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小
論
文
の
気
に
な
る
変
化

予
備
校
で
指
導
を
受
け
て
い
る
生
徒
の
小
論
文
は
、
さ
す
が
に

完
成
度
が
高
い
。
だ
が
そ
れ
は
型
ど
お
り
に
問
題
を
「
提
起
」
し
、

そ
し
て
用
意
さ
れ
た
「
個
性
」
に
基
づ
い
た
「
解
決
」
を
記
述
し

て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
残
念
な
が
ら
生
徒
の
本
当
の
個

性
や
意
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
だ
。
入
試
小

論
文
を
と
り
ま
く
そ
う
し
た
現
状
を
全
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い

が
、
せ
め
て
正
解
主
義
的
な
発
想
か
ら
生
徒
を
解
放
し
、
等
身
大

の
彼
ら
を
小
論
文
上
に
引
き
出
し
て
み
た
い
と
考
え
て
き
た
。

最
近
そ
う
し
た
正
解
主
義
的
な
小
論
文
の
背
後
に
、
本
当
の
生

徒
像
が
少
し
見
え
隠
れ
し
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
昨
今
の
生

徒
た
ち
の
急
速
な
心
の
荒
廃
が
、
小
論
文
の
内
容
や
表
現
に
も
影

響
を
与
え
て
い
る
よ
う
だ
。
気
に
な
る
こ
と
な
の
で
あ
え
て
こ
だ

わ
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

正
解
主
義
に
隠
さ
れ
た
心
の
荒
廃

昨
今
少
年
に
よ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
暴
行
事
件
が
後
を
絶
た
な
い
。

生
徒
た
ち
の
考
え
を
知
り
た
い
と
思
い
、
昨
年
「
ホ
ー
ム
レ
ス
と

少
年
犯
罪
の
関
連
に
つ
い
て
の
新
聞
投
稿
を
読
み
、
意
見
を
述
べ

る
」（
国
立
大
過
去
問
題
）
と
い
う
小
論
文
を
課
し
た
。
次
は
あ

る
生
徒
（
三
年
・
男
子
）
の
小
論
文
の
一
部
分
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
通
う
よ
う
な
千
代
田
区
な
ど

都
市
部
で
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
を
守
る
た
め
に
三
つ
の
条
例
の

制
定
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
公
園
や
歩
道
に
つ
い

て
は
、
彼
ら
の
行
動
を
区
民
全
員
で
監
視
す
る
こ
と
が
必
要

に
な
る
。
こ
れ
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
り
、
今
月
実
施
さ
れ
た

生
活
環
境
条
例
と
同
様
効
果
を
あ
げ
、
ホ
ー
ム
レ
ス
を
一
掃

で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
筆
者
と
同
様
に
条
例
の
制
定

だ
け
で
は
根
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
た

め
に
は
ま
ず
彼
ら
の
人
権
を
次
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。（
傍
線
筆
者
）

●
錦
城
学
園
高
等
学
校
教
諭

酒
井
眞
也
（
さ
か
い
・
し
ん
や
）

小
論
文
に
隠
さ
れ
た
心
の
荒

廃
を
ど
う
す
る
か



こ
の
小
論
文
に
は
、
具
体
的
な
問
題
解
決
策
が
ホ
ー
ム
レ
ス
理

解
の
立
場
か
ら
整
然
と
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
説
得
力
も
あ
っ
た
。

型
ど
お
り
の
添
削
を
す
る
な
ら
ば
充
分
合
格
点
を
与
え
ら
れ
る
も

の
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
視
点
を
少
し
変
え
て
み
る
と
、
気
に
な

る
表
現
や
奇
妙
な
表
現
が
目
立
ち
、
違
和
感
を
覚
え
た
。
例
え
ば

引
用
し
た
箇
所
で
は
、（
ホ
ー
ム
レ
ス
を
区
民
全
員
で
）「
監
視
す

る
」
・
（
ホ
ー
ム
レ
ス
を
）「
一
掃
で
き
る
」
と
い
う
表
現
が
気

に
な
る
。
こ
れ
ら
は
単
純
に
「
見
守
る
」
・
「
救
う
こ
と
が
で
き

る
」
と
い
う
表
現
の
間
違
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の

こ
と
ば
の
響
き
は
ホ
ー
ム
レ
ス
を
理
解
す
る
と
い
う
立
場
と
は
矛

盾
し
、
し
か
も
不
快
な
感
じ
が
す
る
。

こ
れ
は
単
に
表
現
力
の
不
足
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
く
、
ホ
ー

ム
レ
ス
を
蔑
視
す
る
発
想
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
単
純
な
疑
問
か
ら
こ
の
生
徒
へ
の
添
削
指
導
が
は
じ
ま
っ
た
の

だ
が
、
不
幸
に
も
予
想
は
あ
た
り
、
彼
は
「
ホ
ー
ム
レ
ス
は
監
視

の
必
要
な
悪
者
で
、
街
か
ら
排
除
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
が
、

そ
れ
で
は
う
ま
く
書
け
そ
う
も
な
い
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
厳
し
い

態
度
は
印
象
が
悪
い
だ
ろ
う
か
ら
書
か
な
か
っ
た
。
こ
の
表
現
は

あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。」
と
発
言
し
た
。
結
局
ホ
ー
ム

レ
ス
を
理
解
す
る
と
い
う
小
論
文
の
立
場
は
本
心
で
は
な
く
、
彼

の
考
え
る
「
正
解
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
発
想
を
す
る

生
徒
は
珍
し
く
な
い
が
、
日
ご
ろ
こ
の
生
徒
は
特
に
素
直
で
心
や

さ
し
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け
に
驚
か
さ
れ
た
。
彼
の
そ
の
よ
う
な

ホ
ー
ム
レ
ス
観
を
改
め
さ
せ
る
の
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要
し

た
。こ

れ
は
あ
く
ま
で
一
例
で
あ
る
。
特
に
こ
こ
数
年
偏
差
値
と
は

関
係
な
く
、
こ
う
し
た
発
想
や
悪
質
な
盗
作
（
急
増
し
て
い
る
）

な
ど
が
小
論
文
に
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
さ
ら
に
、
心
の
「
荒
廃
」
と
も
思
え
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
文
章
も
増
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
ふ
つ
う
正
解
主
義

の
「
型
」
に
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
従
来
の
添
削
の
視
点
で

は
見
過
ご
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
大
き
い
し
、
ま
た
問
題
視
さ
れ

な
い
こ
と
も
多
い
よ
う
だ
。

新
た
な
視
点
で
生
徒
の
価
値
観
と
向
き
合
お
う

で
は
こ
う
し
た
小
論
文
を
前
に
し
て
私
た
ち
は
何
を
考
え
、
ど

の
よ
う
な
添
削
指
導
を
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
正
解

主
義
に
隠
さ
れ
た
生
徒
の
発
想
や
価
値
観
を
読
み
と
り
、
あ
る
い

は
心
の
荒
廃
を
理
解
し
た
上
で
、
生
徒
の
心
と
対
峙
す
る
こ
と
が

ま
ず
最
初
に
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
添
削
指
導
に
お
い
て
教
科
の

領
域
を
越
え
た
精
神
分
析
の
よ
う
な
も
の
を
主
張
す
る
つ
も
り
は

な
い
が
、
実
際
に
小
論
文
に
は
生
徒
の
内
面
の
ヒ
ン
ト
が
あ
り
、
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今
後
そ
う
し
た
視
点
な
し
に
は
小
論
文
の
分
析
・
添
削
は
難
し
い

と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
ホ
ー
ム
レ
ス
を
蔑
視
す
る
よ
う
な
生
徒
に

対
し
て
は
、
添
削
に
先
立
ち
、
そ
の
ホ
ー
ム
レ
ス
観
そ
の
も
の
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
が
本
文
の
論
旨
と
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
の

意
味
に
つ
い
て
、
話
し
あ
い
が
充
分
に
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
足

が
か
り
と
し
て
添
削
指
導
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
に
は
当
然
の
ご
と
く
、
正
解
主
義
的
な
小
論
文
指

導
を
否
定
す
る
立
場
が
前
提
と
し
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た

ち
は
口
先
で
は
正
解
主
義
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
い
ま
だ
に
正
解

の
「
型
」
を
押
し
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ミ
ニ
マ

ム
な
視
点
で
の
添
削
指
導
の
試
行
錯
誤
は
、
逆
に
生
徒
の
執
筆
意

欲
を
抑
圧
し
、
結
局
い
び
つ
な
小
論
文
を
生
み
だ
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
論
文
指
導
の
現
状
に
お

い
て
は
、
何
が
正
し
い
指
導
か
と
い
う
判
断
は
確
か
に
難
し
い
。

だ
が
、
生
徒
の
小
論
文
を
分
析
す
れ
ば
、
自
分
の
反
省
の
何
か
は

そ
こ
に
辿
り
つ
く
は
ず
だ
。

小
論
文
指
導
の
方
法
は
、
今
後
入
試
の
合
否
以
外
の
視
点
か
ら

も
問
わ
れ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
正
解
主
義
的
な
発

想
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
ユ
ニ
ー
ク
な
新
し
い
指
導
の
方

法
を
構
築
し
て
い
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
小
論
文
指
導

の
新
た
な
可
能
性
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
原
点
に
戻
り
、
小
論
文

を
通
じ
て
生
徒
に
学
ん
で
欲
し
い
こ
と
を
再
確
認
し
、
新
た
な
指

導
方
法
を
模
索
し
た
い
。
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