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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
６
講

【
テ
ー
マ
】

□

人
の
世
は
泡
沫
の
よ
う
な
も
の

ほ
う
ま
つ

～
深
い
思
索
と
教
養
を
有
し
て
い
た
万
葉
び
と
～

■

ロ
ボ
ッ
ト
は
東
大
に
入
れ
る
か
―
と
い
う

（
＝
人
工
知
能
）
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト｢

東
ロ
ボ
く
ん｣

が

と
う

AI

開
発
さ
れ
る
な
ど
今
や

の
時
代
が
到
来
、
数
年
単
位
で
文
明
の
水
準
が
飛
躍
的
に
進
歩
し
て
い
ま
す
。

AI

ゆ
っ
く
り
と
し
た
昭
和
時
代
を
懐
か
し
む
シ
ニ
ア
世
代
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。
昭
和
時
代
で

さ
え
時
代
遅
れ
の
平
成
終
末
の
現
在
で
す
。
上
代
、
奈
良
時
代
の
人
々
の
考
え
な
ん
て
た
か
だ
か
知
れ

た
も
の
…
な
ん
て
思
っ
て
い
る
御
仁
！
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
知
識
や
研
究
力
は
さ
て
お
き
、

ご

じ
ん

思
考
の
深
さ
と
い
っ
た
精
神
面
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

天
理
市
櫟
本
町
の
和
爾
下
神
社
付
近
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
柿
本
寺
。
そ
こ
で
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ち
の
も
と

わ

に

し
た

し

ほ
ん

じ

い
る
（
＊
諸
説
あ
り
）
の
が
歌
聖
・
柿
本
人
麻
呂
で
す
。

か

せ
い

巻
向
の

山
辺
と
よ
み
て

行
く
水
の

水
沫
の
ご
と
し

世
人
我
等
は

ま
き

む
く

や
ま

へ

ゆ

み
な

あ
わ

よ

ひ
と

わ
れ

ら

柿

本

朝
臣
人
麻
呂

巻
七
―
一
二
六
九

か
き
の
も
と
の

あ

そ
み
ひ
と

ま

ろ

➲

巻
向
の

山
辺
を
響
か
せ
て

流
れ
て
い
く
川
…

そ
の
川
面
に
浮
か
ぶ
水
の
泡
の
よ

う
な
も
の
だ

こ
の

現

世
に
生
を
受
け
た
わ
れ
わ
れ
は

う
つ
し

よ

桜
井
市
に
あ
る
ご
存
じ
大
神
神
社
の
ご
神
体
こ
そ
が
三
輪
山
（

）
で
す
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
は

お
お

み
わ

467
m

い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
奥
に
巻
向
山
（

）
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
古
代
の
出
雲
族
が
居
住
し
て
い
た

ま
き

む
く

い

ず
も
ぞ
く

567
m

と
い
わ
れ
て
い
る
山
で
す
。
現
に
、
麓
に
は｢

桜
井
市
出
雲｣

と
い
う
地
名
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
巻
向
山

北
麓
を
源
流
と
し
て
流
れ
る
の
が
巻
向
川
で
す
。
そ
の
巻
向
川
が
山
間
を
と
ど
ろ
か
せ
て
流
れ
て
い
く

や
ま
あ
い

と
歌
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
巻
向
川
は
飛
び
越
え
ら
れ
る
程
度
の
川
幅
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は

さ
ぞ
か
し
豊
か
な
水
量
の
流
れ
を
呈
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

●｢

人
の
世
は
泡
沫
の
よ
う
な
も
の
だ｣

ほ
う
ま
つ

こ
の
世
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
山
川
の
激
流
に
生
じ
る
水
の
泡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

―

と
い
う
の
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
名
著
『
方
丈
記
』
に
見
え
る
仏
教
の
無
常
観
に
も
通
じ
る
人
生
の
感
慨

が
こ
の
歌
に
は
あ
り
ま
す
ね
。
山
川
を
行
く
水
の
泡
を
見
て
、
飛
鳥
時
代
の
人
麻
呂
さ
ん
は
人
生
の
む

な
し
さ
を
思
っ
た
の
で
す
。
人
の
世
は
泡
沫
の
よ
う
な
も
の
だ
と
無
常
を
観
じ
る
の
は
、
す
で
に
し
て

ほ
う
ま
つ

か
ん

飛
鳥
時
代
の
こ
の
頃
に
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
仏
教
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
柿
本

人
麻
呂
が
も
し
も
現
代
に
生
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
著
名
な
思
想
家
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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●｢

人
生
と
は
、
す
ぐ
に
消
え
去
っ
て
い
く
航
跡
と
同
じ｣

柿
本
人
麻
呂
と
い
う
有
名
な
歌
人
の
次
に
、
上
級
官
人
の
歌
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
沙
弥
満
誓
さ
ん
。

か
ん
じ
ん

さ

み

ま
ん
ぜ
い

大
宰
府
の
役
人
で
歌
人
の
大
伴
旅
人
と
も
交
遊
し
た
仲
で
し
た
。
そ
の
一
方
、
在
家
の
僧
で
も
あ
り
ま

し
た
。｢

沙
弥｣
と
は
仏
門
に
入
り
剃
髪
は
し
て
い
て
も
妻
子
の
い
る
在
家
の
僧
の
こ
と
で
す
。
そ
の
沙
弥

さ

み

さ

み

で
あ
っ
た
満
誓
さ
ん
。
俗
名
は

笠

朝
臣
麻
呂
と
い
い
ま
し
た
。

ま
ん
ぜ
い

か
さ
の

あ

そ
み

ま

ろ

世
間
を

何
に
喩
へ
む

朝
開
き

漕
ぎ
去
に
し
船
の

跡
な
き
が
ご
と

よ
の
な
か

た
と

あ
さ
び
ら

い

あ
と

沙
弥
満
誓

巻
三
―
三
五
一

さ

み

ま
ん
ぜ
い

➲

世
の
中
を

何
に
た
と
え
た
ら
い
い
だ
ろ
う

港
に
泊
ま
っ
て
い
た
船
が

夜
明
け
に

漕
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
に
は

そ
の
航
跡
す
ら
残
ら
な
い

人
生
も
そ
ん
な
も
の

な
の
か
な
あ

こ
の
歌
も
ま
た
、
仏
教
の
無
常
観
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
、
中
世
の
和
歌
に
も
大
い
に
影
響
を

与
え
た
万
葉
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
船
の
航
跡
が
消
え
去
っ
て
い
く
こ
と
に
、
自
分
た
ち
の
人

生
の
は
か
な
さ
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
で
す
ね
。

実
は
、

（
養
老
５
）
年
、
元
明
上
皇
の
病
気
に
際
し
て
、
母
親
で
あ
っ
た
元
明
上
皇
の
平
癒
を
祈

げ
ん

め
い

げ
ん

め
い

721

る
た
め
に
女
帝･

元
正
天
皇
の
命
を
受
け
て
男
女

人
が
出
家
を
命
じ
ら
れ
て｢

沙
弥｣

と
な
り
ま
し
た
。

げ
ん
し
ょ
う

め
い

さ

み

100

し
か
し
、
か
い
な
く
元
明
上
皇
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
祈
祷
に
よ
る
病
気
快
復
が
で
き
な
か
っ
た
と
し

げ
ん

め
い

て
、
な
ん
と
沙
弥
た
ち
は
処
罰
さ
れ
ま
し
た
。
満
誓
さ
ん
も
左
遷
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ

み

ま
ん
ぜ
い

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

●

農
民
の
教
養
も
高
か
っ
た
―

中
国
の
故
事
を
踏
ま
え
た
農
民
の
歌

常
陸
指
し

行
か
む
雁
も
が

我
が
恋
を

記
し
て
付
け
て

妹
に
知
ら
せ
む

ひ

た

ち

か
り

し
る

い
も

物
部
道
足

巻
二
十
―
四
三
六
六

も
の
の
べ
の
み
ち

た
り

➲

故
郷
の
常
陸
を
目
指
し
て
行
く
雁
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
恋
心
を
書
き
記
し

て
妻
に
届
け
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

物
部
道
足
さ
ん
は

年
２
月
、
常
陸
国
信
太
（
霞
ヶ
浦
付
近
）
か
ら
筑
紫
国
（
福
岡
県
）
に
派
遣

も
の
の
べ
の
み
ち

た
り

ひ

た
ち
の
く
に

し

だ

つ
く

し
の
く
に

755

さ
れ
た
防
人
。
防
人
が
旅
の
途
上
、
ま
た
は
任
地
で
故
郷
に
残
し
た
妻
へ
思
い
を
雁
に
託
す
と
い
う
、

さ
き
も
り

特
に
ど
う
っ
て
こ
と
の
な
い
歌
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
歌
に
は
深
い
教
養
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

中
国
の
正
史
の
一
つ｢

漢
書｣

に
、

匈

奴
（
遊
牧
民
族
、
フ
ン
族
）
の
捕
虜
と
な
っ
た
蘇
武
が
、
雁

か
ん
じ
よ

き
よ
う

ど

そ

ぶ

の
脚
に
手
紙
を
付
け
て
漢
の
帝
に
便
り
を
し
た
と
い
う
故
事
か
ら
生
ま
れ
た｢

雁
の
使
い｣

が
あ
り
ま
す
。

そ
の｢

雁
の
使
い｣

と
い
う
故
事
を
踏
ま
え
て
歌
を
作
っ
た
物
部
道
足
さ
ん
は
、
相
当
高
い
教
養
を
持

も
の
の
べ
の
み
ち

た
り

っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。
常
陸
国
の
人
々
は
、
筑
波
山
麓
で
歌
垣
な
ど
を
通
じ
て
歌
を

ひ

た
ち
の
く
に

う
た
が
き

詠
み
合
う
習
慣
が
根
付
い
て
い
た
こ
と
も
『
常
陸
国
風
土
記
』
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ひ
ょ
っ
と
し

ひ

た
ち
の
く
に

ふ

ど

き

た
ら
物
部
道
足
さ
ん
は
、
歌
垣
で
の
交
流
の
中
で
こ
の
故
事
を
教
わ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

も
の
の
べ
の
み
ち

た
り


