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更
新

の
講
義
内
容

06

日
本
語
表
現
の
多
様
さ
、
美
し
さ
を
生
か
す

―
そ
の
２(

入
力
そ
し
て
横
書
き)

―

萩
原

義
雄

は
じ
め
に

私
は
、
日
本
語
研
究
者
と
し
て
縦
書
き
の
書
物
を
大
い
に
読
む
。
こ
の
と
き
、
い
つ
も
感
じ
て
い
た
こ
と
と
し
て
、
本
文
が
縦
書

き
の
書
式
を
用
い
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
か
卷
末
に
付
載
さ
れ
た
事
項
索
引
だ
け
が
横
書
き
の
体
裁
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
て
き
た
。
慥
か
に
横
に
読
む
こ
と
で
捜
し
た
い
項
目
と
そ
の
頁
・
行
数
を
見
つ
け
や
す
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

現
在
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
書
物
の
多
く
が
横
書
き
化
が
進
ん
で
非
常
に
多
く
の
分
野
で
用
い
ら
れ
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。

街
を
歩
い
て
い
て
、
商
店
の
軒
先
の
看
板
な
ど
に
も
日
本
語
の
文
字(

漢
字
・
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ)

で
書
い
た
横
書
き
の
標
示
看

板
が
見
受
け
ら
れ
る
。
い
ま
、
目
前
に
あ
る
近
刊
図
書
情
報
も
「
こ
れ
か
ら
出
る
本
」
も
左
か
ら
右
へ
読
む
横
書
き
仕
立
て
で
あ
る
。

新
刊
本
の
題
名
・
本
文
概
略
内
容
な
ど
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
興
味

を
惹
い
た
の
は
半
ば
中
間
の
図
表
示
の
資
料
で
あ
る
。
横
書
き
中
心
の

な
か
に
枠
付
け
を
し
て
本
の
題
名
と
作
者
名
だ
け
を
縦
書
き
で
表
示
し

て
い
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
は
、
縦
書
き
の
単
行
本
の
化
粧
表
紙
の
見
開
き

部
分
に
記
述
さ
れ
る
広
告
文
に
も
横
書
き
の
文
章
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
混
在
型
も
今
や
ご
く
当
た
り
前

の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
て
、
縦
書
き
文
と
横
書
き
文
と
が
何
を
視
覚

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
て
い
く
の
か
が
意
識
さ
れ
、
そ
の
使
用
法
が
定
ま

る
の
は
果
て
し
な
い
歴
史
の
未
来
な
か
で
も
ず
っ
と
見
つ
め
続
け
て
て
お
き
た
い
こ
と
で
あ
る
。

横
書
き
に
出
会
う

こ
こ
で
、
日
本
人
が
最
初
に
「
横
書
き
」
と
出
会
っ
た
の
は
、
い
つ
の
頃
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
問
い
か
け
に
迫
っ
て
み
よ
う
。

本
の
題
名
に
惣
郷
正
明
著
『
サ
ム
ラ
イ
と
横
文
字
』
〔
ブ
リ
タ
ニ
カ
出
版
〕
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
こ
の
「
横
文
字
」
と
は
、
西
洋
語
と

い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。
横
文
字
で
書
か
れ
た
資
料
に
出
会
っ
た
サ
ム
ラ
イ
は
、
横
書
き
で
そ
の
文
字
を
筆
と
墨
で
認
め
は
じ
め

た
。
江
戸
幕
府
の
書
物
方
の
青
木
昆
陽
が
將
軍
吉
宗
の
許
し
を
得
て
江
戸
參
府
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
や
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
に
つ
い
て

オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
び
、
実
際
に
書
き
始
め
て
い
る
。
漢
字
の
文
字
に
続
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
こ
れ
に
カ
タ
カ
ナ
で
上
下
に
訓
み
か
た

を
記
載
す
る
。
公
刊
資
料
と
し
て
、
は
じ
め
て
横
文
字
を
用
い
た
も
の
と
し
て
は
、
大
槻
玄
沢
『
蘭
學
楷
梯
』(

今
は
『
蘭
学
階
梯
』

と
表
記
す
る)

が
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
家
紋
に
オ
ラ
ン
ダ
文
字
を
組
み
込
ん
だ
『
古
今
紋
本
集
』
〔
寛
政
九(

一
七
九
七)

年
〕
に

も
表
出
し
て
い
る
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。
で
あ
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
語
は
、
江
戸
庶
民
の
眼
に
止
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
居
な
か
っ
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
高
井
蘭
山
著
の
『
音
訓
国
字
格
』
に
は
、

下
位
部
の
オ
ラ
ン
ダ
語
文
字
だ
け
を
削
除
し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
実
際

に
見
て
取
れ
る
か
ら
だ
。

蘭
学
の
入
門
書
の
一
つ
『
蠻
語
箋
』
（桂
川
甫
齋
作
『
類
聚
紅
毛
語
訳
』単

ば
ん
ご
せ
ん

る
い
じ
ゆ

語
集
改
名
本
）
は
、
天
文
・
身
體
・
魚
介
と
い
っ
た
十
九
部
門
に
語
を
分
類

し
、
日
本
語
と
オ
ラ
ン
ダ
語
を
掌

記
は
メ
モ
リ
ィ
ー
＝
ブ
ッ
ク
、
文
字
表
記

お
ぼ
え
が
き

は
「
レ
ッ
テ
ル
」
と
い
う
具
合
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
て
対
照
し
た
形
體
を
と
っ

て
い
る
。
凡
そ
二
〇
〇
〇
語
の
単
語
を
収
録
し
、
付
録
に
は
万
国
地
名
が

記
載
さ
れ
、
「
米
止
止
筆
河
」
「
勿
羅
洛
多
」
「
日
本
」
と
い
っ
た
二
〇
〇
語
の

ミ
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パ
ン



地
名
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
本
文
の
会
話
文
に
は
、

Ik
zal

u
al

m
ijn

leven
b
em

in
nen.

我
一

ア
ロ
ウ
五

汝
ヲ

二

一
生
三

カ
ワ
ユ
ガ
ル
四

と
い
っ
た
具
合
に
、
各
単
語
に
意
味
と
番
号
を
つ
け
、
そ
の
番
号
順
に
読
む
こ
と
で
オ
ラ
ン
ダ
語
の
構
文
が
分
か
る
仕
組
み
と
な
っ

て
い
る
。

日
本
語
を
本
格
的
に
横
書
き
に
し
て
示
し
用
い
る
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
で
あ
っ
た
。
ず
っ
と
後
の
幕
末
か
ら
明
治
期
へ
と
移
行
し

て
い
く
西
洋
文
明
と
日
本
人
が
直
接
出
会
う
時
代
で
あ
る
。

だ
が
、
横
書
き
表
記
法
が
古
い
日
本
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
鎌
倉
時
代
に
造
ら

れ
た
奈
良
寺
院
の
瓦
文
字
を
見
る
と
、
「
東
大
寺
大
佛
殿
瓦
」(

中
央
か
ら
右
に
訓
み
、

左
に
移
行
し
て
い
く)

や
「
藥
師
寺
東
院
弘
安
辛
巳
」(

中
央
か
ら
右
左
と
右
左
と
訓
む)

に
至
っ
て
は
、
こ
の
手
法
が
用
い
ら
れ
た
尤
も
古
い
実
例
だ
と
認
識
し
て
い
る
。

※
前
原
平
三
郎

異
体
文
字

地
域
相
研
究

1
1
6
-
1
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1
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7
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地
域
相
研
究
会

奈
良
県
法
隆
寺
中
世
瓦
文
字

横
書
き
資
料
で
い
え
ば
、
夏
目
漱
石
の
大
学
時
代
の
ノ
ー
ト
「
美
学
の
起
源
」
筆
記
断
片(

東
北
大
学
附
屬
図
書
館
藏)

が
屋
名

池
誠(

や
な
い
け
ま
こ
と)

著
『
横
書
き
登
場
―
日
本
語
表
記
の
近
代
』
岩
波
新
書
・20

0
3
.1
1

で
、
漱
石
の
学
生
時
代
の
受
講
ノ
ー

ト
「
美
学
の
起
源
」
掲
載
が
あ
っ
て
確
認
で
き
る
。
漱
石
が
明
治
二
五
年
、
帝
国
大
学
文
科
大
学
英
文
学
科
三
年
次
の
必
修
科
目

の
講
義
ノ
ー
ト
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
講
義
者
が
西
洋
人
教
師
で
あ
っ
た
こ
と
も
横
書
き
を
助
長
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
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ま
た
、
明
治
時
代
に
は
、
縦
書
き
が

途
絶
え
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
郵
便
切

手
及
び
貨
幣
の
文
字
な
ど
に
も
そ
の
影

響
が
現
れ
て
く
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

横
書
き
が
大
い
に
利
用
さ
れ
て
い
く
要

因
と
し
て
は
、
効
率
性
と
合
理
性
を
上

げ
ね
ば
な
る
ま
い
。

一
九
五
一
年
、
国
語
審
議
会
建
議

「
公
文
書
の
左
横
書
き
に
つ
い
て
」
→
「
北

本
市
文
書
の
左
横
書
き
実
施
要
領
」

h
ttp
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を
参
照
。
な
ど
へ
と
発
展

し
て
き
た
。



学
校
教
科
書
な
ど
で
は
、
理
数
系
の
教
科
書
類
が
横
書
き
を
採
用
し
た
の
が
、
尤
も
早
い
教
科
書
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
で
は
、

肝
心
の
国
語
の
教
科
書
で
は
如
何
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
探
っ
て
み
る
こ
と
も
よ
か
ろ
う
。
大
衆
の
娯
楽
を

主
と
し
た
雑
誌
類
の
記
事
・
小
説
の
文
章
・
マ
ン
ガ
の
吹
き
出
し
の
せ
り
ふ
な
ど
が
、
な
ぜ
、
横
書
き
に
変
貌
し
に
く
い
の
か
と
い
う

こ
と
を
考
察
し
て
見
て
お
い
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
電
子
媒
体
で
の
入
力
作
業
の
多
く
が
横
書
き
を
増
化
さ
せ
た
こ
と
も
否
め
な
い
が
、
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）
に
、

ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
か
ら
発
売
さ
れ
た
日
本
語
入
力
ソ
フ
ト
「
文
藝
」
は
、
縦
書
き
入
力
を
目
的
と
し
て
、
こ
だ
わ
り
の
世
界
で
誕
生

し
た
極
め
つ
け
の
日
本
語
入
力
ソ
フ
ト
で
あ
っ
た
。

※
「
一
太
郎
・
文
藝
」

h
ttp://

w
w
w
.ich

itaro.com
/
bu

n
gei/

プ
ロ
の
作
家
も
認
め
る
究
極
の
文
芸
作
品
作
成
ソ
フ
ト
「
一
太
郎

文
藝
」
二
〇
〇
五
年
九
月
二
十
二
日
登
場
！

《コ
ラ
ム
》
ソ
フ
ト
「
一
太
郎
」を
知
る

h
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《
コ
ラ
ム
１
》
サ
ム
ラ
イ
の
世
相
と
品
位
を
表
す
こ
と
ば

た
と
え
ば
、
武
士
階
級
の
ば
あ
い
、
武
家
の
妻
は
三
千
石
以
上
の
ば
あ
い
に
か
ぎ
っ
て
「
奥
方
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
以
下
は
「
御
新

造
」
、
三
百
石
以
下
で
あ
れ
ば
「
御
」
を
と
っ
て
、
た
だ
「
新
造
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
と
ば
の
指
示
対
象
は
武
家
の
妻
女
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
意
味
は
お
な
じ
な
の
だ
が
、
主
人
の
禄
高
に
よ
っ
て
呼
称
法
が
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
〔
加
藤
秀
俊
著

「
世
相
と
こ
と
ば
」
発
行
年
月:

一
九
七
六
年
、
掲
載:

『
社
会
の
中
の
日
本
語
』
日
本
語
講
座
第
三
巻
、
発
行
元:

大
修
館
書
店
よ

り
〕

《
コ
ラ
ム
２
》

か
わ
い
い
か
く
れ
ん
ぼ

サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
佝
詞

丮
由

喜
直

佝
曲

ひ
よ
こ
が
ね

お
庭
で
ぴ
ょ
こ
ぴ
ょ
こ
か
く
れ
ん
ぼ

ど
ん
な
に
じ
ょ
う
ず
に

か
く
れ
て
も

黄
色
い
あ
ん
よ
が

見
え
て
る
よ

だ
ん
だ
ん

だ
れ
が

め
っ
か
っ
た

かわいいかくれんぼ

サトウハチロー佝詞

丮由 喜直 佝曲

ひよこがね

お庭でぴょこぴょこかくれんぼ

どんなにじょうずに かくれても

黄色いあんよが 見えてるよ

だんだん だれが めっかった


