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平
成

年
度
／
二
名
生
涯
学
習
セ
ミ
ナ
ー
〈
番
外
・
紙
面
編
〉

30
｢

ほ
ん
と
う
は
お
も
し
ろ
い

万
葉
集｣

講
座
―
第
４
講

【
テ
ー
マ
】

□

万
葉
歌
を
読
め
ば
時
代
が
わ
か
る-

⑴

～
奈
良
時
代
―
人
民
の
苦
し
み
・
防
人
の
歌-

①
～

■

世
界
遺
産｢

古
都
奈
良
の
文
化
財｣
の
構
成
資
産
で
あ
る｢

平
城
宮
跡｣

。
世
界
に
誇
れ
る
…
、
そ
ん
な

古
京｢

平
城
京｣

で
す
が
、
別
角
度
か
ら
見
れ
ば
実
は
〝
搾
取
〟
の
政
府
で
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
中
学･

高
校
時
代
の
日
本
史
の
学
習
を
復
習
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
当
時
の
税
制
に
つ
い
て

の
話
で
す
。｢

租･

庸･

調｣

―

こ
ん
な
歴
史
用
語
を
覚
え
て
い
ま
せ
ん
か
？

そ

よ
う

ち
よ
う

⑴
租

…
６
歳
以
上
の
男
女
に
与
え
ら
れ
た
口
分
田
の
収
穫
高
か
ら
３
％
を
納
め
る
税
。
各
国
に
置

そ

く

ぶ
ん

で
ん

か
れ
た

正

倉
（
中
央･

地
方
に
設
置
さ
れ
た
租
税
な
ど
を
収
納
す
る
施
設
）

に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。

し
よ
う
そ
う

⑵
庸

…
本
来
は
労
役
を
提
供
す
る
税
で
し
た
が
、
代
用
と
し
て
布
や
米
を
都
に
納
め
ま
し
た
。

よ
う

⑶
調

…
諸
国
の
特
産
品
と
し
て
の
繊
維
製
品
や
水
産
物
を
都
に
納
め
ま
し
た
。

ち
よ
う

な
ぁ
ん
や
ぁ
～
、
大
し
た
こ
と
な
い
じ
ゃ
ぁ
な
い
か
～
。

収
穫
高
の
３
％
。｢

４
公
６
民｣

･
｢

５
公
５
民｣

な
ど
と
い
わ
れ
た
江
戸
時
代
の
税
制
度
か
ら
す
れ
ば
、

た
か
だ
か
３
％
…
、
〝
ラ
ク
シ
ョ
ー
〟
で
す
よ
。
お
国
自
慢
の
特
産
品
？

自
慢
し
て
納
め
ま
す
よ
。

い
や
い
や
、
し
か
し
。
実
は
…
。

｢

租｣

は
国
衙
（
諸
国
の
政
庁
）
に
納
め
る
税
で
す
が
、｢

庸｣

と｢

調｣

は
奈
良
の
都
に
運
ば
れ
、
国
家

こ
く

が

の
財
源
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
農
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
た｢

運
脚｣

と
い
う
役
が
都
ま
で
運
び
ま
す
。
む

う
ん
き
ゃ
く

ろ
ん
食
料
は
自
弁
で
す
。
例
え
ば
、
駿
河
国
（
静
岡
県
）
か
ら
は
行
き

日
、
帰
り
８
日
程
度
を
要
し

す
る

が
の
く
に

18

た
よ
う
で
す
。
行
き
に
多
く
の
日
数
が
か
か
っ
て
い
る
の
は
運
搬
物
が
多
い
た
め
に
１
日
に
進
む
距
離

が
短
い
た
め
で
す
。

い
や
い
や
、
し
か
し
…
、
と
い
う
話
は
ま
だ
ま
だ
続
き
ま
す
。

｢

租･

庸･

調｣

以
外
に
も
、
実
は
ま
だ
ま
だ
人
民
に
対
し
て
負
担
を
強
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。

⑷
雑
徭
…
国
司
の
権
限
で
労
働
力
を
求
め
る
税
も
あ
り
ま
し
た
。
成
人
男
子
は
、
１
年
間
に

日
も

ぞ
う
よ
う

60

働
か
さ
れ
ま
し
た
。

⑸
中
男
作
物
…
中
男
（
＊

歳
～

歳
）
の
未
成
年
者
に
課
せ
ら
れ
た
税
で
、
郷
土
の
産
物
を
作
っ

ち
ゆ
う
な
ん
さ
く
も
つ

17

20

て
納
め
さ
せ
ま
し
た
。

⑹
公
出
挙
…
利
率
３
割
～
５
割
で
農
民
に
強
制
的
に
稲
を
貸
し
付
け
る
も
の
で
す
。

く

す
い

こ
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⑺
仕
丁
…

戸
ご
と
に
１
人
の
割
合
で
労
働
力
を
提
供
さ
せ
る
税
で
、
あ
と
１
人
を
世
話
役
と
し
て

し

ち
よ
う

50付
け
る
こ
と
で
、
結
果
的
に

戸
ご
と
に
２
人
が
徴
用
さ
れ
ま
し
た
。

50

⑻
兵
役
…
１
戸
か
ら
１
人
の
割
合
で
地
方
の
軍
団
で
軍
事
訓
練
を
受
け
る
も
の
で
、
実
質
的
に
は
労

働
力
の
徴
用
で
し
た
。
都
で
の
衛
士
、
筑
紫
地
方
の
警
備
に
つ
く｢

防
人｣

な
ど
が
含
ま
れ

え

じ

さ
き
も
り

て
い
ま
し
た
。

⑼

贄

…
天
皇
や
神
へ
の
お
供
え
と
し
て
納
め
ら
れ
ま
し
た
。

に
え

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は｢

⑻
兵
役｣

で
あ
っ
た
防
人
の
歌
で
す
。
ま
ず
は
、

中
学
校
の
た
い
て
い
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る｢

横
綱
級｣

の
作
品
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

父
母
が

頭

か
き
撫
で

幸
く
あ
れ
て

い
ひ
し
言
葉
ぜ

忘
れ
か
ね
つ
る

ち
ち
は
は

か
し
ら

な

さ

け

と

ば

丈

部
稲
麻
呂

巻
二
〇
―
四
三
四
六

は
せ
つ
か
べ
の
い
な

ま

ろ

➲

父
母
が
私
の
頭
を
な
で
て
無
事
で
い
ろ
よ
と
言
っ
た
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

な
ん
と
も
せ
つ
な
く
胸
つ
ぶ
れ
る
状
況
で
し
ょ
う
か
。
防
人
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
出
征
す
る
私
の
頭

を
か
き
撫
で
て｢

元
気
で
い
ろ
よ｣

と
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
い
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
言
葉
が

任
地
に
向
か
う
道
中
、
丈

部
稲
麻
呂
さ
ん
は
忘
れ
ら
れ
ず
思
い
出
し
て
い
る
の
で
す
。

は
せ
つ
か
べ
の
い
な

ま

ろ

防
人
と
は
、
筑
紫
、
壱
岐
、
対
馬
な
ど
主
に
北
九
州
沿
岸
の
防
衛
に
あ
た
っ
た
兵
士
た
ち
の
こ
と
で

つ
く

し

い

き

つ

し

ま

す
。｢

崎
守(

さ
き
も
り
＝
岬
を
守
る)

｣

の
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

防
人
に
は
東
国
の
人
た
ち
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
場
合
の
東
国
と
は
現
代
で
い
え
ば｢

東
北
地
方｣

で
は
な
く｢

関
東
・
東
海
圏｣

と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
や
す
や
す
と
逃
げ
て
帰
れ
な
い

よ
う
な
遠
方
だ
か
ら
で
す
。｢

言
葉｣

を｢

け
と
ば｣

と
発
音
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
駿
河
国
出
身
で
あ

す
る

が
の
く
に

っ
た
丈

部
稲
麻
呂
さ
ん
の
静
岡
な
ま
り
で
す
。

は
せ
つ
か
べ
の
い
な

ま

ろ

防
人
の
任
期
は
３
年
、
毎
年
２
月
に
兵
員
の
３
分
の
１
が
交
替
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
実
際
に
は
そ
う
簡
単
に
は
国
に
帰
し
て
は
も
ら
え
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

東
国
か
ら
部

領

使
（
＝
こ
と
り
づ
か
い
）
と
い
う
役
人
が
引
率
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
徒
歩
で
北
九

ぶ

り
よ
う

し

州
ま
で
行
く
の
で
辛
い
旅
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
、
自
国
か
ら
隊
伍
を
組
ん
で
ま
ず
は
都
で

あ
る
奈
良
に
向
か
い
ま
す
。
だ
い
た
い

～

人
の
隊
列
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
奈
良
か
ら
難
波
へ
、

な

に
わ

200

300

そ
し
て
そ
こ
か
ら
は
船
で
北
九
州
に
向
か
い
ま
し
た
。
帰
り
は
自
費
で
し
た
の
で
、
帰
る
に
帰
れ
な
い

人
も
い
た
り
途
中
で
行
き
倒
れ
と
な
っ
た
り
し
た
人
も
い
ま
し
た
。

防
人
歌
は
、
主
に
万
葉
集
最
後
の
巻
で
あ
る｢

巻
二
十｣

に

首
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
多
く
は
、

98

旅
の
途
中
で
設
け
ら
れ
た
宴
席
で
披
露
さ
れ
た
歌
を
部
領
使
が
書
き
留
め
た
も
の
で
す
。
防
人
を
統
括

す
る
任
に
あ
た
っ
て
い
た

兵

部

省

の
兵
部
少
輔
で
あ
っ
た
大
伴
家
持
が
部
領
使
に
命
じ
て
集
め
さ
せ

ひ
よ
う

ぶ

し
よ
う

ひ
ょ
う

ぶ

し
ょ
う
ゆ
う

た

首
か
ら
家
持
が
選
ん
で

首
を
残
し
ま
し
た
。

166

84

防
人
歌
は
、
妻
や
恋
人
、
父
母
な
ど
愛
す
る
人
と
の
別
れ
な
ど
愛
惜
の
情
に
満
ち
た
歌
が
多
い
の
が

あ
い
せ
き

特
徴
で
、
防
人
自
身
の
ほ
か
、
妻
や
父
が
歌
っ
た
も
の
も
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
総
じ
て
飾
り
気
が
な

そ
う

く
素
直
な
歌
ば
か
り
で
す
。
家
持
の
文
学
的
な
思
慮
が
な
け
れ
ば
、
防
人
の
歌
と
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
っ
た
史
実
を
、
現
代
の
私
た
ち
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。


