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と
こ
ろ
で
、
た
っ
た
今
私
は
「
学
風
が
形
成
し
た
高
鳥
先
生
の

人
柄
」
と
書
い
た
。
普
通
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
「
人
柄
が
形
成

し
た
学
風
」
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
四
〇
年
近

く
身
近
で
薫
陶
を
受
け
て
き
た
私
に
と
っ
て
は
、
先
生
は
本
質
的

に
は
理
知
の
人
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
理
性
・
知
性
を
し
た
た

か
に
、
し
な
や
か
に
維
持
し
続
け
る
意
志
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
先
生
の
詩
人
的
優
し
さ
は
、
福
澤
の
真
正
の
遺
風
を
受
け
継

い
だ
慶
鷹
義
塾
商
法
学
の
先
哲
の
学
風
を
、
さ
ら
に
真
正
に
受
け

継
い
だ
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
私
に
は
思
え
る
の
で

あ
る
。

名
誉
教
授
倉
沢
康
一

郎

師
匠
へ
の
感
謝

　
高
鳥
正
夫
教
授
の
商
法
に
関
す
る
本
格
的
な
講
義
を
初
め
て
受

講
し
た
の
は
、
昭
和
四
〇
年
九
月
か
ら
の
半
期
集
中
で
開
講
さ
れ

た
「
手
形
法
・
小
切
手
法
」
の
授
業
課
目
で
あ
っ
た
。
そ
の
授
業

課
目
の
性
質
か
ら
、
初
学
入
門
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
理
解
は
当

初
に
お
い
て
相
当
の
困
難
が
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な

ん
と
か
講
義
に
つ
い
て
ゆ
く
と
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
理
解
が

自
分
な
り
に
進
む
よ
う
に
な
っ
た
。
若
干
の
余
裕
が
で
き
た
所
で
、

持
参
の
教
科
書
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
、
高
鳥
正
夫
教
授
の
講
義
内

容
を
分
析
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
名
講
義
と
の
実
感
が
涌
い
て
き

た
。
要
点
が
的
確
に
説
明
さ
れ
、
裁
判
例
参
照
に
も
怠
り
が
な
く
、

し
か
も
冗
漫
で
は
な
い
。
高
度
な
内
容
が
続
き
、
受
講
者
に
疲
労

感
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
と
、
仏
国
の
首
都
で
あ
る
巴
里
留
学
に

ま
つ
わ
る
思
い
出
を
か
の
地
の
春
夏
秋
冬
に
関
係
づ
け
微
笑
を
も

っ
て
楽
し
そ
う
に
語
ら
れ
る
。
受
講
者
の
ほ
う
で
、
そ
の
外
国
留

学
話
を
も
っ
と
も
っ
と
拝
聴
し
た
い
な
と
思
っ
て
い
る
と
、
閑
話

休
題
と
ば
か
り
、
あ
ざ
や
か
に
講
義
の
本
題
に
戻
る
と
い
う
具
合

で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
忘
れ
が
た
き
印
象
深
い
名
講
義
と
の

思
い
を
保
持
し
、
今
に
至
っ
て
い
る
。
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昭
和
四
七
年
四
月
か
ら
、
自
分
自
身
で
「
法
学
」
の
講
義
を
担

当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
師
匠
で
あ
る
高
鳥
正
夫
教
授
の
講
義

方
法
を
充
分
に
参
考
と
し
て
、
自
分
な
り
に
「
名
講
義
」
を
企
図

し
、
そ
れ
な
り
の
準
備
を
し
て
教
室
へ
と
向
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
が
企
図
と
は
か
け
離
れ
た
「
迷
講
義
」
。
受
講
者
諸
君
に
す

ま
な
く
思
う
と
同
時
に
、
当
方
は
相
当
な
自
己
嫌
悪
で
意
気
消
沈
。

我
が
師
匠
は
、
当
方
の
状
況
は
先
刻
、
百
も
承
知
、
二
百
も
合
点

で
、
当
初
は
静
観
の
様
子
。
当
方
も
自
分
な
り
に
努
力
を
か
さ
ね
、

改
善
に
努
め
、
講
義
も
な
ん
と
か
軌
道
に
乗
り
始
め
た
時
点
で
、

問
わ
ず
語
ら
ず
の
雰
囲
気
の
中
で
、
師
匠
よ
り
、
さ
り
げ
な
く
忠

告
と
秘
訣
の
伝
授
を
受
け
た
。
時
機
と
い
い
そ
の
内
容
と
い
い
、

そ
れ
は
絶
妙
の
も
の
で
あ
っ
た
。
今
か
ら
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

指
導
教
授
の
指
導
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
の
模
範
を
示
さ
れ
た

も
の
と
思
う
。
実
に
奥
の
深
い
こ
と
で
あ
り
、
自
分
な
り
に
承
継

し
、
実
践
し
よ
う
と
考
え
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
我
が
身
の
不
徳

と
不
勉
強
の
ゆ
え
に
、
今
だ
実
現
し
て
い
な
い
。

　
高
鳥
正
夫
教
授
に
よ
る
商
法
理
論
の
指
導
も
法
解
釈
の
奥
の
奥

を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
自
分
な
り
に
立
法
者
の
意
思
を
探
究

し
、
法
体
系
全
般
を
踏
ま
え
て
利
益
状
況
を
分
析
し
つ
つ
、
判
例

の
傾
向
や
比
較
法
的
観
点
を
加
味
し
て
立
論
し
理
論
構
成
を
試
み

る
わ
け
で
あ
る
が
、
師
匠
の
前
で
は
、
そ
の
底
の
浅
さ
を
た
ち
ま

ち
見
抜
か
れ
て
、
奥
の
奥
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

我
が
身
の
不
肖
の
不
肖
た
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
ら
指
摘

の
中
に
は
、
当
方
に
と
っ
て
始
め
の
段
階
で
は
納
得
で
き
な
い
こ

と
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
師
匠
と
議
論
を
進
め
て
ゆ

く
と
、
ほ
と
ん
ど
が
当
方
の
思
い
違
い
か
理
論
的
誤
解
に
基
づ
く

も
の
で
あ
っ
た
。
研
究
会
で
の
口
頭
報
告
、
判
例
批
評
執
筆
、
論

説
執
筆
に
際
し
て
、
数
多
く
の
ご
指
導
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
ら
が
、

現
在
の
自
分
の
基
礎
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
高
鳥

正
夫
教
授
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
は
、
筆
舌
に
は
尽
せ
な
い
ほ
ど
の

も
の
で
あ
る
。

　
西
暦
二
〇
〇
〇
年
を
明
日
と
す
る
日
に
、
高
鳥
正
夫
教
授
は
逝

去
さ
れ
た
。
そ
の
日
は
、
電
算
機
二
〇
〇
〇
年
問
題
顕
在
化
の
前

日
で
あ
り
、
普
通
の
状
況
で
あ
っ
て
も
忘
れ
難
い
日
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
我
が
師
匠
の
御
逝
去
で
そ
れ
以
上
の
も
の
と
な
っ
た
。
忘

却
の
か
な
た
に
去
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
同
時
に
、
師
匠
へ
の

感
謝
の
気
持
も
決
し
て
消
滅
し
な
い
。
師
匠
と
の
か
か
わ
り
が
、

こ
れ
か
ら
は
過
去
形
と
な
る
の
が
な
ん
と
も
悲
し
い
。
三
五
年
間

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
平
成
一
二
年
三
月
一
二
日

法
学
部
教
授
加
藤

修
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