
― 75 ―

一　

く
ず
し
字
を
楽
し
く
学
ぶ
た
め
の
教
材

　

ま
ず
、
⑴
の
く
ず
し
字
を
ご
覧
頂
き
た
い
。
見
紛
う
こ
と
な
き
定

家
様
で
あ
る
。

　

⑴

　

で
は
、何
と
書
い
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。
少
々
面
白
い
内
容
な
の
で
、

も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
翻
字
に
挑
戦
し
て
頂
き
た
い
。

　

先
ほ
ど
の
⑴
を
翻
字
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

⑵

乎
止
己
徒
天
日
記
徒
天
乃
遠
志

天
留
良
之
以
志
也
无
和
太
之
毛

志
天
美
与
川
止

を
と
こ
つ
て
日
記
つ
て
の
を
し

て
る
ら
し
い
し
や
む
（
ん
）
わ
た
し
も 

し
て
み
よ
つ
と

研
究
余
滴く

ず
し
字
を
楽
し
く
学
ぶ
た
め
の
教
材
の
開
発

― 
第
二
言
語
習
得
理
論
を
参
考
に
『
定
家
本　

○
○
』
を
作
成
す
る 

―
福　

嶋　

健　

伸
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男
っ
て
日
記
っ
て
の
を
し

て
る
ら
し
い
じ
ゃ
ん
。
私
も

し
て
み
よ
っ
と

　

つ
ま
り
、
⑴
は
、
現
代
日
本
語
の
文
章
を
「
定
家
様
」
に
し
た
も

の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、「
現
代
日
本
語
を
く
ず
し
字
に
し

た
教
材
」
で
あ
れ
ば
、
学
習
者
も
楽
し
く
学
べ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
教
材
を
開
発
し
た
背
景
と
、
そ
の
特
長

や
広
が
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

二　

英
語
は
読
め
る
が
日
本
語
は
読
め
な
い

　

果
た
し
て
、
く
ず
し
字
を
読
め
る
人
は
、
日
本
に
ど
れ
だ
け
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
き
そ
ば
」「
す
し
」「（
御
）
て
も
と
」

程
度
で
あ
れ
ば
問
題
な
か
ろ
う
が
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
文
章
を

楽
し
め
る
人
間
と
な
る
と
、
か
な
り
限
ら
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
明
治

以
前
の
知
識
人
で
あ
る
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
今
日
で
は
、
研
究
者

で
あ
っ
て
も
、
く
ず
し
字
解
読
は
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
寺
社

に
赴
き
、
資
料
調
査
で
き
る
レ
ベ
ル
の
研
究
者
と
な
る
と
、
人
材
豊

富
と
は
言
い
が
た
い
と
思
う
。
ま
し
て
大
学
生
で
は
、
国
文
学
等
を

専
門
と
し
て
い
る
学
生
で
あ
っ
て
も
、「
く
ず
し
字
は
、む
し
ろ
苦
手
」

と
い
う
学
生
の
方
が
多
い
。
は
っ
き
り
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
大
多
数

の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
く
ず
し
字
文
献
は
、
英
語
文
献
よ
り
も
難

し
い
の
で
あ
る
。中
央
線
や
山
の
手
線
の
中
で
も
、英
語
の
ペ
ー
パ
ー

バ
ッ
ク
を
読
ん
で
い
る
人
は
見
か
け
る
が
、
く
ず
し
字
文
献
を
読
ん

で
い
る
人
は
こ
れ
ま
で
に
見
た
こ
と
が
な
い
。

　

果
た
し
て
こ
の
ま
ま
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か

（
注
一
）。

　

我
が
国
に
は
、
豊
富
な
く
ず
し
字
資
料
が
あ
る
が
、
手
つ
か
ず
の

も
の
も
多
い
。
こ
の
ま
ま
く
ず
し
字
離
れ
が
進
む
と
、
極
論
を
い
え

ば
、
資
料
の
劣
化
と
と
も
に
、
日
本
の
文
化
や
歴
史
に
関
す
る
貴
重

な
情
報
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
さ
え
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
こ
ま
で
極
端
に
考
え
ず
と
も
、
日
本
に
い
て
日
本
語
の

資
料
が
楽
し
め
な
い
と
い
う
の
は
、
何
と
も
も
っ
た
い
な
い
話
で
あ

る
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
申
し
添
え
る
が
、
も
ち
ろ
ん
英
語
教
育
を

行
う
な
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。「
英
語
文
献
も
読
め
る
が
、

く
ず
し
字
文
献
も
、
あ
る
程
度
は
楽
し
め
る
（
少
な
く
と
も
全
く
読

め
な
い
わ
け
で
は
な
い
）」
と
い
う
方
向
を
模
索
す
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

筆
者
の
立
場
と
し
て
は
、
せ
め
て
、
国
文
学
・
国
語
学
・
史
学
等

を
専
門
と
し
て
い
る
学
生
に
は
、
く
ず
し
字
を
あ
る
程
度
は
楽
め
る

能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
て
あ
げ
た
い
と
思
う
。
こ
れ
か
ら
の
国
際
人

の
教
養
と
し
て
、
自
国
の
文
化
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
何
よ
り
、
く
ず
し
字
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に
は
、
翻
刻
さ
れ
た
も
の
か
ら
は
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、（
生

涯
の
趣
味
と
す
る
に
足
る
）
独
特
の
魅
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
加
え
て
、
研
究
者
養
成
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
、
く
ず

し
字
文
献
を
楽
し
め
る
人
口
が
増
え
れ
ば
、
結
果
的
に
、
歴
史
的
な

文
献
を
調
査
で
き
る
研
究
者
の
数
も
増
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
学
生
に
、
く
ず
し
字
を
楽
め
る
能
力
を
身
に
付
け
て
も
ら

う
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

三　

従
来
の
く
ず
し
字
教
材
の
難
し
さ

　
　
　
　
　

― 

翻
字
し
て
も
面
白
く
な
い 

―

　

市
販
さ
れ
て
い
る
く
ず
し
字
の
教
材
に
は
、
優
れ
た
も
の
が
数
多

く
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
く
ず
し
字
は
、
む

し
ろ
苦
手
」
と
い
う
大
学
生
は
多
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
、
既
存
の
教
材
が
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
「（
翻
字
す

れ
ば
）
学
生
は
古
文
が
読
め
る
」
と
い
う
点
に
難
し
さ
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。

　

既
存
の
く
ず
し
字
教
材
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
実
存
す
る

実
際
の
資
料
」
を
教
材
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
当

た
り
前
で
、
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う

が
、
く
ず
し
文
献
は
「
昔
の
人
の
書
い
た
文
章
」
な
の
で
あ
る
。

　

次
の
⑶
を
見
て
も
ら
い
た
い
。『
平
家
物
語
』
の
「
祇
王
」
の
一

場
面
で
、
下
座
に
祇
王
御
前
が
い
る
の
を
見
た
、
仏
御
前
の
発
話
で

あ
る
。

　

⑶
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こ
の
文
を
学
生
が
正
し
く
翻
字
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

⑷

安
連
者
以
可
尓　

日
比
女
左
礼
奴
登
己
呂

天
毛
左
不
良
八
ゝ
己
曽　

是
部
女
左
礼
左
不
良
部
可
之

あ
れ
は
い
か
に　

日
比
め
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ

て
も
さ
ふ
ら
は
ゝ
こ
そ　

是
へ
め
さ
れ
さ
ふ
ら
へ
か
し

あ
れ
は
い
か
に
、
日
比
召
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ

で
も
さ
ぶ
ら
は
ば
こ
そ
、是
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
。

　

高
校
ま
で
の
古
文
文
法
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
文
章
の

意
味
は
概
ね
す
ぐ
に
分
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
古
文

文
法
を
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
マ
ス
タ
ー
し
て
い
る
学
生
は
さ
ほ
ど
多
く

は
な
い
。
よ
っ
て
、
正
し
く
翻
字
で
き
た
と
し
て
も
、
翻
字
し
た
文

章
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
ず
、
結
局
、「
翻
字
し
て
も
面
白
く
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

つ
ま
り
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
く
ず
し
字
を
翻
字
し
て
意
味
を
把

握
す
る
作
業
は
、
事
実
上
、「
古
文
読
解
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い

る
作
業
な
の
で
あ
る
。

　

⑸　

く
ず
し
字
の
翻
字
＋
古
文
読
解
→
意
味
の
把
握

　　

K
rashen &

 T
errell

（1983

）
の
第
二
言
語
習
得
理
論
の
イ
ン

プ
ッ
ト
仮
説
等
の
考
え
方
を
参
考
に
し
て
考
え
る
と
、「
古
文
読
解
」

と
い
う
作
業
が
入
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、「
ｉ
＋
１
」、つ
ま
り
、「
既

習
の
も
の
＋
新
た
に
学
習
す
る
も
の
一
つ
」
に
な
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る

（
注
二
）。

　

よ
り
効
果
的
な
く
ず
し
字
学
習
の
た
め
に
は
、「
ｉ
＋
１
」
と
な

る
⑹
の
よ
う
な
教
材
が
必
要
と
い
え
る
。

　

⑹　

く
ず
し
字
の
翻
字
→
意
味
の
把
握

　
「
く
ず
し
字
を
翻
字
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
理
解
可
能
な
（
面
白
い
）

文
章
が
現
れ
る
」
と
い
う
教
材
で
あ
れ
ば
、
学
習
者
は
く
ず
し
字
の

翻
字
そ
の
も
の
（
＋
１
の
部
分
）
に
集
中
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

四　

本
稿
の
提
案
す
る
教
材
、

　
　

及
び
そ
の
特
長
と
応
用
の
可
能
性

　

く
ず
し
字
の
翻
字
そ
の
も
の
に
集
中
で
き
る
教
材
は
、
本
稿
冒
頭

⑴
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。「
く
ず
し
字
で
あ
る
が
、
内
容
は
現
代
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日
本
語
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
翻
字
す
る
と
、
分
か
り
や
す
い
文

章
が
出
て
く
る
の
で
、
学
習
者
は
、
く
ず
し
字
の
学
習
の
み
に
集
中

で
き
る
。

　

さ
ら
に
本
節
で
は
、本
教
材
の
特
長
（
四
・
一
節
）
と
広
が
り
（
四
・

二
節
）
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

四
・
一　

手
書
き
字
体
の
多
様
性
を
細
部
ま
で
再
現
で
き
る

　

本
教
材
は
、
い
わ
ゆ
る
変
体
仮
名
フ
ォ
ン
ト
を
使
用
せ
ず
、
実
存

す
る
資
料
（
冒
頭
の
例
で
い
え
ば
、『
定
家
本　

土
佐
日
記
』）
に
み

ら
れ
る
文
字
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
こ
と

で
、
手
書
き
の
字
体
の
多
様
性
を
細
部
ま
で
再
現
す
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。

　

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
じ
文
字
で
も
、
書
き
手
に
よ
っ
て
そ

の
形
は
大
き
く
異
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、書
き
手
を
同
じ
く
す
る
、

同
一
資
料
中
の
同
一
字
母
で
あ
っ
て
も
、
形
や
大
き
さ
に
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
生
じ
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
変
体
仮

名
フ
ォ
ン
ト
に
よ
る
教
材
で
は
、
ど
う
し
て
も
画
一
的
に
な
っ
て
し

ま
い
、
こ
の
よ
う
な
手
書
き
の
字
体
の
多
様
性
を
細
部
ま
で
再
現
す

る
こ
と
が
難
し
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
教
材
の
考
え
方
は
、
現

存
す
る
変
体
仮
名
フ
ォ
ン
ト
と
は
、
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る

（
注
三
）。

　

実
際
の
資
料
（
例
え
ば
、
定
家
本
）
に
挑
戦
す
る
際
に
は
、
本
教

材
（
冒
頭
⑴
の
よ
う
な
定
家
様
バ
ー
ジ
ョ
ン
）
で
学
ん
だ
方
が
能
率

的
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

四
・
二　

幅
広
く
応
用
で
き
る

　　

本
教
材
の
考
え
方
を
用
い
れ
ば
、
興
味
に
応
じ
て
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
も
の
に
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

例
え
ば
、『
平
家
物
語
』
を
、
現
代
の
若
者
言
葉
風
に
意
訳
し
、

そ
れ
を
『
高
野
本　

平
家
物
語
』
の
字
体
で
表
し
た
と
す
る
。
具
体

例
を
示
す
と
、ま
ず
、次
の
⑺
を
⑻
の
よ
う
に
す
る
わ
け
で
あ
る
（
⑺

は
、
先
の
⑶
⑷
で
見
た
仏
御
前
の
台
詞
で
あ
る
。
⑻
は
、
意
図
的
に
、

か
な
り
軽
い
感
じ
に
な
る
よ
う
に
意
訳
し
て
い
る
）。

　

⑺ 

あ
れ
は
い
か
に
、
日
比
召
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
も
さ
ぶ
ら
は
ば

こ
そ
、
是
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
。

　

⑻ 

い
や
い
や
い
や
い
や
。
普
段
上
座
に
よ
ば
れ
て
い
な
い
っ
て

い
う
の
な
ら
と
も
か
く
、い
つ
も
上
座
に
座
っ
て
い
た
方
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
こ
へ
祇
王
さ
ま
を
お
よ
び
下
さ
い
よ
。

　

そ
の
後
、
こ
の
⑻
を
『
高
野
本　

平
家
物
語
』
の
字
体
で
表
す
。

す
る
と
⑼
の
よ
う
に
な
る
。
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⑼

　

い
き
な
り
⑶
の
よ
う
な
教
材
で
学
習
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
く

ず
し
字
へ
の
拒
否
反
応
が
起
こ
り
や
す
く
な
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
こ

の
⑼
の
よ
う
な
教
材
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
（
初
期
的
な
）
拒
否

反
応
を
防
ぎ
や
す
い
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
教
材
を
用
い
れ

ば
、
く
ず
し
字
だ
け
で
は
な
く
、『
平
家
物
語
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
を

現
代
日
本
語
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
教
材
で
、
く
ず

し
字
と
『
平
家
物
語
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
学
ん
だ
後
で
あ
れ
ば
、『
高

野
本　

平
家
物
語
』
そ
の
も
の
に
挑
戦
す
る
ハ
ー
ド
ル
も
、
か
な
り

低
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
古
文
に
こ
だ
わ
る
必
要
も
な
い
。

　

例
え
ば
、
次
の
定
家
様
を
読
ん
で
頂
け
る
だ
ろ
う
か
。

　

⑽

　

こ
の
⑽
を
翻
字
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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⑾

保
具
波
卅
七
左
以
天
曽
乃
止
幾
保
宇

以
武
久
七
四
七
乃
志
以
止
尓
寿
王
徒

帝
以
堂

ほ
く
は
卅
七
さ
い
て
そ
の
と
き
ほ
う

い
む
（
ん
）
く
七
四
七
の
し
い
と
に
す
わ
つ

て
い
た

僕
は
三
十
七
歳
で
、
そ
の
と
き
ボ
ー

イ
ン
グ
７
４
７
の
シ
ー
ト
に
座
っ

て
い
た
。

　

ご
存
じ
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
す
れ
ば
、『
定
家
本　

ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
で
き
あ
が
り
で

あ
る

（
注
四
）。

　

長
編
小
説
に
こ
だ
わ
る
必
要
も
な
く
『
定
家
本　

ア
メ
リ
カ
ン
・

シ
ョ
ー
ト
ジ
ョ
ー
ク
』
等
の
よ
う
な
も
の
で
も
面
白
い
教
材
に
な
る

と
思
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
定
家
様
で
な
く
と
も
よ
い
。
近
年
『O

N
E PIECE

』

（
集
英
社
）
と
い
う
漫
画
が
広
く
読
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
物
語

の
主
人
公
の
台
詞
を
『
正
徹
本　

徒
然
草
』
の
字
体
で
表
現
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（「
海
賊
王
に
お
れ
は
な
る
っ
」
と
い
う
第

六
十
一
巻
の
台
詞
で
あ
る
。
な
お
、
感
嘆
符
等
は
省
略
し
て
い
る
）。

　

⑿

　

こ
の
よ
う
な
く
ず
し
字
を
適
切
な
吹
き
出
し
に
当
て
は
め
て
い
け

ば
、『
正
徹
本　

O
N

E PIECE

』
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
ど

の
教
材
に
も
い
え
る
こ
と
だ
が
、
教
材
化
の
際
に
は
、
仮
名
遣
い
や

漢
字
表
記
、
文
字
の
大
き
さ
等
ル
ー
ル
を
明
確
に
し
て
お
い
た
方
が

よ
い
だ
ろ
う
。
今
回
は
、
本
教
材
の
多
様
性
を
示
す
た
め
に
、
敢
え

て
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
示
し
て
い
る
）。

　

教
材
化
の
際
に
は
著
作
権
の
問
題
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
必
要
が

あ
る
が
、本
教
材
の
考
え
方
が
様
々
な
こ
と
に
応
用
で
き
る
こ
と
は
、

示
し
得
た
と
思
わ
れ
る
。

　

く
ず
し
字
を
読
め
る
人
口
が
減
っ
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
く
ず

し
字
に
対
す
る
興
味
が
完
全
に
失
わ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。
書
店
に
よ
っ
て
は
、「
古
文
書
が
読
め
る
フ
ェ
ア
」
等

が
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
そ
の
証
拠
と
い
え
よ
う

（
注
五
）。

読
め
る
よ

う
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
求
は
あ
る
の
で
あ
る
。
本
教
材
の
よ
う
な
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ア
イ
デ
ィ
ア
を
用
い
る
こ
と
で
、
く
ず
し
字
が
、
現
代
人
に
と
っ
て
、

よ
り
身
近
な
も
の
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

五　

メ
タ
日
本
語
学（
メ
タ
言
語
学
）の
一
環
と
し
て

　

本
稿
で
は
、「
く
ず
し
字
を
楽
し
く
学
ぶ
た
め
の
教
材
（
く
ず
し

字
の
学
習
が
「
ｉ
＋
１
」
の
「
＋
１
」
に
な
る
教
材
）」
を
紹
介
し
た
。

く
ず
し
字
学
習
は
、
歴
史
的
な
日
本
語
を
扱
う
学
問
で
は
最
大
の
障

壁
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
本
教
材
に
よ
り
、
多
少
な
り
と
も
状
況
を

改
善
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

　

筆
者
の
専
門
は
、
日
本
語
学
（
言
語
学
）
で
あ
る
。
日
本
語
学
の

研
究
論
文
は
数
多
く
あ
る
も
の
の
、
一
方
で
、「
日
本
語
学
を
学
問

す
る
」と
い
う
視
点
か
ら
の
研
究
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、

よ
り
良
い
研
究
を
行
う
た
め
に
は
、「
日
本
語
学
を
学
問
す
る
」
と

い
う
、
メ
タ
日
本
語
学
（
メ
タ
言
語
学
）
的
な
視
点
が
重
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　

メ
タ
日
本
語
学
（
メ
タ
言
語
学
）
の
対
象
と
し
て
は
、
具
体

的
に
は
、「
よ
り
公
正
な
学
会
誌
査
読
シ
ス
テ
ム
の
模
索
（
福
嶋

二
〇
一
四
）」「
よ
り
能
率
的
な
英
語
論
文
の
執
筆
方
法
の
模
索
（
福

嶋
二
〇
一
一
・
漆
田
他
二
〇
一
二
・
小
野
他
二
〇
一
三
）」「
よ
り
効

果
的
な
日
本
語
学
教
育
の
模
索
」「
よ
り
効
果
的
な
学
術
雑
誌
へ
の

投
稿
論
文
執
筆
方
法
の
模
索
（
レ
フ
リ
ー
と
の
や
り
と
り
や
、
不
採

用
通
知
を
受
け
取
っ
た
後
の
対
応
等
も
含
む
）」「
よ
り
能
率
的
で
手

堅
い
調
査
方
法
の
模
索
」
等
が
上
げ
ら
れ
る
。
本
稿
は
、「
よ
り
効

果
的
な
日
本
語
学
教
育
の
模
索
」
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

今
後
、
メ
タ
日
本
語
学
（
メ
タ
言
語
学
）
の
観
点
か
ら
、
く
ず
し

字
教
材
の
さ
ら
な
る
紹
介
や
、
こ
の
よ
う
な
教
材
を
用
い
た
授
業
の

実
践
報
告
等
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

注（
一
） 

中
野（
二
〇
一
一
）は
、近
代
化
前
後
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
和

本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
本
節
で
問
題
と
し
て

い
る
こ
と
を
よ
り
詳
し
く
論
じ
て
い
る
（
同
書
に
は
、
非
常
に
重

要
な
提
言
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）。

（
二
） 

厳
密
に
い
え
ば
、
本
稿
で
い
う
「
ｉ
＋
１
」
と
、K

rashen &
 

T
errell

（1983

）
等
の
第
二
言
語
習
得
理
論
で
い
う
「
ｉ
＋
１
」

に
は
、
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、
本
稿
で
い
う

「
ｉ
＋
１
」
の
「
＋
１
」
は
、
言
語
習
得
の
自
然
順
序
（N

atural 
O

rder

）
に
従
っ
た
「
＋
１
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い(

本
稿
で
は
、

自
然
順
序
仮
説
（N

atural O
rder H

ypothesis

）
に
関
与
し
な

い
言
語
学
習
を
考
え
て
い
る
）。
く
ず
し
字
学
習
を
目
的
と
す
る

本
稿
と
、第
二
言
語
習
得
を
論
じ
るK

rashen &
 T

errell

（1983

）

等
で
は
、
重
な
る
部
分
も
多
い
が
、
当
然
、
重
な
ら
な
い
部
分
も
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あ
る
。「
ｉ
＋
１
」
等
の
概
念
の
異
な
り
も
、
そ
の
違
い
を
反
映

し
て
い
る
と
い
え
る
（
第
二
言
語
習
得
理
論
を
、
そ
の
ま
ま
、
く

ず
し
字
学
習
に
当
て
は
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
異
同
を

考
慮
し
て
応
用
し
て
い
る
と
お
考
え
頂
き
た
い
）。

（
三
） 誤
解
の
な
い
よ
う
に
申
し
添
え
る
が
「
変
体
仮
名
を
ケ
ー
タ
イ
の

フ
ォ
ン
ト
へ
（
中
野
二
〇
一
一
：
一
三
）」
と
い
う
方
向
で
の
ア
イ

デ
ィ
ア
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
だ
が
、
若
者
の
持
つ
道
具
に
着
目
す
る
と
い
う
視
点
は
大
切
だ

と
思
わ
れ
る
。

（
四
） こ
こ
で
い
う
『
定
家
本　

○
○
』（
例
え
ば
、『
定
家
本　

ノ
ル
ウ
ェ

イ
の
森
』）
の
「
定
家
本
」
と
は
、
く
ず
し
字
に
定
家
様
を
使
用

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
学
術
的
な
意
味
で
の
「
定
家
本
」

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
『
正
徹
本　

○
○
』
の
「
正

徹
本
」
も
同
様
の
意
味
合
い
で
使
用
し
て
い
る
。

（
五
） 複
数
の
書
店
で
開
催
さ
れ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
の
中
の

一
例
で
あ
る
が
、
次
の
と
こ
ろ
で
情
報
を
確
認
で
き
る
。

 
http://w

w
w

.junkudo.co.jp/m
j/store/event_detail.

php?fair_id=5123

（
閲
覧
日
二
〇
一
四
年
九
月
一
日
）。
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テ
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資
料『

土
佐
日
記
』
育
徳
財
団
（
尊
経
閣
叢
刊
）　

※
本
稿
で
は
『
定
家
本　

土
佐
日
記
』
と
表
記
し
て
い
る
。

『
高
野
本　

平
家
物
語
』
笠
間
書
院
（
笠
間
影
印
叢
刊
）

『
平
家
物
語
』
岩
波
書
店
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

『
徒
然
草
』
笠
間
書
院
（
笠
間
影
印
叢
刊
）
※
本
稿
で
は
『
正
徹
本　

徒

然
草
』
と
表
記
し
て
い
る
。

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
講
談
社

『O
N

E PIECE

』（
第
六
十
一
巻
）
集
英
社

付
記
： 

本
稿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
、「
実
践
女
子
学
園
知
的
財
産
等
に

関
す
る
規
程
」
に
基
づ
く
本
学
園
の
審
議
を
経
て
、
職
務
発
明

と
し
て
既
に
特
許
出
願
し
て
い
る
も
の
の
一
部
で
あ
る
。

（
ふ
く
し
ま　

た
け
の
ぶ
・
実
践
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
）


