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全
体
と
し
て
の
先
生
の
業
績
の
価
値
を
批
判
し
︑
先
生
の
文
学

史
上
に
於
け
る
地
位
を
定
め
る
と
云
う
よ
う
な
こ
と
は
本
書
の
目

的
で
は
な
い
︒
そ
ん
な
事
は
私
に
は
出
来
な
い
︒
又
出
来
て
も

わ
た
く
し

し
た
く
な
い
︒そ
れ
は
宜
し
く
後
の
研
究
者
に
委
す
べ
き
で
あ
る
︒

の
ち

い

た
だ
先
生
の
文
学
的
経
歴
に
つ
い
て
は
︑
箇
々
の
作
品
に
入
る
前

い

に
一
言
そ
の
輪
郭
だ
け
で
も
述
べ
て
置
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

う
︒先

生
は
学
生
時
代
か
ら
漢
詩
と
俳
句
を
作
っ
て
お
ら
れ
た
︒
殊



6

に
俳
句
は
熊
本
時
代
に
最
も
盛
ん
に
作
ら
れ
た
よ
う
だ
︒
こ
れ
は

友
人
に
子
規
居
士
が
あ
っ
て
︑
そ
の
提
撕
に
拠
る
所
も
多
か
っ
た

て
い
せ
い

で
あ
ろ
う
が
︑
一
つ
は
先
生
自
身
の
天
性
が
俳
句
の
指
示
す
る
よ

う
な
境
地
を
求
め
ず
に
お
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
も
思

わ
れ
る
︒
私
は
俳
句
を
知
ら
な
い
︑
そ
の
方
の
修
養
が
な
い
か
ら

余
り
判
然
し
た
こ
と
は
云
い
兼
ね
る
が
︑
先
生
の
は
俳
句
を
作
ら

は
つ
き
り

ん
が
た
め
に
作
っ
た
俳
句
で
は
な
い
︒
折
に
触
れ
機
に
応
じ
て
心

の
行
く
ま
ま
に
自
己
の
生
活
を
句
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
自
由
で

あ
る
︒
何
処
に
も
拘
束
さ
れ
る
所
が
な
い
︒
従
っ
て
専
門
家
か
ら

見
た
ら
駄
句
と
し
て
捨
て
べ
き
も
の
も
多
い
で
あ
ろ
う
が
︑
一
た



7

び
能
く
肯
綮
に
当
た
れ
ば
一
唱
三
嘆
に
値
す
る
も
の
が
比
々
と
し

よ

こ
う
け
い

て
こ
れ
あ
る
︒

枕
辺
や
星
別
れ
ん
と
す
る
晨

あ
し
た

肩
に
来
て
人
懐
か
し
や
赤
蜻
蛉

あ
か
と
ん
ぼ

の
如
き
は
︑
そ
の
時
の
感
情
が
句
の
表
に
滲
み
出
る
よ
う
で
︑
一

度
読
ん
だ
も
の
の
永
く
忘
れ
得
な
い
句
で
あ
る
︒
が
︑
句
作
に
於

け
る
こ
う
云
う
傾
向
か
ら
見
て
も
︑
永
く
俳
句
に
満
足
さ
れ
る
人

で
な
い
こ
と
は
︑
誰
の
眼
に
も
自
ず
か
ら
窺
わ
れ
よ
う
と
云
う
も

の
で
あ
る
︒

俳
句
や
漢
詩
は
夙
く
か
ら
作
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
の
︑

は
や
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初
め
て
創
作
に
指
を
染
め
ら
れ
た
の
は
先
生
が
三
十
七
歳
の
冬

だ
︒﹃
倫
敦
塔
﹄
と
﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
を
一
時
に
書
き
出
さ

じ

れ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒
そ
の
前
に
﹃
倫
敦
消
息
﹄
と
﹃
自
転
車

日
記
﹄
の
二
つ
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
寧
ろ
名
の
示
す
通
り
私
の
消

息
又
は
私
の
日
記
と
云
っ
た
方
が
い
い
︒
で
は
︑
そ
れ
迄
先
生
は

創
作
と
い
う
も
の
に
全
然
意
を
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
云
う
に
︑

左
様
で
も
な
い
︒
少
年
時
代
か
ら
文
学
に
趣
味
を
持
ち
︑
文
芸
を

そ

う

以
て
世
に
立
ち
た
い
と
は
始
終
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
だ
︒
但
し

そ
れ
も
小
説
と
云
う
よ
う
な
判
然
と
し
た
形
を
具
え
た
も
の
で
は

は
つ
り
き

な
い
︒
た
だ
漫
然
と
文
学
で
あ
る
︒
こ
う
云
う
と
甚
だ
先
生
に
も
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似
合
わ
し
か
ら
ぬ
こ
と
の
様
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
先

に

あ

生
の
出
所
︑
先
生
の
素
養
と
云
う
よ
う
な
も
の
か
ら
見
れ
ば
︑
容

易
に
肯
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
小
説
と
文
学
と
を
一
緒
に
考
え
る

の
は
︑
西
欧
の
文
学

︱
殊
に
露
西
亜
や
仏
蘭
西
の
大
陸
文
学
を

見
慣
れ
た
も
の
の
云
う
こ
と
で
あ
っ
て
︑
英
吉
利
で
も
小
説
を
文

学
の
中
心
と
は
考
え
て
い
な
い
︒
英
吉
利
は
矢
張
り
詩
が
中
心
で

あ
る
︒
で
︑
老
荘
の
哲
学
を
背
景
に
し
た
東
洋
趣
味
の
素
養
が
あ

る
上
に
︑
英
吉
利
文
学
を
専
攻
さ
れ
た
先
生
が
文
学
と
小
説
を
一

緒
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
︑
固
よ
り
そ
の
処
だ
と
云
わ
な
け
れ
ば

も
と

な
ら
な
い
︒
と
云
っ
て
︑
真
逆
新
体
詩
で
も
あ
る
ま
い
︒
邦
語
に

ま
さ
か
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は
韻
律
が
な
い
︒韻
律
の
な
い
国
語
に
詩
の
栄
え
よ
う
筈
が
な
い
︒

新
体
詩
は
外
国
の
詩
の
極
め
て
不
完
全
な
︑
貧
弱
な
模
倣
に
過
ぎ

な
い
︒
こ
う
な
る
と
先
生
の
よ
う
な
思
想
を
有
っ
た
人
が
一
時
俳

も

じ

句
に
踏
み
込
ま
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
︒兎
に
も
角
に
も
俳
句
は
︑

十
七
字
の
短
詩
形
の
中
に
渾
然
た
る
東
洋
趣
味
を
盛
る
こ
と
が
出

来
る
か
ら
で
あ
る
︒
が
︑
そ
の
俳
句
に
満
足
が
出
来
な
く
な
っ
た

ら
ど
う
す
る
か
︒
先
生
が
文
学
を
以
て
世
に
立
つ
覚
悟
を
し
な
が

ら
︑
さ
て
何
を
ど
う
し
よ
う
と
云
う
判
然
た
る
考
え
を
持
し
て
お

は
ん
ぜ
ん

ら
れ
な
か
っ
た
の
も
︑
蓋
し
已
む
を
得
な
い
当
時
の
事
情
と
云
わ

け
だ

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
で
︑
こ
う
し
た
漫
然
た
る
考
え
を
抱
き
な
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が
ら
︑
先
生
は
伊
予
の
松
山
へ
赴
任
さ
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
更
に
西

熊
本
へ
下
ら
れ
た
︒
が
︑
そ
の
間
始
終
文
学
を
以
て
立
ち
た
い
考

え
は
続
い
て
い
た
ら
し
い
︒
最
後
に
英
吉
利
へ
渡
っ
て
︑
専
門
に

文
学
を
研
究
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
︑
一
層
そ
の
考
え

が
強
く
な
っ
た
︒
が
︑
そ
の
時
で
す
ら
尚
何
を
す
る
か
と
云
う
こ

と
は
判
然
極
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
︒
た
だ
何
か
﹁
人
の
た

は
つ
き
り

め
や
国
の
た
め
に
出
来
そ
う
な
も
の
だ
﹂
と
云
う
風
に
考
え
て
お

ら
れ
た
よ
う
だ
︒
文
学
を
や
る
の
に
︑
自
己
の
た
め
と
云
う
こ
と

よ
り
も
︑
先
ず
人
の
た
め
国
の
た
め
と
考
え
る
所
に
︑
東
洋
人
と

し
て
の
先
生
が
出
て
い
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
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﹃
猫
﹄
や
﹃
倫
敦
塔
﹄
の
よ
う
な
も
の
を
書
き
出
さ
れ
て
か
ら

も
︑
未
だ
本
気
に
小
説
を
書
く
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
︒

ま

私
は
左
様
信
じ
て
い
る
︒
試
み
に
先
生
の
作
を
と
っ
て
一
つ
一
つ

そ

う

撿
す
る
に
︑﹃
倫
敦
塔
﹄
は
単
な
る
塔
の
見
物
記
で
は
な
い
に
し

け
んて

も
︑
過
去
の
回
想
録
で
あ
る
︒
夢
物
語
で
あ
る
︒﹃
カ
ー
ラ
イ

ル
博
物
館
﹄
は
一
層
見
物
記
に
近
い
︒﹃
猫
﹄
は
先
生
自
身
の
周

囲
に
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
よ
う
な
︑
現
代
の
人
物
を
写
実
的
に
取

り
扱
っ
た
も
の
に
は
相
違
な
い
が
︑
矢
張
り
人
情
の
裏
へ
廻
っ
て

滑
稽
と
諷
刺
の
蔭
に
隠
れ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒﹃
倫
敦
塔
﹄

と
同
じ
よ
う
に
︑
舞
台
を
過
去
の
外
国
に
取
っ
て
物
さ
れ
た
﹃
幻
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影
の
盾
﹄
と
﹃
薤
露
行
﹄
と
は
︑
二
つ
な
が
ら
火
の
よ
う
な
恋
物

語
で
は
あ
る
が
︑
二
つ
と
も
呪
い
の
力
と
云
う
よ
う
な
︑
超
自
然

的
要
素
を
採
り
入
れ
た
も
の
で
︑
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
の
色
彩
の
極

め
て
濃
厚
な
作
品
で
あ
る
︒
畢
竟
恋
を
描
く
な
ら
ロ
マ
ン
テ
ィ

ひ
つ
き
よ
う

ッ
ク
な
面
紗
を
被
け
て
夢
の
様
に
ぼ
か
し
て
仕
舞
う
か
︑
写
実
的

ヴ
ェ
ー
ル

か

に
現
代
の
人
情
を
取
り
扱
う
な
ら
滑
稽
諷
刺
の
裏
に
隠
れ
る
か
し

て
︑い
ず
れ
も
正
面
か
ら
普
通
の
人
情
に
触
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒

﹃
琴
の
そ
ら
音
﹄
と
﹃
趣
味
の
遺
伝
﹄
と
は
︑
二
つ
な
が
ら
霊
性

ね

の
感
応
と
云
う
よ
う
な
︑
矢
張
り
超
自
然
力
の
活
動
を
主
題
に
取

っ
た
も
の
だ
が
︑
こ
れ
は
舞
台
も
現
代
で
︑
や
や
普
通
の
人
情
を
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取
り
扱
っ
た
も
の
に
近
い
︒
が
︑﹃
一
夜
﹄
と
﹃
草
枕
﹄
の
二
篇

に
到
っ
て
は
︑
遥
か
に
又
普
通
小
説
の
埒
外
に
逸
し
て
い
る
︒
二

つ
と
も
禅
の
悟
り
と
美
に
同
化
す
る
芸
術
上
の
境
地
と
の
相
似
を

挙
げ
て
︑
人
生
に
対
す
る
非
人
情
の
態
度
を
力
説
し
た
も
の
だ
か

ら
︑
人
情
を
取
り
扱
う
ど
こ
ろ
か
︑
全
然
そ
の
反
対
だ
と
云
っ
て

い
い
︒﹃
坊
ち
ゃ
ん
﹄
は
又
人
情
を
取
り
扱
っ
た
も
の
に
は
相
違

な
い
︒
人
情
の
葛
藤
も
出
て
来
る
︒
が
︑
そ
れ
で
も
未
だ
ど
う
も

普
通
の
小
説
と
は
云
わ
れ
な
い
︒
普
通
の
小
説
は
已
む
を
得
ざ
る

人
情
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
︒
が
︑﹃
坊
ち
ゃ
ん
﹄
は
已
む
を

得
る
人
情
を
取
り
扱
っ
て
い
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
余
裕
の
あ
る
小
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説
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
︒
余
裕
の
あ
る
小
説
と
云

う
点
で
は
︑﹃
二
百
十
日
﹄
も
同
様
で
あ
る
︒
こ
の
作
は
﹃
草
枕
﹄

の
人
生
に
対
す
る
消
極
的
態
度
に
反
し
て
︑
大
い
に
積
極
的
態
度

を
主
張
し
た
も
の
で
︑
富
と
権
勢
と
に
対
す
る
反
抗
の
声
な
ぞ
も

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
全
体
か
ら
受
け
る
感
じ
か
ら
云
え
ば
︑
甚

だ
し
く
余
裕
の
あ
る
小
説
だ
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
先
生

が
初
め
て
余
裕
の
な
い
︑
切
羽
詰
ま
っ
た
人
情
を
取
り
扱
わ
れ
た

の
は
﹃
野
分
﹄
の
一
篇
で
あ
る
︒
余
裕
の
な
い
人
情
を
取
り
扱
わ

れ
た
だ
け
に
︑
こ
の
作
は
又
初
め
て
論
理
的
調
子
を
帯
で
来
た
︒

ト
ー
ン

お
ん

人
も
知
る
如
く
︑
先
生
は
嘗
て
反
道
徳
の
作
を
せ
ら
れ
た
こ
と
が
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な
い
︒
勿
論
反
道
徳
的
は
材
料
を
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
と

云
う
の
で
は
な
い
が
︑
決
し
て
左
様
い
う
傾
向
を
肯
定
す
る
よ
う

そ

う

な
態
度
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
︒
凡
て
が
道
徳
的
で
あ
る
︒
道
徳
的

に
健
全
な
作
ば
か
り
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
係
わ
ら
ず
︑﹃
野
分
﹄

に
到
る
迄
の
先
生
の
作
は
ど
う
も
倫
理
的
と
い
う
感
じ
に
乏
し
か

っ
た
︒
乏
し
い
筈
で
あ
る
︒
従
来
の
先
生
の
作
は
皆
﹃
猫
﹄
の
よ

う
な
滑
稽
物
で
な
け
れ
ば
︑﹃
草
枕
﹄
の
よ
う
な
美
を
主
眼
と
し

た
作
で
あ
っ
た
︒
美
も
滑
稽
も
倫
理
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
︒

で
な
け
れ
ば
﹃
薤
露
行
﹄
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
美
し
い

作
で
あ
っ
た
︒
畢
竟
︑
先
生
の
作
は
凡
て
倫
理
的
で
あ
る
べ
く
余
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り
に
余
裕
の
あ
る
作
風
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
も
い
い
︒﹃
野
分
﹄

に
到
っ
て
︑
先
生
は
始
め
て
倫
理
問
題
に
触
れ
ら
れ
た
︒
が
︑﹃
野

分
﹄
で
は
未
だ
そ
の
倫
理
問
題
が
生
の
ま
ま
︑
概
念
の
ま
ま
提
出

さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
が
具
体
化
さ
れ
て
︑
人
情
の
葛
藤
と
な
っ
て

あ
ら
わ
れ
た
の
は
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
以
後
の
作
に
あ
る
と
云
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
即
ち
先
生
は
大
学
の
講
座
を
抛
っ
て
︑
純
然

た
る
職
業
作
家
と
し
て
立
た
れ
た
時
︑
始
め
て
普
通
の
小
説
に
筆

を
染
め
ら
れ
た
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
︒

で
︑
そ
れ
か
ら
﹃
三
四
郎
﹄﹃
そ
れ
か
ら
﹄﹃
門
﹄
と
云
う
よ

う
に
だ
ん
だ
ん
書
き
込
ん
で
行
か
れ
た
が
︑
凡
て
倫
理
上
の
葛
藤
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を
題
材
と
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
︒
の
み
な
ら
ず
︑﹃
虞
美
人

ほ
か

草
﹄
は
﹃
野
分
﹄
の
引
き
続
き
と
し
て
︑
未
だ
人
生
哲
学
め
い
た

思
索
が
作
の
背
景
を
な
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
︑﹃
三
四
郎
﹄

以
後
の
諸
作
で
は
︑
追
々
心
理
的
な
解
剖
や
展
開
が
作
の
基
調
を

な
す
よ
う
に
な
っ
て
来
た
︒
殊
に
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
は
主
人
公
の
心

理
の
委
曲
を
尽
く
し
た
点
で
有
名
な
作
で
︑
心
理
描
写
と
云
う
こ

と
は
到
頭
作
家
と
し
て
の
先
生
の
特
長
と
し
て
数
え
ら
れ
る
に
到

っ
た
︒
こ
こ
に
於
い
て
か
︑
先
生
は
漸
く
小
説
家
ら
し
い
普
通
の

小
説
を
書
く
よ
う
に
な
ら
れ
た
と
云
っ
て
い
い
︒
そ
の
後
の
作
は

﹃
心
﹄﹃
道
草
﹄
か
ら
﹃
彼
岸
過
迄
﹄﹃
行
人
﹄
を
経
て
︑
最
後
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の
大
作
﹃
明
暗
﹄
に
到
る
ま
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
も
あ
り
個
性

も
あ
る
が
︑
大
体
か
ら
見
て
皆
こ
の
範
疇
を
出
で
な
い
︒
凡
て
小

い

説
ら
し
い
小
説
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
先
生
は
最
初
極
め
て
小
説
ら
し
か
ら
ざ
る
小
説
か
ら

這
入
っ
て
︑
だ
ん
だ
ん
小
説
ら
し
い
小
説
を
書
く
よ
う
に
な
ら
れ

た
︒
こ
の
経
路
は
先
生
に
於
い
て
の
み
見
る
を
得
る
特
徴
と
し
て

う

注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
︒
想
う
に
︑
先
生
の
よ
う
な
境
遇
の

下
に
︑
先
生
の
よ
う
な
東
洋
流
の
薫
陶
を
受
け
て
少
年
時
代
を
育

っ
て
来
た
人
は
︑
た
だ
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
何
と
な
く
気

後
れ
せ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
が
︑
先
生
の
東
洋
趣
味
に
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於
け
る
素
養
は
啻
に
そ
う
云
う
方
面
に
ば
か
り
現
れ
て
い
る
の
で

た
だ

は
な
い
︒
最
っ
と
作
の
本
質
に
近
い
も
の
の
上
に
も
見
る
こ
と
が

出
来
る
︒
前
に
云
っ
た
通
り
︑
先
生
の
作
に
は
哲
学
的
の
背
景
も

あ
る
︒
心
理
描
写
も
あ
る
︒
又
そ
の
論
理
の
行
り
方
に
は
︑
ど
う

ロ
ジ
ツ
ク

や

し
て
も
西
洋
流
に
鍛
え
上
げ
た
精
緻
な
頭
脳
の
持
ち
主
で
な
け
れ

ば
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
︒
が
︑
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
先
生
の

作
に
取
ら
れ
た
主
題
は
あ
く
ま
で
東
洋
流
で
あ
る
︒
作
者
は
ど
う

テ
ー
マ

し
て
も
東
洋
人
だ
な
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
あ
る
物
が
あ
る
︒
先
生

は
晩
年
好
ん
で
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
作
物
を
読
ん
で
お
ら

さ
く
も
の

れ
た
︒
そ
の
学
者
肌
な
と
こ
ろ
︑
都
会
人
ら
し
い
気
の
利
い
た
と
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こ
ろ
︑仏
蘭
西
語
に
所
謂
エ
ス
プ
リ
ー
に
富
ん
だ
と
こ
ろ
な
ど
︑若も

し
西
洋
の
作
家
に
先
生
の
匹
儔
を
求
め
る
な
ら
ば
︑
こ
の
作
家

ひ
つ
ち
ゆ
う

な
ぞ
は
最
も
先
生
の
肌
合
い
に
近
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
︒
が
︑

両
者
の
主
題
は
全
然
違
っ
て
い
る
︒
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の

テ
ー
マ

そ
れ
が
あ
く
ま
で
西
洋
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
先
生
の
は
何
処

ま
で
も
東
洋
人
で
あ
る
︒
こ
こ
に
作
家
と
し
て
動
か
し
難
い
先
生

の
特
徴
が
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

が
︑
東
洋
趣
味
の
特
質
は
︑
一
層
よ
く
先
生
の
文
体
の
上
に
表

れ
て
い
る
︒
殊
に
初
期
の
作
に
於
い
て
左
様
で
あ
る
︒
わ
が
国
語

そ

う

は
日
に
月
に
変
化
し
て
︑
十
年
前
の
文
体
は
最
早
今
日
の
文
体
で

ぜ
ん
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は
な
い
︒
こ
の
烈
し
い
変
化
の
末
は
ど
う
な
る
に
し
て
も
︑
だ
ん

だ
ん
従
来
の
和
漢
文
脈
の
表
現
様
式
が
西
洋
文
脈
の
そ
れ
に
征
服

さ
れ
て
行
く
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
︒
で
︑
こ
の
ウ
ェ
ル
デ

ン
の
状
態
に
あ
る
日
本
語
の
過
渡
期
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
︑

あ
の
和
漢
文
の
素
養
が
あ
る
上
に
︑
西
洋
文
脈
の
表
現
様
式
を
交

え
た
先
生
一
流
の
豊
麗
な
文
体
は
︑
前
に
往
者
を
見
ず
︑
後
に

う
し
ろ

追
随
す
る
者
の
な
い
︑
唯
一
独
特
の
文
章
と
し
て
︑
永
く
国
民
の

什
宝
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

じ
ゆ
う
ほ
う

最
後
に
一
言
云
っ
て
置
き
た
い
の
は
︑
私
は
先
生
の
作
物
に

わ
た
く
し

接
す
る
時
︑
何
よ
り
も
先
ず
滾
々
と
し
て
詞
藻
が
湧
い
て
出
て
︑

こ
ん
こ
ん
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汲
め
ど
も
汲
め
ど
も
尽
く
る
所
を
知
ら
な
い
よ
う
な
風
が
あ
る
の

つ

に
驚
く
︒
何
を
見
て
も
先
生
は
後
が
書
け
な
い
と
云
う
よ
う
な
心

あ
と

配
気
な
し
に
書
い
て
お
ら
れ
る
︒
真
個
先
生
に
は
無
尽
蔵
の
感
が

ま
つ
た
く

あ
る
！

勿
論
︑
そ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
な
︑
和
漢
洋
に
亙

っ
た
深
い
素
養
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
我
が
所
有
と
し
て
い
ら
れ
た

か
ら
で
も
あ
ろ
う
︒
が
︑
矢
張
り
誰
も
云
う
よ
う
に
︑
そ
の
連
想

と
推
理
の
力
が
異
常
に
秀
で
て
い
た
た
め
で
あ
る
︒
直
覚
力
が
殆

ど
病
的
に
発
達
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
於
い
て
︑
先

生
は
ど
う
し
て
も
怪
物
で
あ
る
︒
不
世
出
の
怪
物
で
あ
る
！
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