
和
田
繁
二
郎
先
生
は
っ
ね
づ
ね
、
「
ぼ
く
は
蒲
柳
の
質
だ
か
ら
」
と
お
つ

し
や
り
、
健
康
に
人
一
倍
留
意
し
て
お
ら
れ
た
。
「
一
病
息
災
」
と
は
よ
く

い
わ
れ
る
が
、
先
生
は
二
病
息
災
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
は
じ
め
て
お

目
に
か
か
っ
た
の
は
先
生
が
四
十
一
歳
の
と
き
（
当
時
、
立
命
館
大
学
助
教

授
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
ろ
に
は
既
に
煙
草
を
や
め
て
お
ら
れ
た
。

そ
れ
か
ら
三
十
年
後
、
と
い
え
ば
先
生
の
古
稀
の
お
祝
い
を
し
た
翌
年
だ

が
、
私
は
大
谷
女
子
大
学
助
教
授
と
し
て
、
和
田
先
生
の
大
谷
女
子
大
学
時

代
の
、
最
後
の
三
年
間
を
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
こ
ろ
の
和
田

先
生
は
、
猛
暑
の
夏
で
も
冷
房
し
た
車
内
で
体
を
冷
や
さ
な
い
よ
う
に
、
つ

ね
に
上
着
を
用
意
し
て
お
ら
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
、
先
生
の
傘
寿

の
お
祝
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
、
和
田
先
生
の
よ
う
に
、
傘
寿
を
す
ぎ
て
も
意
志
と
情
熱
と
想
像

力
を
失
わ
ず
、
つ
ね
に
新
し
い
研
究
テ
ー
マ
を
追
求
さ
れ
、
ま
た
現
役
歌
人

と
し
て
新
し
い
表
現
世
界
を
切
り
開
い
て
お
ら
れ
た
方
に
は
、
何
歳
ま
で
生

き
て
も
己
が
人
生
を
全
う
し
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

今
年
の
四
月
十
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
昨
春
か
ら
龍
谷
大
学
へ
転
勤
し

た
私
は
、
近
況
を
ご
報
告
か
た
が
た
、
東
若
宮
町
の
お
宅
へ
伺
っ
た
。
い
つ

お
目
に
か
か
っ
て
も
お
元
気
で
あ
っ
た
先
生
が
、
そ
の
日
は
少
し
弱
っ
て
お

晩
学
の
光
芒

ら
れ
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
の
と
き
先
生
は
、
小
室
信
介
（
案
外
堂
）
の
こ

と
を
も
っ
と
書
き
た
い
と
い
わ
れ
、
ま
た
単
行
本
未
収
録
論
文
を
補
筆
し
て

著
書
に
ま
と
め
た
い
と
楽
し
そ
う
に
語
っ
て
お
ら
れ
た
。
が
、
ふ
と
口
を
閉

ざ
さ
れ
、
や
や
問
を
お
い
て
か
ら
、

「
ぼ
く
よ
り
年
上
の
白
川
君
（
白
川
静
先
生
）
が
、
益
々
元
気
で
、
こ
れ
か

ら
著
作
集
を
出
す
と
い
っ
て
い
る
。
ぼ
く
も
負
け
ず
に
頑
張
り
た
い
が
、
も

う
そ
の
体
力
が
な
く
な
っ
た
。
白
川
君
に
は
と
て
も
か
な
わ
な
い
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
ま
る
で
己
が
最
期
を
予
感
し
た
よ
う
な
話
さ
れ
方
だ
っ
た
。
私

は
、
「
そ
ん
な
気
弱
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
ず
に
、
さ
っ
き
お
話
に
な
っ
た

構
想
を
ぜ
ひ
実
現
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
申
し
上
げ
る
よ
り
ほ
か
に
言
葉
は

な
か
っ
た
。
同
時
に
私
は
、
親
友
の
白
川
先
生
の
存
在
の
大
き
さ
を
あ
ら
た

め
て
実
感
し
た
。
常
に
「
和
田
君
」
を
学
問
の
上
で
リ
ー
ド
し
、
激
励
し
、

深
い
理
解
を
示
し
て
く
れ
る
「
白
川
君
」
の
存
在
は
、
和
田
先
生
の
大
き
な

励
み
で
あ
り
、
先
生
を
し
て
生
涯
現
役
の
歌
人
・
研
究
者
た
ら
し
め
た
要
因

の
一
つ
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ま
だ
四
十
歳
代
の
こ
ろ
の
白
川
先
生
と
和
田
先
生
を
、
私
は
存
じ
あ
げ
て

い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
後
お
会
い
す
る
ご
と
に
、
あ
の
四
十
歳
代
の
こ
ろ
の

面
影
と
比
べ
て
い
た
。
両
先
生
は
年
ご
と
に
若
か
り
し
こ
ろ
よ
り
更
に
頭
脳

北

野
昭
彦
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が
明
蜥
に
冴
え
、
明
快
な
文
学
論
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
ら
れ
た
。

そ
の
こ
と
を
強
く
実
感
し
た
の
は
数
年
前
、
三
宅
八
幡
宮
に
建
立
さ
れ
た

和
田
先
生
の
歌
碑
の
除
幕
式
の
と
き
だ
っ
た
。
最
初
に
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
た

の
は
白
川
先
生
で
あ
る
。
「
和
田
君
の
詩
精
神
は
ｌ
」
で
始
ま
り
、
短
歌

的
杼
情
を
超
え
る
写
実
と
象
徴
の
合
一
を
め
ざ
す
作
風
を
讃
え
た
そ
の
祝
辞

は
、
堂
々
た
る
芸
術
論
で
あ
り
、
白
川
先
生
に
大
詩
人
の
面
影
が
あ
っ
た
。

ま
た
和
田
先
生
の
謝
辞
の
な
か
に
も
、
こ
れ
と
呼
応
す
る
芸
術
論
が
織
り
込

ま
れ
て
い
た
。
そ
の
と
き
私
も
祝
辞
を
述
べ
て
、
心
理
学
の
セ
オ
リ
ー
を
超

え
た
和
田
先
生
の
若
々
し
い
詩
精
神
を
讃
え
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

心
理
学
に
よ
れ
ば
、
人
の
思
考
力
と
年
齢
と
の
相
関
性
に
は
個
人
差
が
あ

り
、
中
年
を
過
ぎ
れ
ば
減
退
す
る
人
も
あ
れ
ば
、
七
十
歳
を
過
ぎ
て
も
な
お

思
考
力
が
上
昇
す
る
人
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
セ
オ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
和
田

先
生
は
後
者
を
代
表
す
る
人
だ
と
い
う
説
明
が
可
能
で
あ
る
。

け
れ
ど
、
想
像
力
に
関
す
る
心
理
学
の
セ
オ
リ
ー
は
冷
酷
で
あ
る
。
心
理

学
事
典
に
は
、
「
生
産
的
想
像
力
は
一
般
の
精
神
発
達
の
線
に
そ
っ
て
発
達

し
、
青
年
期
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
後
は
年
齢
の
増
加
と
と
も
に
想
像
力
の

減
退
を
示
す
。
」
と
あ
る
。
若
い
こ
ろ
に
は
研
究
論
文
を
驚
異
的
に
量
産
し

た
学
者
が
、
六
十
歳
前
後
か
ら
急
に
筆
が
進
ま
な
く
な
る
例
は
多
い
。
そ
の

原
因
は
思
考
力
の
衰
え
だ
け
で
は
な
い
。
想
像
力
の
枯
渇
に
よ
っ
て
頭
が
固

く
な
り
、
固
定
観
念
に
支
配
さ
れ
て
、
柔
軟
な
思
考
も
新
し
い
発
想
も
で
き

な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
和
田
先
生
に
は
、
「
青
年
期
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
後
は
年
齢

の
増
加
と
と
も
に
想
像
力
の
減
退
を
示
す
」
と
い
う
心
理
学
の
セ
オ
リ
ー
は

敏
和
田
繁
二
郎
先
生
追
悼

通
用
し
な
か
っ
た
。
短
歌
の
創
作
が
想
像
力
の
減
退
に
歯
止
め
を
か
け
た
。

そ
の
上
、
七
十
歳
を
過
ぎ
て
な
お
上
昇
す
る
思
考
力
。
こ
の
両
両
相
俟
っ
て

先
生
は
生
涯
、
現
役
歌
人
・
研
究
者
で
あ
り
続
け
ら
れ
た
と
思
う
。

和
田
先
生
は
晩
学
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
先
生
は
元
来
、
中
世
文
学
の
研

究
者
で
あ
っ
た
。
近
代
文
学
研
究
に
着
手
さ
れ
た
の
は
助
教
授
時
代
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
こ
ろ
の
先
生
に
、
私
は
学
生
と
し
て
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
以

来
、
大
学
院
時
代
を
へ
て
長
い
お
つ
き
あ
い
で
あ
る
。
思
い
出
も
多
い
。

和
田
先
生
の
監
修
で
『
日
本
の
近
代
文
学
』
（
同
朋
舎
、
一
九
八
三
）
と

『
近
代
文
学
の
知
識
人
像
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
七
）
を
共
著
出

版
し
た
と
き
に
は
、
全
体
を
束
ね
る
た
め
に
安
易
な
妥
協
を
許
さ
ぬ
和
田
先

生
の
厳
し
い
一
面
と
、
包
容
力
の
あ
る
と
こ
ろ
と
を
同
時
に
み
た
。

一
九
八
三
年
か
ら
四
年
間
、
和
田
先
生
の
お
宅
で
定
期
的
に
開
い
た
「
広

津
柳
浪
研
究
会
」
は
、
気
心
の
知
れ
た
仲
間
と
の
和
気
あ
い
あ
い
の
雰
囲
気

の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
立
ち
向
か
い
、
わ
ず
か
な
が
ら
共
同
研
究
の
成

果
を
世
に
問
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
が
、
私
た
ち
の
多
忙
ゆ
え
に
四
年
間

で
挫
折
し
た
。
和
田
先
生
に
は
「
小
川
未
明
研
究
会
」
の
構
想
も
あ
り
、
私

も
乗
り
気
だ
っ
た
の
だ
が
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
ど
ち
ら
も

心
残
り
で
あ
る
。

す
で
に
古
典
文
学
研
究
者
と
し
て
研
究
主
体
を
確
立
し
て
か
ら
近
代
文
学

研
究
に
着
手
さ
れ
た
和
田
先
生
の
内
に
は
、
つ
ね
に
根
源
的
な
問
い
か
け
が

あ
っ
た
。
近
代
文
学
を
近
代
文
学
た
ら
し
め
て
い
る
「
近
代
性
」
と
は
何
か

と
い
う
問
い
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
「
近
代
性
」
の
問
題
に
限
ら
ず
、
先

生
は
つ
ね
に
根
源
的
な
問
い
か
け
を
重
視
さ
れ
た
。
私
は
学
部
三
回
生
ゼ
ミ

一
一



か
ら
大
学
院
時
代
に
か
け
て
、
そ
の
影
響
を
強
く
う
け
た
。
和
田
先
生
か
ら

私
へ
の
問
い
か
け
は
、
本
質
的
、
根
源
的
な
問
い
か
け
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

最
も
忘
れ
が
た
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
だ
っ
た
。

「
北
野
君
。
君
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
牧
師
で
あ
る
植
村
正
久
が
、
国
木
田
独

歩
に
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
詩
精
神
を
教
え
た
と
い
う
の
か
ね
。
そ
れ
な
ら
、
二
人

に
と
っ
て
信
仰
と
文
学
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
ね
。
事
象
だ
け

で
は
な
く
、
事
象
の
確
認
を
と
お
し
て
、
宗
教
と
文
学
、
信
仰
と
文
学
表
現

と
い
う
本
質
的
な
問
題
へ
と
論
及
す
べ
き
で
は
な
い
か
ね
。
」

当
時
の
私
は
こ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
私
が
私
な
り
に
そ
の
答

え
を
出
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
二
十
余
年
後
、
和
田
繁
二
郎
博
士
古
稀
記
念

論
集
『
日
本
文
学
・
伝
統
と
近
代
』
（
和
泉
書
院
・
一
九
八
三
）
に
掲
載
し

た
、
「
植
村
正
久
と
独
歩
Ｉ
そ
の
文
学
上
の
接
点
」
で
あ
る
。

中
世
文
学
の
研
究
者
で
あ
っ
た
和
田
先
生
が
近
代
文
学
研
究
に
着
手
さ
れ

た
と
き
の
、
最
初
の
著
書
が
『
日
本
文
学
史
・
近
代
』
（
法
律
文
化
社
）
で

あ
っ
た
こ
と
は
驚
異
的
な
こ
と
で
あ
る
。
文
学
史
な
ん
て
、
そ
う
簡
単
に
書

け
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
私
自
身
が
近
代
文
学
史
の
明
治
期
を
四
度
ほ

ど
分
担
執
筆
し
て
の
実
感
で
あ
る
。
文
学
史
も
歴
史
で
あ
る
か
ら
に
は
、
つ

ね
に
書
き
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
の
文
学
状
況
を
ふ
ま
え
た
今
日

的
視
点
か
ら
、
そ
の
つ
ど
過
去
の
全
体
を
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
過
去
に
読
ん
だ
作
品
を
、
そ
の
つ
ど
読
み
直
さ
な
け
れ
ば
執
筆
で
き

な
い
。
私
は
「
文
学
史
」
を
執
筆
す
る
ご
と
に
四
十
歳
ご
ろ
の
和
田
先
生
の

心
中
を
追
体
験
し
て
い
る
よ
う
な
心
境
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

和
田
先
生
が
中
世
文
学
か
ら
近
世
文
学
を
と
ば
し
て
近
代
文
学
研
究
へ
と

進
ま
れ
た
と
き
、
は
じ
め
に
着
手
さ
れ
た
の
が
、
中
古
・
中
世
の
説
話
や
近

世
の
戯
作
者
を
題
材
に
し
て
鋭
い
近
代
精
神
を
盛
り
込
ん
だ
、
芥
川
文
学
の

研
究
で
あ
っ
た
の
は
納
得
で
き
る
。
ま
た
、
歌
人
和
田
周
三
で
も
あ
る
先
生

が
、
詩
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
じ
め
に
着
手
さ
れ
た
研
究
対
象
が
、
浪
漫
的
憧

慢
と
短
歌
的
杼
情
と
、
鋭
い
批
評
精
神
と
思
想
的
相
剋
を
内
に
か
か
え
て
明

治
を
駆
け
ぬ
け
た
啄
木
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
今
の
私
に
は
よ
く
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
中
世
文
学
研
究
か
ら
近
代
文
学
研
究
へ
と
一
足
飛
び
に
進
ま
れ

た
先
生
が
、
や
が
て
近
世
か
ら
近
代
へ
の
変
革
期
の
様
相
に
注
目
さ
れ
、
そ

れ
ま
で
近
代
文
学
研
究
者
が
あ
ま
り
踏
み
入
ら
な
か
っ
た
明
治
初
期
文
学
の

研
究
へ
、
踏
み
こ
ん
で
い
か
れ
た
の
も
、
必
然
の
道
筋
に
思
え
る
。

こ
う
し
て
先
生
は
、
芥
川
文
学
の
研
究
は
勿
論
、
明
治
前
期
文
学
の
研
究

に
お
い
て
研
究
史
に
残
る
大
き
な
業
績
を
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

和
田
先
生
と
い
え
ば
、
「
白
川
君
」
「
和
田
君
」
と
呼
び
あ
っ
て
お
ら
れ
た

白
川
先
生
の
こ
と
が
同
時
に
目
に
う
か
ぶ
。
白
川
先
生
に
は
和
田
先
生
の
ぶ

ん
ま
で
長
生
き
し
て
益
々
よ
い
仕
事
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

和
田
先
生
ご
夫
妻
は
、
私
の
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
も
愛
読
し
て
下
さ
っ
た
。

先
生
の
お
宅
へ
伺
う
た
び
に
、
先
生
と
奥
様
か
ら
交
互
に
的
確
な
コ
メ
ン
ト

を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
た
び
に
「
和
田
先
生
は
、
い
い
奥
様
に
恵
ま
れ
た
か

た
だ
」
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
こ
れ
か
ら
も
、
自
分
の
エ
ッ
セ
イ
を
奥
様

を
と
お
し
て
先
生
の
御
霊
前
に
捧
げ
た
い
。

（
き
た
の
．
あ
き
ひ
こ
龍
谷
大
学
教
授
）
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