
最
初
の
高
等
学
校
国
語
の
授
業
で
評
論
を
学
ぶ

-
大
岡
信
「
言
葉
の
力
」
を
教
材
と
し
て
-

I
t
　
授
業
の
ね
ら
い

学
校
で
の
授
初
の
授
業
は
、
教
師
と
生
徒
と
が
出
会
う
場
で
あ

る
。
高
等
学
校
の
国
語
の
最
初
の
授
業
は
'
高
校
で
学
ぶ
国
語
と
は
'

ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
生
徒
に
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
教

材
は
評
論
で
あ
ろ
う
と
文
学
作
品
で
あ
ろ
う
と
そ
こ
は
同
じ
で
あ
る

が
、
評
論
教
材
の
方
が
、
主
観
的
な
も
の
を
直
接
表
す
こ
と
な
-
読

解
が
進
め
ら
れ
る
だ
け
に
'
出
会
っ
た
ば
か
り
の
生
徒
に
対
し
て
は
'

適
当
な
教
材
で
あ
ろ
う
。

授
業
の
ね
ら
い
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

川
　
国
語
の
学
習
に
興
味
を
持
つ
。

脚
　
「
言
葉
」
　
へ
の
自
覚
を
深
め
る
O

㈱
　
評
論
文
を
読
む
力
を
養
う
。

教
科
書
は
、
明
治
書
院
「
精
選
国
語
I

二
訂
版
」
　
で
'
大
岡
信

「
言
葉
の
力
」
は
、
そ
の
二
番
目
の
教
材
で
あ
る
。
内
容
は
、
親
し

み
や
す
-
'
ま
た
、
深
-
読
も
う
と
す
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
も
深
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
文
章
が
平
明
で
あ
る
の
も
最
初
の
教
材
と
し
て
適

金
　
本
　
宣
　
保

当
で
あ
る
と
考
え
た
。

以
下
一
九
九
一
年
度
高
校
一
年
A
紐
の
実
践
を
も
と
に
報
告
す
る
。

2
、
授
業
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
〕
は
主
な
学
習
活
動

第
1
時
　
「
言
葉
と
は
」
何
だ
ろ
う
か
を
考
え
る
。
〔
作
文
-
〕
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i?r-時

第
3
時

掬
E
E
3

第
5
時

第
6
時

第
7
時

f
c
?
ォ
時

全
文
通
読

「
言
葉
」
と
「
贈
り
物
」
　
の
部
分
の
読
解

〔
自
分
の
体
験
を
発
表
す
る
〕

「
今
日
の
こ
の
風
景
を
君
に
あ
げ
よ
う
」
　
の
理
解

「
古
典
」
「
傑
作
」
　
の
部
分
の
読
解

図
書
室
で
本
を
選
び
読
む

本
の
紹
介
文
を
書
-

〔
要
旨
を
ま
と
め
る
〕

〔
読
書
〕

〔
作
文
2
〕

大
岡
信
と
　
「
古
今
集
」
　
に
つ
い
て
知
る

〔
要
旨
を
ま
と
め
る
〕

「
さ
さ
や
か
な
言
葉
」
　
の
部
分
の
読
解



〔
「
氷
山
」
　
の
た
と
え
を
図
に
か
-
〕

「
言
葉
の
力
」
　
の
教
科
詔
の
文
章
の
後
の
部
分
を
読
む

第
9
時
　
ま
と
め
「
『
言
葉
の
力
』
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」
　
〔
作
文
2
〕

計
画
に
お
い
て
は
'
は
じ
め
の
生
徒
が
「
言
葉
と
は
」
何
だ
ろ
う

か
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
'
「
言
葉
の
力
」
　
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
言
葉
」
　
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
た
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
を
'

中
心
に
考
え
、
し
か
し
、
実
際
の
1
時
間
1
時
間
は
、
ま
と
め
に
合

わ
せ
る
の
で
な
-
'
学
習
者
に
は
別
々
の
内
容
と
し
て
学
ん
で
い
か

せ
る
よ
う
に
工
夫
し
た
。
「
言
葉
と
は
」
　
と
い
う
、
言
語
を
正
面
に

す
え
れ
ば
'
結
論
は
「
大
切
だ
」
　
に
決
ま
っ
て
い
る
だ
け
に
'
授
業

に
お
い
て
は
'
新
鮮
な
気
持
ち
で
学
習
で
き
る
よ
う
に
、
内
容
や
学

習
活
動
に
変
化
が
あ
る
も
の
を
と
考
え
た
。

第
5
・
6
時
の
、
図
書
館
で
本
を
選
び
読
み
、
紹
介
文
を
書
-
学

習
は
'
学
校
の
図
書
室
に
親
し
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
も
意
図
し
た
も

の
で
あ
り
'
各
ク
ラ
ス
で
5
月
の
連
休
前
の
授
業
に
、
図
書
室
で
活

動
さ
せ
た
。
全
体
の
流
れ
の
な
か
で
は
'
「
言
葉
」
を
広
い
面
か
ら

と
ら
え
さ
せ
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

3
'
「
言
葉
と
は
」
何
だ
ろ
う
か
を
考
え
る

教
科
雷
を
開
-
前
に
、
作
文
を
告
か
せ
た
。
指
導
者
が
自
己
紹

介
を
L
t
　
生
徒
の
氏
名
を
呼
ん
で
、
す
ぐ
、
原
稿
用
紙
を
配
布
し
て

書
か
せ
た
。

ね
ら
い
　
言
葉
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
方
を
自
覚
さ
せ
'
問
題
意

識
を
持
た
せ
る
。

板
書
　
題
「
言
葉
と
は
」
　
百
字
　
二
十
分

書
き
出
し
の
文
「
言
葉
と
は
-
で
あ
る
。
」
　
(
自
分
の
考
え
)

そ
の
後
で
、
そ
の
考
え
を
説
明
す
る
。

二
十
分
後
に
へ
指
名
し
て
作
文
を
発
表
さ
せ
た
。
授
業
で
作
文
を

書
-
こ
と
、
そ
の
作
文
を
自
分
の
も
の
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
に
慣

れ
さ
せ
る
。
「
言
葉
と
は
」
と
い
う
題
は
、
抽
象
的
で
あ
っ
て
型
通

り
の
答
が
出
る
と
い
う
画
も
あ
る
が
、
ま
だ
、
知
り
合
っ
た
ば
か
り

の
級
友
の
な
か
で
'
書
い
た
文
章
を
発
表
し
や
す
い
と
い
う
面
が
あ

る
。
と
ま
ど
い
も
み
ら
れ
た
が
、
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
書
い
て
、
指
名

さ
れ
れ
ば
発
表
し
た
。

生
徒
の
作
文
で
多
-
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

(
4
 
1
人
中
)

「
伝
達
」
「
伝
え
る
」
　
2
8
　
　
「
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
　
1
0

「
表
現
」
「
表
す
」
1
0
　
　
「
意
思
」
「
意
志
」
1
5
　
　
「
気
持
ち
」

「
感
情
」
1
5
　
　
「
考
え
」
「
思
考
」
1
0
　
　
「
傷
つ
け
る
」
　
7

生
徒
の
作
文
の
例
文
A

「
言
葉
と
は
'
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
る
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
の
'
他
人
の

意
見
を
知
る
の
も
言
葉
を
媒
介
と
し
て
い
て
'
そ
れ
な
し
で
は
互

い
に
正
確
に
伝
え
あ
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
'
言
葉
は
人
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問
社
会
を
成
り
立
た
す
た
め
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

4
、
評
論
文
の
内
容
を
具
体
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る

評
論
の
論
旨
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
て
も
'
内
容
は
理
解
で

き
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
。
「
言
葉
の
力
」
　
に
お
い
て
'
大
岡
信
は

例
を
示
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。
そ
の
例
が
、
自
分
達
の
周
り
に
あ

る
こ
と
と
し
て
思
い
当
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
文
章
の
中
で
の
こ
と

で
し
か
な
い
。
類
似
し
た
具
体
的
な
場
面
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
た
。

第
2
時
で
'
「
言
葉
」
と
「
贈
り
物
」
　
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
を

理
解
さ
せ
る
た
め
に
へ
　
最
近
も
ら
っ
た
贈
り
物
を
思
い
出
さ
せ
た
、

そ
の
具
体
的
な
場
面
と
言
わ
れ
た
言
葉
を
発
表
さ
せ
た
。
生
徒
か
ら

出
た
も
の
は
「
お
年
玉
」
で
言
葉
は
「
お
め
で
と
う
へ
今
年
も
-
-
」

と
い
う
例
へ
　
「
入
学
祝
い
」
と
「
お
め
で
と
う
、
が
ん
ば
れ
」
と
い

う
例
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
言
葉
を
言
わ
れ
た
と
き
ど
う
思
っ

た
か
と
問
う
と
、
「
今
年
も
I
I
」
と
か
、
「
が
ん
ば
ろ
う
」
と
か
思
っ

た
と
答
え
た
。
「
決
ま
り
き
っ
た
言
葉
だ
け
ど
、
そ
こ
に
新
鮮
で
生

き
た
気
持
ち
が
あ
っ
た
」
と
確
認
し
た
。

第
3
時
の
恋
と
い
う
場
で
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
若
い
男
女
の
言

葉
の
や
り
と
り
を
思
い
描
か
せ
た
。
言
葉
は
多
-
な
-
、
他
の
人
に

と
っ
て
は
つ
ま
ら
な
い
言
葉
が
、
二
人
に
と
っ
て
は
、
恋
と
い
う
空

気
の
な
か
で
浮
か
ん
で
消
え
て
い
-
も
の
だ
と
説
明
し
た
。

ま
た
、
文
苛
の
中
で
は
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
と
思
わ
れ
る
部
分

を
'
指
導
者
が
物
語
化
し
て
説
明
し
た
。

平
安
時
代
、
和
歌
は
贈
り
物
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
異
体
的

な
場
面
で
述
べ
た
文
章
が
、
教
科
書
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
'

省
略
さ
れ
た
文
章
を
、
そ
の
ま
ま
読
ま
せ
て
補
う
の
で
な
-
'
指
導

者
が
内
容
を
物
語
に
し
て
話
し
た
。

第
7
時
に
は
、
大
岡
信
が
「
古
今
集
」
　
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
を

学
習
し
た
。
本
文
で
は
'
は
じ
め
は
「
平
凡
な
世
界
し
か
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
」
る
が
、
粁
神
の
「
構
造
を
知
る
こ
と
」
　
に
よ
っ
て
「
に

わ
か
に
　
『
古
今
集
』
　
と
い
う
も
の
が
お
も
し
ろ
-
な
っ
て
-
る
。
」

と
書
い
て
あ
る
。
学
習
者
は
、
そ
の
結
論
を
'
結
論
と
し
て
受
け
と

め
て
分
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
大
岡
信
に
と
っ
て
　
「
『
古
今
集
』

と
い
う
も
の
が
お
も
し
ろ
-
な
っ
て
」
き
た
の
は
、
他
人
の
解
い
た

答
を
納
得
し
た
と
い
う
こ
と
で
な
-
'
大
岡
信
の
体
験
だ
と
い
う
こ

と
は
理
解
で
き
な
い
。
指
導
者
が
'
大
岡
信
「
紀
買
之
」
　
(
筑
摩
書

房
　
昭
和
四
十
六
年
発
行
)
　
の
「
l
な
ぜ
買
之
か
」
「
四
袖
ひ
じ
て

む
す
び
し
水
の
」
「
あ
と
が
き
」
　
な
ど
を
中
心
に
し
て
'
大
岡
信
と

「
古
今
集
」
　
と
の
出
会
い
を
や
さ
し
い
物
語
に
し
て
説
明
し
た
。

「
万
葉
集
」
が
上
で
「
古
今
集
」
が
下
で
あ
る
と
い
う
1
般
的
評
価

の
な
か
で
'
若
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
「
紀
貫
之
」
　
の
執
筆
が
与
え

ら
れ
た
こ
と
が
、
大
岡
信
に
　
「
古
今
集
」
を
発
見
さ
せ
、
そ
れ
は
、

「
古
今
集
」
　
の
一
般
的
評
価
を
改
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
'
と
い

う
大
筋
で
話
を
し
た
。
正
岡
子
規
に
も
触
れ
な
が
ら
、
単
純
化
し
た

物
語
で
、
大
岡
信
に
と
っ
て
の
事
件
へ
　
ま
た
、
日
本
近
代
文
学
史
上

の
事
件
が
'
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
よ
う
と
し
た
。

評
論
の
読
解
に
お
い
て
'
と
い
う
場
に
お
い
て
そ
の
評
論
が
書
か

us



れ
た
か
へ
　
と
い
う
こ
と
を
物
語
化
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
'
一
つ
の

方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
石
川
啄
木
の
歌
や
、
正
岡

子
規
の
作
品
が
'
作
者
の
生
涯
の
物
語
と
し
て
理
解
さ
れ
て
親
し
ま

れ
て
い
る
よ
う
に
'
ま
た
、
小
説
で
は
、
芥
川
龍
之
介
や
太
宰
治
の

作
品
が
、
作
者
の
自
殺
と
関
連
づ
け
て
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
。
こ

れ
ら
の
場
合
へ
　
作
者
の
伝
記
的
事
実
が
作
品
を
解
明
し
て
い
る
の
で

は
な
-
'
作
品
か
ら
作
者
の
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
が
つ
-
り

上
げ
て
い
-
の
で
あ
る
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
み
味
わ
っ
て

い
る
。
評
論
文
に
お
い
て
も
、
筆
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
-
こ
と
に
よ
っ

て
、
な
ぜ
こ
う
書
-
の
か
と
考
え
、
文
章
を
生
き
た
も
の
と
し
て
味

わ
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

5
'
授
業
の
ま
と
め

m
　
「
言
葉
の
力
」
　
の
教
科
書
の
文
章
の
後
の
文
章
を
読
む

「
言
葉
の
力
」
　
の
後
半
郡
分
を
プ
リ
ン
ト
し
て
読
ま
せ
た
。
一
読

し
て
'
面
白
い
と
感
じ
た
所
を
書
い
て
提
出
さ
せ
た
。
生
徒
が
面
白

い
所
と
し
て
メ
モ
に
あ
げ
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

言
葉
は
「
水
山
の
一
角
」
だ
　
1
1

「
ヴ
ェ
-
ダ
」
　
の
言
語
は
「
四
個
の
四
分
の
〓
　
1
3

ノ
ヴ
ァ
-
リ
ス
　
「
見
え
る
も
の
は
見
え
な
い
も
の
に
」
　
1
7

志
村
ふ
-
み
さ
ん
の
話
　
桜
の
色
　
2
 
1

脚
　
「
言
葉
の
力
」
　
か
ら
学
ん
だ
こ
と

授
業
の
結
び
と
し
て
、
「
言
葉
の
力
」
を
読
み
へ
　
学
習
し
た
こ
と

を
確
認
し
、
国
語
の
学
習
に
対
す
る
意
欲
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
い

と
し
て
、
作
文
を
書
か
せ
た
。
授
業
の
は
じ
め
に
書
か
せ
た
作
文
を

各
自
に
返
し
へ
そ
れ
と
'
学
習
し
た
内
容
と
を
対
比
し
て
考
え
さ
せ
'

作
文
を
吾
か
せ
た
。

板
書
　
題
「
『
言
葉
の
力
』
　
を
読
ん
で
学
ん
だ
こ
と
」
　
四
百
字

7
段
　
「
は
じ
め
言
葉
と
は
-
-
だ
と
考
え
て
い
た
。
」

(
作
文
I
の
引
用
あ
る
い
は
ま
と
め
)

二
段
　
「
大
岡
信
書
日
英
の
力
』
　
に
　
　
と
あ
っ
た
。
」

三
段
　
自
分
の
考
え

そ
れ
で
　
筆
者
の
考
え
に
近
い

し
か
し
　
筆
者
の
考
え
に
反
対
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
否
定
　
1
 
3

「
私
は
今
、
静
け
さ
の
中
に
聴
き
い
っ
て
い
ま
す
」

美
し
い
言
葉
と
は
単
語
で
は
な
い
　
4

生
徒
の
作
文
で
、
三
段
「
そ
れ
で
」
　
で
始
め
た
者
4
3
人
で
、
「
し

か
し
」
　
で
始
め
た
者
は
4
人
で
あ
っ
た
。

生
徒
の
作
文
の
例
B
　
(
-
限
の
作
文
例
A
の
生
徒
の
も
の
)

「
私
は
初
め
言
葉
と
は
、
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

た
め
の
手
段
で
あ
り
、
互
い
に
正
確
に
知
る
た
め
に
必
要
だ
と
考

え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
大
岡
信
「
言
葉
の
力
」
　
に
　
「
最
も
相
手
に
伝
え
た
い

気
持
ち
は
簡
単
に
伝
わ
り
に
-
い
-
-
誤
解
の
余
地
が
つ
ね
に
あ

る
こ
と
の
ほ
う
が
'
人
間
で
あ
る
と
い
う
条
件
に
対
し
て
は
忠
実



な
生
き
方
だ
と
い
う
気
が
す
る
-
-
言
葉
に
は
よ
-
わ
か
ら
な
い

部
分
が
あ
っ
て
い
い
の
だ
。
」
と
あ
っ
た
。

そ
れ
で
、
改
め
て
言
葉
の
本
質
と
い
う
も
の
に
気
付
い
た
。
気

持
ち
を
表
す
言
葉
は
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
手
段
で
あ
る
け
れ

ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
語
が
表
す
よ
う
な
「
伝
達
」
　
の
手

段
と
は
違
う
。
気
持
ち
は
'
言
葉
で
は
あ
い
ま
い
に
し
か
表
現
で

き
な
い
の
だ
か
ら
、
正
確
に
「
伝
達
」
さ
れ
る
必
要
は
な
い
の
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
未
完
成
な
'
さ
さ
や
か
な
語
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
っ
て
'
自
分
の
内
面
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
え
る
力
を
生

み
だ
す
言
葉
の
「
力
」
は
素
晴
ら
し
い
と
思
う
。
よ
-
わ
か
ら
な

い
部
分
を
も
つ
言
葉
の
力
は
'
薄
っ
ぺ
ら
で
な
い
人
間
を
、
広
が

り
を
持
っ
て
表
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
」

生
徒
の
作
文
の
例
C

「
は
じ
め
へ
言
葉
と
は
「
他
人
を
い
た
わ
る
や
さ
し
さ
に
な
り
へ

傷
つ
い
た
人
に
対
す
る
や
さ
し
い
言
葉
は
'
そ
の
人
の
心
を
い
や

す
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
考
え
て
い
た
。

大
岡
信
の
「
言
葉
の
力
」
　
に
「
言
葉
は
氷
山
の
一
角
で
あ
り
'

氷
山
の
下
側
に
そ
れ
を
発
し
た
人
の
心
が
か
-
さ
れ
て
い
る
。
」

と
あ
っ
た
。

そ
れ
で
、
私
は
「
や
さ
し
い
言
葉
」
が
他
人
を
い
た
わ
る
や
さ

し
さ
や
'
傷
つ
い
た
人
の
心
を
い
や
す
も
の
な
の
で
は
な
く

「
や
さ
し
い
言
葉
」
　
の
下
側
に
隠
さ
れ
た
「
や
さ
し
い
心
」
　
こ
そ

が
そ
の
様
な
も
の
に
な
る
の
だ
と
思
っ
た
。

こ
う
考
え
る
と
'
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は
さ
さ
や
か
で
'
ど
う
で

も
い
い
物
に
思
わ
れ
る
け
ど
、
あ
-
ま
で
も
心
を
運
ぶ
の
は
言
葉

で
あ
り
'
言
葉
な
-
し
て
は
心
が
っ
た
わ
り
に
-
い
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
。
」

生
徒
の
作
文
の
例
D
　
(
部
分
)

「
組
み
合
わ
せ
方
、
発
せ
ら
れ
る
時
と
場
合
と
い
う
も
の
を
理
解

で
き
な
い
人
間
は
、
一
生
す
ご
い
力
を
持
っ
た
言
葉
と
関
わ
り
が

な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
不
幸
福
に
な

る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
言
葉
の
力
が
す
ご
-
な
ら
な

く
て
も
い
い
と
思
う
。
」

生
徒
の
作
文
の
例
E
　
(
部
分
)

「
そ
れ
で
へ
　
私
は
言
葉
が
直
接
相
手
に
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る

も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
大
岡
信
の
言
う
と
お
り
へ
　
言
葉
は
氷

山
の
一
角
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
'
筆
者
の
言
う
と
お
り
へ
私
た
ち
は
窓
を
の
ぞ
き
な
が

ら
相
手
の
奥
ま
で
理
解
し
ょ
う
と
た
え
ず
務
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

私
に
は
、
言
葉
の
う
わ
っ
つ
ら
し
か
見
え
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

相
手
の
奥
ま
で
で
な
-
、
手
前
ま
で
し
か
の
ぞ
け
な
い
よ
う
な
気

が
す
る
。
」

作
文
で
は
'
い
ず
れ
の
生
徒
も
、
そ
の
生
徒
な
り
に
学
ん
だ
こ
と

を
書
い
て
い
る
。
「
し
か
し
」
と
、
大
岡
信
の
考
え
に
反
対
の
意
見
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を
述
べ
て
い
る
生
徒
に
し
て
も
'
筆
者
の
考
え
を
理
解
は
し
て
い
る
。

特
に
例
文
E
は
、
筆
者
の
考
え
の
よ
う
な
こ
と
が
現
実
に
行
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
て
、
む
し
ろ
筆
者
の
考
え
を
発
展
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
。

「
～
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」
と
い
う
よ
う
な
課
題
は
、
ど
う
い
う
時

で
も
適
当
だ
と
い
う
も
の
で
は
な
-
'
高
校
入
学
し
た
ば
か
り
の
授

業
で
あ
っ
た
か
ら
へ
生
徒
は
素
直
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る
。
1
年
間
、

そ
の
生
徒
達
の
国
語
の
授
業
を
し
て
'
こ
れ
ら
の
作
文
を
読
ん
で
み

る
と
'
形
を
整
え
た
と
い
う
所
は
あ
る
に
し
て
も
'
そ
れ
ぞ
れ
の
生

徒
ら
し
さ
、
個
性
に
つ
な
が
っ
て
い
-
も
の
が
う
か
が
わ
れ
る
。

6
'
授
業
を
終
っ
て

最
初
の
高
等
学
校
国
語
科
の
授
業
で
　
「
言
葉
の
力
」
　
を
教
材
と

し
て
授
業
を
し
、
考
え
た
こ
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

〓
　
高
校
の
国
語
の
授
業
に
対
す
る
興
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
評

論
教
材
は
適
し
て
い
る
。

佃
　
授
業
は
、
生
徒
と
先
生
と
が
出
会
う
場
で
あ
り
'
国
語
の
教

室
に
お
い
て
生
徒
は
思
考
を
深
め
る
こ
と
を
学
習
す
る
。

刷
　
現
代
文
の
授
業
に
お
い
て
は
、
特
に
疑
問
を
持
っ
て
い
な
い

状
態
か
ら
、
「
分
か
ら
な
い
」
　
と
い
う
こ
と
を
自
覚
さ
せ
'
問

題
意
識
を
持
た
せ
る
。
そ
こ
か
ら
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
分
か
る
。
」
そ
れ
は
学
ぶ
喜
び
に
つ
な
が
る
。
ま
た
へ
　
「
分
か

る
」
　
こ
と
は
「
ま
だ
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
」
　
こ
と
に
つ
な

が
り
、
そ
れ
を
学
び
た
い
と
い
う
意
欲
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
願
わ
れ
る
。

軸
　
高
等
学
校
国
語
の
評
論
教
材
の
学
習
課
題
と
'
最
終
の
段
階

ま
で
考
え
る
と
'
文
章
を
よ
り
一
般
化
し
た
形
で
理
解
す
る
学

習
が
必
要
で
あ
る
.
抽
象
度
の
前
い
言
葉
を
自
分
の
も
の
と
し

て
理
解
す
る
力
が
育
て
ら
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
。

㈲
　
教
材
の
面
か
ら
述
べ
る
と
'
精
読
す
る
教
材
と
発
展
の
た
め

の
教
材
と
を
区
別
し
'
発
展
教
材
は
精
読
し
た
学
習
を
理
解
し

て
い
れ
ば
〓
訳
し
て
要
点
は
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
文
章
を

と
り
あ
げ
た
。
精
読
で
は
新
鮮
な
問
い
か
ら
読
み
を
深
め
、
発

展
教
材
で
新
鮮
な
内
容
を
知
り
興
味
を
広
げ
て
い
く
こ
と
を
ね

ら
い
へ
　
学
習
者
も
指
導
者
も
新
鮮
な
気
持
ち
で
文
章
を
読
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
心
が
け
た
。

1
九
九
1
年
度
の
高
校
1
年
の
現
代
文
の
授
業
で
学
習
し
た
教
科

書
以
外
の
主
な
教
材
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
城
の
崎
に
て
」
志
賀
直
哉
と
関
連
し
て
　
伊
藤
整
「
改
訂
　
文

学
入
門
」
　
(
第
八
章
　
下
降
認
識
と
上
昇
認
識
)
　
か
ら

夏
休
み
の
読
吾
か
ら
　
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
マ
ン
ゾ
-
ニ
著
　
平

川
祐
弘
訳
「
い
い
な
づ
け
E
1
 
7
世
紀
"
J
ラ
ー
ノ
の
物
語
」
河
出
書
房

新
社
か
ら

「
日
常
性
の
壁
」
安
部
公
房
と
関
連
し
て
　
安
部
公
房
小
説

「
棒
」
'
エ
ッ
セ
イ

「
鳥
と
名
と
」
唐
本
順
三
と
関
連
し
て
　
伊
藤
静
雄
詩
集
「
夏
花
」

か
ら
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冬
休
み
の
読
書
か
ら
　
ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
-
デ
著
　
島
田
裕
巳
・

柴
田
史
子
訳
「
世
界
宗
教
史
H
　
ゴ
ー
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
の
興
隆
ま
で
」
筑
摩
F
,
=
房
か
ら
　
D
・
ハ
ル
バ
ー
ス
タ
ム
著

浅
野
輔
訳
「
ネ
ク
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
」
　
T
B
S
プ
ル
タ
ニ
カ
よ
り

「
日
本
文
化
の
雑
種
性
」
加
藤
周
一
と
関
連
し
て
　
「
日
本
文
化

の
雑
種
性
」
後
半
部
分
、
「
続
　
羊
の
歌
」
　
か
ら

一
九
九
二
年
度
高
等
学
校
二
年
で
は
'
教
科
書
教
材
と
の
関
連
で

な
-
、
教
科
書
以
外
の
文
章
で
単
元
を
構
成
す
る
授
業
を
実
施
し
た
。

三
年
生
に
な
れ
ば
'
そ
う
い
う
授
業
が
よ
り
多
-
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
教
諭
)




