
は
じ
め
に

中
学
国
語
の
教
師
と
し
て
三
七
年
。
ま
も
な
く
定
年

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
ど
こ
か
で
と
り
あ
げ
て
ほ
し
い
事

柄
を
述
べ
た
い
。
研
究
者
で
も
な
く
一
介
の
教
員
で
し
か

な
い
た
め
発
表
の
機
会
も
な
く
、
ず
っと
疑
問
に
思
い
つ
つ

温
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

【そ
の
１
】
冒
頭
部
分
の
解
釈

「お
く
の
ほ
そ
道
」の
冒
頭
の
部
分
は
芭
蕉
が
何
を
述

べ
よ
う
と
し
た
部
分
と
い
え
る
の
か
？

三
学
年
の
「古
典
分
野
」の
教
材
と
し
て
、
ど
の
教
科
書

で
も
扱
う
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
冒
頭
部
。
「
光
村
」の
教

科
書
に
お
い
て
は
、
別
欄
の
よ
う
に
表
記
し
、
解
釈
し
て

い
る
。

「月
日
」も
旅
人
、
「年
」も
「船
頭
」も
「馬
子
」も
皆
、

旅
人
。
芭
蕉
が
尊
敬
し
て
や
ま
な
い
昔
の
詩
人
（
李
白
・

杜
甫
・
宗
祇
・西
行
）
も
旅
人
で
あ
り
、
旅
の
途
中
で
死

ん
で
い
った
。
芭
蕉
は
「自
分
も
そ
ん
な
旅
人
で
あ
り
た

い
」と
願
って
い
る
。
前
の
旅
か
ら
戻
った
芭
蕉
は
、
し
ば
ら

く
す
る
と
、
次
の
旅
の
こ
と
を
思
い
、
い
て
も
た
っ
て
も
い

ら
れ
な
く
な
り
旅
の
準
備
を
始
め
る
。
つ
い
に
は
江
戸
深

川
の
「芭
蕉
庵
」を
人
に
譲
って
し
ま
う
。
そ
の
際
、
「草
の

戸
も…

」
句
を
記
し
た
「
面
八
句
」を
家
の
柱
に
か
け
て

お
い
た
。

と
な
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
冒
頭
の
段
に
お
い
て
、

Ｑ
筆
者
芭
蕉
は
何
を
述
べ
た
か
った
の
か
？

も
う
少
し
具
体
的
に
い
う
な
ら
、

ａ
な
ぜ
、
芭
蕉
庵
を
人
に
譲
った
の
か
？

ｂ
柱
に
懸
け
お
い
た
面
八
句
は
何
の
た
め
？

と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
。

ａ
に
つ
い
て
は

・旅
の
資
金
を
捻
出
す
る
た
め

・古
人
に
な
ら
い
旅
で
臥
す

後
の
旅
と
な
る
か
も
し
れ
ぬ

と
決
意
を
固
め
た
た
め

と
い
う
答
え
が
考
え
ら
れ
る
。

門
人
も
多
か
った
だ
ろ
う
芭
蕉
が
、
旅
の
資
金
を
捻
出

す
る
な
ど
と
い
う
目
的
を
示
唆
す
る
よ
う
な
風
雅
の
道

に
そ
ぐ
わ
ぬ
こ
と
を
こ
こ
で
述
べ
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
る

と
、
一
つ
目
は
消
え
る
。

こ
の
時
四
十
六
歳
の
芭
蕉
は
け
っ
し
て
若
い
と
は
言
え

な
い
。
何
時
旅
の
途
中
で
臥
す
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
家

を
売
り
払
って
、
覚
悟
を
決
め
た
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に

そ
の
根
拠
と
は
な
り
え
よ
う
。

ｂ
に
つ
い
て
は

・こ
こ
に
確
か
に
私
（芭
蕉
）は
居
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を

残
す
た
め

・「門
出
の
記
念
」の
た
め

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
（２
点
目
の
「門
出
の
記
念
」は
光

村
の
解
釈
よ
り
）

自
分
自
身
の
存
在
の
証
な
ど
と
い
う
自
己
顕
示
欲
に

満
ち
た
風
雅
に
そ
ぐ
わ
ぬ
こ
と
を
芭
蕉
が
思
った
の
か
と

考
え
る
と
、
こ
れ
は
消
え
そ
う
で
あ
る
。

（門
出
の
記
念
に
）と
括
弧
で
補
って
い
る
と
こ
ろ
は
、
私

か
ら
す
る
と
大
変
す
ば
ら
し
く
思
え
る
。
た
だ
し
、
「誰

の
、
何
の
」
門
出
で
あ
る
か
を
表
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
、

も
ど
か
し
く
て
な
ら
な
い
。

こ
の
「
面
八
句
」
と
「
庵
の
柱
に
懸
け
置
く
」
に
つ
い
て

「中
学
校
国
語
学
習
指
導
書
３
下
」に
は
次
の
よ
う
に
解

説
し
て
い
る
。

【面
八
句
】」―

略―

一
番
目
の
句
を
発
句
と
い
う
が
、
「草
の
戸
も

…
…

」の
句
は
、
芭
蕉
送
別
の
た
め
に
巻
か
れ
た
百
韻
の
連
句
の
発
句

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
「草
の
戸
も…

…

」を
発
句
と
す
る
連

句
も
、
こ
の
句
に
関
す
る
門
人
た
ち
の
言
葉
も
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
な

い
。【庵

の
柱
に
懸
け
置
く
】
連
句
を
書
い
た
懐
紙
は
、
水
引
で
結
わ
え
、

柱
に
か
け
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
「草
の
戸
も…

…

」の
句
を
実
景
と
取
れ

ば
、
す
で
に
芭
蕉
庵
は
人
手
に
渡
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
庵
は

採
茶
庵
（杉
風
が
別
墅
）を
指
す
こ
と
に
な
り
、
想
像
上
の
句
と
取
れ

ば
芭
蕉
庵
を
手
放
す
と
き
の
句
と
い
う
こ
と
で
、
庵
は
芭
蕉
庵
を
指

す
こ
と
に
な
る
。

十
八
年
度
版
教
科
書
ま
で
は
「表
八
句
」「庵
（い
ほ
り
）」と
し
て
い

た
が
、
原
典
の
変
更
に
よ
り
、
二
十
四
年
度
版
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
「面

八
句
」「庵
（あ
ん
）」と
改
め
た
。

余
談
と
し
て
、
「
庵
の
柱
に
懸
け
お
く
」
の
「
庵
」
に
つ
い

て
、
「正
進
社

新
国
語
の
便
覧
」で
も
、
①
移
り
住
ん
だ

杉
風
の
別
荘
を
指
す

②
も
と
の
芭
蕉
庵
を
指
す

と

二
説
を
併
記
し
て
い
る
。

学
習
指
導
書
の
記
述
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
柱
に

掛
け
た
と
さ
れ
る
面
八
句
に
は
「草
の
戸
も…

…

」の
発

句
以
外
の
句
が
残
って
い
な
い
（発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
書

か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
ほ
か
の
句
の
内
容
を
記
す
文
献
も

な
い
）と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
〔連
句
で
あ
れ
ば
、
多
数
の
手

を
経
て
お
り
な
す
は
ず
の
面
八
句
ゆ
え
、
そ
れ
を
芭
蕉
自
身
が
全
て

書
い
た
と
も
、
多
く
の
門
人
が
こ
こ
に
介
し
て
書
い
た
と
も
考
え
ら
れ
な

い
。
こ
の
時
点
か
ら
も
面
八
句
は
「草
の
戸
も
」の
芭
蕉
の
発
句
だ
け
だ
っ

た
と
推
測
で
き
る
。
面
八
句
な
の
だ
か
ら
八
句
あ
った
は
ず
と
い
う
考

え
は
陳
腐
〕

ま
た
、
「庵
」が
ど
こ
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
、
採
茶
庵
と

芭
蕉
庵
の
両
説
を
併
記
す
る
形
を
と
っ
て
お
り
、
明
言

を
避
け
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
（
こ
れ
は
、
資
料
集
・
便
覧

で
も
同
じ
で
あ
る
）

な
ん
で
そ
う
す
る
の
か
い
う
と
、
さ
す
が
の
芭
蕉
で
も
、

他
人
に
譲
り
住
人
の
い
る
家
に
、
あ
つ
か
ま
し
く
も
あ
が

り
込
み
、
柱
に
面
八
句
を
か
け
た
と
は
考
え
に
く
い
た
め

で
あ
ろ
う
。
よ
って
、
杉
風
の
別
荘
と
い
う
説
も
あ
り
う

る
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
は
想
像
で
き
る
。

さ
て
、
本
題
の
「冒
頭
の
段
に
お
い
て
、
芭
蕉
が
何
を
述

べ
よ
う
と
し
た
の
か
」に
戻
ろ
う
。
幾
つ
か
の
、
は
っき
り
し

な
い
、
疑
問
と
も
何
と
も
言
え
ぬ
も
や
も
や
を
快
刀
乱

麻
を
断
つ
が
ご
と
く
、
す
べ
て
の
謎
を
す
っ
ぱ
り
解
き
明

か
す
答
え
が
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
と
し
て
、

「家
（元
芭
蕉
庵
）の
門
出
（旅
立
ち
）」の
段
と
と
ら
え

れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

「月
日
」も
「年
」も
「船
頭
」も
「馬
子
」も
旅
人
、
す
べ

て
の
も
の
は
旅
人
で
あ
り
、
自
分
も
先
人
に
み
な
ら
って

う
つ
り
ゆ
く
旅
人
で
あ
り
た
い
。
こ
の
無
常
観
と
呼
応
す

る
思
い
の
中
で
、
忘
れ
も
の
と
い
え
ば
草
庵
で
あ
る
。
主

人
が
旅
に
出
れ
ば
、
蜘
蛛
の
巣
が
は
っ
て
し
ま
う
だ
け
の

ひ
な
び
た
家
と
化
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
ん
な
草
庵
に
新

た
な
人
生
を
送
ら
せ
ん
と
旅
立
た
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
面
八
句
を
柱
に
掛
け
た
こ
と
も
解

決
で
き
る
。
譲
る
先
の
住
人
に
は
女
の
子
の
い
る
家
庭
だ

と
は
知
った
上
で
、
引
っ越
し
て
く
る
前
に
、
草
庵
の
柱
に

面
八
句
を
掛
け
て
お
い
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「草

の
戸
も
住
み
替
は
る
代
ぞ
雛
の
家
（発
句
）」の
み
が
書
か

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
発
句
以
降
の
今
後
は
、

（連
歌
に
な
ら
い
）新
た
な
住
人
と
と
も
に
新
た
な
人
生

を
紡
い
で
い
って
ほ
し
い
と
い
う
願
い
だ
と
と
ら
え
れ
ば
よ

い
だ
ろ
う
。

旅
人
で
は
じ
ま
り
庵
（
家
）
に
着
目
し
て
終
わ
る
こ
の

冒
頭
の
段
、
旅
人⇒

庵
、
庵
の
旅
立
ち
。
そ
ん
な
糸
が
見

え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
草
庵
の
門
出
（新
た
な
旅
立
ち
）を

祈
念
（記
念
）し
た
段

と
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

【そ
の
２
】芭
蕉
の
求
め
た
も
の

芭
蕉
が
強
く
意
識
し
、
作
品
に
施
し
た
も
の
と
は
、

「
時
間
」
の
概
念
で
あ
ろ
う
。
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
冒
頭

か
ら
「
月
日
は‥

」
と
始
ま
る
の
点
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

尊
敬
す
る
古
人
の
一
人
李
白
が
「百
代
の
過
客
」と
い
う

詞
を
用
い
た
り
、
中
学
の
国
語
で
学
習
し
た
七
言
絶
句

こ
と
ば

「黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然
の
広
陵
に
之
く
を
送
る
」の
中
に

う
か
が
え
る
「友
を
乗
せ
た
舟
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
見

送
る
」
様
子
に
世
間
と
は
隔
絶
し
た
お
お
ら
か
な
る
時

間
の
流
れ
を
感
じ
得
ず
に
は
い
ら
れ
ま
い
。
つ
ま
り
、
芭

蕉
は
李
白
を
「時
空
を
描
く―

時
間
を
意
識
し
た
詩
人
」

と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
日
本
に
お
い
て
は
、
「道
の
べ
に
清
水
流
る
る
柳

陰
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
止
ま
り
つ
れ
」の
歌
で
有
名
な

西
行
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
巷
と
は
異
な
る
ゆ
った
り
と
流

れ
る
心
地
よ
い
時
間
、
そ
こ
に
情
感
を
寄
せ
た
西
行
。
芭

蕉
の
求
め
ん
と
す
る
師
匠
の
姿
が
そ
こ
に
見
え
て
く
る
。

「お
く
の
ほ
そ
道
」の
旅
そ
の
も
の
が
、
こ
の
「遊
行
柳
」
の

地
で
芭
蕉
が
残
し
た
「田
一
枚
植
ゑ
て
立
ち
去
る
柳
か

な
」の
句
に
も
み
ら
れ
る
と
お
り
、
古
人
西
行
ゆ
か
り
の

地
を
巡
る
旅
で
も
あ
った
の
だ
ろ
う
。
西
行
は
平
泉
（奥

州
藤
原
氏
）
を
平
安
末
期
に
訪
れ
て
い
る
。
奈
良
東
大

寺
の
消
失
に
伴
い
そ
の
再
建
に
あ
た
る
資
金
を
調
達
す

る
た
め
砂
金
を
融
通
し
て
も
ら
わ
ん
と
訪
れ
た
ら
し
い
。

時
は
平
安
末
期
、
頼
朝
が
平
家
討
伐
を
終
え
、
そ
の
立

役
者
で
あ
った
弟
義
経
追
討
の
命
を
下
し
た
こ
ろ
の
こ
と

で
あ
る
。
西
行
は
鎌
倉
に
赴
き
、
頼
朝
に
平
泉
に
向
か

う
趣
旨
を
伝
え
、
旅
の
許
可
を
得
に
来
た
の
だ
ろ
う
。
頼

朝
か
ら
す
れ
ば
、
平
家
以
後
の
気
が
か
り
な
目
の
上
の

た
ん
こ
ぶ
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
沈
黙
を
貫
い
て
き
た
奥

州
藤
原
氏
。
西
行
が
藤
原
鎌
足
を
祖
先
に
も
つ
（
奥
州

藤
原
氏
と
親
戚
）
こ
と
も
承
知
の
う
え
で
、
あ
え
て
あ
る

思
惑
ゆ
え
に
西
行
を
放
た
せ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
思
惑

と
は
「義
経
が
世
話
に
な
った
奥
州
に
赴
け
ば
、
藤
原
氏

撲
滅
の
大
義
が
た
つ
」
と
い
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
と

も
あ
れ
、
西
行
は
表
向
き
の
口
実
と
し
て
「
東
大
寺
再

建
」
を
理
由
に
平
泉
を
訪
れ
、
藤
原
秀
衡
に
頼
朝
の
動

向
を
そ
し
て
察
知
し
た
思
惑
を
伝
え
ん
と
し
に
来
た
よ

う
に
見
え
て
く
る
。
か
つ
て
は
北
面
の
武
士
で
あ
っ
た
西

行
の
出
家
後
の
隠
密
め
い
た
行
動
。
そ
ん
な
西
行
に
傾

倒
す
る
芭
蕉
で
あ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
新
た
な
説
も
思

い
浮
か
ぶ
。

「芭
蕉
は
隠
密
・忍
者
だ
った
の
で
は
」と
言
わ
れ
る
。
わ

た
し
と
し
て
は
そ
う
は
思
っ
て
い
な
い
。
徳
川
に
顔
の
利

く
付
き
人
の
曾
良
こ
そ
が
、
命
を
負
った
そ
れ
で
は
な
か
っ

た
と
も
言
わ
れ
る
が
、
わ
た
し
は
旅
を
円
滑
に
進
め
る
に

あ
た
り
、
幕
府
に
顔
の
利
く
曾
良
に
よ
り
、
関
所
等
を

簡
易
に
通
過
す
べ
く
伴
った
の
で
は
と
思
え
る
。

確
か
に
徳
川
が
東
照
宮
修
繕
を
仙
台
藩
に
負
わ
せ
た

状
況
、
つ
ま
り
時
の
権
力
者
が
、
奥
州
に
に
ら
み
を
利
か

せ
る
構
図
。
こ
れ
は
鎌
倉
の
頼
朝
が
奥
州
藤
原
氏
に
に

ら
み
を
利
か
し
た
構
図
と
符
合
す
る
。
そ
の
合
間
で
そ

の
間
を
行
脚
す
る
の
が
西
行
で
あ
り
芭
蕉
な
わ
け
だ
。

何
ら
か
の
密
命
を
も
って
そ
の
間
を
旅
し
た
と
考
え
る
の

も
無
理
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
情
緒
を
重
視

し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「西
行
に
傾
倒
す
る
芭
蕉
（西
行

か
ぶ
れ
の
芭
蕉
）」
は
、
違
う
時
空
に
符
合
す
る
権
力
者

と
奥
州
の
狭
間
で
西
行
の
心
境
に
近
づ
か
ん
と
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
（五
百
年
の
歳
月
を
越
え
た
時
の
旅
人
）
。

そ
れ
が
芭
蕉
を
謎
め
か
せ
隠
密
め
い
て
見
せ
て
い
る
理
由

で
は
な
い
か
と
思
って
い
る
。

時
の
流
れ
の
中
で
う
つ
ろ
う
こ
の
世
の
無
常…

…

。

※
古
人
「杜
甫
」は
、
芭
蕉
の
無
常
観
を
映
す
鏡
で
あ
り
（唐
代
の
詩

人
か
ら
数
え
れ
ば
芭
蕉
は
千
年
に
迫
る
昔
を
も
偲
び
感
慨
に
ふ
け
て
い

た
の
だ
ろ
う
）、
「宗
祇
」は
俳
諧
連
句
の
師
匠
、

俳
句
と
い
う
文
芸

が
確
立
す
る
の
は
明
治
に
な
って
か
ら
。

月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。

舟
の
上
に
生
涯
を
浮
か
べ
、
馬
の
口
と
ら
へ
て
老
い
を
迎
ふ
る
者
は
、

日
々
旅
に
し
て
旅
を
す
み
か
と
す
。
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。

　

※

予
も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か
、
片
雲
の
風
に
さ
そ
は
れ
て
、
漂
泊
の
思
ひ

や
ま
ず
、
海
浜
に
さ
す
ら
へ
て
、
去
年
の
秋
、
江
上
の
破
屋
に
蜘
蛛
の

古
巣
を
は
ら
ひ
て
、
や
や
年
も
暮
れ
、
春
立
て
る
霞
の
空
に
、
白
河
の

関
越
え
む
と
、
そ
ぞ
ろ
神
の
物
に
つ
き
て
心
を
く
る
は
せ
、
道
祖
神
の

招
き
に
あ
ひ
て
、
取
る
も
の
手
に
つ
か
ず
、
股
引
の
破
れ
を
つ
づ
り
、
笠

の
緒
付
け
か
へて
、
三
里
に
灸
す
ゆ
る
よ
り
、
松
島
の
月
ま
づ
心
に
か

か
り
て
、
住
め
る
か
た
は
人
に
譲
り
て
、
杉
風
が
別
墅
に
移
る
に
、

草
の
戸
も
住
み
替
は
る
代
ぞ
雛
の
家

面
八
句
を
庵
の
柱
に
懸
け
置
く
。

月
日
は
永
遠
に
旅
を
続
け
る
旅
人
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
過
ぎ
去
って
は

新
し
く
や
って
来
る
年
も
ま
た
旅
人
に
似
て
い
る
。
一
生
を
舟
の
上
で
暮
ら
す

船
頭
や
、
馬
の
く
つ
わ
を
取
って
老
年
を
迎
え
る
馬
子
な
ど
は
、
毎
日
毎
日
が
旅

で
あ
って
、
旅
そ
の
も
の
を
自
分
の
す
み
か
と
し
て
い
る
。
（風
雅
の
道
に
生
涯
を

さ
さ
げ
た
）昔
の
人
々
の
中
に
も
、
旅
の
途
中
で
死
ん
だ
人
が
多
い
。
私
も
い
つ
の

頃
か
ら
か
、
ち
ぎ
れ
雲
の
よ
う
に
風
に
誘
わ
れ
て
、
あ
て
の
な
い
旅
に
出
た
い
気

持
ち
が
動
い
て
や
ま
ず
、
（近
年
は
あ
ち
こ
ち
の
）海
岸
を
さ
す
ら
い
歩
き
、
去

年
の
秋
、
隅
田
川
の
ほ
と
り
の
あ
ば
ら
や
に
（帰
り
）、
蜘
蛛
の
古
巣
を
払
って

（住
ん
で
い
る
う
ち
に
）、
次
第
に
年
も
暮
れ
、
新
春
と
も
な
る
と
、
霞
の
立
ち
こ

め
る
空
の
下
で
白
河
の
関
を
越
え
た
い
も
の
だ
と
、
そ
ぞ
ろ
神
が
乗
り
移
って
た

だ
も
う
そ
わ
そ
わ
と
さ
せ
ら
れ
、
道
祖
神
が
招
い
て
い
る
よ
う
で
、
何
も
手
に
つ

か
な
い
ほ
ど
に
落
ち
着
か
ず
、
股
引
の
破
れ
た
と
こ
ろ
を
繕
い
、
道
中
笠
の
ひ
も

を
付
け
替
え
、
三
里
に
灸
を
す
え
る
（な
ど
旅
の
支
度
に
か
か
る
）と
も
う
、
松

島
の
月
（の
美
し
さ
は
と
、
そ
ん
な
こ
と
）が
ま
ず
気
に
な
って
、
今
ま
で
住
ん
で
い

た
庵
は
人
に
譲
り
、
杉
風
の
別
荘
に
移
った
の
だ
が
、

草
の
戸
も
住
み
替
は
る
代
ぞ
雛
の
家

（元
の
草
庵
に
も
、
新
し
い
住
人
が
越
し
て
き
て
、
私
の
住
ん
で
い
た
こ
ろ
の
わ

び
し
さ
と
は
う
って
変
わ
り
、
華
や
か
に
雛
人
形
な
ど
を
飾
って
い
る
。
）

面
八
句
を
、
（門
出
の
記
念
に
）庵
の
柱
に
掛
け
て
お
い
た
。

「おくのほそ道」の冒頭部の解釈と芭蕉の追求する理念とは
「主題に関わる疑問点についての考察」 －時の旅人そして無常観 芭蕉隠密説についても少し－約500年 約330年約430年


