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授
と
の
対
談
の
な
か
で
、
先
生
は
こ
う
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

特
集
号
を
つ
く
る
か
ら
と
言
わ
れ
た
ん
だ
け
ど
辞
め
て
十
年
に

も
な
る
こ
と
だ
し
、
テ
レ
く
さ
い
し
、
出
来
る
な
ら
辞
退
し
た

い
と
申
し
あ
げ
た
け
れ
ど
、
あ
ま
り
我
を
と
お
し
て
も
な
ん
だ

し
、
そ
れ
か
ら
、
ふ
と
、
こ
れ
は
僕
の
追
悼
号
に
な
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
気
が
し
た
り
し
ま
し
て
ね
。

　

残
念
な
が
ら
そ
れ
は
現
実
と
な
り
、
約
三
年
後
の
『
誌
要
』
四
八

号
に
は
先
生
追
悼
の
弔
辞
が
五
篇
掲
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

当
時
、
私
は
高
校
教
諭
を
つ
と
め
な
が
ら
、
俳
句
や
連
句
の
創
作

に
手
を
そ
め
て
い
た
。
西
鶴
研
究
も
続
け
て
い
た
け
れ
ど
、
実
作
体

験
を
重
ね
る
う
ち
、
芭
蕉
へ
の
関
心
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
き
っ
か

け
は
や
は
り
廣
末
先
生
の
芭
蕉
論
だ
っ
た
が
、
わ
け
て
も
『
誌
要
』

三
三
号
（
一
九
八
五
年
一
一
月
）
の
講
演
録
「
主
体
離
れ
の
主
体
」

に
は
蒙
を
ひ
ら
か
れ
、
な
ん
ど
も
読
み
か
え
し
た
。
こ
の
講
演
録
の

ス
リ
リ
ン
グ
な
と
こ
ろ
は
連
句
作
家
の
主
体
性
の
問
題
を
、
総
論
・

各
論
に
わ
た
っ
て
多
義
的
に
と
ら
え
返
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
ま
ず

総
論
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

前
の
人
の
句
に
次
の
人
で
あ
る
私
が
句
を
付
け
る
と
い
う
場
合
、

私
に
と
っ
て
前
の
人
が
ど
う
い
う
句
を
読
む
か
は
全
然
わ
か
ら

な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
に
と
っ
て
前
の
人
の
イ
メ
ー

ジ
と
い
う
も
の
は
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
な
ん
で
す
。

　

一
九
九
〇
年
三
月
、『
日
本
文
学
誌
要
』
四
二
号
を
手
に
し
た
と
き
、

い
さ
さ
か
面
く
ら
っ
た
。「
廣
末
保
教
授
退
職
記
念
特
別
号
」
と
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ち
ょ
う
ど
十
年
前
、廣
末
ゼ
ミ
の
面
々
は「
今

年
度
で
先
生
は
勇
退
さ
れ
る
」
と
い
う
認
識
の
も
と
に
卒
論
を
提
出

し
た
。
私
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。
た
し
か
年
度
当
初
、
ゼ
ミ
で
西
鶴

の
『
好
色
一
代
男
』
を
読
む
と
い
う
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、「
こ
れ
ま
で
『
一
代
男
』
は
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
還

暦
も
近
く
、
そ
ろ
そ
ろ
引
退
を
考
え
て
い
る
の
で
、
今
年
は
や
っ
て

み
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
お
話
が
先
生
か
ら
じ
か
に
あ
っ
た
。
み
な

そ
の
覚
悟
で
ゼ
ミ
に
の
ぞ
ん
だ
は
ず
で
、
私
も
卒
論
の
テ
ー
マ
を

「
西
鶴
に
お
け
る
俳
諧
と
浮
世
草
子
」
に
定
め
た
。
だ
か
ら
十
年
後

の
「
退
職
記
念
特
別
号
」
は
腑
に
落
ち
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

じ
っ
さ
い
先
生
は
還
暦
を
期
に
専
任
を
勇
退
さ
れ
て
い
た
。
た
だ

そ
の
後
十
年
、
非
常
勤
講
師
を
果
た
さ
れ
、
節
目
の
「
退
職
記
念
特

別
号
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
号
の
、
藤
田
省
三
教

〈
あ
の
こ
ろ
の
「
誌
要
」〉

『
日
本
文
学
誌
要
』
に
み
る
廣
末
保
先
生

浅
沼　

璞
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追
た
て
ゝ
早
き
御
馬
の
刀
持　
　
　
　
　

去
来

　
　
　

で
つ
ち
が
荷
ふ
水
こ
ぼ
し
た
り　
　
　

凡
兆

　
　

戸
障
子
も
む
し
ろ
か
こ
ひ
の
売
屋
敷　
　

芭
蕉

�

歌
仙
「
市
中
は
」
の
巻
（『
猿
蓑
』）

　

最
初
の
二
句
は
、
馬
を
よ
け
よ
う
と
し
た
丁
稚
が
荷
っ
て
い
る
水

を
こ
ぼ
し
た
、
と
い
う
日
常
的
で
動
的
な
生
活
空
間
。
そ
れ
を
芭
蕉

は
、
む
し
ろ
で
囲
っ
て
売
り
に
出
さ
れ
て
い
る
家
の
、
置
き
忘
れ
ら

れ
た
よ
う
な
空
間
へ
と
転
じ
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
芭
蕉
自
筆
の
草
稿

に
よ
る
と
凡
兆
の
初
案
は
「
童
（
わ
っ
ぱ
）
が
糞
（
こ
え
）
を
う
ち

こ
ぼ
し
け
り
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
先
生
は
着
目
す
る
。

　

も
と
も
と
芭
蕉
の
付
句
は
、
凡
兆
の
「
糞
を
う
ち
こ
ぼ
し
け
り
」

と
い
う
前
句
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
凡

兆
が
「
水
」
の
句
に
変
え
る
こ
と
を
芭
蕉
は
許
容
し
た
。
先
に
「
前

句
を
受
け
と
っ
た
〈
私
〉
の
主
体
性
は
、
次
の
作
者
へ
と
句
を
手
渡

す
と
き
、
転
じ
ら
れ
る
」
と
要
約
し
た
け
れ
ど
、「
前
句
を
受
け
と
っ

た
〈
私
〉
の
主
体
性
」
す
ら
こ
こ
で
は
非
主
体
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。「
糞
」
に
付
け
た
イ
メ
ー
ジ
が
「
水
」
に
付
け

た
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
貌
す
る
、
そ
の
新
た
な
偶
然
性
を
芭
蕉
は
受
け

入
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。〈
あ
る
意
味
で
は
イ
カ
サ
マ
の
よ
う
な

感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
〉
と
先
生
は
付
言
す
る
。
折
か
ら
現
代
連

句
の
推
敲
過
程
に
イ
カ
サ
マ
を
感
じ
て
い
た
私
は
大
い
に
首
肯
す
る

ほ
か
な
か
っ
た
【
注
】。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
連
句
を
語
る
に
際
し
て
〈
私
〉
と
い

う
主
語
を
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
共
同
制
作
が
前
提
の
連
句
の

場
合
、
作
者
Ａ
、
作
者
Ｂ
と
い
う
よ
う
に
三
人
称
で
論
じ
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
〈
私
〉
と
し
た
の
は
、「
連
句
作
家

の
主
体
性
」
を
扱
っ
た
講
和
内
容
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
た
か
っ

た
先
生
の
工
夫
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
続
く
総
論
の
内
容
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う

か
―
―
即
興
的
に
そ
の
場
で
句
を
付
け
る
偶
然
性
を
連
句
は
前
提
と

し
て
い
る
け
れ
ど
、
作
者
（
私
自
身
）
の
力
量
に
見
あ
っ
た
意
図
あ

る
い
は
主
体
的
な
モ
チ
ー
フ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
は

前
句
と
の
一
回
性
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
持
続
し

た
主
体
で
は
な
い
。
自
分
の
句
は
責
任
を
も
っ
て
付
け
る
け
れ
ど
、

そ
れ
が
新
た
な
付
句
に
よ
っ
て
ど
う
変
化
す
る
か
、
ま
っ
た
く
責
任

を
も
て
な
い
。
む
し
ろ
主
体
的
に
自
己
完
結
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
作
り

あ
げ
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す

る
。
し
た
が
っ
て
近
代
的
な
主
体
概
念
と
は
ち
が
っ
た
主
体
概
念
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
―
―
。

　

前
句
を
受
け
と
っ
た
〈
私
〉
の
主
体
性
は
、
次
の
作
者
へ
と
句
を

手
渡
す
と
き
、
転
じ
ら
れ
る
。
先
生
は
「
三
句
の
転
じ
」
と
い
う
連

句
用
語
を
使
わ
ず
に
、
三
句
に
お
け
る
主
体
の
「
転
じ
」
を
深
く
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
各
論
の
な
か
で
も
〈
連
句
の
最
小
単
位
は
三
句
〉

と
念
を
押
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
次
の
「
三
句
の
転
じ
」
を
取
り
上

げ
て
い
く
。
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最
終
的
に
先
生
は
次
の
よ
う
に
自
問
自
答
す
る
。

芭
蕉
が
俳
諧
や
風
雅
に
た
い
す
る
対
し
か
た
は
、
近
代
的
な
主

体
概
念
を
そ
こ
に
持
ち
込
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
く
ら
い
主
体
的

で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
非
主
体
化
さ
れ
る
こ

と
を
許
容
す
る
。
非
主
体
化
さ
れ
る
（
す
る
）
こ
と
を
許
容
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
句
と
い
う
俳
諧
形
式
と
主
体
的
に
交
わ

ろ
う
と
し
て
い
る
、
そ
の
主
体
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
主
体

な
の
か
。

　

総
論
で
言
及
し
た
、
次
の
作
者
に
対
し
て
〈
主
体
的
に
自
己
完
結

し
た
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
あ
げ
て
し
ま
わ
な
い
〉
と
い
う
完
結
拒
否
の

発
想
と
、
前
句
作
者
の
推
敲
を
許
容
す
る
と
い
う
非
主
体
的
な
発
想

と
は
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
後
、
そ
う
言

い
か
け
な
が
ら
、
そ
の
二
つ
を
〈
か
ん
た
ん
に
同
一
視
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
〉
と
先
生
は
反
転
す
る
。
総
論
と
各
論
を
巧
み
に
重
層
化

さ
せ
な
が
ら
俄
か
に
反
転
す
る
。
そ
し
て
〈
偶
然
を
発
見
へ
と
価
値

転
換
す
る
主
体
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
〉

と
結
ぶ
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。〈
こ
と
ば
に
た
い
す
る
、

あ
る
い
は
断
片
に
た
い
す
る
主
体
的
な
責
任
と
い
う
こ
と
か
ら
み
れ

ば
、
い
さ
さ
か
イ
カ
サ
マ
に
見
え
る
も
の
を
正
当
化
し
う
る
方
法
を

私
は
探
し
て
い
る
〉
と
言
い
そ
え
る
。
い
ま
読
ん
で
も
ス
リ
リ
ン
グ

な
展
開
だ
。
私
が
今
日
ま
で
連
句
実
作
を
続
け
る
こ
と
の
で
き
た
そ

の
モ
チ
ー
フ
の
根
源
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

注厳
密
に
は
「
膝
送
り
」
と
「
出
勝
ち
」
と
い
う
座
の
運
営
方
法
が
連
句
に
は
あ
り
、

そ
こ
に
「
捌
」
と
い
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
主
体
性
が
か
か
わ
っ
て
く
る
。

と
は
い
え
「
捌
」
と
い
う
呼
称
は
江
戸
末
期
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
今
回
は
そ

こ
ま
で
立
ち
入
ら
な
い
で
お
い
た
。
た
だ
『
去
来
抄
』
に
よ
る
と
（
廣
末
先
生

も
講
演
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
）、凡
兆
は
芭
蕉
に
相
談
の
う
え
で
「
糞
」
を
「
水
」

に
改
変
し
て
い
た
。「
捌
」
的
な
役
割
を
芭
蕉
が
果
た
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

�

（
あ
さ
ぬ
ま　

は
く
・
日
本
大
学
教
授
・
本
学
兼
任
講
師
）
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