
あ
る
の
で
す
ね
。
日
本
の

国
語
教
育
の
荒
廃
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

そ
れ
で
も
、
昨
今
は
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
の
普
及
で
、
一
行
の
字
数
の
制
限
や
行
数
へ
の
気
配
り
が
目
立
つ
。
こ

れ
は
良
い
こ
と
で
あ
る
。
十
年
く
ら
い
前
ま
で
は
、
例
の
レ
ポ
ー
ト
用
紙
に
書
く
こ
と
し
か
知
ら
な
い
学
生
が
相
当
数
い
て
、
字

数
と
行
数
の
説
明
か
ら
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

レ
ポ
ー
ト
用
紙
は
早
晩
廃
れ
て
い
く
存
在
で
あ
ろ
う
が
、
字
数
計
算
が
基
本
の
日
本
語
に
は
、
大
い
に
不
向
き
な
用
紙
な
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
は
欧
米
の
リ
ー
ガ
ル
・
パ
ッ
ド
の
流
用
だ
が
、
向
こ
う
は
字
数
で
は
な
く
語
数
計
算
で
文
章
量
を
測
る
し
、
第

一
そ
の
役
目
は
タ
イ
プ
原
稿
の
た
め
の
下
書
き
だ
か
ら
、
そ
れ
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
レ
ポ
ー
ト
用
紙
は
イ
カ
ン
と
説
き
、
そ
の

理
由
と
し
て
、
一
行
の
文
字
数
が
、
大
き
な
文
字
と
小
さ
な
文
字
で
は
倍
ほ
ど
も
異
な
る
の
だ
と
、
実
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
と
、

成
程
と
い
う
顔
を
す
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
毎
週
せ
っ
せ
と
原
稿
用
紙
（
の
コ
ピ
ー
）
を
配
り
な
が
ら
、
文
章
を
書
か
せ
て
い
る
。

留
学
生
に
日
本
語
の
文
章
を
教
え
る
の
は
、
な
に
か
と
気
を
使
う
が
、
原
稿
用
紙
を
タ
テ
使
い
に
し
、
文
章
を
ヨ
コ
書
き
に
す

る
中
国
人
学
生
を
見
た
時
は
、
大
い
に
驚
か
さ
れ
た
。
思
え
ば
人
民
日
報
な
ど
も
ヨ
コ
書
き
な
の
で
す
ね
。
漢
字
の
宗
家
で
あ
る

中
国
だ
が
、
か
つ
て
の
伝
統
は
捨
て
去
ら
れ
、
ヨ
コ
書
き
で
文
章
を
綴
っ
て
い
る
。
か
の
王
義
之
が
漢
字
の
ヨ
コ
書
き
を
見
た
ら
、

な
ん
と
言
う
だ
ろ
う
か
な
と
、
勝
手
に
憤
っ
て
い
る
。

憤
り
の
要
因
は
何
よ
り
日
本
語
の
文
章
は
タ
テ
書
き
と
、
頑
な
に
信
じ
て
い
る
か
ら
で
、
学
生
に
も
断
固
こ
れ
を
強
制
す
る
。

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
な
ど
、
身
近
な
文
章
は
今
日
ほ
ぼ
全
て
ヨ
コ
書
き
で
あ
る
と
い
う
現
実
を
尻
目
に
、
タ
テ
書

き
に
こ
だ
わ
る
。
日
本
語
は
タ
テ
書
き
で
千
何
百
年
も
来
た
の
で
あ
る
。
草
書
な
ど
の
崩
し
字
も
、
タ
テ
書
き
な
ら
ば
こ
そ
の
存

在
で
、
日
本
語
の
根
幹
の
問
題
だ
と
思
っ
て
い
る
。
丸
谷
才
一
先
生
の
よ
う
に
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
固
執
す
る
方
も
い
る
が
、
現
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況
で
は
や
や
辛
い
も
の
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
と
日
本
語
の
ヨ
コ
書
き
だ
け
は
、
ゼ
ッ
タ
イ
許
せ
な
い
。

何
よ
り
、
原
稿
用
紙
を
タ
テ
使
い
に
し
、
ヨ
コ
書
き
で
綴
ら
れ
た
文
章
は
実
に
異
様
で
あ
る
。
そ
れ
一
つ
を
取
っ
て
も
、
日
本

語
は
タ
テ
書
き
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
。

さ
ら
に
言
う
な
ら
、
一
般
の
原
稿
用
紙
の
二
十
字
×
二
十
行
と
い
う
配
列
は
完
璧
で
あ
る
。
こ
ち
ら
が
慣
れ
て
い
る
か
ら
だ
、

と
言
わ
れ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
人
間
生
理
を
考
慮
し
て
も
、
ま
た
目
配
り
の
点
か
ら
も
、
実
に
よ
く
作
ら
れ
考
え
ら
れ

た
も
の
だ
と
思
う
。

新
聞
社
や
通
信
社
で
は
十
一
文
字
と
か
変
則
を
強
い
ら
れ
る
が
、
座
り
の
悪
い
文
字
数
だ
と
思
う
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
時
は

二
十
字
で
書
い
て
改
め
て
十
一
字
と
か
に
直
す
の
だ
が
、
極
端
に
言
う
と
別
の
文
章
の
よ
う
に
思
え
る
と
き
が
あ
る
。

同
じ
文
字
数
で
も
、
二
十
字
×
二
十
行
の
文
章
と
、
十
一
字
×
三
十
七
行
の
文
章
で
は
、
感
じ
が
ガ
ラ
リ
と
異
な
る
。
人
は
、

読
む
前
に
目
で
見
て
、
文
章
を
感
じ
取
る
か
ら
で
あ
る
。
目
で
掴
む
、
の
で
す
ね
。
文
章
は
見
た
目
が
大
事
な
の
だ
。

逆
に
、
単
行
本
や
本
稿
の
よ
う
な
タ
テ
三
十
字
や
四
十
字
と
い
う
配
列
の
場
合
も
、
大
い
に
違
和
感
が
あ
る
。
人
間
の
目
で
タ

テ
に
一
目
で
追
え
る
の
は
せ
い
ぜ
い
二
十
数
字
ま
で
で
、
そ
れ
以
上
だ
と
首
を
タ
テ
に
振
ら
ね
ば
文
字
を
追
え
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
原
稿
用
紙
の
二
十
字
×
二
十
行
と
い
う
配
列
は
絶
妙
な
の
だ
と
、
学
生
に
説
く
の
で
あ
る
。

三
　
小
論
文
を
克
服
せ
よ

文
章
論
の
ゼ
ミ
で
最
初
に
宣
す
る
の
は
、
私
の
「
現
代
文
章
論
」
の
究
極
の
目
標
は
小
論
文
の
突
破
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

就
職
活
動
に
お
け
る
小
論
文
の
存
在
は
昔
か
ら
学
生
た
ち
の
悩
み
の
種
で
、
こ
れ
を
な
ん
と
か
克
服
し
た
い
と
学
生
た
ち
は
念

じ
て
き
た
。
で
、
学
生
の
人
格
個
性
が
そ
の
ま
ま
現
れ
る
面
接
や
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
学
業
成
績
は
、
教
師
一
人
の
力
で
は
如
何
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と
も
し
が
た
い
が
、
小
論
文
だ
け
は
、
ま
、
な
ん
と
か
な
る
の
で
す
ね
、
一
年
掛
け
れ
ば
。

そ
こ
で
、
学
生
に
毎
年
ま
ず
、
こ
う
説
く
。

相
手
を
知
り
己
を
知
れ
ば
百
戦
危
う
か
ら
ず
、
と
は
孫
子
の
兵
法
で
あ
る
が
、
小
論
文
に
も
こ
れ
は
当
て
は
ま
る
の
だ
。

重
要
な
の
は
、
相
手
す
な
わ
ち
小
論
文
を
読
む
の
は
誰
か
、
で
あ
る
。

本
学
に
赴
任
す
る
以
前
、
物
書
き
を
長
く
や
っ
て
い
た
。
そ
の
も
っ
と
前
は
テ
レ
コ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
と
い
う
、
テ
レ
ビ
番
組
と

テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
の
製
作
会
社
に
勤
め
て
い
た
。
今
は
も
う
潰
れ
て
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
後
テ
レ
コ
ム
・
ス
タ
ッ
フ
と
い
う
の
を
残

党
が
興
し
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
名
探
偵
ア
マ
デ
ウ
ス
」
と
か
「
世
界
の
車
窓
か
ら
」
と
い
う
の
を
世
に
送
っ
て
い
る
。
在
社
中
は
Ｃ
Ｍ

企
画
部
長
を
や
っ
て
い
て
、
当
時
の
ヒ
ッ
ト
は
「
エ
リ
マ
キ
ト
カ
ゲ
」。

で
、
そ
う
い
う
役
職
だ
か
ら
、
毎
年
の
就
職
試
験
に
も
付
き
合
わ
さ
れ
た
。
人
気
稼
業
だ
か
ら
応
募
者
の
数
は
多
か
っ
た
。
か

の
林
真
理
子
女
史
も
受
け
に
来
た
。
落
ち
た
け
ど
ね
。

就
職
活
動
の
一
大
テ
ー
マ
で
あ
る
小
論
文
も
、
だ
か
ら
読
む
側
に
い
た
わ
け
で
、
そ
の
あ
ら
ま
し
は
大
い
に
承
知
し
て
い
る
。

実
情
は
、
文
字
通
り
い
い
加
減
で
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
（
想
像
力
）
を
感
じ
さ
せ
れ
ば
可
、
と
し
た
。
テ
レ
ビ
関
係
だ
か

ら
、
そ
う
な
る
。
元
テ
レ
ビ
局
の
制
作
の
現
場
に
い
た
オ
ジ
サ
ン
や
、
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
の
オ
バ
サ
ン
、
物
書
き
く
ず
れ
の
お
兄

さ
ん
、
と
い
っ
た
連
中
が
審
査
す
る
の
だ
か
ら
、
い
い
加
減
な
の
は
当
然
だ
。

こ
う
前
振
り
を
し
て
ゼ
ミ
の
学
生
に
説
く
の
は
、
普
通
の
企
業
や
役
所
で
も
、
小
論
文
は
人
事
部
の
オ
ジ
サ
ン
や
オ
バ
サ
ン
が

読
む
の
だ
、
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
ど
う
い
う
会
社
で
あ
れ
、
小
論
文
の
権
威
み
た
い
な
人
間
が
諸
君
の
小
論
文
を
読
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
、
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
小
論
文
の
書
き
方
の
本
を
書
い
た
連
中
が
、
基
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
の
は
こ

こ
で
あ
る
。

ど
こ
に
も
プ
ロ
な
ん
か
い
な
い
の
だ
。
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そ
う
な
の
だ
よ
、
諸
君
。
な
に
も
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
相
手
も
諸
君
と
チ
ョ
ボ
チ
ョ
ボ
な
の
だ
。　

す
な
わ
ち
、
文
学
に
習
熟
し
た
オ
ジ
サ
ン
や
、
文
章
の
権
威
の
オ
バ
サ
ン
が
読
む
の
で
は
な
く
、
普
通
の
オ
ジ
サ
ン
と
オ
バ
サ

ン
が
、
学
生
の
小
論
文
を
読
み
、
可
否
を
判
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
段
は
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
し
か
読
ま
な
い
オ
ジ
サ
ン
や
、
新

聞
も
テ
レ
ビ
欄
し
か
見
な
い
オ
バ
サ
ン
が
、
お
仕
事
だ
か
ら
仕
方
な
し
に
読
ん
で
い
る
の
だ
。

そ
の
意
味
で
、
世
に
佃
煮
に
す
る
ほ
ど
存
在
す
る
小
論
文
の
書
き
方
な
る
本
は
、
ブ
ッ
ク
・
オ
フ
へ
売
っ
て
し
ま
え
と
煽
動
す

る
。
な
に
よ
り
、
本
の
書
き
手
が
偉
そ
う
に
し
て
い
る
の
が
間
違
っ
て
い
る
。
自
分
た
ち
の
よ
う
な
文
章
の
達
人
が
読
む
と
思
い

込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
手
の
本
の
大
い
な
る
勘
違
い
が
存
在
す
る
。

小
論
文
と
は
、
フ
ツ
ー
の
人
事
部
の
オ
ジ
サ
ン
や
オ
バ
サ
ン
が
、
こ
う
い
う
文
章
を
書
く
学
生
な
ら
ウ
チ
に
入
れ
た
い
、
是
非

採
り
た
い
と
、
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば
い
い
の
だ
。

学
生
は
こ
こ
で
、
そ
れ
な
ら
書
け
そ
う
だ
と
、
思
わ
ず
膝
を
乗
り
出
す
ね
。
小
論
文
突
破
の
カ
ギ
は
、
こ
こ
か
。

逆
に
言
う
な
ら
、
妙
に
ヒ
ネ
た
文
章
を
書
く
学
生
は
イ
ケ
ナ
イ
。
彼
ら
は
大
体
決
ま
っ
て
遅
刻
が
多
か
っ
た
り
、
よ
そ
の
課
の

女
の
子
に
手
を
出
し
て
モ
ン
ダ
イ
に
な
っ
た
り
す
る
。
と
い
う
の
を
、
オ
ジ
サ
ン
や
オ
バ
サ
ン
は
経
験
則
で
知
っ
て
い
る
。

普
通
の
文
章
で
良
い
の
で
あ
る
。
読
み
や
す
い
文
章
を
書
け
ば
よ
い
。

そ
し
て
、
常
識
的
な
人
間
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
せ
よ
。
本
学
の
学
生
が
通
常
目
指
す
の
は
、
ス
タ
ジ
オ
・
ジ
ブ
リ
や
ゲ
ー

ム
・
ソ
フ
ト
の
会
社
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
固
い
会
社
、
地
元
の
役
所
。
だ
か
ら
、
自
分
が
世
間
の
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
学
生
だ

と
い
う
の
を
、
充
分
に
知
ら
せ
な
さ
い
。

そ
う
い
う
風
に
説
く
の
で
あ
る
。
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四
　
文
章
作
法
の
実
際

プ
ー
ル
の
な
い
水
泳
教
室
は
イ
ン
チ
キ
だ
ろ
う
。
自
転
車
の
乗
り
方
を
何
時
間
教
え
て
も
、
実
際
に
乗
っ
て
み
な
け
れ
ば
漕
げ

な
い
で
は
な
い
か
。

ゼ
ミ
で
説
く
の
は
、
こ
れ
で
あ
る
。

実
際
に
書
か
な
け
れ
ば
、
カ
ケ
マ
セ
ン
。
だ
か
ら
ガ
ン
ガ
ン
書
か
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
究
極
の
目
的
は
小
論
文
の
突
破
に
あ
る

と
、
毎
週
叩
き
込
む
。

そ
の
実
際
。
ま
ず
「
私
は
」
を
排
除
す
る
こ
と
。

こ
れ
は
割
合
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
私
は
」
が
な
く
て
も
文
章
は
成
立
す
る
し
、
私
が
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、

何
も
わ
ざ
わ
ざ
「
私
は
」
と
書
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
、
実
際
そ
の
よ
う
に
す
る
と
、
こ
れ
は
驚
き
、
文
章
が
締
ま
る
の

で
あ
る
。　

高
校
四
年
生
の
大
学
一
年
生
に
と
っ
て
、
大
人
っ
ぽ
く
見
え
る
こ
と
は
大
き
な
目
標
で
あ
る
。
見
た
目
も
そ
う
だ
が
、
文
章
も
、

大
人
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
た
い
。
そ
う
念
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
こ
の
「
私
は
」
を
排
せ
よ
、
そ
う
す
る
と
大
人

の
感
じ
に
な
る
ぞ
、
と
説
か
れ
る
の
は
相
当
に
効
き
目
が
あ
る
よ
う
で
、
春
学
期
の
終
り
に
は
ほ
ぼ
全
員
が
こ
う
な
っ
て
い
る
。

な
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
学
生
は
ゼ
ミ
に
出
て
き
て
い
な
い
か
ら
。
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
。

そ
し
て
「
だ
」、「
で
あ
る
」
で
統
一
す
る
こ
と
。

丁
寧
な
文
章
を
目
指
す
あ
ま
り
、
つ
い
「
で
す
」、「
ま
す
」
で
書
き
た
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
イ
ケ
マ
セ
ン
と
説

く
。な

ぜ
か
。
こ
こ
で
も
ち
ゃ
ん
と
答
え
は
用
意
し
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
達
意
の
文
章
を
目
指
す
た
め
で
あ
る
、
と
。
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文
章
の
本
意
は
相
手
に
意
を
通
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
意
を
伝
え
る
こ
と
だ
。
そ
れ
が
達
意
の
文
章
。
そ
し
て
小
論
文
と
は
、

そ
の
達
意
を
本
願
に
す
る
存
在
に
他
な
ら
な
い
。

エ
ッ
セ
イ
や
作
文
と
何
処
が
違
う
の
か
と
問
わ
れ
た
ら
、
小
論
文
は
自
分
の
意
や
考
え
を
相
手
に
伝
え
る
文
章
な
の
だ
と
答
え

な
さ
い
。
そ
う
伝
え
る
。

日
記
や
手
紙
と
も
違
う
し
、
メ
モ
や
記
録
文
で
も
な
い
。
小
論
文
は
、
そ
の
名
の
通
り
論
を
綴
っ
て
い
る
。
た
だ
、
五
十
枚
百

枚
の
論
文
と
異
な
り
、
せ
い
ぜ
い
原
稿
用
紙
二
枚
程
度
で
終
息
す
る
。

さ
ら
に
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
「
喋
り
言
葉
」
を
排
せ
よ
と
続
け
る
。

じ
つ
は
こ
れ
が
一
番
難
し
い
。
学
生
た
ち
は
相
当
な
努
力
を
強
い
ら
れ
る
。「
喋
り
言
葉
」
は
蔓
延
す
る
ウ
ィ
ル
ス
み
た
い
な

も
の
で
、
彼
ら
を
十
重
二
十
重
に
取
り
囲
ん
で
い
る
。
例
え
ば
「
な
の
で
」
例
え
ば
「
と
っ
て
も
」
そ
し
て
「
だ
け
ど
」。
ま
さ

に
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

こ
れ
を
正
す
の
に
使
う
言
葉
は
「
エ
ラ
そ
う
に
書
け
」
で
あ
る
。
ど
な
た
か
の
文
章
読
本
に
あ
っ
た
教
え
で
あ
る
が
、
読
む

人
に
対
し
て
テ
レ
た
り
、
妙
に
へ
り
く
だ
っ
た
り
す
る
と
文
章
は
品
位
を
欠
い
て
し
ま
う
。
小
論
文
は
堂
々
と
相
手
に
自
分
の

意
や
志
を
伝
え
る
べ
き
も
の
で
、
そ
こ
に
は
背
筋
の
伸
び
た
、
ス
ッ
キ
リ
し
た
姿
勢
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。「
喋
り
言
葉
」
は
、

せ
っ
か
く
の
堂
々
た
る
態
度
が
井
戸
端
会
議
の
お
喋
り
に
堕
し
て
し
ま
う
、
危
険
な
物
言
い
な
の
で
あ
る
と
、
説
得
す
る
。

大
い
に
注
意
す
る
こ
と
と
説
く
が
、
難
し
い
の
で
す
ね
。
回
り
が
そ
う
い
う
の
ば
か
り
だ
か
ら
。

就
職
活
動
と
は
建
前
の
運
動
で
あ
る
。
普
段
は
ジ
ー
ン
ズ
に
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
人
間
が
慣
れ
な
い
リ
ク
ル
ー
ト
・
ス
ー
ツ
を
着
込
み
、

会
社
や
役
所
を
訪
問
す
る
。
そ
れ
が
建
前
だ
。
セ
ー
タ
ー
で
臨
ん
だ
ら
、
ま
ず
門
前
払
い
で
あ
る
。

そ
う
い
う
例
を
実
際
に
知
っ
て
い
る
。
四
十
年
前
の
話
だ
が
。
友
人
が
セ
ー
タ
ー
姿
で
業
界
五
位
の
広
告
代
理
店
を
受
け
、
落

と
さ
れ
た
。
一
流
大
学
出
身
で
学
業
成
績
も
良
か
っ
た
か
ら
、
驕
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
当
人
も
（
相
手
先
の
人
事
担
当
者
も
）
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シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
が
、
役
員
の
決
定
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
で
、
業
界
一
位
の
代
理
店
（
あ
の
会
社
で
す
）
を
受
け
、
見
事
合
格

し
た
。
応
募
学
生
中
一
番
の
成
績
だ
っ
た
と
、
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
で
、
数
年
で
辞
め
ま
し
た
ね
。
業
界
五
位
に
落
と
さ
れ
た

シ
ョ
ッ
ク
は
、
彼
の
人
生
で
最
も
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
な
も
の
だ
っ
た
そ
う
だ
。
以
上
余
談
。

（
ち
な
み
に
こ
れ
は
毎
年
ゼ
ミ
で
学
生
に
話
し
て
い
る
。
シ
ー
ン
と
し
て
聴
い
て
い
る
）

五
　
結
論
を
ま
ず
書
け
。
そ
し
て
短
く

小
論
文
を
書
く
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
結
論
を
ま
ず
書
く
こ
と
。

こ
れ
ま
で
「
私
は
」
を
排
し
「
だ
」、「
で
あ
る
」
で
文
尾
を
統
一
し
「
喋
り
言
葉
」
を
除
染
し
た
上
で
心
掛
け
る
こ
と
、
そ
れ

が
こ
の
教
え
で
あ
る
。
特
に
原
稿
用
紙
二
枚
か
、
せ
い
ぜ
い
文
字
数
に
し
て
千
字
の
小
論
文
で
は
、
冒
頭
の
結
論
が
重
要
で
あ
る
。

例
に
出
す
の
は
「
ラ
ー
メ
ン
屋
の
理
論
」。

す
な
わ
ち
ラ
ー
メ
ン
屋
で
は
入
店
す
る
と
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
何
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
店
先
で
問
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
正

し
い
答
え
は
「
ラ
ー
メ
ン
と
餃
子
く
だ
さ
い
」
で
あ
り
「
チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
メ
ン
と
、
あ
と
、
ビ
ー
ル
」
な
ど
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
「
こ
の
店
の
構
え
は
、
い
か
に
も
ラ
ー
メ
ン
屋
ら
し
く
て
脂
で
煤
け
て
い
る
の
が
い
い
ね
、
親
父
さ
ん
」
と
か
「
こ
こ

は
通
り
に
面
し
て
客
の
出
入
り
が
多
く
、
さ
ぞ
繁
盛
し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
は
、
ラ
ー
メ
ン
屋
に
お
け
る
最
初
の
や
り
取

り
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
。
な
い
で
し
ょ
う
。

客
は
注
文
の
品
を
ま
ず
唱
え
、
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ご
託
を
並
べ
る
の
は
、
そ
の
後
だ
。
以
下
、
立
ち
食
い
蕎
麦
屋
で

も
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
で
も
同
じ
。
そ
し
て
こ
れ
は
小
論
文
で
も
同
様
な
の
だ
。
ま
ず
、
答
え
を
言
え
。
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例
え
ば
「
少
子
高
齢
化
対
策
」
と
か
「
地
球
温
暖
化
対
策
」
と
い
っ
た
命
題
を
課
せ
ら
れ
た
ら
、
と
に
か
く
冒
頭
に
、
そ
れ
ら

に
対
す
る
解
答
を
結
論
と
し
て
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
鉄
則
。

す
な
わ
ち
「
少
子
高
齢
化
対
策
」
に
お
い
て
は
、「
女
性
の
社
会
参
加
を
容
易
に
し
、
出
産
が
負
担
と
な
ら
な
ら
な
い
環
境
を

作
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
か
「
地
球
温
暖
化
対
策
」
に
は
「
省
エ
ネ
を
心
掛
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
急
務
で
あ
る
」
と
言
っ
た

具
合
に
、
具
体
的
か
つ
包
括
的
な
結
論
を
記
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

実
は
こ
の
よ
う
な
結
論
を
学
生
に
書
け
と
要
求
す
る
の
は
、
無
理
が
あ
る
。
難
し
い
よ
、
大
人
で
も
。
そ
れ
を
承
知
で
彼
ら

に
課
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
う
付
け
加
え
る
。「
暗
記
せ
よ
」
と
。
小
論
文
は
暗
記
な
の
だ
と
発
す
る
と
、
一
様
に
驚
く
。
だ
が
、

多
く
の
企
業
や
役
所
で
出
さ
れ
る
小
論
文
の
課
題
は
毎
年
一
つ
の
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
を
忖
度
し
た
上
で
の
、
こ
と
な
の
だ
。

本
当
は
、
新
聞
を
毎
日
熟
読
せ
よ
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
解
説
を
欠
か
さ
ず
見
な
さ
い
、
と
い
っ
た
教
え
を
垂
れ
て
い
る
の
だ

が
、
ま
ま
な
ら
な
い
。
な
か
な
か
実
行
に
移
さ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
に

対
す
る
解
答
を
暗
記
さ
せ
る
の
だ
。
英
語
の
構
文
を
覚
え
る
の
と
、
こ
れ
は
似
て
い
よ
う
か
。

そ
し
て
最
後
に
ま
と
め
る
と
、
小
論
文
の
要
諦
は
「
短
く
書
く
」
こ
と
。
こ
れ
に
尽
き
る
。
そ
の
意
味
は
こ
こ
に
記
す
ま
で
も

な
か
ろ
う
。
短
い
文
章
は
相
手
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
わ
る
。
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
伝
わ
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
小
論
文
の
キ
モ
な
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
「
キ
モ
」
も
、
学
生
の
喋
り
言
葉
の
範
疇
に
入
る
か
ら
、
就
職
活
動
に
お
け
る
小
論
文
で
使
っ
て
は
な
ら

な
い
。

四
月
に
ゼ
ミ
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
実
質
的
に
は
十
二
月
で
終
り
に
な
る
。
一
月
は
試
験
の
季
節
で
あ
り
、
ゼ
ミ
は
も
う
済
ん
で

し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
年
末
が
事
実
上
ゼ
ミ
の
最
後
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
頃
に
は
真
面
目
に
教
室
に
来
て
い
た
学
生
は
ス
ラ

ス
ラ
と
文
章
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ラ
ス
ト
で
「
ゼ
ミ
で
学
ん
だ
こ
と
」
を
書
か
せ
る
の
が
毎
年
の
恒
例
に
な
っ
て
い

る
の
だ
が
、
十
五
人
中
十
人
は
、
ま
る
で
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
と
か
、
文
章
が
あ
ん
な
に
苦
手
だ
っ
た
の
に
、
と
か
前
置
き
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し
て
、
と
こ
ろ
が
今
は
平
気
で
書
け
て
し
ま
う
自
分
が
い
る
、
と
記
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
に
感
動
的
で
あ
る
。

最
後
に

一
年
生
の
ゼ
ミ
で
何
を
ど
う
教
え
た
ら
良
い
の
か
、
ま
る
で
雲
を
掴
む
よ
う
な
塩
梅
で
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
が
八
年
前
で
あ
る
。

大
き
な
柱
は
小
論
文
だ
と
す
ぐ
気
が
つ
き
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
そ
れ
に
添
っ
て
組
ん
だ
。

も
う
一
つ
「
中
」
テ
ー
マ
と
し
て
「
手
紙
」
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
女
子
に
好
評
で
あ
っ
た
。
今
も
続
け
て
い
る
。
彼

女
た
ち
が
母
親
に
そ
れ
を
言
う
と
、
羨
ま
し
が
ら
れ
る
の
だ
そ
う
だ
。
大
学
生
で
手
紙
の
書
き
方
な
ん
か
や
っ
て
い
る
の
か
い
と
、

叱
ら
れ
る
の
か
と
危
惧
し
た
が
実
情
は
逆
で
、
本
当
は
自
分
も
教
わ
り
た
い
と
、
母
親
た
ち
は
言
う
ら
し
い
。
面
白
い
で
す
ね
。

わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

手
紙
の
テ
ー
マ
は
、
春
学
期
の
成
果
を
学
長
に
報
告
す
る
と
言
う
も
の
で
、
女
子
は
「
拝
啓
」
で
は
な
く
「
一
筆
申
し
上
げ
ま

す
」
で
も
「
可
」
な
ん
だ
と
教
え
る
と
、
ど
う
い
う
わ
け
か
嬉
し
そ
う
で
あ
る
。
い
か
に
も
大
人
っ
ぽ
く
見
え
る
の
が
、
い
た
く

お
気
に
召
し
て
い
る
ら
し
い
。
八
十
の
婆
さ
ん
に
な
っ
て
も
、
孫
に
教
え
ら
れ
る
よ
と
毎
年
言
っ
て
、
失
笑
を
買
っ
て
い
る
。
大

き
い
教
室
で
の
講
義
の
方
で
も
同
じ
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

ゼ
ミ
で
は
春
学
期
も
秋
学
期
も
試
験
が
な
く
、
出
席
率
と
個
々
の
向
上
の
具
合
で
年
度
末
に
採
点
す
る
の
だ
が
、
手
紙
を
教

わ
っ
た
こ
と
が
良
か
っ
た
と
、
毎
年
女
子
は
感
想
を
書
く
。

男
子
は
ど
う
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
何
よ
り
小
論
文
の
マ
ス
タ
ー
に
彼
ら
は
必
死
な
の
だ
。


