
【
研
究
ノ
l
ト
】

「
東
下
り」
の
段
落
構
成
l

教
材
化
研
究
の
一

働
l

西

夫

は
じ
め
に

本
年
度
前
期
の
開
講
授
業
「
古
典
文
学
講
読」
で
は、

高
等
学
校

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
伊
勢
物
語
』

の
教
材
化
研
究
を
お
こ
な
っ

た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、

こ
れ
ま
で
教
科
書
教
材
と
な
っ
て

い
る
『
伊
勢
物
語
』

の
教
材
化
研
究
を
継
続
的
に
お
こ
な
っ
て
来

た
こ
と、
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
章
段
を
見
直
し
た

り
、

新
た
に
取
り
上
げ
る
章
段
の
教
材
化
分
析
を
行
っ

た
り
す
る

こ
と
で
、

こ
れ
ま
で
の
分
析
を
整
理
・

再
考
す
る
と
い
う
目
的
も

あ
っ

た
。

今
年
度
の

授
業
で
取
り
上
げ
た
章
段
は
、

る
。

以
下
の
九
段
で
あ

初
冠

ご

段）
・

東
下
り
（
九
段）
・

筒
井
筒
（一
二
ニ
段）

月
や
あ
ら
ぬ
（
四
段）
・

芥
川
（
六
段）
・

梓
弓
（
二
四
段）

狩
の
使
い
（
六
九
段）

・

さ
ら
ぬ
別
れ
（
八
四
段）

・

渚
の

院
（
八
二
段）

授
業
で
は
概
ね
こ
の

順
序
で
章
段
を
取
り
上
げ
て
き
た
。

「
東
下

り」
「
筒
井
筒」
「
狩
の
使
い
」
「
渚
の
院」
は
二
回
分
を
あ
て
て
い
る。

前
半
で
取
り
上
げ
た
章
段
は
、

す
で
に
論
文
と
し
て
発
表
し
て
き

た
章
段
が
多
く、

後
半
で
取
り
上
げ
た
章
段
は、

今
後
論
文
と
し

て
公
開
を
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
章
段
で、

必
履

修
科
目
（
国
語
総
合）

と
選
択
科
目
（
古
典）

と
で
採
録
さ
れ
て

い
る
章
段
は
ほ
ぼ
網
羅
で
き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う。

こ
れ
ら
の
見
直
し
の
中
で
、

最
も
初
期
に
発
表
し
た
「
東
下
り」

の
教
材
分
析
は
、

和
歌
を
中
心
と
し
た
内
容
で
あ
り、

散
文
部
に

は
十
分
な
考
察
が
で
き
て
い
な
い
憾
み
が
あ
っ

た
。

今
回
の
見
直

し
の
過
程
に
お
い
て
、

段
落
構
成
の
あ
り
方
を
起
点
と
し
て
教
材

化
と
表
現
分
析
と
の

関
係
を
中
心
に
課
題
を
整
理
し
て
お
き
た

、UY
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段
落
構
成
の
あ
り
方

当
該
章
段
の
段
落
構
成
を
結
論
的
に
示
せ
ば、

以
下
の
通
り
で

あ
る
。

囚
昔、

男
あ
り
け
り
。

そ
の
男、

身
を
要
な
き
も
の
に
思
ひ

な
し
て
、

京
に
は
あ
ら
じ
、

あ
づ
ま
の
方
に
住
む
べ

き
国
求

め
に
と
て
ゆ
き
け
り
。

も
と
よ
り
友
と
す
る
入、

ひ
と
り
ふ



た
り
し
て
い
き
け
り
。

道
知
れ
る
人
も
な
く
て
、

ま
ど
ひ
い

き
け
り
。

固
三
河
の
国、

八
橋
と
い
ふ
所
に
歪
り
ぬ
。

そ
こ
を
八
橋
と

い
ひ
け
る
は
、

水
ゆ
く
河
の
蜘
妹
手
な
れ
ば
、

橋
を
八
つ
渡

せ
る
に
よ
り
て
な
む
人
橋
と
い
ひ
け
る
。

そ
の
沢
の
ほ
と
り

の
木
の

陰
に
お
り
ゐ
て
、

乾
飯
食
ひ
け
り
。

そ
の
沢
に
か
き

っ
ぱ
た
い
と
お
も
し
ろ
く
咲
き
た
り
。

そ
れ
を
見
て
、

あ
る

人
の
い
は
く、
「
か
き
っ
ぱ
た
と
い
ふ
五
文
字
を
匂
の
上
に
す

ゑ
て
、

旅
の
心
を
よ
め
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、

よ
め
る
。

唐
衣

き
つ
つ
な
れ
に
し

つ
ま
し
あ
れ
ば

は
る
ば
る
き
ぬ
る

旅
を
し
ぞ
思
ふ

と
よ
め
り
け
れ
ば
、

み
な
入、

乾
飯
の
上
に
涙
落
と
し
て
、

ほ
と
び
に
け
り
。

回
ゆ
き
ゆ
き
て
、

駿
河
の
国
に
至
り
ぬ
。

宇
津
の
山
に
至
り

て
、

わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
、

い
と
暗
う
細
き
に、

っ
た
、

か
へ

で
は
茂
り
、

も
の
心
細
く、

す、
ず
ろ
な
る
め
を
見
る
こ

と
と
思
ふ
に、

修
行
者
あ
ひ
た
り
。

「
か
か
る
道
は
、

い
か

で
か
い
ま
す
る
」

と一一一一ロ
ふ
を
見
れ
ば
、

見
し
人
な
り
け
り
。

京
に、

そ
の
人
の

御
も
と
に
と
て
、

文
書
き
て
つ
く。

駿
河
な
る

宇
津
の
山
べ

の

う
つ
つ
に
も

夢
に
も
人
に

あ
は
ぬ
な
り
け
り

五
月
の
つ
ご
も
り
に、

雪
い
と
白
う

富
士
の
山
を
見
れ
ば、

降
れ
り
。

時
知
ら
ぬ

山
は
富
士
の
嶺

鹿
の
子
ま
だ
ら
に

雪
の
降
る
ら
む

そ
の
山
は
、

こ
こ
に
た
と
へ

ば、

比
叡
の
山
を
二
十
ば
か
り

重
ね
あ
げ
た
ら
む
ほ
ど
し
て
、

な
り
は
塩
尻
の
や
う
に
な
む

あ
り
け
る
。

固
な
ほ
ゆ
き
ゆ
き
て、

武
蔵
の
国
と
下
つ
総
の
国
と
の
中
に、

い
と
大
き
な
る
河
あ
り
。

そ
れ
を
す
み
だ
河
と
い
ふ
。

そ
の

河
の
ほ
と
り
に
群
れ
ゐ
て
思
ひ
や
れ
ば、

限
り
な
く
遠
く
も

来
に
け
る
か
な
、

と
わ
び
あ
へ

る
に、

渡
守、

「
は
や
舟
に

乗
れ、

日
も
暮
れ
ぬ
」

と
言
ふ
に、

乗
り
て
渡
ら
む
と
す
る

に
、

み
な
人
も
の
わ
び
し
く
て
、

京
に
恩
ふ
人
な
き
に
し
も

あ
ら
ず。

さ
る
を
り
し
も、

白
き
烏
の
噴
と
脚
と
赤
き、

し

ぎ
の
大
き
さ
な
る
、

水
の
上
に
遊
び
つ
つ
魚
を
食
ふ
。

京
に

は
見
え
ぬ
烏
な
れ
ば、

み
な
人
見
知
ら
ず。

渡
守
に
問
ひ
け

れ
ば
、

ご」
れ
な
む
都
鳥」

と
言
ふ
を
聞
き
て
、

名
に
し
負
は
ば

い
ざ
こ
と
問
は
む

都
鳥

わ
が
思
ふ
人
は

あ
り
ゃ
な
し
ゃ
と

と
よ
め
り
け
れ
ば
、

舟
こ
ぞ
り
て
泣
き
に
け
り。

章
段
構
成
は
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
示
し
た
よ
う
に
四
段
落
か

ら
な
る
。

A
段
落
で
は
、

物
語
の
契
機
と
な
る
出
来
事
が
語
ら
れ、

い
っ
と
て
か
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東
国
へ

旅
立
つ

背
景
が
示
さ
れ
る
。

B
段
落
で
は
、

物
語
で
の
場

面
と
し
て
「
三
河
国」
の
「
八
つ

橋」
が
提
示
さ
れ、

そ
の
場
に
咲
き

誇
る
カ
キ
ツ
バ

タ
を
折
匂
と
し
て
詠
み
込
み
つ
つ

都
に
残
し
て
き

た
人
を
想
起
す
る
。

C
段
落
で
は
「
駿
阿
国」
の
「
宇
津
の
山」
で
修

行
僧
と
の

再
会
か
ら
や
は
り
都
に
残
し
て
き
た
人
を
想
起
し
つ

つ
、

さ
ら
に
富
士
山
の
大
き
さ
や
不
思
議
さ
を
和
歌
に
詠
む
。

最

後
の
D
段
落
で
は
、

武
蔵
国
と
下
総
国
と
を
分
け
る
「
す
み
だ
河」

で
「
都
鳥」
を
見
る
こ
と
か
ら
旅
情
を
喚
起
さ
れ
て
川
を
渡
り
つ
つ

都
を
思
う
一

行
を
描
き
出
し
て
物
語
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

本
来、

古
写
本
に
お
い
て
段
落
を
分
け
る
と
言
う
意
識
は
希
薄

で
あ
る
。

一

例
を
示
せ
ば
、

応
永
本
『
和
泉
式
部
物
語
』

（
和
泉

式
部
日
記、

京
都
大
学
蔵
本）

（
注

と

で
は
、

和
歌
に
な
る
部
分

で
は
改
行
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
れ
以
外
の
散
文
部
分
で

は
改
行、
が
認
め
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り、

文
章
の
ま
と
ま
り
に
よ
っ

て
段
落
を
構
成
す
る
と
い
う
意
識
が
認
め
ら
れ
な
い
と
入
っ

て
も

よ
い
。

一

方、

青
鶏
書
屋
本
『
土
佐
日
記
』

（
注
2）

で
は
、

日
付

が
変
わ
る
毎
に
改
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
日
記
と
い
う
実
録
性

を
有
す
る
性
格
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う。

文
学
史
上

同
じ
日
記
と
称
さ
れ
る
作
品
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
相
違
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

古
典
作
品
を
読
む
に
際
し
て
、

内
容
の
構
成
を
段
落
に
よ
っ

て

示
す
こ
と
は
、

作
品
理
解
を
促
進
さ
せ
る
意
味
合
い
を
持
つ
と
言

え
る
だ
ろ
う。

そ
の
意
味
か
ら
も
段
落
を
設
け
て
教
材
を
行
う
こ

と
は、

古
典
教
材
の
学
習
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

と
な
る
。

段
落
構
成
の
内
実
l
旅
情
と
境
界
l

当
該
の
章
段
は
、

A
が
導
入
の
役
割
を
持
ち、

続
く
三
つ
の
段

落
（
B
i
D
）

が
、

そ
れ
ぞ
れ
地
名
を
伴
う
具
体
的
な
場
面
で
都

へ

の
思
慕
を
和
歌
に
よ
っ

て
表
現
し
て
い
る。

そ
の
和
歌
は
場
面

の
頂
点
を
形
成
す
る
役
割
を
担
い
、

歌
物
語
と
し
て
の
体
裁
を
果

た
し
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た、

B
D
で
は
和
歌、
が
各
一

首、

C
で
は
二
首
の
和
歌
が
詠

ま
れ、

前
者
は
川
を
モ
テ
ィ
l
フ
と
し
た
段
落、

後
者
は
山
を
モ

テ
ィ
i
フ
と
し
た
段
落
と
い
う
関
係
性
も
認
め
ら
れ
る
。

川
と
山

と
は
古
代
社
会
に
お
い
て
境
界
を
な
す
存
在
で
も
あ
る
。

そ
う
し

た
場
面
を
構
成
す
る
要
素
と
内
容
と
の
関
係
付
け
を
試
み
る
こ
と

も
必
要
と
な
る
。

加
え
て
三
つ
の
場
面
に
登
場
す
る
三
つ
の
地
名

（
八
つ

橋
・

宇
津
の
山
・

す
み
だ
前）

は
い
ず
れ
も
歌
枕
で
あ
っ

て
旅
情
を
醸
す
要
素
を
持
ち
、

い
ず
れ
も
が
本
章
段
を
契
機
と
し

て
広
が
り
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

C
段
落
の
富
士
山
は
古
来
大
き

ノ＼
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①

異
性
を
恋
い
慕
う
心
を
噴
火
の
煙
火
に
喰
え
る
表
現



②

山
頂
に
常
に
雪
が
あ
る
こ
と
を
詠
む

の
二
つ
の
傾
向
で
詠
ま
れ
て
き
た
（
注
3）
。

本
章
段
の
傾
向
か
ら

す
れ
ば
、

富
士
山
は
前
者
の
よ
う
な
捉
え
方
で
詠
ま
れ
て
い
て
も

問
題
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、

後
者
で
詠
ま
れ
て
い
る
点
は
、

こ
の

傾
向
は
後
代
に
は

叙
景
性
を
強
く
持
つ
よ

う
に
な
る
と
の

指
摘

（
注
3）

が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
章
段
の

位
置
づ

け
と
し
て
今
後

さ
ら
に
検
討
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
す
れ
ば
、

各
段
落
に
お
い
て
都
を
思
慕
す
る
和
歌
は
一

首
詠
ま
れ
て
お
り
、

C
段
落
の
富
士
山
を
詠
む
和
歌
は
旅
に
お
け
る
新
奇
性
を
捉
え
た

内
容
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う。

加
え
て
、

B
D
段
落
は
川
が
場
面
を
構
成
す
る
要
素
と
な
っ
て

い
る
こ
と
と
、

「
乾
飯
の
上
に
涙
落
と
し
」
「
舟
こ
、
ぞ
り
て
泣
き」
の

ご
と
く、

い
ず
れ
も
涙
を
流
し
て
場
面
を
閉
じ
て
い
る
と
い
う
共

通
性
を
持
つ
。

歌
言
葉
と
し
て
「
涙
川」
が
あ
る
こ
と
と
の
関
連
が

考
え
ら
れ
て
よ
い
。

こ
の
言
葉
を
詠
む
歌
が
恋
歌
に
集
中
し
て
い

る
事
実
か
ら
す
れ
ば
、

都
へ
の
慕
情
と
い

う
要
素
と
関
わ
ら
せ
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

四

お
わ
り
に

以
上
、

解
決
に
は
至
ら
ぬ

問
題
点
を
列
挙
し
た
。

教
材
研
究
と

し
て
の
見
直
し
の
上
か
ら
見
出
さ
れ
た
要
素
は
、

今
後
よ
り
具
体

的
に
検
討
を
加
え
て
行
く
予
定
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、

従
来
「
国
語
総
合」
の
定
番
教
材
的
な
位
置
づ
け
に
あ
る
本
章
段
を

「
古
典
探
究」
を
見
据
え
た
学
習
課
題
の
設
定
か
ら
見
直
す
と
い
う

可
能
性
も
出
て
く
る
だ
ろ
う。

ま
た
、
境
界
性
と
い
う
点
で
は、
国
境
を
な
す
の
は
「
す
み
だ
河」

の
み
で
、

他
の
二
つ
と
は
性
格
を
具
に
す
る
状
況
も、

単
に
境
界

と
い

う
用
語
の
み
で
整
理
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
苧
ん
で
い
る
。

同
様
な
こ
と
は
、

富
士
山
の
場
面
が
恋
情
で
は
な
く
新
奇
的
な
叙

景
性
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も、

山
の
場
面
で
二
つ
の
山
の

存
在
と
あ
わ
せ
て
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

教
材
化
研
究
の
楽
し
さ
と
難
し
さ
で
あ
る
。
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1 

和
泉
式
部
物
語

文
学
研
究
室

編
、

臨
川
書
店
、

京
都
大
学
蔵
』

（
京
都
大
学
国
語
国

一

九
七
八
）

参
照。

『
応
永
本

2 

萩
谷
朴
編
『

影
印
本

一

九
六
八
）

参
照。

（
神
典
社
、

土
左
日
記
』

3 

片
桐
洋
一

『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典

増
訂
版
』

九
）

参
照
。

（
笠
間
書
院、
一

九
九

（
令
和
元
年
九
月
晦
日
）

（
に
し

か
ず
お

信
州
大
学
教
育
学
部）


