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更
新

文
学
７
講
義
内
容

―
身
近
な
生
活
の
こ
と
ば
か
ら
文
法
を
知
る
―

20

萩
原

義
雄

は
じ
め
に

国
語
学
者
故
大
野
晉
氏
が
岩
波
新
書
か
ら
『
日
本
語
練
習
帳
』
と
い
う
書
物
を
一
九
九
九(

平
成
十
一)

年
に
世
に
送
り
出
し
、

此
の
書
物
は
あ
ら
ゆ
る
日
本
語
相
の
人
々
に
日
本
語
の
手
引
き
書
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
こ
と
は
ご
存
知
で
あ
ろ
う
か
？

四
十
五
問
か
ら
成
る
問
題
を
通
し
て
、
読
者
の
日
本
語
能
力
を
診
断
す
る
も
の
で
、
は
っ
き
り
も
の
を
云
い
、
は
っ
き
り
も

の
を
書
く
。
こ
の
た
め
に
は
、
も
の
ご
と
を
は
っ
き
り
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
と
ば
の
持
つ
性
質
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、

例
え
ば
日
本
語
に
な
か
に
潜
む
「
同
音
異
義
語
」
の
微
妙
な
意
味
の
差
異
に
敏
感
に
気
づ
く
こ
と
で
も
あ
る
。
再
び
、
こ
の
大

野
晉
氏
の
提
示
す
る
日
本
語
の
世
界
を
体
感
し
て
み
て
は
如
何
と
考
え
る
。

今
、
私
た
ち
日
本
語
を
母
国
語
と
す
る
日
本
人
が
海
外
か
ら
訪
れ
る
日
本
言
語
文
化
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
々
の
熱
い
眼
差
し

に
堪
え
う
る
状
況
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
か
な
り
疑
わ
し
い
様
相
で
あ
る
こ
と
は
重
々
ご
承
知
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
昨
今
、
日
本
語
を
真
剣
に
考
え
、
学
ぼ
う
と
す
る
老
若
男
女
の
人
々
が
多
く
の
講
座
に
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
人
達
は
、
複
数
の
講
座
で
複
数
の
先
生
か
ら
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
で
、
多
く
の
多
角
的
な
知
識
を
得
よ
う
と
し
て
い

る
。
彼
等
が
得
た
知
識
は
実
際
に
海
外
か
ら
の
学
習
者
と
の
異
文
化
交
流
の
実
践
へ
と
移
さ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
一
端
を

見
据
え
な
が
ら
、
文
学
に
お
け
る
日
本
語
の
こ
と
ば
の
時
間
の
単
元
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
身
近
な
生
活
の
こ
と
ば
か
ら
文
法

を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
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「
か
わ
い
い
」
と
「
か
わ
い
ら
し
い
」

☆
彼
か
ら
は
「
か
わ
い
い
ね
」
と
言
わ
れ
る
の
と
「
か
わ
い
ら
し
い
ね
」
と
言
わ
れ
る
の
は
ど
ち
ら
が
嬉
し
い
か
？

子
供
服
売
り
場
に
書
い
て
あ
る
字
は
「
か
わ
い
い
服
」
と
「
か
わ
い
ら
し
い
服
」
は
ど
ち
ら
の
こ
と
ば
が
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し

い
表
現
だ
ろ
う
か
？

↓

☆
「
か
わ
い
い
」
は
主
観
。「
か
わ
い
ら
し
い
」
客
観
的
な
言
い
回
し
か
た
。
よ
っ
て
、
彼
か
ら
は
「
か
わ
い
い
ね
」
服
は
「
か

わ
い
ら
し
い
服
」
と
す
る
と
よ
り
ふ
さ
わ
し
く
な
る
。

あ
な
た
に
も
ら
っ
た
→｢

に｣

は
主
観
的
意
味
が
強
い
。

あ
な
た
か
ら
も
ら
っ
た
→｢

か
ら｣

客
観
的
意
味
が
強
い
。

助
詞
「
は
」
と
「
が
」
の
用
法
の
違
い
は
何
か
？

☆
「
は
」
が
く
る
と
き
は
説
明
の
と
き
。

☆

五
六

み
わ
た
せ
ば

柳
櫻
を
こ
き
ま
ぜ
て

都
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

『
枕
草
子
』

春
は
あ
け
ぼ
の
→
春
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

故
に
、「
春
が
あ
け
ぼ
の
」
で
は
表
現
が
お
か
し
い
こ
と
と
な
る
。
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★
「
は
」
と
「
が
」
の
使
い
分
け
は
感
覚
的
に
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
文
法
に
し
た
が
っ
て
使
わ
な
い
と

正
し
い
意
味
が
見
え
て
こ
な
い
。

〔
実
例
文
章
〕
芥
川
龍
之
介
『
杜
子
春
』
の
冒
頭
文

或
春
の
日
暮
で
す
。

唐
の
都
洛

陽
の
西
の
門
の
下
に
、
ぼ
ん
や
り
空
を
仰
い
で
ゐ
る
、
一
人
の
若
者
が
あ
り
ま
し
た
。

ら
く
よ
う

若
者
は
名
は
杜
子
春
と
い
つ
て
、
元
は
金
持
の
息
子
で
し
た
が
、
今
は
財
産
を
費
ひ
尽
し
て
、
そ
の
日
の
暮
し
に
も
困
る

と
し
し
ゆ
ん

つ
か

つ
く

位
、

憐

な
身
分
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。

あ
は
れ

｛
回
答
｝
未
知
の
情
報
と
既
知
の
情
報

未
知
＋
が
＋
既
知

既
知
＋
は
＋
未
知

〈
質
問
〉「
…
が
」
は
な
ぜ
未
知
の
情
報
か
？
「
…
は
」
は
な
ぜ
既
知
の
情
報
か
？

〔
実
用
文
章
〕
卒
業
証
書

右
の
者
は
、
本
学
普
通
科
の
全
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
。

《
応
用
設
問
１
》
次
に
示
す
広
告
文
の
語
の
用
法
を
考
え
な
さ
い
。

①

味
は
、
人
な
り
。
だ
し
は
、
芸
な
り
。〔
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
〕

②

い
い
音
楽
は
、
い
つ
も
新
し
い
。
〔C

BS

ソ
ニ
ー
〕

③

あ
な
た
の
夢
は
、
僕
ら
の
夢
だ
。
〔
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
〕

④

う
ち
の
カ
レ
ー
が
、
い
ち
ば
ん
だ
ね
。〔
ハ
ウ
ス
食
品
〕
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⑤

若
い
街
が
生
ま
れ
た
。〔
野
村
不
動
産
〕

⑥

送
り
上
手
が
、
増
え
て
い
ま
す
。
〔
日
通
航
空
〕

「
そ
れ
も
そ
う
だ
な
」
と
「
そ
れ
は
そ
う
だ
な
」

あ
る
人
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
太
郎
さ
ん
、
次
郎
さ
ん
に
意
見
を
求
め
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、

太
郎
さ
ん

「
そ
れ
は
そ
う
だ
な
」

次
郎
さ
ん

「
そ
れ
も
そ
う
だ
な
」

と
い
っ
た
返
事
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
太
郎
さ
ん
と
次
郎
さ
ん
の
回
答
は
、
或
人
の
意
見
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
述

べ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

例
文
１

冨
士
の
白
雪
朝
日
に
映
え
て

男
同
士
で
酌
む
酒
は

明
日
の
明
る
い
夢
が
あ
る

山
は
冨
士
な
ら

酒
は
白

雪
〔
清
酒
「
白
雪
」
の
歌
詞
〕

例
文
２

夏
も
近
づ
く

八
十
八
夜
〔
唱
歌
「
茶
摘
み
」〕

例
文
３

今
宵
は
月
も

出
ぬ
そ
う
な
〔
唱
歌
「
宵
待
草
」
〕

例
文
４

戻
る

戻
る

胸
も
な
い

も
し
も
死
ん
だ
ら

あ
な
た

あ
な
た

泣
い
て
く
れ
ま
す
か
〔
歌
謡
「
悲
し
み

日
本
海
」
〕

《
応
用
設
問
１
》
次
の
二
文
に
見
え
る
「
息
も
」「
息
を
も
」
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

○
こ
こ
ろ
よ
き
疲
れ
な
る
か
な
／
息
も
つ
か
ず
／
仕
事
を
し
た
る
後
の
こ
の
疲
れ
〔
石
川
啄
木
の
詩
〕

○
鞴
の
風
さ
え

息
を
も
継
が
ず
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「
負
け
ず
嫌
い
」
と
「
食
わ
ず
嫌
い

」

「
負
け
ず
嫌
い
」
の
「
ず
」
は
、「
ん
と
す
」
→
「
う
ず
」
→
「
ず
」
か
ら
き
て
い
る
。

「
ず
」・
・
・
〔
助
動
特
殊
型
〕{

○
・
○
・
ず
・
ず
る
・
ず
れ
・
○}

推
量
の
助
動
詞｢

う
ず｣

の
訳
。

「
う
ず
」・
・
・
〔
助
動
サ
変
型
〕
①
推
量
や
仮
想
の
意
を
表
す
。
・
・
・
だ
ろ
う
。
②
意
志
や
決
意
の
意
を
表
す
。

「
食
わ
ず
嫌
い
」
の
「
ず
」
・
・
・
打
消
の
意
を
表
す
。

『
古
語
大
辞
典
』
小
学
館
参
照

よ
っ
て
、
「
食
わ
ず
嫌
い
」
の
「
ず
」
は
、
食
べ
た
く
な
い
と
い
う
意
志
を
表
し
、
「
負
け
ず
嫌
い
」
の
「
ず
」
は
打
消
を
表
し

て
い
る
。

＊
東
海
道
五
十
三
次
の
静
岡
の
あ
た
り
に
「
食
わ
ず
嫌
い
」
の
「
ず
」
と
同
じ
用
法
が
出
て
く
る
。

《
設
問
１
》

「
考
え
た
」
「
決
心
し
た
」
「
決
意
し
た
」
「
覚
悟
し
た
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
文
例
を
用
い
て
そ
の
意
味

の
違
い
を
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

《
設
問
２
》

「
ナ
イ
ー
ブ
」
と
「
天
衣
無
縫
」
と
の
意
味
の
違
い
を
そ
れ
ぞ
れ
の
文
例
を
用
い
な
が
ら
調
べ
て
み
よ
う
。


