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更
新

の
講
義
内
容

花
は
花
に

15

―
引
用
と
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
―

存
在
す
る
場
所
で
あ
り
つ
つ
も
土
と
い
う
固
定
化
さ
れ
た
も
の
に
縛
ら
れ
な
い
存
在
が
此
の
世
に
あ
る
と

す
れ
ば
、
人
が
野
山
に
分
け
入
り
、
そ
こ
に
咲
き
誇
る
麗
し
き
花
に
出
会
い
、
此
花
を
我
が
家
に
摘
み
て

持
ち
帰
る
瞬
間
、
こ
の
麗
し
き
一
輪
の
花
は
も
う
既
に
育
成
さ
れ
た
土
地
を
遠
く
離
れ
、
摘
み
取
ら
れ
た

花
と
な
る
。
根
生
い
で
な
い
花
、
剪
り
取
ら
れ
て
、
別
な
目
的
を
担
っ
て
要
所
に
活
け
ら
れ
た
花
と
な
る
。

花
の
花
に
よ
る
引
用
と
い
う
世
界
が
そ
こ
に
発
生
し
て
く
る
。

こ
の
自
然
が
育
て
た
花
は
、
芽
を
だ
し
、
や
が
て
花
の
つ
ぼ
み
を
結
ぶ
。
や
が
て
い
つ
と
は
気
づ
か
せ
な

い
ま
ま
に
花
を
咲
か
せ
る
。
一
端
、
咲
き
誇
っ
た
花
は
、
そ
の
見
事
さ
を
時
に
は
香
り
を
も
っ
て
、
人
を

惹
き
つ
け
る
よ
う
に
馨
し
さ
を
漂
わ
せ
、
こ
の
色
美
し
さ
を
も
っ
て
人
の
こ
ゝ
ろ
を
魅
了
す
る
。
花
の
生

涯
に
も
人
の
一
生
と
も
い
え
る
変
相
を
有
し
て
い
て
、
ど
ん
な
に
美
し
く
先
満
ち
た
花
で
あ
っ
て
も
、
や

が
て
は
萎
え
凋
み
、
墜
ち
て
散
る
の
で
あ
る
。
人
は
こ
の
花
の
生
涯
に
常
に
関
わ
り
続
け
て
き
た
の
で
あ

る
。

時
に
、
人
は
こ
の
た
っ
た
今
地
に
落
ち
た
花
を
拾
う
。
こ
の
行
為
は
、
枝
先
に
可
憐
に
咲
く
花
を
摘
み
取

り
、
枝
ご
と
手
折
り
ゆ
く
花
盗
人
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
を
動
作
語
で
「
花
拾
い
」
「
花
集
め
」

「
花
摘
み
」
「
花
折
り
」
と
い
う
所
作
行
為
そ
の
も
の
を
勝
景
化
し
て
、
時
に
は
う
た
（
五
七
五
七
七
）

に
詠
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
伝
統
美
の
道
に
「
華
道
」
が
定
置
す
る
。
こ
の
花
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の
取
り
扱
い
と
は
異
な
る
「
花
飾
り
」
は
、
と
き
に
人
の
身
体
で
あ
る
頭
部
や
頸
部
な
ど
に
施
さ
れ
た
り
、

ま
た
、
人
の
乗
り
物
で
あ
る
車
や
電
車
に
も
飾
ら
れ
た
り
す
る
。
こ
の
二
面
性
を
花
に
追
い
求
め
て
き
た

よ
う
だ
。

日
本
の
勅
撰
和
歌
集
の
命
名
方
法
を
み
る
と
、
『
古
今
集
』
。
『
新
古
今
集
』
。
『
千
載
集
』
と
い
う
命
名

は
時
空
間
を
高
ら
か
に
見
据
え
た
名
の
型
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
古
代
か
ら
の
歌
集
は
、
『
万

葉
集
』
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
継
承
す
る
名
の
『
金
葉
集
』
『
玉
葉
集
』
で
は
、
植
物
で
あ
る
草
木
の
葉
の

イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
歌
集
と
す
る
世
界
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
二
つ
の
命
名
の
間
に
、
直
接
に
歌
の
花
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
『
詞
華
集
』
と
い
う
勅
撰
集
が
出
現
し
、
人
の
目
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

『
拾
遺
集
』
『
後
拾
遺
集
』
『
続
拾
遺
集
』
『
新
拾
遺
集
』
と
「
花
拾
い
」
に
着
手
す
る
か
の
ご
と
く
続
く

か
ら
妙
趣
で
あ
る
。
だ
が
現
実
は
こ
う
だ
。
選
者
で
あ
る
藤
原
定
家
が
唐
名
で
「
拾
遺
」
と
呼
称
さ
れ
る

侍
従
の
職
名
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
で
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
命
名
者
で
あ
る
定
家
に
「
花

拾
い
」
「
花
集
め
」
の
意
識
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
潜
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

歌
を
探
し
選
び
一
つ
の
収
束
の
か
た
ち
と
す
る
と
き
、
本
歌
が
あ
っ
て
派
生
の
歌
が
あ
ま
ね
く
詠
ま
れ

て
い
く
こ
と
と
な
る
。
人
は
こ
れ
を
「
本
歌
取
り
」
と
名
付
け
た
。
花
を
摘
み
取
る
よ
う
に
、
も
と
の
歌

を
支
え
に
歌
を
紡
ぎ
出
す
。
人
が
幾
度
と
な
く
そ
の
語
句
を
用
い
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
で
、
あ
る
特
定
の

部
分
を
取
り
な
す
「
歌
枕
」
と
い
う
こ
と
ば
表
現
が
定
着
し
て
き
た
の
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

季
節
毎
の
景
観
語
句
も
整
え
ら
れ
、
時
候
を
と
ら
え
て
歌
い
出
す
と
き
慣
用
句
と
な
っ
て
表
出
す
る
。

歌
人
は
、
旅
に
出
て
こ
そ
、
森
羅
万
象
の
景
物
に
触
れ
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
風
月
雪
花
」
の
季
節

の
動
き
を
己
の
感
性
で
受
け
止
め
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
こ
ゝ
ろ
の
底
で
響
き
合
わ
せ
て
い
く
。
こ

と
ば
と
い
う
表
現
で
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
具
象
化
し
、
花
の
ご
と
き
華
や
か
さ
も
衰
え
を
も
添
え
て
い
く
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こ
と
に
な
る
。
だ
が
花
全
体
を
じ
っ
く
り
眺
め
な
お
し
て
み
る
と
き
、
花
に
は
花
を
支
え
る
た
め
の
萼
、

莖
、
葉
、
幹
、
根
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
。
だ
が
こ
の
名
は
こ
こ
に
披
露
す
る
晴
れ
の
場
に
は
ふ
さ

わ
し
く
な
い
黒
衣
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
。
ひ
の
め
を
み
る
こ
と
の
な
い
部
位
で
も
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
が
枝
や
莖
を
も
っ
て
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
だ
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
強
く
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
し
な
い
こ
と
が
見
え
て
こ
よ
う
。

「
花
」
は
、
決
し
て
固
定
性
の
も
の
で
も
、
永
遠
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
憔
悴
死
滅
と
い
う
生

命
体
の
運
命
か
ら
し
て
、
絶
対
性
を
必
要
と
し
て
い
な
い
こ
と
。
人
が
あ
え
て
此
の
世
に
花
の
如
く
見
せ

か
け
て
つ
く
り
だ
し
た
「
造
花
」
と
呼
ば
れ
る
虚
構
の
花
は
、
人
を
惹
き
つ
け
る
よ
う
に
工
夫
は
さ
れ
て

い
て
も
眞
實
の
花
に
は
ひ
け
を
と
る
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
中
世
の
芸
術
者
世
阿
弥
は
、
『
風
姿
花
伝
』

と
い
う
書
物
の
結
び
に
「
た
だ
時
に
用
ゆ
る
を
も
て
花
と
し
る
べ
し
」
と
表
現
し
た
。
「
折
々
の
花
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
「
う
つ
ろ
い
」
「
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
」
「
儚
い
」
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
折
々

の
花
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
真
の
花
と
な
る
の
で
あ
る
。

花
を
持
っ
て
數
多
の
種
を
表
現
す
る
に
「
百
花
繚
乱
」
と
い
う
。
歌
人
家
持
は
「
梅
」
「
桃
」
を
愛
で
、

在
原
業
平
は
「
杜
若
」
「
花
橘
」
、
西
行
法
師
は
「
桜
」
を
物
の
見
事
に
歌
に
詠
ん
だ
。
こ
う
し
た
な
か
に

あ
っ
て
、
『
古
今
集
』
の
選
者
紀
貫
之
は
、
「
う
つ
ろ
い
」
の
様
相
を
歌
に
映
じ
て
見
せ
て
き
て
い
る
。

水
底
に
影
し
う
つ
れ
ば
も
み
ぢ
葉
の
色
も
深
く
や
な
り
ま
さ
る
ら
ん

さ
く
ら
花
散
り
ぬ
る
風
の
な
ご
り
に
は
水
な
き
空
に
ぞ
波
ぞ
立
ち
け
る

吉
野
川
岸
の
山
吹
ふ
く
風
に
底
の
か
げ
さ
へ
う
つ
ろ
ひ
に
け
り

藤
波
の
影
し
う
つ
れ
ば
わ
が
宿
の
池
の
底
に
も
花
ぞ
咲
き
け
る

影
見
れ
ば
波
の
底
な
る
久
方
の
空
漕
ぎ
わ
た
る
わ
れ
ぞ
わ
ぼ
し
き
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詩
人
大
岡
信
は
、
こ
の
観
点
か
ら
紀
貫
之
を
こ
の
現
代
の
私
た
ち
に
照
射
し
て
み
せ
た
の
が
こ
う
し
た

貫
之
の
「
う
つ
ろ
い
」
の
歌
で
あ
っ
た
。
明
治
時
代
の
正
岡
子
規
が
『
古
今
集
』
を
歌
と
見
な
さ
ず
、
貫

之
の
歌
世
界
を
否
定
し
続
け
、
こ
れ
を
良
き
と
見
な
さ
な
い
世
界
か
ら
呼
び
戻
し
た
功
績
は
当
に
大
で
あ

っ
た
。
そ
の
一
言
を
引
用
す
る
に
、

事
物
と
事
物
の
た
が
い
の
映
発
―
―
だ
が
、
そ
れ
は
実
は
「
言
葉
」
を
通
し
て
の
み
実
現
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
水
と
空
が
た
が
い
に
鏡
と
な
り
合
う
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
詩
人
の
言
葉
の
世
界
の
お

い
て
生
じ
る
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
正
確
に
は
、
水
と
い
う
言
葉
と
空
と
い
う
言
葉

が
、
あ
る
種
の
幸
福
な
条
件
の
も
と
で
、
は
じ
め
て
、
ち
ょ
う
ど
歯
車
が
あ
る
と
き
う
ま
く
噛
み
合

う
よ
う
に
、
た
が
い
に
た
が
い
の
鏡
と
な
り
、
光
と
影
の
中
で
映
発
し
合
う
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
〔
『
紀
貫
之
』
〕

こ
の
一
文
が
、
貫
之
の
象
徴
的
美
学
の
発
見
と
い
う
功
績
を
認
め
た
論
で
あ
っ
た
と
明
ら
か
に
し
た
か
ら

だ
。
「
う
つ
ろ
い
」
「
う
つ
る
」
「
う
つ
す
」
と
い
う
動
作
感
覚
を
導
き
出
し
、
そ
の
周
圏
に
広
が
る
「
燦

め
き
」
「
放
光
」
「
破
砕
」
「
散
乱
」
と
い
う
生
命
の
具
現
化
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
花

は
花
に
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
発
露
」
と
「
消
滅
」
と
い
う
繰
り
返
さ
れ
繰
り
返
さ
れ
行
く
営
み
の

証
で
も
あ
る
と
云
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
か
ら
、
空
に
舞
う
「
花
」
に
惹
か
れ
、
地
に
落

ち
た
「
花
」
を
拾
う
こ
と
で
、
歌
の
集
を
編
み
上
げ
て
き
た
歌
人
こ
そ
紀
貫
之
そ
の
人
で
は
な
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
な
の
序
に
、
引
用
し
た
歌
、

難
波
津
に
さ
く
や
こ
の
は
な
ふ
ゆ
ご
も
り
今
は
春
べ
と
咲
く
や
此
の
花

こ
の
歌
が
交
叉
し
つ
づ
け
、
か
り
そ
め
に
も
西
行
が
こ
う
表
現
し
た
。

津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
蘆
の
か
れ
葉
に
風
わ
た
る
な
り
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「
こ
ぞ
の
芦
は
今
い
づ
こ
」
に
冬
の
景
に
て
春
を
め
ぐ
ら
す
重
層
的
で
逆
行
す
る
妙
趣
な
る
歌
が
誕
生
し

た
。

「
花
は
花
に
」
に
つ
い
て
、
愈
々
こ
こ
か
ら
が
本
題
で
あ
る
。
星
野
富
弘
著
『
四
季
抄

風
の
旅
』
〔
立
風

書
房
刊
〕
と
い
う
本
を
手
に
す
る
。
こ
の
見
開
き
に
こ
う
あ
る
の
だ
。

美
し
さ
に
感
動
で
き
る
心
さ
え
あ
れ
ば
、
私
に
も
絵
が
描
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
〈
中
略
〉
最

初
に
引
い
た
線
は
、
聖
書
の
一
節
を
思
い
な
が
ら
引
い
た
。
「
す
べ
て
の
事
を
、
つ
ぶ
や
か
ず
、
疑
わ
ず

に
行
い
な
さ
い
」
（
ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
）
苦
し
い
と
き
に
踏
み
出
す
一
歩
は
心
細
い
も
の
だ
け
れ
ど
、

そ
の
一
歩
の
所
に
、
く
よ
く
よ
し
て
い
た
時
に
は
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
新
し
い
世
界
が
広
が
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
私
の
口
の
筆
も
、
そ
の
よ
う
な
一
歩
に
似
て
い
た
と
思
う
。

と
…
…
。
そ
し
て
「
は
じ
め
に
」
の
な
か
で
、
「
病
室
の
天
井
よ
り
、
窓
べ
で
一
生
懸
命
咲
い
て
い
た
花
の
方

が
、
目
に
う
か
ぶ
の
で
す
」
と
。
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
こ
う
も
あ
り
ま
す
。
「
道
端
に
咲
い
て
い
る
野
の
草

に
思
わ
ず
手
を
伸
ば
し
た
く
な
り
ま
す
。
た
ん
ぽ
ぽ
の
綿
毛
に
息
を
吹
き
か
け
た
く
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、

野
を
渡
る
風
が
ほ
ほ
を
か
す
め
、
私
の
想
い
は
い
つ
か
風
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
花
び
ら
を
な
ぜ
、
た
ん
ぽ

ぽ
と
共
に
空
に
舞
い
あ
が
り
、
と
う
も
ろ
こ
し
の
葉
を
カ
ラ
カ
ラ
と
鳴
ら
し
、
木
の
葉
を
一
枚
一
枚
裏
返
し
な

が
ら
、
緑
の
山
を
登
っ
て
い
く
の
で
す
」
と
。


