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先
生
と
の
わ
か
れ

お
そ
ら
く
だ
れ
も
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
わ
た
く
し
も
島
津
先
生
が
す

き
だ
︒
ひ
と
が
生
き
る
う
え
で
の
︑
ほ
ん
と
う
に
う
つ
く
し
く
す
が
す
が
し

い
た
た
ず
ま
い
を
感
じ
さ
せ
る
方
で
あ
っ
た
︒

敬
愛
と
い
う
語
が
︑
島
津
忠
夫
先
生
に
対
す
る
思
い
に
も
っ
と
も
近
い
こ

と
ば
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
不
世
出
の
知
の
巨
人
で
あ
り
︑
畏
怖
す
べ
き

国
文
学
者
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
が
︑
親
し
く
接
し
た
者
の
だ

れ
も
が
愛
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
お
人
柄
と
︑
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
度
量
を

持
ち
あ
わ
せ
て
お
ら
れ
た
︒

島
津
先
生
と
最
後
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
︑
平
成
二
十
七
年
九
月
十
五

日
︑
お
亡
く
な
り
に
な
る
ち
ょ
う
ど
七
箇
月
前
で
あ
る
︒
阪
大
の
先
輩
で
あ

る
佐
藤
明
浩
さ
ん
︵
都
留
文
科
大
学
︶
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
︑
お
嬢
さ

ま
の
近
く
で
療
養
す
る
た
め
お
住
ま
い
で
あ
っ
た
所
沢
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に

伺
っ
た
︒
そ
れ
も
︑
ご
病
状
が
落
ち
着
い
て
い
る
時
期
を
見
計
ら
っ
て
︑
島

津
先
生
ご
自
身
が
﹁
会
い
に
来
る
な
ら
い
ま
や
で
え
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く

だ
さ
っ
た
の
に
う
な
が
さ
れ
て
の
訪
問
で
あ
っ
た
︒
部
屋
に
招
き
入
れ
て
く

だ
さ
っ
た
先
生
は
︑
少
し
痩
せ
て
は
お
ら
れ
た
が
︑
執
筆
中
の
﹃
源
氏
物

語
﹄
論
の
完
成
へ
の
見
通
し
に
つ
い
て
︑
悲
壮
感
も
高
揚
も
な
く
淡
々
と
︑

し
か
し
元
気
に
語
ら
れ
た
︒
夕
刻
か
ら
は
︑
予
約
し
て
お
い
て
く
だ
さ
っ
た

近
隣
の
行
き
つ
け
の
居
酒
屋
で
呑
ん
だ
︒
お
酒
の
量
に
は
制
限
が
か
か
っ
て

い
る
と
お
っ
し
ゃ
る
先
生
は
︑
許
さ
れ
た
一
杯
だ
け
を
し
ず
か
に
干
し
つ
つ
︑

弟
子
た
ち
に
は
酒
を
す
す
め
て
く
だ
さ
っ
た
︒
以
前
か
ら
た
く
さ
ん
召
し
上

が
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
︑
魚
の
う
ま
さ
か
ら
︑
な
に
ゆ
え
こ
の
店
を
行

き
つ
け
と
し
て
お
ら
れ
る
の
か
が
す
ぐ
に
了
解
さ
れ
た
︒

こ
の
夜
は
︑
学
部
生
時
代
か
ら
毎
月
ご
一
緒
し
お
世
話
に
な
っ
た
阪
大
短

歌
会
の
あ
と
の
︑
石
橋
の
寿
司
屋
す
し
よ
し
で
の
し
あ
わ
せ
な
ひ
と
と
き
の

再
現
で
あ
っ
た
︒
お
見
舞
い
に
伺
う
前
の
心
配
に
反
し
て
︑
と
て
も
お
元
気

そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
島
津
先
生
に
は
こ
れ
か
ら
も
お
目
に
か
か
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
お
ぼ
ろ
げ
な
安
心
感
を
抱
き
つ
つ
別
れ
た
の
が
︑
師
と
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いつもと変わらぬ島津先生との至幸のかたらいの夜

こ
と
ば
を
交
わ
す
最
後
の
機
会
と
な
っ
た
︒
最
後
の
面
会
の
時
期
ま
で
師
の

ほ
う
か
ら
取
り
は
か
ら
っ
て
い
た
だ
く
不
肖
の
弟
子
で
あ
る
が
︑
三
十
年
以

上
前
と
変
わ
ら
ぬ
お
元
気
な
姿
を
面
影
と
で
き
た
こ
と
を
あ
り
が
た
く
思
う
︒

島
津
先
生
が
交
誼
を
結
ば
れ
た
多
く
の
方
々
そ
れ
ぞ
れ
に
か
け
が
え
の
な

い
思
い
出
が
あ
る
な
か
で
︑
わ
た
く
し
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
さ
さ
や
か
な
も

の
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
大
阪
大
学
に
お
け
る
先
生
と

の
出
会
い
は
︑
見
え
ざ
る
手
が
取
り
な
し
て
く
れ
た
素
敵
な
思
し
召
し
で

あ
っ
た
と
信
じ
て
い
る
︒
そ
の
た
い
せ
つ
な
先
生
と
の
思
い
出
の
一
部
を
︑

追
悼
の
意
を
込
め
て
記
す
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
︒

大
阪
大
学
教
養
部
で
の
出
会
い
と
文
学
部
の
頃

島
津
先
生
と
の
最
初
の
出
会
い
は
︑
木
曜
二
限
の
旧
教
養
部
イ
号
館
最
上

階
の
教
室
で
あ
っ
た
︒
木
曜
一
限
と
い
う
︑
学
生
か
ら
は
歓
迎
さ
れ
な
い
時

限
に
配
当
さ
れ
て
い
た
文
学
部
体
育
の
授
業
の
後
︑
急
ぎ
着
替
え
て
階
段
を

駆
け
上
が
っ
た
教
室
に
先
生
は
現
れ
た
︒
最
初
の
授
業
で
︑﹃
平
家
物
語
﹄

の
伝
本
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
弾
丸
の
よ
う
に
講
じ
た
の
ち
︑﹁
今
年
は

流
布
本
﹃
平
家
物
語
﹄
巻
五
の
本
文
を
版
本
で
読
む
か
ら
︑
来
週
ま
で
に
最

初
の
丁
を
翻
字
し
て
く
る
よ
う
に
﹂
と
言
い
残
し
て
︑
師
は
足
取
り
軽
く

去
っ
て
行
か
れ
た
︒
二
倍
速
の
よ
う
な
早
口
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
そ
の
内
容

が
伝
わ
っ
て
く
る
明
晰
な
お
話
︵
そ
れ
は
終
生
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︶

に
は
驚
い
た
が
︑
た
か
だ
か
入
学
し
た
て
の
教
養
部
の
学
生
に
細
部
ま
で
理

解
で
き
る
は
ず
も
な
く
︑
漢
字
変
換
を
諦
め
た
用
語
を
交
え
つ
つ
︑
ひ
た
す

ら
ノ
ー
ト
を
と
り
続
け
た
︒
そ
こ
ま
で
は
良
し
と
し
て
も
︑
最
後
に
課
題
と
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し
て
言
い
残
さ
れ
た
﹁
翻
字
﹂
な
る
も
の
に
は
面
食
ら
っ
た
︒
手
元
に
は
︑

な
ん
と
な
く
大
学
生
に
な
っ
た
気
に
な
れ
る
﹃
平
家
物
語
﹄
本
文
が
あ
る
が
︑

こ
の
ま
っ
た
く
読
め
な
い
文
字
を
ど
う
や
ら
来
週
ま
で
に
解
読
し
て
こ
な
い

と
い
け
な
い
ら
し
い
︒
も
し
や
自
分
だ
け
が
読
め
な
い
の
か
と
い
う
不
安
に

駆
ら
れ
︑
だ
れ
か
ら
と
も
な
く
受
講
生
が
た
が
い
に
探
り
を
入
れ
始
め
た
後
︑

ど
う
や
ら
み
な
同
じ
状
況
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
の
︑
な
ん

ら
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
安
堵
感
は
︑
い
ま
で
も
思
い
起
こ
す
こ
と
が

で
き
る
︒

数
年
前
に
お
目
に
か
か
り
︑
近
年
の
過
保
護
と
も
思
え
る
大
学
の
状
況
に

つ
い
て
話
し
た
際
に
︑﹁
学
生
っ
ち
ゅ
う
の
は
な
あ
︑
面
倒
み
れ
ば
み
る
ほ

ど
あ
か
ん
よ
う
に
な
ん
ね
ん
﹂
と
口
に
さ
れ
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
︒

翻
字
の
課
題
は
︑
師
の
与
え
た
も
う
た
︑
最
初
の
温
か
い
試
練
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
の
で
あ
る
︒

同
時
に
︑
島
津
先
生
は
も
っ
と
も
真
摯
に
本
質
的
な
教
育
を
意
識
し
た
研

究
者
で
も
あ
っ
た
︒
阪
大
短
歌
会
で
お
世
話
に
な
り
始
め
︑
石
橋
か
ら
池
田

の
会
場
に
向
か
う
道
す
が
ら
︑
先
生
が
講
義
内
容
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

い
て
お
話
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒
中
世
の
講
義
・
演
習
で
は
︑﹁
和
歌
・

連
歌
﹂︵
韻
文
︶・﹁
軍
記
﹂︵
散
文
︶・﹁
能
・
狂
言
﹂︵
芸
能
︶
の
三
つ
を
毎

年
順
に
取
り
上
げ
て
お
り
︑
教
養
部
か
ら
学
部
ま
で
の
三
年
間
で
そ
れ
ら
の

研
究
方
法
を
ひ
と
通
り
身
に
つ
け
れ
ば
︑
卒
業
論
文
で
は
中
世
の
ど
の
分
野

で
も
一
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
す
で
に
中
世
の
説
話

を
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
わ
た
く
し
は
︑﹁
説
話

の
授
業
が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
が
︑
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
︑

学
部
生
な
が
ら
果
敢
に
質
問
し
た
︒
先
生
か
ら
の
答
え
は
︑﹁
説
話
は
ひ
と

り
で
で
き
る
﹂
と
い
う
単
純
明
快
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
か
ら
卒
業
論
文

に
取
り
組
も
う
と
す
る
幼
気
な
学
部
生
に
と
っ
て
は
︑
な
ん
と
も
見
捨
て
ら

れ
た
か
の
さ
び
し
さ
を
お
ぼ
え
た
が
︑
上
記
三
つ
の
領
域
の
研
究
方
法
を
学

ん
で
お
く
こ
と
の
必
要
性
と
︑
そ
れ
ら
が
入
り
交
じ
っ
た
説
話
研
究
の
実
態

を
み
ず
か
ら
理
解
す
る
の
に
は
︑
幾
年
か
の
歳
月
が
必
要
で
あ
っ
た
︒

﹃
島
津
忠
夫
著
作
集
﹄
第
十
三
巻
︵
和
泉
書
院
刊

二
〇
〇
七
年
︶
二
五

四
頁
に
よ
っ
て
︑
こ
う
し
た
三
つ
の
領
域
を
基
軸
に
据
え
た
講
義
の
あ
り
方

が
︑
潁
原
退
蔵
先
生
・
中
村
幸
彦
先
生
を
経
て
︑
佐
賀
大
学
時
代
の
島
津
先

生
に
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
遠
く
及
ば
な

い
な
が
ら
も
︑
わ
た
く
し
な
り
に
大
学
の
講
義
や
演
習
で
は
︑
同
様
の
こ
と

を
実
践
し
た
り
も
し
て
い
る
︒

卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
﹃
閑
居
友
﹄
を
考
え
て
い
た
折
︑
同
じ
く
短

歌
会
へ
の
道
す
が
ら
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
︑
師
は
す
ぐ
に
こ
う
お
答
え
に

な
っ
た
︒﹁
あ
の
作
品
は
な
あ
︑
ま
だ
ま
だ
い
っ
ぱ
い
や
る
こ
と
が
あ
ん
ね

ん
︒
で
も
な
あ
︑
い
ま
や
っ
て
も
な
ん
も
出
え
へ
ん
か
も
知
れ
ん
で
え
﹂︒

上
・
下
巻
合
わ
せ
て
三
十
数
話
の
小
規
模
な
集
で
あ
る
こ
と
も
意
識
な
さ
っ

た
う
え
で
の
助
言
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
な
に
よ
り
︑
学
部
生
の
問
題

意
識
と
調
査
能
力
で
得
ら
れ
る
成
果
に
つ
い
て
︑
あ
っ
と
い
う
間
に
見
抜
い

て
の
ご
意
見
で
あ
っ
た
ろ
う
︒﹃
閑
居
友
﹄
と
編
者
慶
政
を
め
ぐ
る
い
く
つ

か
の
論
を
発
表
す
る
な
か
で
︑
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
お
よ
そ
理
解

で
き
た
の
は
︑
二
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
︒

卒
業
論
文
で
は
︑﹃
閑
居
友
﹄
の
前
後
︑
す
な
わ
ち
﹃
発
心
集
﹄
と
﹃
撰
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集
抄
﹄
を
検
討
し
た
末
︑﹃
撰
集
抄
﹄
の
成
立
論
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
に

落
ち
着
い
た
︒

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
頃

卒
業
論
文
を
書
き
上
げ
た
後
︑
大
学
院
入
試
の
合
格
発
表
日
︑
な
ん
と
か

合
格
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
結
果
報
告
の
た
め
︑
教
養
部
の
先
生
の
お
部
屋
に

伺
っ
た
︒
結
果
を
喜
ん
で
く
だ
さ
り
︑
短
歌
会
終
了
後
と
同
じ
よ
う
に
︑
石

橋
の
坂
下
に
あ
っ
た
す
し
よ
し
に
お
連
れ
く
だ
さ
っ
た
︒
先
生
と
ふ
た
り
き

り
で
呑
ん
だ
数
少
な
い
機
会
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒

﹁
い
や
あ
︑
信
多
く
ん
と
伊
井
く
ん
︑
よ
う
と
っ
て
く
れ
た
な
あ
﹂
と
い

う
お
こ
と
ば
に
は
︑
わ
た
く
し
の
成
績
に
対
す
る
不
安
が
多
分
に
含
ま
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
こ
は
自
分
で
乗
り
越
え
る
し
か
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
と
い
う
︑
ど
こ
か
毅
然
と
し
た
気
配
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
︒

と
り
あ
え
ず
四
月
か
ら
の
身
分
が
保
証
さ
れ
た
学
部
四
年
生
の
喜
び
を
よ
そ

に
︑
先
生
は
中
世
文
学
会
へ
の
入
会
︑
春
季
大
会
へ
の
参
加
を
矢
継
ぎ
早
に

指
示
さ
れ
た
︒
な
ん
の
こ
と
や
ら
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
︑
大
学
院
進
学
後
︑
そ
の

ご
指
示
に
し
た
が
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

ほ
ん
と
う
に
幸
運
な
ス
タ
ー
ト
を
切
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
す
し
よ
し
で

の
指
示
は
︑
お
よ
そ
半
年
後
の
中
世
文
学
会
秋
季
大
会
で
の
発
表
と
連
動
し

て
い
た
︒
学
会
の
な
ん
た
る
か
も
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
の
は
︑
い
ま
思
え
ば
空
恐
ろ
し
く
も
あ
る
け
れ
ど
も
︑
お
か
げ
で
あ
れ

こ
れ
と
考
え
る
余
裕
す
ら
な
く
学
会
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
︒

学
会
誌
へ
の
掲
載
を
め
ぐ
る
委
員
の
評
価
と
い
う
学
会
の
仕
組
み
も
︑
随

分
後
に
な
っ
て
や
っ
と
詳
細
を
知
っ
た
の
だ
が
︑
当
時
中
世
文
学
会
の
委
員

で
あ
っ
た
先
生
に
︑
あ
の
と
き
︑
わ
た
く
し
の
発
表
に
対
し
て
は
ど
う
な

さ
っ
た
の
で
す
か
と
お
尋
ね
す
る
と
︑﹁
そ
り
ゃ
︑
棄
権
や
﹂
と
即
座
に
お

答
え
に
な
っ
た
︒
い
か
に
も
島
津
先
生
ら
し
く
︑
そ
こ
は
自
分
で
乗
り
越
え

る
し
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
気
配
を
︑
か
ら
か
ら
と
笑
っ
て
お
ら
れ

る
笑
顔
の
向
こ
う
に
︑
ふ
た
た
び
感
じ
取
っ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
︒

島
津
先
生
は
︑
紛
れ
も
な
く
最
初
に
わ
た
く
し
の
研
究
を
評
価
し
て
く
だ

さ
っ
た
恩
師
で
あ
る
が
︑
そ
の
判
断
の
尺
度
は
︑﹁
い
や
あ
︑
僕
の
考
え
て

き
た
﹃
撰
集
抄
﹄
の
イ
メ
ー
ジ
と
ち
が
っ
て
て
ん
け
ど
な
あ
︑
成
り
立
っ
て

た
ん
で
な
あ
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
︑
あ
く
ま
で
も
み
ず
か
ら
の
文
学

史
の
ス
ケ
ー
ル
に
影
響
を
与
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
︑
極
め
て
深
い
研
究
レ

ベ
ル
で
の
発
想
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
師
の
背
中
が
︑
い
つ
ま
で
経
っ

て
も
近
づ
い
て
こ
な
い
所
以
で
あ
る
︒

﹃
撰
集
抄
﹄
の
成
立
論
を
学
会
誌
に
ま
と
め
る
際
に
︑
中
村
幸
彦
先
生
の

﹁
擬
作
論
﹂
に
目
を
通
す
よ
う
に
と
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
︒
修
士
課
程

の
浅
学
の
身
に
は
︑
中
村
先
生
の
説
か
れ
た
時
代
を
横
断
す
る
深
い
文
学
史

的
テ
ー
マ
も
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
る
よ
う
に
ご
指
示
く
だ
さ
っ
た
島
津
先
生
の

意
図
も
︑
十
分
に
活
か
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
︑﹁
擬
作
﹂
と
い
う

テ
ー
マ
は
︑
現
在
に
至
る
ま
で
わ
た
く
し
の
問
題
意
識
の
中
核
の
ひ
と
つ
を

占
め
続
け
て
い
る
︒

島
津
先
生
が
も
っ
と
も
楽
し
い
時
期
だ
っ
た
と
語
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
佐

賀
大
学
時
代
は
︑
中
村
幸
彦
先
生
が
九
州
大
学
に
お
ら
れ
た
こ
と
と
も
か
か

わ
る
よ
う
で
あ
る
︒﹁
擬
作
論
﹂
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
を
含
む
先
生
の
思
い
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は
︑﹃
島
津
忠
夫
著
作
集
﹄
第
十
三
巻
・
二
五
六
頁
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き

る
︒
わ
た
く
し
が
﹃
撰
集
抄
﹄
の
成
立
に
関
心
が
あ
る
こ
と
︑
さ
ら
に
中
村

幸
彦
先
生
の
お
勤
め
で
あ
っ
た
天
理
大
学
に
奉
職
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
︑

中
村
先
生
の
故
郷
淡
路
の
風
景
と
﹃
撰
集
抄
﹄
の
擬
作
と
の
か
か
わ
り
を
確

認
す
る
旅
に
誘
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒
島
津
先
生
が
お
書
き
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
旅
が
実
現
し
な
い
ま
ま
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
わ

た
く
し
に
と
っ
て
も
た
い
へ
ん
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒

大
阪
大
学
大
学
院
修
了
後

大
学
院
修
了
後
は
︑
学
会
で
お
目
に
か
か
る
こ
と
は
幾
た
び
も
あ
っ
た
が
︑

わ
た
く
し
の
勤
務
先
が
関
東
に
移
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
日
常
的
に
お
姿
に
接

す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
︒
お
目
に
か
か
ら
な
い
時
期
が
数
年
に
及
ん
で
も
︑

再
会
の
際
の
ぎ
こ
ち
な
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
︑
先
生
の
お
人

柄
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
︑
恩
師
に
対
し
て
不
遜
で
は
あ
る
も
の
の
︑

た
と
え
ば
親
友
と
の
無
沙
汰
の
距
離
が
再
会
で
す
ぐ
に
埋
め
ら
れ
る
の
と
似

た
類
い
の
も
の
に
も
思
え
て
い
た
︒

そ
う
し
た
な
か
︑
先
生
の
お
し
ご
と
に
向
き
合
う
機
会
も
︑
師
の
ほ
う
か

ら
与
え
て
い
た
だ
い
た
︒
著
作
集
第
一
巻
﹁
文
学
史
﹂
の
校
正
を
依
頼
さ
れ

た
こ
と
は
︑
島
津
忠
夫
の
文
学
史
構
築
を
追
体
験
す
る
得
が
た
い
経
験
と

な
っ
た
︒﹁
中
世
文
学
と
そ
の
背
景
﹂︵
二
四
九
頁
︶
に
問
題
提
起
さ
れ
る
フ

レ
ー
ズ
を
は
じ
め
と
し
て
︑
印
象
深
く
肝
に
銘
じ
る
べ
き
教
え
は
少
な
か
ら

ず
あ
る
け
れ
ど
も
︑
こ
こ
で
言
及
す
る
の
は
や
め
て
お
こ
う
︒

和
歌
や
連
歌
は
さ
る
も
の
と
し
て
︑
先
生
が
中
世
文
学
を
考
え
る
際
に

﹃
平
家
物
語
﹄
に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
︑
著
作
集
第
十
巻
﹁
物
語
﹂

に
所
収
さ
れ
る
十
指
に
あ
ま
る
論
考
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し

な
が
ら
そ
れ
も
︑
先
生
に
と
っ
て
は
︑
文
学
史
を
見
定
め
る
う
え
で
の
︑
必

須
の
作
品
の
布
置
の
た
め
の
営
み
の
一
隅
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
広
範
な
問
題
意

識
に
寄
り
添
う
こ
と
だ
け
で
も
凡
人
に
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
で
は
あ
る
が
︑

﹃
兵
範
記
﹄
紙
背
に
見
え
る
﹁
治
承
物
語
六
巻
号
平
家

﹂
の
記
事
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
︑
素
朴
な
テ
ク
ス
ト
の
事
実
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
し
か
る
べ
く
分

析
さ
れ
た
﹃
平
家
物
語
﹄
の
形
成
論
﹁
入
道
死
去
と
そ
れ
以
後
﹂︵
二
一
〇

～
二
二
一
頁
︶
な
ど
は
︑
感
銘
を
受
け
た
論
考
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
そ
れ
に

応
え
た
平
家
論
は
︑
み
ず
か
ら
を
振
り
返
る
と
た
っ
た
一
本
し
か
論
文
に
で

き
て
い
な
い
︒
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
︒

こ
の
追
悼
の
文
を
草
す
る
に
あ
た
り
︑
綴
っ
て
お
き
た
い
こ
と
を
箇
条
書

き
に
し
て
み
た
︒
そ
の
半
分
も
記
し
得
て
い
な
い
う
ち
に
︑
も
は
や
紙
数
は

尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
︒

島
津
先
生
が
︑
愛
知
県
立
大
学
か
ら
大
阪
大
学
に
赴
任
な
さ
っ
た
の
が
︑

昭
和
五
十
五
年
︵
一
九
八
〇
︶
四
月
︑
御
退
官
が
平
成
二
年
︵
一
九
九
〇
︶

三
月
で
あ
る
か
ら
︑
大
阪
大
学
で
の
在
職
期
間
は
十
年
で
あ
る
︒
そ
の
必
ず

し
も
長
い
と
は
言
え
な
い
在
職
期
間
に
残
さ
れ
た
あ
ま
り
に
大
き
な
も
の
を

前
に
し
て
︑
立
ち
す
く
む
ば
か
り
で
あ
る
︒
同
時
に
︑
教
養
部
の
学
生
時
代

か
ら
大
学
院
生
の
途
中
ま
で
︑
身
近
に
そ
の
謦
咳
に
接
し
つ
つ
過
ご
す
こ
と

の
で
き
た
し
あ
わ
せ
を
改
め
て
か
み
し
め
て
い
る
︒

図
ら
ず
も
︑
師
の
大
阪
大
学
赴
任
と
同
じ
年
齢
に
な
る
年
に
︑
わ
た
く
し

は
新
た
な
勤
務
校
名
古
屋
大
学
へ
と
転
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
在
職
期
間
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の
短
さ
は
︑
な
に
を
な
し
得
る
か
の
言
い
訳
に
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
恩
師
は
身

を
も
っ
て
示
さ
れ
た
︒
あ
ま
り
に
高
い
ハ
ー
ド
ル
で
は
あ
る
が
︑
器
量
に
し

た
が
っ
て
成
す
べ
き
こ
と
を
成
す
し
か
な
か
ろ
う
︒

名
古
屋
へ
の
赴
任
が
決
ま
っ
て
す
ぐ
に
想
起
し
た
の
は
︑
そ
こ
が
島
津
先

生
と
有
縁
の
地
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
先
生
は
︑
著
作
集
第
十
三
巻
﹁
作

品
﹂
の
な
か
で
︑﹁
今
︑
残
っ
て
い
る
い
く
つ
も
の
仕
事
を
終
え
て
な
お
余

生
が
あ
れ
ば
︑
名
古
屋
か
郡
上
に
退
隠
し
︑
私
も
一
冊
だ
け
は
歌
集
を
編
み

た
い
と
考
え
て
い
る
﹂︵
九
六
頁
︶
と
記
し
て
お
ら
れ
る
︒
そ
の
自
選
歌
集

﹃
心
鋭と

か
り
き
﹄
が
︑
思
い
の
外
早
く
に
編
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を

前
提
に
す
る
と
︑
お
元
気
な
﹁
余
生
﹂
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
そ
う
と
な
さ
っ

た
か
は
先
生
の
み
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
も
し
も
そ
の
幾
ば
く
か
の
年
月

を
︑
名
古
屋
や
郡
上
で
身
近
に
接
し
な
が
ら
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば

と
︑
叶
う
こ
と
の
な
か
っ
た
夢
に
心
は
揺
れ
る
︒

若
き
日
の
島
津
先
生
の
歌
を
集
め
た
歌
集
﹁
花
筐
﹂︵
前
田
裕
志
氏
撰
・

著
作
集
第
十
三
巻
所
収
︶
冒
頭
﹁
若
き
日
﹂
歌
群
の
巻
頭
歌
は
︑﹁
円わ

ら

座ふ
だ

に

坐
り
て
し
ば
し
対
ひ
を
り
藤
原
仏
は
お
ほ
ら
か
に
ま
す
﹂
で
あ
る
︒
昭
和
二

十
二
年
十
月
︑
京
都
歌
会
で
の
作
と
の
注
記
が
あ
り
︑
所
収
歌
中
も
っ
と
も

早
い
時
期
の
詠
歌
︒

研
究
室
旅
行
の
折
で
あ
っ
た
ろ
う
か
︑
旅
先
の
寺
に
安
置
さ
れ
た
仏
を
前

に
︑
大
阪
大
学
古
美
術
研
究
会
彫
刻
班
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
を
島
津
先
生

に
申
し
上
げ
た
こ
と
の
あ
る
わ
た
く
し
は
︑﹁
こ
の
仏
は
︑
面
立
ち
に
温
和

な
定
朝
様
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
︑
藤
原
時
代
の
作
で
あ
ろ
う
﹂
な
ど
と
︑

え
ら
そ
う
に
い
い
加
減
な
こ
と
を
言
っ
た
︒
間
違
っ
て
い
た
ら
か
ら
か
っ
て

や
ろ
う
と
︑
だ
れ
か
が
解
説
を
読
ん
で
︑
結
果
的
に
藤
原
時
代
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
︑
先
生
は
﹁
当
た
っ
た
当
た
っ
た
﹂
と
言
っ
て
︑

無
邪
気
に
笑
っ
て
お
ら
れ
た
︒
さ
き
に
引
い
た
詠
歌
の
あ
る
こ
と
は
︑
も
ち

ろ
ん
存
じ
上
げ
な
か
っ
た
が
︑
京
都
で
学
生
時
代
を
過
ご
さ
れ
た
先
生
で

あ
っ
て
み
れ
ば
︑
仏
像
彫
刻
の
様
式
論
に
も
か
な
り
通
じ
て
お
ら
れ
た
の
か

も
知
れ
ぬ
︒
時
代
が
当
た
っ
て
い
て
︑
ほ
ん
と
う
に
よ
か
っ
た
︒

先
生
が
藤
原
仏
の
歌
を
詠
ぜ
ら
れ
た
の
と
同
じ
年
齢
の
頃
︑
わ
た
く
し
は

ま
さ
に
阪
大
短
歌
会
で
先
生
と
接
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒﹁
打
ち
の
め
さ

れ
ま
た
励
ま
さ
れ
本
棚
の
特
等
席
に
据
え
奉
る
﹂︵
大
阪
大
学
短
歌
会
・
年

刊
歌
集
﹃
風
輪
﹄
七
集

昭
和
六
十
一
年
︶︒
こ
の
歌
に
島
津
先
生
が
点
を

く
だ
さ
っ
た
か
は
覚
え
て
い
な
い
︒
も
と
よ
り
﹃
島
津
忠
夫
著
作
集
﹄
を
意

識
し
て
詠
ん
だ
訳
で
は
な
か
っ
た
が
︑
い
ま
と
な
っ
て
は
︑
こ
の
高
く
聳
え

る
頂
き
こ
そ
︑
詠
歌
時
の
思
い
そ
の
ま
ま
の
書
で
あ
る
︒

所
沢
で
ご
自
身
の
体
調
と
対
話
し
な
が
ら
完
成
を
期
し
て
お
ら
れ
た
﹃﹁
源

氏
物
語
﹂
放
談
︱
ど
の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
て
い
っ
た
の
か
﹄︵
和
泉
書
院

刊

平
成
二
十
九
年
四
月
十
六
日
︶
は
︑
一
周
忌
に
著
作
集
別
巻
三
と
し
て

世
に
出
た
︒
逝
き
て
な
お
︑
師
の
う
し
ろ
姿
は
大
き
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
︒

生
前
に
お
目
に
か
け
た
か
っ
た
も
の
や
︑
ご
報
告
し
た
か
っ
た
こ
と
も
あ

る
が
︑
日
頃
の
怠
慢
は
後
悔
し
て
も
手
遅
れ
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
郡
上
の
墓

前
に
手
向
け
る
こ
と
を
期
す
し
か
あ
る
ま
い
︒
敬
愛
し
て
や
ま
な
い
恩
師
の

笑
顔
の
面
影
を
胸
に
︑
心
あ
ま
り
て
詞
た
ら
ず
の
追
悼
の
筆
を
擱
く
こ
と
に

す
る
︒

︵
ち
か
も
と
・
け
ん
す
け

名
古
屋
大
学
准
教
授
︶
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