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授
業
実
践
報
告 

古
典
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
た
め
に 

～
『
枕
草
子
』
・『
無
名
抄
』
・『
去
来
抄
』
を
通
し
て
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
木
直
子   

１
は
じ
め
に 

 

私
は
、
こ
れ
ま
で
公
立
高
校
を
中
心
に
多
く
の
学
校
で
教
壇
に
立
っ

て
き
た
。
ま
た
、
現
在
は
社
会
人
講
座
で
人
生
の
先
輩
の
方
々
と
古
典

作
品
を
読
ん
で
い
る
。
古
典
学
習
入
門
の
高
校
生
と
人
生
の
機
微
を
味

わ
い
尽
く
し
た
年
輩
の
人
た
ち
と
同
時
進
行
で
、
古
典
文
学
を
読
む
う

ち
に
、
高
等
学
校
に
お
け
る
知
識
習
得
の
学
習
が
、
再
び
古
典
文
学
を

学
び
た
い
と
い
う
意
欲
増
進
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
と
強
く
感
じ
る
こ

と
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
高
校
三
年
生
を
対
象
と
し
た
古
典
の
授
業
を
通
し
て
、「
生

涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
力
、
主
体
的
に
考
え
る
力
」（
教
育
審
議
会

答
申
「
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て
」

（
平
成
２
４
年
８
月
２
８
日
）
）
の
養
成
を
目
指
し
た
授
業
の
実
践
と
そ

の
課
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

２
和
歌
お
よ
び
俳
諧
を
通
し
て
学
ぶ 

 

平
成
２
５
年
度
、
大
阪
府
立
市
岡
高
等
学
校
三
学
年
古
典
の
授
業
で

は
、
古
典
学
習
の
総
仕
上
げ
と
し
て
、
多
種
の
古
典
作
品
を
速
読
し
、

受
験
で
も
通
用
す
る
古
典
知
識
の
養
成
を
目
的
と
し
て
授
業
を
行
っ
た
。

同
時
に
受
験
対
策
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
作
品
を
通
し
て
、
主
人
・
先
生
・

先
師
に
対
す
る
尊
敬
の
念
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
教
え
を
書
き
残
し
た
意

図
を
読
む
こ
と
に
よ
り
、
主
体
的
に
学
び
続
け
る
姿
勢
を
育
む
よ
う
授

業
を
進
め
た
。 

 

『
枕
草
子
』
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に 

  

二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
、
空
い
み
じ
う
黒
き
に
、

雪
少
し
う
ち
散
り
た
る
ほ
ど
、
黒
戸
に
主
殿
司
来
て
、「
か
う
て
候
ふ
。」

と
言
へ
ば
、
寄
り
た
る
に
、「
こ
れ
、
公
任
の
宰
相
殿
の
。」
と
て
あ
る

を
見
れ
ば
、
懐
紙
に
、 

 

少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ 

と
あ
る
は
、
げ
に
今
日
の
気
色
に
い
と
よ
う
合
ひ
た
る
も
、
こ
れ
が
本

は
ａ
い
か
で
か
つ
く
べ
か
ら
む
と
、
思
ひ
煩
ひ
ぬ
。
「
誰
々
か
。」
と
問

へ
ば
、「
そ
れ
そ
れ
。」
と
言
ふ
。
み
な
い
と
恥
づ
か
し
き
中
に
、
宰
相

の
御
い
ら
へ
を
、
ｂ
い
か
で
か
こ
と
な
し
び
に
言
ひ
出
で
む
と
、
心
一
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つ
に
苦
し
き
を
、
御
前
に
御
覧
ぜ
さ
せ
む
と
す
れ
ど
、
上
の
お
は
し
ま

し
て
大
殿
ご
も
り
た
り
。
主
殿
司
は
、「
と
く
、
と
く
。」
と
言
ふ
。
げ

に
、
遅
う
さ
へ
あ
ら
む
は
、
い
と
取
り
所
な
け
れ
ば
、
さ
は
れ
と
て
、 

 

空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に 

と
、
わ
な
な
く
わ
な
な
く
書
き
て
取
ら
せ
て
、
い
か
に
思
ふ
ら
む
と
、

わ
び
し
。 

 

こ
れ
が
こ
と
を
聞
か
ば
や
と
思
ふ
に
、
そ
し
ら
れ
た
ら
ば
聞
か
じ
と

お
ぼ
ゆ
る
を
、「
俊
賢
の
宰
相
な
ど
、『
な
ほ
、
内
侍
に
奏
し
て
な
さ
む
。』

と
な
む
、
定
め
た
ま
ひ
し
。」
と
ば
か
り
ぞ
、
左
兵
衛
督
の
、
中
将
に
お

は
せ
し
、
語
り
た
ま
ひ
し
。 

 

ま
ず
、
作
品
へ
の
導
入
と
し
て
、
便
覧
を
参
照
し
つ
つ
文
学
史
の
内

容
を
説
明
し
、
学
習
者
の
興
味
を
喚
起
す
る
。『
枕
草
子
』
は
、
中
学
校

で
冒
頭
部
を
暗
記
し
て
い
る
た
め
、
生
徒
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
い
作

品
だ
。 

本
段
の
内
容
は
、
中
宮
定
子
に
仕
え
て
い
た
作
者
清
少
納
言
が
、
当

時
一
流
の
歌
人
で
あ
る
藤
原
公
任
か
ら
和
歌
の
下
の
句
を
贈
ら
れ
、
中

宮
に
相
談
で
き
な
い
状
況
で
、
当
意
即
妙
に
上
の
句
を
こ
た
え
る
と
い

う
も
の
。
学
習
目
標
は
和
歌
の
贈
答
に
お
け
る
古
典
常
識
を
理
解
す
る

こ
と
、
作
者
の
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
の
二
点
だ
。
授
業
で
は
三
時
間

で
取
り
扱
っ
た
た
め
、
本
文
は
要
所
の
み
を
板
書
し
、
後
は
〈
語
句
〉

〈
本
文
〉〈
内
容
〉
と
ま
と
め
て
板
書
し
な
が
ら
、「
文
法
」「
語
句
の
意

味
」「
現
代
語
訳
」
に
つ
い
て
は
生
徒
に
指
名
し
て
答
え
さ
せ
た
。 

        

    

第
一
時
間
目
の
要
点
は
、
①
諸
芸
に
通
じ
て
い
る
才
人
の
公
任
が
詠

ん
で
よ
こ
し
た
下
の
句
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
に
つ
い
て
、

作
者
は
白
居
易
の
『
白
氏
文
集
』
の
詩
句
「
三
時
雲
冷
や
や
か
に
し
て

多
く
雪
を
飛
ば
し
、
二
月
山
寒
う
し
て
少
し
く
春
有
り
」
を
踏
ま
え
て

い
る
と
見
抜
い
て
い
る
点
、
②
上
接
し
て
い
る
「
二
月
山
寒
う
し
て
少

し
く
春
有
り
」
と
冒
頭
の
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き

て
、
空
い
み
じ
う
暗
き
に
、
雪
少
し
う
ち
散
り
た
る
ほ
ど
」
と
今
日
の

空
模
様
が
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
こ
と
に
作
者
が
感
心
し
て
い
る
こ
と
に
注

意
す
る
。
そ
の
た
め
に
（
ａ
）
天
候
の
描
写
、（
ｂ
）
公
任
が
当
世
き
っ

て
の
和
歌
の
第
一
人
者
で
あ
る
こ
と
、（
ｃ
）
白
居
易
『
白
氏
文
集
』
が

当
時
の
貴
族
に
と
っ
て
教
養
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
。
ま
た
、

古
典
授
業
の
要
点 

１
文
学
史
…
作
品
に
親
近
感
が
持
て
る
よ
う
配
慮
す
る
。
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
部
分
の
内
容
も
合
わ
せ
て
説
明
す
る
。 

２
文
法
…
模
試
・
入
試
で
の
得
点
対
策
と
し
て
、
「
係
り
結
び
の
法

則
」・「
助
動
詞
」・
「
敬
語
法
」
に
必
ず
触
れ
る
。 

３
語
句
…
特
に
現
代
語
と
古
語
で
意
味
が
違
う
も
の
、
漢
字
を
当
て
る

と
意
味
が
取
り
や
す
い
も
の
に
は
適
宜
漢
字
を
当
て
て
理

解
を
促
す
。 

４
内
容
…
用
言
の
意
味
を
中
心
に
、
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
解
い
て

い
く
。
ま
た
古
典
常
識
を
確
認
す
る
。 
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作
者
の
心
の
動
き
を
順
に
捉
え
る
た
め
、
公
任
か
ら
の
手
紙
の
詩
句
が

今
日
の
空
模
様
に
実
に
よ
く
合
っ
て
い
る
と
感
じ
た
「
げ
に
」、『
白
氏

文
集
』「
少
有
春
」
を
踏
ま
え
る
こ
と
を
見
抜
く
も
の
の
、
返
歌
に
困
惑

す
る
「
思
ひ
煩
ひ
ぬ
」
に
着
目
す
る
。「
思
ひ
煩
ひ
ぬ
」
の
原
因
は
、
相

手
が
歌
道
の
大
家
で
あ
り
、
そ
の
読
ん
だ
句
も
『
白
氏
文
集
』
を
踏
ま

え
た
巧
み
な
も
の
で
、
そ
れ
相
応
の
上
の
句
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
考
慮
す
る
。
ま
た
、
次
回
の
予
告
と
し
て
、
作
者
は
先
方
の
同
席
者

の
顔
ぶ
れ
を
探
り
、
対
応
の
仕
方
の
手
掛
か
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
に
触
れ
る
。 

第
二
時
間
目
は
、
前
時
の
復
習
と
し
て
、
作
者
が
「
思
ひ
煩
ひ
ぬ
」

と
感
じ
た
原
因
を
生
徒
に
説
明
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
同
席
者

が
「
恥
づ
か
し
き
」
人
々
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
作
者
は
、「
い
か
で
か

こ
と
な
し
び
に
言
ひ
出
で
む
」
と
決
意
す
る
こ
と
を
読
み
取
る
。
そ
の

際
に
、
重
要
古
語
「
恥
づ
か
し
」（
立
派
だ
）
と
現
代
語
「
恥
ず
か
し
い
」

（
み
っ
と
も
な
い
）
と
の
違
い
に
留
意
す
る
。
ま
た
、「
い
か
で
」（
副

詞
）
＋
「
か
」（
係
助
詞
）
の
訳
し
方
に
注
意
す
る
。
係
助
詞
「
か
」
の

解
釈
と
し
て
、
ａ
は
「
思
ひ
煩
ひ
ぬ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
心
中
に
て

思
い
悩
む
わ
け
だ
か
ら
疑
問
と
と
り
、
ｂ
は
そ
の
後
、
中
宮
に
相
談
す

る
と
い
う
行
為
か
ら
、
作
者
は
、
自
分
が
下
手
な
返
歌
を
し
て
し
ま
う

こ
と
に
よ
り
、
中
宮
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
い
い
加
減
な
返
歌
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を

強
調
す
る
た
め
の
反
語
表
現
と
解
釈
す
る
。 

 

次
に
、
な
ぜ
作
者
が
い
い
加
減
な
返
歌
が
で
き
な
い
と
思
っ
た
理
由

を
考
え
た
。
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、「
御
前
に
御
覧
ぜ
さ
せ
む
と
す
れ

ど
、
上
の
お
は
し
ま
し
て
大
殿
ご
も
り
た
り
。
」
の
解
釈
に
入
る
。『
枕

草
子
』
に
お
い
て
「
御
前
」
と
出
て
き
た
ら
、
中
宮
定
子
を
指
す
こ
と

を
説
明
し
、
敬
語
の
「
御
覧
ず
」・「
お
は
し
ま
し
」「
大
殿
ご
も
り
」
の

意
味
と
人
物
関
係
の
確
認
を
合
わ
せ
て
行
う
。
そ
の
際
に
重
要
な
の
は
、

返
歌
が
上
手
に
で
き
な
い
と
、
作
者
本
人
の
み
な
ら
ず
、
仕
え
て
い
る

中
宮
の
不
名
誉
と
な
る
た
め
、
和
歌
に
も
造
詣
の
深
い
定
子
に
相
談
し

よ
う
と
し
て
い
る
点
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
作
者
に
と
っ
て
、

定
子
の
存
在
は
、「
主
人
」
と
い
う
枠
組
み
だ
け
で
は
な
く
、
き
ら
び
や

か
な
宮
廷
で
過
ご
す
憧
れ
の
存
在
で
あ
り
、
教
養
の
面
で
は
、
師
と
仰

ぐ
ほ
ど
の
存
在
で
あ
っ
た
。
二
人
の
結
び
付
き
の
強
さ
が
、『
枕
草
子
』

執
筆
の
動
機
に
関
わ
る
こ
と
を
伝
え
、
作
品
へ
の
理
解
を
深
め
る
。 

 

定
子
に
頼
る
こ
と
が
き
な
か
っ
た
清
少
納
言
は
、
心
細
い
ま
ま
独
力

で
返
歌
を
す
る
。「
さ
へ
（
副
助
詞
・
添
加
、
～
ま
で
も
）」・「
さ
は
れ

（
感
動
詞
、
な
ん
と
で
も
な
れ
）
…
思
い
切
り
」・「
わ
な
な
く
わ
な
な

く
書
き
て
（
震
え
な
が
ら
書
い
て
）
…
不
安
と
緊
張
」・「
わ
び
し
（
形

容
詞
、
つ
ら
い
）」
・「
ば
や
（
終
助
詞
・
願
望
、
～
た
い
）」
の
単
語
の

意
味
と
と
も
に
、
心
情
の
変
化
を
た
ど
る
。 

 

ま
た
、
作
者
が
返
し
た
上
の
句
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」

が
ど
の
よ
う
な
点
で
、
優
れ
て
い
る
の
か
考
え
さ
せ
た
。
公
任
の
下
の

句
が
白
居
易
の
詩
句
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
見
抜
き
、
そ
の
詩
句
中

の
「
雲
冷
多
飛
雪 

二
月
山
寒
」
と
い
う
表
現
を
基
に
、「
散
る
雪
に
」

「
空
寒
み
」
と
詠
ん
だ
。
さ
ら
に
「
雪
」
を
「
梅
花
」
に
見
立
て
て
、 
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〈 

板
書
１ 

〉 

                      

       

下
の
句
の
「
春
あ
る
心
地
」
へ
つ
な
げ
る
機
知
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と

説
明
す
る
。
ま
た
、
古
典
常
識
と
し
て
、
返
歌
で
は
、
相
手
の
歌
の
典

拠
に
理
解
を
示
す
こ
と
、
言
葉
を
踏
襲
し
て
詠
歌
す
る
こ
と
を
説
明
し

た
。 文

法
事
項
と
し
て
は
、「
空
寒
み
」
に
お
け
る
「
形
容
詞
の
語
幹
用
法
」

を
、「
空
（
名
詞
）」
＋
「
寒
（
形
容
詞
の
語
幹
）
」
＋
「
み
」
で
原
因
・

理
由
「
～
が
…
な
の
で
」
と
訳
す
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
「
奏
す
（
絶

対
敬
語
）」
は
、「
天
皇
・
上
皇
に
対
し
て
申
し
上
げ
る
」
の
意
で
あ
り
、

敬
語
の
正
し
い
理
解
は
場
面
把
握
の
際
に
役
立
つ
重
要
性
を
強
調
し
た
。 

ま
と
め
と
し
て
、
作
者
の
詠
ん
だ
上
の
句
は
、
俊
賢
ら
に
「
な
ほ
、

内
侍
に
奏
し
て
な
さ
む
」
と
言
わ
せ
る
ほ
ど
の
評
価
だ
っ
た
。
内
侍
は
、

才
能
あ
る
女
性
が
就
く
職
で
あ
り
、
さ
ら
に
受
領
階
級
出
身
の
作
者
に

と
っ
て
は
、
大
変
な
名
誉
で
あ
っ
た
。『
枕
草
子
』
は
、
時
に
「
我
褒
め
」

の
回
想
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
作
者
が
語
る
手
柄
や
誉
れ
は
、
個
人
的
な

う
ぬ
ぼ
れ
や
自
慢
で
は
な
く
、
定
子
へ
帰
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
生
徒
た
ち
に
は
、
単
な
る
言
葉
の
解
釈
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
品

〈
語
句
〉・
よ
み
〇
意
味
◎
文
法 

・
二
月 
き
さ
ら
ぎ 

〇
つ
ご
も
り 
（
名
）
月
の
下
旬 

〇
黒
戸 

女
房
た
ち
の
控
え
室 

・
主
殿
司 

と
の
も
づ
か
さ 

〇
か
う
て
候
ふ 

ご
め
ん
く
だ
さ
い 

・
公
任 

き
ん
と
う 

〇
宰
相 

「
参
議
」
の
中
国
風
の
呼
称 

〇
げ
に 

（
副
）
な
る
ほ
ど 

〇
恥
ず
か
し 

（
形
）
気
を
く
れ
す
る
ほ
ど
立
派
だ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

気
が
ひ
け
る 

〈
本
文
〉
「
い
か
で
か
」
の
扱
い
に
注
意
す
る 

ａ
こ
れ
が
本
は
副
い
か
で
係
（
疑
）
か

つ

く

カ
下
二
・
終 
適
当
・
未 

 
 
 
 

 

推
量
・
体
○む
と
、
思
ひ
煩
ひ
ぬ
。（
訳
）
こ
の
歌
の
上
の
句
は
ど
の
よ
う
に

付
け
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
悩
ん
で
し
ま
っ
た
。
読
解
上
の
要
点 

 

ｂ
副
い
か
で
係
（
反
）
か
こ
と
な
し
び
に
言
ひ
て
出
で
推
量
・
体
（
む
） 

 

（
訳
）
ど
う
し
て
い
い
加
減
に
言
い
出
せ
よ
う
か
、
い
や
で
き
な
い
。 

べ
か
ら 

□
は
助
詞 

〇
は
助
動
詞 

傍
線
部
は
自
立
語 

〈
内
容
〉 

 
 
 

公
任
の
下
の
句
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」 

 
 

『
白
氏
文
集
』「
雲
冷
多
飛
雪
二
月
山
寒
少
有
春
」 

 
 
 

↓ 

作
者 

見
抜
く
（
教
養
） 

 
 
 

天
候
に
合
致
と
気
付
く
（
感
性
） 
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の
世
界
を
身
近
に
感
じ
る
話
に
つ
い
て
、
生
徒
の
反
応
を
見
つ
つ
伝
え

る
こ
と
が
大
切
だ
。 

次
に
鴨
長
明
の
『
無
名
抄
』
に
つ
い
て
、
三
大
随
筆
『
枕
草
子
』
と

の
関
連
か
ら
説
明
し
導
入
と
す
る
。
鴨
長
明
は
随
筆
家
と
し
て
だ
け
で

は
な
く
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
編
纂
事
業
を
行
う
和
歌
所
の
寄
人
に 

〈
板
書
２
〉 

            

   
 任

命
さ
れ
る
ほ
ど
の
歌
人
で
あ
っ
た
。『
無
名
抄
』
は
長
明
が
出
家
遁
世

し
た
後
、
若
い
時
か
ら
教
え
を
受
け
た
和
歌
の
師
俊
恵
の
詠
歌
法
を
思

い
出
し
て
書
き
記
し
た
歌
論
書
で
あ
る
。 

指
導
上
の
注
意
点
は
、
人
物
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
。
そ
の
手
が
か

り
と
し
て
、
ま
ず
、
和
歌
の
師
俊
恵
と
俊
成
が
話
し
合
っ
た
内
容
を
、

弟
子
で
作
者
の
鴨
長
明
に
語
り
、
そ
れ
を
記
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す

る
。
文
法
事
項
と
し
て
は
、
会
話
文
に
お
け
る
謙
譲
表
現
の
「
た
ま
ふ
」 

     

            

 

〈
語
句
〉 

〇
御
覧
ず
（
サ
変
）
尊 

御
覧
に
な
る 

〇
お
は
し
ま
す 

 

尊 

い
ら
っ
し
ゃ
る 

〇
大
殿
ご
も
る 

 

尊 

お
休
み
に
な
る 

〇
さ
は
れ 

 
 
 

（
感
）
ど
う
と
で
も
な
れ 

〇
紛
ふ 

 
 
 
 

間
違
え
る
ほ
ど
よ
く
似
て
い
る 

〇
わ
び
し
（
形
・
シ
ク
）
つ
ら
い 

◎
聞
か
ば
や 

終
助
詞
・
願
望 

～
た
い 

◎
奏
す 

 
 

（
天
皇
・
上
皇
に
対
し
て
）
申
し
上
げ
る 

 

絶
対
敬
語 

「
啓
す
」
（
皇
后
・
皇
太
子
に
対
し
て
）
申
し
上
げ
る 

 
 

他
に
…
「
行
幸
」「
御
幸
」
「
崩
御
」
「
朕
」 

◎
左
兵
衛
督
同
格
の
、
中
将
に
お
は
せ
し
、 

 
 
 

 

教
科
書
本
文
で
は
ひ
ら

が
な
で
表
記
さ
れ
て
い

る
が
、
漢
字
表
記
に
す

る
こ
と
で
意
味
を
覚
え

や
す
く
す
る
工
夫 

傍
線
部
ど
う
し
が
同

じ
人
物
の
説
明
に
な

っ
て
い
る
か
ら
、「
の
」

は
同
格
と
解
釈 

〈
本
文
〉 

＊
御
前
に

御

覧

ぜ

作
者
→
中
宮
使
役
・
未 

 
 

 

意
志
・
終
（
む
）
と 

す
れ
接
・
逆
説
ど
上
の 

お
は
し
ま
し

作
者
→
帝

て
大
殿
ご
も
り

作
者
→
帝

た
り
。 

（
訳
）
中
宮
様
に
、
お
見
せ
し
よ
う
と
思
う
が
、
帝
が
い
ら
っ
し
ゃ
て
お
休

み
に
な
っ
て
い
る
。 

◎

空名
詞

寒

形
容
詞
「寒
し
」語
幹

み
接
尾
語 

 

名
詞
～
＋
形
容
詞
の
語
幹
…
＋
み
＝
原
因
・
理
由
（
～
が
…
な
の
で
） 

〈
内
容
〉 

・
さ
は
れ
…
返
事
を
催
促
さ
れ
独
力
で
、
即
興
で
返
歌
→
思
い
切
り
の
良
さ 

・
わ
な
な
く
わ
な
な
く
→
緊
張
と
不
安 

・
わ
び
し
、
聞
か
ば
や
→
評
価
を
気
に
す
る 

＊
個
人
的
な
う
ぬ
ぼ
れ
？ 

→
中
宮
定
子
周
辺
で
の
文
化
的
で
教
養
に
満
ち 

た
す
ば
ら
し
さ
を
確
か
め
る
た
め
の
回
想 

 

させ 
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（
下
二
段
活
用
）
を
し
っ
か
り
理
解
さ
せ
る
こ
と
だ
。 

 

『
無
名
抄
』
俊
成
自
賛
歌
の
こ
と 

 

 

俊
恵
い
は
く
、「
五
条
三
位
入
道
の
も
と
に
ま
う
で
た
り
し
つ
い
で
に
、

『
御
詠
の
中
に
は
、
い
づ
れ
を
か
優
れ
た
り
と
思
す
。
よ
そ
の
人
さ
ま

ざ
ま
に
定
め
は
べ
れ
ど
、
そ
れ
を
ば
用
ゐ
は
べ
る
べ
か
ら
ず
。
ま
さ
し

く
承
ら
む
と
思
ふ
。』
と
聞
こ
え
し
か
ば
、 

 

『
夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
う
づ
ら
鳴
く
な
り
深
草
の
里 

こ
れ
を
な
む
身
に
と
り
て
は
面
歌
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
。』
と
言
は
れ
し
を
、

俊
恵
、
ま
た
い
は
く
、『
世
に
あ
ま
ね
く
人
の
申
し
は
べ
る
は
、 

 
 

面
影
に
花
の
姿
を
先
立
て
て
幾
重
越
え
来
ぬ
峰
の
白
雲 

こ
れ
を
優
れ
た
る
や
う
に
申
し
は
べ
る
は
い
か
に
。
』
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

『
い
さ
。
よ
そ
に
は
さ
も
や
定
め
は
べ
る
ら
む
。
知
り
た
ま
へ
ず
。
な

ほ
自
ら
は
先
の
歌
に
は
い
ひ
比
ぶ
べ
か
ら
ず
。
』
と
ぞ
侍
り
し
。」
と
語

り
て
、
こ
れ
を
う
ち
う
ち
に
申
し
し
は
、「
か
の
歌
は
、『
身
に
し
み
て
』

と
い
ふ
腰
の
句
の
い
み
じ
う
無
念
に
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
こ
れ
ほ
ど
に
な

り
ぬ
る
歌
は
、
景
気
を
い
ひ
流
し
て
、
た
だ
空
に
身
に
し
み
け
む
か
し

と
思
は
せ
た
る
こ
そ
、
心
に
く
く
も
優
に
も
侍
れ
。
い
み
じ
う
い
ひ
も

て
ゆ
き
て
、
歌
の
詮
と
す
べ
き
ふ
し
を
さ
は
と
い
ひ
表
し
た
れ
ば
、
む

げ
に
こ
と
浅
く
な
り
ぬ
る
。」
と
て
、
そ
の
次
に
、「
わ
が
歌
の
中
に
は
、 

 
 

み
吉
野
の
山
か
き
曇
り
雪
降
れ
ば
ふ
も
と
の
里
は
う
ち
時
雨
つ
つ 

こ
れ
を
な
む
、
か
の
た
ぐ
ひ
に
せ
む
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
。
も
し
世
の
末

に
お
ぼ
つ
か
な
く
い
ふ
人
も
あ
ら
ば
、『
か
く
こ
そ
い
ひ
し
か
。』
と
語

り
た
ま
へ
。
」
と
ぞ
。 

 

本
教
材
は
二
時
間
で
取
り
扱
っ
た
。
第
一
時
間
目
は
、
人
物
関
係
の

把
握
と
、
歌
人
に
と
っ
て
の
「
面
歌
」
の
概
念
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
内
容
は
、
俊
恵
が
俊
成
に
代
表
歌
を
尋
ね
、

俊
成
は
『
伊
勢
物
語
』
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ん
だ
「
夕
さ
れ
ば
…
」
を

代
表
歌
と
答
え
る
。
し
か
し
、
世
間
の
人
々
は
、「
面
影
に
…
」
を
評
価

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
俊
成
自
身
は
「
い
ひ
比
ぶ
べ
か
ら
ず
」
自

分
が
選
ん
だ
「
ゆ
う
さ
れ
ば
…
」
の
歌
と
「
面
影
に
…
」
の
歌
は
比
較

に
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
、
「
御
詠
（
お
詠
み
に
な
っ
た
歌
）
」

「
面
歌
（
代
表
歌
）
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
俊
成
本
人
が
挙
げ
た
代

表
歌
と
、
世
間
一
般
で
評
価
さ
れ
て
い
る
代
表
歌
と
が
違
う
こ
と
、
そ

し
て
俊
成
の
代
表
歌
へ
の
認
識
を
理
解
す
る
。
俊
成
は
当
代
随
一
の
歌

人
で
あ
り
、
そ
の
代
表
歌
に
つ
い
て
も
世
間
で
は
様
々
に
言
わ
れ
て
い

た
は
ず
だ
。
生
徒
に
と
っ
て
は
、「
古
典
文
学
」
は
解
説
や
辞
書
が
必
要

な
難
解
な
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
八
〇
〇
年
前
の
歌
人
の
「
面
歌
」

に
つ
い
て
理
解
を
促
す
た
め
、
流
行
の
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
を
例
に
代
表

歌
の
概
念
に
つ
い
て
説
明
を
試
み
た
。
（
注
１
） 

 

第
二
時
間
目
は
、
面
歌
へ
の
俊
成
に
よ
る
自
己
評
価
と
世
間
か
ら
の

評
価
を
通
し
て
、
俊
成
の
代
表
歌
へ
の
俊
恵
の
批
判
、
そ
の
批
判
を
通

し
て
俊
恵
が
弟
子
兼
好
に
伝
え
た
か
っ
た
和
歌
の
創
作
態
度
を
理
解
す

る
。 俊

成
は
世
間
の
人
々
が
挙
げ
た
面
歌
に
つ
い
て
は
、「
い
ひ
比
ぶ
べ
か
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ら
ず
」
と
具
体
的
な
理
由
は
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
俊
成
自
身
が

代
表
歌
と
し
て
挙
げ
た
「
夕
さ
れ
ば
…
」
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
俊
恵

が
批
判
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
。
俊
恵
の
詠
歌
態 

〈
板
書
３
〉 

                   

度
を
読
み
取
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、「
う
ち
う
ち
に
（
内
輪
に
・
密
か

に
）」・「「
腰
の
句
（
第
三
句
）」
・「
無
念
に
（
残
念
だ
）」・「
景
気
を
い

ひ
流
し
て
（
風
景
を
さ
ら
り
と
詠
ん
で
）」・「
空
に
（
な
ん
と
な
く
）
」
・

「
優
に
（
優
雅
だ
）
」・「
い
ひ
も
て
ゆ
き
（
表
現
し
す
ぎ
）」・「
歌
の
詮

と
す
べ
き
ふ
し
（
和
歌
の
眼
目
と
す
べ
き
点
）」・「
さ
は
と
（
は
っ
き
り

そ
う
で
あ
る
）」・
「
む
げ
に
（
ひ
ど
く
・
と
て
も
）」
を
取
り
上
げ
た
。

批
判
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
ａ
「『
身
に
し
み
て
』

と
い
ふ
腰
の
句
の
い
み
じ
う
無
念
に
お
ぼ
ゆ
る
な
り
（『
身
に
し
み
て
』

と
い
う
和
歌
の
第
三
句
が
非
常
に
残
念
に
思
わ
れ
る
の
だ
）。」
ｂ
「
景

気
を
い
ひ
流
し
て
、
た
だ
空
に
身
に
し
み
け
む
か
し
と
思
は
せ
た
る
こ

そ
、
心
に
く
く
も
優
に
も
侍
れ
（
風
景
を
さ
ら
り
と
詠
ん
で
、
た
だ
な

ん
と
な
く
身
に
し
み
た
で
あ
ろ
う
な
あ
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
詠
む
こ

と
が
、
奥
ゆ
か
し
く
優
雅
で
も
あ
り
ま
す
）
。
」
ｃ
「
い
み
じ
う
い
ひ
も

て
ゆ
き
て
、
歌
の
詮
と
す
べ
き
ふ
し
を
さ
は
と
い
ひ
表
し
た
れ
ば
、
む

げ
に
こ
と
浅
く
な
り
ぬ
る
（
俊
成
の
代
表
歌
は
、
ひ
ど
く
表
現
し
す
ぎ

て
、
和
歌
の
眼
目
と
す
べ
き
点
を
、
は
っ
き
り
そ
う
で
あ
る
と
言
葉
で

表
現
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
全
体
の
情
趣
が
ひ
ど
く
底
の
浅
い
も
の
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
）」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ａ
「
夕
さ
れ
ば
…
」
の
歌
の

第
三
句
「
身
に
し
み
て
」
が
感
情
を
直
接
的
に
は
っ
き
り
と
詠
ん
で
い

て
残
念
で
あ
る
。〈
具
体
的
な
指
摘
〉
ｂ
風
景
描
写
の
中
に
、
情
感
を
な

ん
と
な
く
示
唆
し
、
読
者
に
秋
風
が
身
に
し
み
た
の
で
あ
ろ
う
と
感
じ

さ
せ
る
の
が
よ
い
。〈
詠
歌
の
際
の
あ
る
べ
き
姿
勢
〉
ｃ
和
歌
の
眼
目
と

な
る
点
を
は
っ
き
り
歌
に
詠
み
こ
ま
な
い
ほ
う
が
心
惹
か
れ
る
〈
避
け

〈
語
句
〉
「
終
止
形
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〇
定
め
「
定
む
」 
設
定
す
る 

 
 
 
 
 

 

〇
ま
さ
し
く
「
ま
さ
し
」 
確
か
に 

 
 
 
 
 
 
 

 

〇
夕
さ
れ
「
夕
さ
る
」 

夕
方
に
な
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

〇
あ
ま
ね
く
「
あ
ま
ね
し
」
広
く
行
き
渡
る 

 
 
 
 

 

〇
い
さ 

 

さ
あ
ど
う
か 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〈
本
文
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
体
形 

俊
成
→
俊
恵 

 

こ
れ
を
係
・
強
意
な
む
、
身
に
と
り
て
は
面
歌
と
思
ひ

た

ま

ふ

る

ハ
下
二
…
謙
譲
語 

〈
内
容
〉 

◎
そ
れ
＝
よ
そ
の
人
さ
ま
ざ
に
定
め
は
べ
れ 

 
 
 
 

あ
ま
ね
く
人
の
申
し
は
べ
る 

 
 
 
 

よ
そ
に
は
さ
も
や
定
め
は
べ
る
ら
む
→
自
己
評
価
と
他
評
価 

◎
面
歌 

 

俊
成
＝
「
夕
さ
れ
ば
…
」
（
『
伊
勢
物
語
』
を
モ
チ
ー
フ
に
） 

 

世
の
人
＝
「
面
影
に
…
」
→
本
人
「
い
ひ
比
ぶ
べ
か
ら
ず
」 

←
俊
恵
の
批
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

敬
意
の
方
向 
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る
べ
き
詠
歌
態
度
〉
。
以
上
の
俊
恵
の
批
評
を
踏
ま
え
、
俊
恵
自
身
の
代

表
歌
「
み
吉
野
の
…
（
吉
野
山
の
辺
り
一
面
が
ど
ん
よ
り
曇
っ
て
雪
が

降
る
と
、
ふ
も
と
の
里
で
は
時
雨
が
降
り
続
け
る
こ
と
よ
）」
を
通
し
て
、

批
判
内
容
を
確
認
し
、
俊
恵
が
兼
好
に
伝
え
た
か
っ
た
詠
歌
姿
勢
を
理

解
す
る
。 

 

〈
板
書
４
〉 

      
 

 
 

    

当
時
の
歌
壇
で
時
代
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
藤
原
俊
成
の
代
表
歌
を
通

し
て
、
源
俊
恵
は
兼
好
に
「
う
ち
う
ち
に
」
教
え
て
お
き
た
か
っ
た
詠

歌
姿
勢
は
具
体
的
に
示
し
た
。
一
方
で
、
景
物
を
客
観
的
に
捉
え
、
情

感
に
つ
い
て
は
さ
ら
り
と
詠
ん
だ
自
身
の
代
表
歌
を
挙
げ
、
自
分
た
ち 

の
新
し
い
和
歌
の
境
地
を
開
こ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
兼
好
は
師
の
意

志
を
受
け
継
ぎ
後
世
に
残
す
た
め
記
し
た
と
い
う
執
筆
の
事
情
に
触
れ

て
ま
と
め
と
し
た
。 

 

次
に
、
蕉
門
俳
論
書
の
代
表
『
去
来
抄
』「
行
く
春
を
」
を
通
し
て
、

「
行
く
春
を
…
」
の
歌
に
対
す
る
、
①
尚
白
の
非
難
、
②
去
来
の
反
論
、

③
芭
蕉
の
賛
意
、
④
去
来
の
賛
意
、
⑤
芭
蕉
に
よ
る
去
来
へ
の
期
待
を

捉
え
る
。
以
上
、
二
時
間
で
取
り
扱
っ
た
。 

  

『
去
来
抄
』 

行
く
春
を 

  
 

行
く
春
を
近
江
の
人
と
惜
し
み
け
り 

芭
蕉 

 

先
師
い
は
く
、「
尚
白
が
難
に
『
近
江
は
丹
波
に
も
、
行
く
春
は
行
く

歳
に
も
振
る
べ
し
。
』
と
い
へ
り
。
汝
、
い
か
が
聞
き
は
べ
る
や
。」 

 

去
来
い
は
く
、「
尚
白
が
難
当
た
ら
ず
。
湖
水
朦
朧
と
し
て
春
を
惜
し

む
に
た
よ
り
あ
る
べ
し
。
こ
と
に
今
日
の
上
に
は
べ
る
。」
と
申
す
。 

先
師
い
は
く
、「
し
か
り
。
古
人
も
こ
の
国
に
春
を
愛
す
る
こ
と
、
を

さ
を
さ
都
に
劣
ら
ざ
る
も
の
を
。」 

去
来
い
は
く
、「
こ
の
一
言
、
心
に
徹
す
。
行
く
歳
近
江
に
ゐ
た
ま
は

ば
、
い
か
で
か
こ
の
感
ま
し
ま
さ
む
。
行
く
春
丹
波
に
い
ま
さ
ば
、
も

と
よ
り
こ
の
情
浮
か
ぶ
ま
じ
。
風
光
の
人
を
感
動
せ
し
む
る
こ
と
、
真

な
る
か
な
。」
と
申
す
。 

先
師
い
は
く
、「
去
来
、
汝
は
と
も
に
風
雅
を
語
る
べ
き
も
の
な
り
。」

と
、
こ
と
さ
ら
に
悦
び
た
ま
ひ
け
り
。 

 

 

導
入
の
留
意
点
と
し
て
、
ａ
向
井
去
来
は
、
蕉
門
十
哲
の
一
人
で
、

〈
面
歌
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＝
腰
の
句
→
「
無
念
に
」（
俊
恵
） 

夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
う
づ
ら
鳴
く
な
り
深
草
の
里 

（
俊
成
） 

 

み
吉
野
の
山
か
き
曇
り
雪
降
れ
ば
ふ
も
と
の
里
は
う
ち
時
雨
つ
つ 

 
 
 
 
 
 
 
 

↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
俊
恵
） 

 
 

自
然
の
変
化
を
客
観
的
に
捉
え
る 

 
 
 
 
 
 
 

＝
情
感
は
風
景
描
写
の
中
に
な
ん
と
な
く
示
唆 

      
 
 
 
 
 
 
 

和
歌
の
眼
目
は
は
っ
き
り
歌
わ
な
い 
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芭
蕉
に
最
も
信
頼
さ
れ
て
い
た
弟
子
で
あ
る
こ
と
。
ｂ
『
去
来
抄
』
は
、

蕉
風
俳
諧
の
精
神
を
後
世
に
正
し
く
伝
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
、
問
答

体
の
俳
論
書
で
あ
る
こ
と
。
一
時
間
目
は
、
全
文
が
、
師
で
あ
る
芭
蕉

（
先
師
）
と
去
来
と
の
問
答
形
式
で
あ
る
こ
と
を
押
え
る
。
さ
ら
に
、

①
尚
白
の
非
難
と
②
去
来
の
反
論
し
た
内
容
を
理
解
す
る
。 

 

ま
ず
、
尚
白
は
「
行
く
春
を
…
」
の
句
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
点

が
欠
点
だ
と
言
っ
て
い
る
の
か
を
本
文
に
即
し
て
読
む
。
そ
の
際
、「
行

く
春
（
晩
春
の
季
語
）
「
難
（
非
難
、
こ
こ
で
は
欠
点
）」・「
振
る
（
入

れ
替
え
る
・
置
き
換
え
る
）」
の
意
味
を
生
徒
に
調
べ
さ
せ
確
認
し
、「
近

江
は
丹
波
に
も
、
行
く
春
は
行
く
歳
に
も
振
る
べ
し
」
を
現
代
語
訳
さ

せ
る
。
こ
れ
は
、「
近
江
」
は
「
丹
波
」
に
、「
行
く
春
」
は
「
行
く
歳
」

に
置
き
換
え
て
も
句
が
成
り
立
ち
、
表
現
の
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
な
い

と
い
う
尚
白
の
指
摘
だ
。
こ
の
尚
白
の
指
摘
に
対
し
て
、
去
来
の
反
論

は
以
下
の
二
点
だ
。
ａ
「
湖
水
朦
朧
と
し
て
春
惜
し
む
に
た
よ
り
あ
る

べ
し
。（「
近
江
」
と
あ
る
の
は
、
琵
琶
湖
の
水
面
が
ぼ
ん
や
り
と
霞
ん

で
春
の
風
情
を
惜
し
む
ゆ
か
り
が
あ
る
は
ず
だ
）」
ｂ
「
今
日
の
上
に
は

べ
る
（
想
像
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
眼
前
の
景
色
に
基

づ
く
実
感
な
の
で
す
）」
す
な
わ
ち
、
霞
む
琵
琶
湖
の
水
辺
が
、
惜
春
の

情
に
ふ
さ
わ
し
い
上
に
、
眼
前
の
景
物
を
詠
ん
で
い
る
か
ら
と
反
論
す

る
。「
行
く
春
を
…
」
の
句
の
主
題
は
、
惜
春
の
情
で
あ
る
か
ら
、
琵
琶

湖
の
ぼ
ん
や
り
春
の
霞
ん
だ
湖
水
の
風
景
に
感
動
し
、
そ
の
場
に
い
た

か
ら
こ
そ
詠
め
た
句
で
あ
り
、「
近
江
」
と
「
行
く
春
」
の
組
み
合
わ
せ

に
は
が
必
然
性
が
あ
る
。 

 

第
二
時
間
目
は
、
重
要
語
「
し
か
り
（
そ
の
通
り
で
あ
る
）」・「
を
さ

を
さ
～
ざ
る
（
す
こ
し
も
～
な
い
）」・「
心
に
徹
す
（
心
に
し
み
る
）
」
・

「
い
か
で
か
～
〈
連
体
形
〉（
ど
う
し
て
～
か
、
い
や
～
な
い
）」・「
風

光
（
風
景
・
景
色
）」・「
風
雅
（
俳
諧
）」
を
通
し
て
、
③
芭
蕉
の
賛
意
、

④
去
来
の
賛
意
、
⑤
芭
蕉
に
よ
る
去
来
へ
の
期
待
を
理
解
す
る
。 

 

芭
蕉
は
「
し
か
り
」
と
述
べ
去
来
の
意
見
に
賛
同
し
て
い
る
。
そ
の

理
由
は
、「
古
人
も
こ
の
国
に
春
を
愛
す
る
こ
と
（
昔
の
人
も
近
江
で
琵

琶
湖
の
春
を
惜
し
ん
だ
）」。
そ
し
て
、「
を
さ
を
さ
都
に
劣
ら
ざ
る
も
の

を
（
都
で
春
を
惜
し
ん
だ
の
に
少
し
も
劣
ら
な
い
の
に
）」
と
言
う
。
芭

蕉
は
、
琵
琶
湖
で
春
を
惜
し
む
気
持
ち
は
、
文
芸
の
伝
統
に
基
づ
い
て

い
る
こ
と
、
そ
の
風
情
は
都
で
春
を
惜
し
む
感
慨
に
劣
ら
な
い
と
い
う

こ
と
だ
と
言
う
。 

 

そ
し
て
芭
蕉
の
言
葉
を
、
去
来
は
「
心
に
徹
す
」
と
受
け
、
晩
春
に

琵
琶
湖
を
眼
前
に
詠
ん
だ
必
然
性
を
「
い
か
で
か
こ
の
感
ま
し
ま
さ
む
」

と
述
べ
、
「
風
光
の
人
を
感
動
せ
し
む
る
こ
と
、
真
な
る
か
な
。」
と
、

優
れ
た
自
然
の
風
景
が
人
を
感
動
さ
せ
る
と
い
う
真
実
は
、
今
も
昔
も

変
わ
ら
な
い
と
、
そ
の
土
地
特
有
の
風
景
と
季
節
の
情
感
を
結
び
つ
け

て
詠
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
眼
前
の
自
然
を
俳
諧
に
織
り
交
ぜ
る
芭
蕉
の

句
作
の
意
図
を
深
く
理
解
し
て
い
た
た
め
、「
去
来
、
汝
は
と
も
に
風
雅

を
語
る
べ
き
も
の
な
り
。」
と
、
俳
諧
を
共
に
語
る
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
と
去
来
に
期
待
を
寄
せ
た
。 

 

去
来
は
、
芭
蕉
の
作
意
を
十
分
に
汲
み
、
尚
白
の
意
見
に
対
し
、
他

の
語
の
組
み
合
わ
せ
で
は
成
立
し
得
な
い
と
反
論
し
た
。
さ
ら
に
、
芭
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蕉
は
古
典
的
な
着
想
を
背
景
と
し
た
も
の
と
述
べ
、
去
来
の
深
い
理
解

に
、
師
と
し
て
の
満
足
と
悦
び
を
表
し
た
。『
去
来
抄
』
は
低
迷
し
て
い

た
蕉
門
俳
壇
に
、
芭
蕉
が
目
指
し
た
俳
諧
の
方
向
性
を
、
芭
蕉
や
同
門

の
俳
人
た
ち
が
実
際
に
述
べ
た
言
葉
に
よ
っ
て
ま
と
め
た
も
の
だ
。
去

来
は
、
芭
蕉
の
句
作
へ
の
深
い
理
解
に
よ
っ
て
、
師
か
ら
全
幅
の
信
頼

を
得
て
い
た
。 

 

３ 

ま
と
め 

以
上
、
定
子
と
清
少
納
言
、
俊
恵
と
兼
好
法
師
、
芭
蕉
と
去
来
と
い

う
師
弟
関
係
（
注
２
）
を
通
し
て
、
師
の
意
図
を
汲
み
、
そ
の
教
え
を

残
し
た
い
と
い
う
門
人
た
ち
の
思
い
を
た
ど
っ
た
。「
和
歌
」
お
よ
び
「
俳

諧
」
の
創
作
や
鑑
賞
と
い
う
文
学
的
な
行
為
は
、
決
し
て
「
個
人
」
で

完
結
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
師
か
ら
教
え
を
受
け
、
そ
の
考
え
を
自

分
の
中
に
徹
底
し
、
ま
た
、
自
分
が
誰
か
に
伝
え
て
い
く
「
循
環
」
を

意
識
し
た
一
連
の
行
為
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
紐
帯
を
強
め
て
い
く
行

為
と
い
う
こ
と
を
軸
に
授
業
を
展
開
し
た
。 

三
学
年
に
お
け
る
古
典
学
習
は
、
古
典
学
習
の
集
大
成
で
あ
る
と
と

も
に
、
受
験
を
見
据
え
た
指
導
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
入
試
で

得
点
で
き
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
特
化
し
た
内
容
で
は
、
本
来
の
高
校
で
の

古
典
学
習
の
意
義
が
伝
わ
ら
な
い
。
ま
た
教
え
る
側
に
と
っ
て
も
閉
塞

感
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。
高
校
の
古
典
学
習
に
は
、
我
が
国
固
有
の

伝
統
文
化
の
継
承
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
生
徒
の
多
く
は
、
高
校
で
の

授
業
を
最
後
に
古
典
作
品
に
触
れ
ず
人
生
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
再
び

古
典
を
読
み
た
い
と
思
え
る
か
否
か
の
重
要
な
分
岐
点
で
、
古
典
作
品

に
対
し
て
、
い
い
印
象
を
残
せ
る
か
ど
う
か
は
、
教
員
の
力
量
次
第
だ
。

「
言
っ
た
」
と
「
伝
わ
っ
た
」
で
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
私
は
、「
言
い

放
っ
た
」
だ
け
の
授
業
で
は
な
く
、
生
徒
に
「
伝
わ
る
」
授
業
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
す
る
。
教
員
に
は
、
生
徒
に
と
っ
て
抽
象
的

な
古
典
文
学
を
よ
り
具
体
的
で
身
近
な
こ
と
に
引
き
寄
せ
て
、
彼
ら
が

受
け
取
り
や
す
い
概
念
や
言
葉
に
磨
い
て
届
け
る
工
夫
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
日
々
、
授
業
を
し
て
い
て
、
生
徒
が
内
容
を
理
解
し
た
瞬
間
の

晴
れ
や
か
な
表
情
に
出
会
っ
た
時
ほ
ど
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
。
今
回
は

古
典
作
品
に
お
け
る
師
弟
の
結
び
付
き
を
通
し
て
、
主
体
的
に
学
び
続

け
る
姿
勢
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
し
か
し
、
生
徒
か
ら
の
理
解
度
を
示

す
指
標
が
無
い
な
ど
、
多
く
の
課
題
を
残
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

今
後
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
や
感
想
文
な
ど
で
生
徒
の
理
解
度
を
調
査
し
、

裏
付
け
を
示
し
た
い
。
ま
た
、
学
校
教
育
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
典
を
生

涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
興
味
を
喚
起
す
る
た
め
の
授
業
づ
く
り
に

つ
い
て
は
、
次
に
考
察
し
た
い
。 

 

（
注
） 

１
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
・
ビ
ー
ズ
の
代
表
歌
と
言
え
ば
、
一
般
的
に
水
泳
大
会
の

テ
ー
マ
曲
と
な
っ
た
「
ウ
ル
ト
ラ
ソ
ウ
ル
」
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
。
し

か
し
、
本
人
た
ち
に
と
っ
て
は
「
オ
ー
シ
ャ
ン
」
や
「
ゴ
ー
ル
ド
」
か
も
し
れ

な
い
。
幸
い
、
生
徒
の
中
に
ビ
ー
ズ
の
フ
ァ
ン
が
い
た
た
め
、
共
感
も
あ
り
、

「
面
歌
」
に
つ
い
て
理
解
が
得
ら
れ
た
。 
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２
「
二
月
の
つ
ご
も
り
の
こ
ろ
に
」
の
場
面
に
お
い
て
は
、
定
子
と
清
少
納
言

は
、
主
従
関
係
よ
り
は
師
弟
関
係
の
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
と
考

る
た
め
、
「
師
弟
関
係
」
と
の
表
現
を
用
い
た
。 
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