
Title 島津忠夫先生の古今集購読

Author(s) 滝川, 幸司

Citation 語文. 2017, 108, p. 15-18

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/71004

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



私
は
︑
島
津
先
生
の
授
業
を
二
回
生
の
時
︑
一
年
間
受
講
し
た
だ
け
で
あ

る
︒
私
よ
り
も
長
い
期
間
︑
深
く
先
生
の
教
え
を
受
け
ら
れ
た
方
は
大
勢
い

ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
意
味
で
︑
先
生
の
追
悼
文
を
書
く
任
に

堪
え
な
い
と
思
う
の
だ
が
︑
一
年
間
の
授
業
が
今
の
私
を
作
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
く
︑
ま
た
︑
授
業
以
外
で
ご
教
示
下
さ
っ
た
こ
と
は
数
知
れ
な
い
︒

こ
こ
に
一
文
を
し
た
た
め
る
次
第
で
あ
る
︒

島
津
先
生
の
お
名
前
を
知
っ
た
︵
見
た
︶
の
は
︑
恐
ら
く
角
川
文
庫
﹃
百

人
一
首
﹄
の
訳
注
者
と
し
て
で
あ
ろ
う
︒
手
元
に
あ
る
奥
付
に
﹁
昭
和
六
十

二
年
二
月
二
十
日

改
版
二
十
五
版
発
行
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
︑
高

校
三
年
生
の
時
に
購
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
そ
の
頃
︑
訳
注
者

の
名
前
に
大
し
て
興
味
は
な
く
︑
当
時
の
私
は
︑
平
安
朝
の
物
語
を
耽
読
す

る
高
校
生
で
︑
和
歌
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
苦
手
で
︑
果
た
し
て
通
読
し
た

か
も
あ
や
し
い
︒

大
阪
大
学
に
入
学
し
た
一
九
八
八
年
︑
一
回
生
も
受
講
で
き
る
島
津
先
生

の
講
義
が
あ
っ
た
︒
教
養
部
の
国
文
学
講
義
だ
が
︑
こ
の
時
の
講
義
は
近
世

和
歌
で
あ
り
︑
今
な
ら
絶
対
に
受
講
す
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
平
安
朝
以
外
に
興

味
の
な
か
っ
た
当
時
の
私
は
受
講
せ
ず
︑
二
回
生
に
な
っ
て
初
め
て
先
生
の

講
義
に
出
席
し
た
︒

﹃
島
津
忠
夫
著
作
集
﹄
第
十
四
巻
に
﹁
講
義
題
目
﹂
の
一
覧
が
あ
る
︒
一

九
八
九
年
を
確
認
す
る
と
︑
教
養
部
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ

る
︒

国
文
学
︵
近
代
・
現
代
短
歌
︶︹
一
般
教
養
︺

古
今
集
両
度
聞
書

︹
講
読
Ｓ
︺

風
狂
者
の
系
譜

︹
講
義
Ｓ
︺

こ
の
年
も
国
文
学
講
義
は
受
講
せ
ず
︵
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
︶︑
講
読

Ｓ
︑
講
義
Ｓ
を
履
修
し
た
︒
そ
れ
が
島
津
先
生
の
講
義
を
受
け
た
最
初
で
最

後
に
な
っ
た
︒
講
義
Ｓ
で
は
︑
西
行
に
関
す
る
話
題
で
︑
久
保
田
淳
氏
﹃
西

行
の
世
界
︱
旅
と
草
庵
の
歌
人
﹄︵
日
本
放
送
協
会
・
一
九
八
八
年
︶
を
︑

こ
れ
は
い
い
本
だ
︑
と
紹
介
さ
れ
て
す
ぐ
に
購
入
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
︒

私
に
と
っ
て
何
と
い
っ
て
も
強
く
影
響
を
受
け
た
の
が
︑
講
読
Ｓ
で
あ
る
︒
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源
氏
物
語
を
研
究
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
私
は
︑
和
歌
の
勉
強
も
必
要
だ
ろ

う
し
︑
そ
れ
が
古
今
集
な
ら
当
然
だ
と
い
う
思
い
で
受
講
し
た
︒
確
か
︑
私

を
含
め
五
人
の
受
講
生
で
︵
海
野
圭
介
君
も
い
た
︶︑
全
員
︑
国
文
学
専
攻

に
進
学
し
た
︒

第
一
回
目
は
教
室
で
行
わ
れ
た
が
︑
そ
の
後
は
︑
教
養
部
の
島
津
先
生
の

研
究
室
で
開
か
れ
た
︒
当
時
の
教
養
部
は
相
部
屋
で
︑
島
津
先
生
の
他
に
︑

山
口
堯
二
先
生
︑
後
藤
昭
雄
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
︒
ち
な
み
に
︑
後
藤

先
生
の
講
読
Ｓ
︵
拾
遺
和
歌
集
︶
も
こ
の
部
屋
で
開
か
れ
て
お
り
︑
こ
れ
も

私
は
受
講
し
た
︒

実
際
に
始
ま
っ
た
講
読
は
︑
片
桐
洋
一
氏
﹃
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題

第
三
巻
﹄︵
赤
尾
照
文
堂
︶
に
収
め
ら
れ
た
︑
宗
祇
の
古
今
集
両
度
聞
書
を

テ
キ
ス
ト
に
進
め
ら
れ
た
︒
宗
祇
の
名
前
程
度
は
知
っ
て
い
た
も
の
の
︑
何

も
か
も
が
初
め
て
触
れ
る
資
料
で
︑
そ
の
上
︑
対
照
す
る
注
釈
が
増
え
て
く

る
︒
顕
注
密
勘
︑
僻
案
抄
︑
栄
雅
抄
︑
六
巻
抄
が
加
わ
り
︑
記
憶
に
よ
れ
ば
︑

最
後
に
は
宗
碩
の
古
聞
が
加
わ
っ
た
︒
何
も
知
ら
な
い
二
回
生
に
と
っ
て
は

難
解
き
わ
ま
り
な
い
授
業
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
︑
島
津
先
生
の
語

り
は
と
に
か
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
︒
古
今
集
の
和
歌
自
体
の
解
釈
は
も
と
よ

り
︑
中
世
の
注
釈
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
解
釈
の
方
法
な
ど
︑
新
鮮
な
体
験

で
あ
っ
た
︒

最
後
に
加
わ
っ
た
古
聞
は
斯
道
文
庫
論
集
に
掲
載
さ
れ
た
翻
刻
を
用
い
て

読
ん
だ
の
だ
が
︑
今
確
認
す
れ
ば
︑
第
二
十
二
輯
で
︑
一
九
八
八
年
三
月
に

刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
資
料
だ
っ
た
︒
我
々
が
受
講
す
る
一
年
前
で
あ
る
︒

思
え
ば
︑
講
義
Ｓ
で
紹
介
さ
れ
た
﹃
西
行
の
世
界
﹄
も
一
九
八
八
年
十
一
月

刊
行
で
あ
る
︒
先
生
は
︑
最
新
の
研
究
を
惜
し
げ
も
な
く
私
た
ち
に
紹
介
し

て
下
さ
っ
た
の
だ
︒
も
っ
と
も
︑
先
生
は
︑
惜
し
む
と
か
そ
う
い
う
感
覚
は

お
持
ち
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
と
も
か
く
︑
贅
沢
な
授
業
で
あ
っ

た
︒最

新
の
研
究
︑
資
料
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
二
十
歳
に
な
る
や
な
ら
ず
や

の
学
生
に
︑
そ
の
お
も
し
ろ
さ
は
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
な
の
だ
︑
と
思
う
︒

研
究
の
蓄
積
︑
思
考
過
程
の
明
晰
さ
︑
言
葉
の
選
び
方
な
ど
︑
島
津
先
生
だ

か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
面
も
多
分
に
あ
ろ
う
が
︑
研
究
内
容
を
薄
め
て
講

義
す
る
よ
り
も
︑
や
は
り
お
も
し
ろ
さ
は
格
段
に
上
が
る
︒
受
講
生
は
︑
研

究
そ
の
も
の
に
理
解
が
及
ば
な
い
こ
と
は
多
々
あ
っ
て
も
︑
教
員
が
楽
し
く

研
究
し
て
い
る
か
否
か
に
は
敏
感
で
あ
る
︒
研
究
の
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
る

の
に
︑
本
人
が
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
な
い
の
で
は
︑
や
は
り
伝
わ
ら
な
い
こ

と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
の
講
読
を
通
し
て
︑
こ
れ
ほ
ど
ま
で
長
く
注
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
古
今

集
自
体
に
興
味
が
引
か
れ
た
︒
対
照
し
た
注
釈
が
上
述
の
よ
う
な
も
の
で
︑

も
し
︑
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
の
よ
う
な
︵
こ
れ
も
講
読
で
︑
荒
唐
無
稽
で

は
あ
る
が
︑
極
め
て
お
も
し
ろ
い
注
釈
と
し
て
先
生
か
ら
内
容
を
伺
っ
た
記

憶
が
あ
る
︶
説
話
を
中
心
と
し
た
注
釈
で
あ
れ
ば
︑
興
味
の
方
向
も
変
わ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
が
︑
結
局
︑
源
氏
物
語
を
研
究
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
私

は
︑
路
線
を
変
更
し
︑
卒
業
論
文
は
古
今
集
を
テ
ー
マ
に
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
︒

こ
の
講
読
は
︑
島
津
先
生
の
阪
大
定
年
の
年
で
あ
り
︑
阪
大
最
後
の
教
え

子
の
一
人
と
い
う
こ
と
で
︑
先
生
は
私
の
こ
と
を
覚
え
て
い
て
下
さ
っ
た
よ
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う
だ
︒

そ
の
後
先
生
は
︑
武
庫
川
女
子
大
学
に
移
ら
れ
た
が
︑
私
が
最
初
に
学
会

発
表
を
し
た
の
が
︑
武
庫
川
で
の
和
歌
文
学
会
関
西
例
会
︵
一
九
九
四
年
七

月
二
日
︶
だ
っ
た
︒﹁
古
今
和
歌
集
の
勅
撰
性
﹂
と
い
う
題
目
で
発
表
し
た
︒

懇
親
会
後
の
二
次
会
で
は
︑
ち
ょ
っ
と
し
た
事
件
も
起
き
た
が
︑
島
津
先
生

が
隣
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
︑﹁
古
今
集
は
お
も
し
ろ
い
ん
や
﹂
と
仰
っ
た
こ

と
が
︑
今
で
も
耳
に
残
っ
て
い
る
︒

古
今
集
を
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
私
だ
が
︑
そ
れ
以
後
︑
古
今
集
と
同
時
代
の

漢
詩
文
に
研
究
の
中
心
を
移
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
自
分
自
身
で
は
︑
今
で

も
古
今
集
研
究
者
だ
と
思
っ
て
い
る
︒
現
任
校
で
は
︑
漢
文
学
分
野
担
当
で
︑

和
歌
の
授
業
を
行
う
こ
と
は
希
だ
が
︑
一
回
生
用
の
入
門
演
習
で
は
︑
古
典

文
法
総
復
習
を
兼
ね
る
内
容
も
あ
っ
て
︑
古
今
集
の
和
歌
を
取
り
上
げ
る
こ

と
が
多
い
︒
ま
た
前
任
校
で
も
︑
一
年
生
用
の
言
語
・
文
学
と
い
う
授
業
で
︑

古
今
集
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
︒
非
常
勤
先
で
古
今
集
を
講
義
す
る
こ
と
も
何

度
か
あ
っ
た
︒
最
近
は
古
今
集
の
和
歌
を
話
し
始
め
る
と
︑
大
体
︑
一
時
間

で
一
首
し
か
進
ま
な
い
︒
話
す
の
が
楽
し
く
て
仕
方
が
な
く
︑
学
生
は
呆
れ

て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
れ

ば
︑
と
思
う
︒
こ
れ
も
︑
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
だ
と
︑
勝
手
に
考
え
て
い

る
︒
そ
う
い
え
ば
︑
先
に
触
れ
た
私
の
最
初
の
学
会
発
表
は
︑
古
今
集
の
排

列
を
問
題
に
し
た
の
だ
が
︑
そ
れ
は
︑
個
々
の
歌
を
編
者
が
ど
う
排
列
す
る

か
︑
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
っ
た
内
容
で
︑
つ
ま
り
は
︑
編
者
の
視
点
に
重

点
を
置
い
て
構
想
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
︑
先
生
の
百
人
一
首
注
釈
の

姿
勢
が
頭
の
片
隅
に
あ
っ
た
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
先
生
の
注
釈
は
︑
あ
く
ま

で
編
者
藤
原
定
家
の
解
釈
に
重
点
を
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

先
生
か
ら
は
学
恩
を
蒙
る
ば
か
り
で
︑
何
も
お
返
し
で
き
て
い
な
い
︒
た

だ
︑
唯
一
︑
先
生
に
喜
ん
で
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
角
川
文
庫
の
﹃
百

人
一
首
﹄
が
新
版
と
し
て
︑
一
九
九
九
年
十
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
︒
早
速
読

ん
だ
私
は
︑
一
箇
所
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
十
二
月
の
和
歌
文
学
会

関
西
例
会
︵
阪
大
で
行
わ
れ
た
︶
で
申
し
上
げ
た
上
で
︑
お
手
紙
を
お
送
り

し
た
︒
あ
る
歌
人
の
伝
記
に
つ
い
て
の
部
分
だ
が
︑
先
生
は
大
変
喜
ば
れ
︑

訂
正
さ
れ
た
再
版
を
送
っ
て
下
さ
っ
た
︒

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
私
は
︑
島
津
先
生
の
授
業
を
一
年
間
し
か
受

講
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
授
業
で
︑
島
津
先
生
が
古
今
集
を
︱
そ
れ

が
中
世
の
古
注
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︱
取
り
上
げ
て
下
さ
ら
な
か
っ
た
ら
︑

私
は
古
今
集
を
卒
論
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
恐
ら
く
源
氏
物

語
辺
り
で
卒
論
を
書
き
︑
果
た
し
て
今
の
よ
う
な
職
に
就
い
て
い
る
か
も
疑

問
で
あ
る
︒
高
校
時
代
︑
古
典
の
中
で
も
︑
和
歌
と
漢
文
が
嫌
い
だ
っ
た
私

が
︑
専
門
は
平
安
時
代
の
漢
詩
文
と
和
歌
で
す
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
も
︑

も
と
を
正
せ
ば
島
津
先
生
の
講
読
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

た
っ
た
一
年
受
講
し
た
だ
け
の
私
で
す
ら
︑
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
影
響
を
受

け
て
い
る
︒
そ
れ
以
上
に
︑
ま
た
長
期
間
教
え
を
受
け
て
こ
ら
れ
た
方
も
数

多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
あ
ろ
う
︒
偉
大
な
先
輩
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
︒

そ
の
方
た
ち
の
末
席
に
加
わ
る
の
は
︑
ま
こ
と
に
分
不
相
応
な
気
が
す
る
の

だ
が
︑
許
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
︒

語
文
の
島
津
忠
夫
教
授
退
官
記
念
輯
︵
五
十
三
・
五
十
四
輯
・
一
九
九
〇

年
︶
に
︑
後
藤
昭
雄
先
生
が
﹁
島
津
先
生
の
御
退
官
に
当
た
っ
て
﹂
の
中
で
︑
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﹁
Ｔ
君
﹂
の
言
葉
を
引
用
さ
れ
て
い
る
︒﹁
国
文
学
者
の
中
で
︑
偉
い
先
生
で

一
番
き
さ
く
な
人
柄
の
先
生
は
島
津
先
生
で
あ
る
︒
ま
た
︑
き
さ
く
な
人
柄

の
先
生
の
中
で
一
番
偉
い
先
生
は
島
津
先
生
で
あ
る
﹂︒
後
藤
先
生
は
﹁
先

生
の
お
人
柄
を
言
い
得
た
名
言
﹂
と
お
書
き
で
︑
私
も
本
当
に
そ
う
思
う
︒

先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
︒

︵
た
き
が
わ
・
こ
う
じ

京
都
女
子
大
学
教
授
︶
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