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謝
辞
　
　
鈴
木
教
授
の
御
退
官
に
あ
た
っ
て

藤
　
　
岡

貞
　
　
彦

鈴木教授の御退宮にあたうて（1）謝辞

　
た
い
へ
ん
僧
越
で
は
あ
り
ま
す
が
、
鈴
木
先
生
の
創
設
さ
れ
ま

し
た
教
育
社
会
学
講
座
の
一
員
と
い
た
し
ま
し
て
、
教
育
と
研
究

の
う
え
で
の
先
生
の
積
年
の
，
こ
労
苦
に
た
い
し
、
；
冒
、
お
ん
礼

の
言
葉
を
の
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
鈴
木
秀
勇
先
生
は
、
こ
の
た
ぴ
教
授
停
年
制
規
程
に
よ
り
、
一

橋
大
学
を
退
官
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
先
生
の
足
跡
と
ご

業
績
は
あ
ま
り
に
ふ
か
く
ま
た
長
く
、
先
生
ご
退
官
後
の
空
隙
の

大
き
さ
に
、
私
た
ち
は
た
だ
た
じ
ろ
ぐ
ぱ
か
り
で
あ
り
ま
す
。

　
先
生
は
、
東
京
商
科
大
学
を
、
こ
卒
業
の
の
ち
、
昭
和
二
十
一
年

三
月
東
京
産
業
大
単
常
勤
講
師
と
な
ら
れ
て
以
来
、
実
に
三
十
八

年
の
な
が
き
に
わ
た
っ
て
一
橋
犬
学
に
お
け
る
教
育
挙
・
教
育
思

想
史
の
研
究
と
教
育
の
た
め
に
尽
く
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

間
、
昭
和
二
十
六
年
一
橋
大
学
社
会
学
部
助
教
授
、
同
四
十
年
社

会
学
部
教
授
と
な
ら
れ
、
前
期
、
後
期
、
犬
学
院
に
お
い
て
、
社

会
科
学
概
論
、
教
育
史
、
教
育
思
想
史
等
の
講
義
お
よ
ぴ
演
習
を

担
当
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
分
野
の
研
究
と
教
育
指
導
に
心
を
く
だ
か

れ
ま
し
た
。

　
先
生
が
商
科
大
学
予
科
へ
入
学
さ
れ
た
昭
和
十
三
年
以
来
の
四

十
余
年
は
、
日
本
に
と
っ
て
も
一
橋
に
と
っ
て
も
激
動
の
時
代
で

あ
り
ま
し
た
。
一
橋
大
学
の
名
が
確
定
し
た
の
は
昭
和
二
十
四
年
、

先
生
が
奉
職
さ
れ
て
か
ら
三
年
目
の
こ
と
で
あ
り
、
先
生
は
社
会

学
部
の
創
設
に
も
っ
と
も
若
い
メ
ン
バ
ア
と
し
て
参
画
さ
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
敗
戦
後
の
日
本
の
再
建
が
、
日
本
人
す
ぺ
て
の
課

題
で
あ
っ
た
と
き
、
先
生
が
ひ
ろ
い
社
会
思
想
史
の
研
究
か
ら
、

す
す
ん
で
教
育
思
想
史
の
分
野
に
す
す
ま
れ
た
こ
と
を
、
私
た
ち

は
特
段
に
意
義
ふ
か
く
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
社
会
学
部
の
創
設
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者
た
ち
、
上
原
専
禄
先
生
、
高
島
善
哉
先
生
ら
が
、
御
専
攻
の
領

域
を
越
え
て
ひ
ろ
く
日
本
の
教
育
に
提
言
し
は
じ
め
ら
れ
た
こ
ろ
、

す
な
わ
ち
、
大
学
の
再
建
と
日
本
の
再
建
が
一
つ
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
ろ
、
先
生
は
教
育
恩
想
史
の
研
究
に
遣
を
さ
だ
め
ら
れ
た
の

で
し
た
。

　
上
原
先
生
の
論
文
「
国
民
形
成
の
教
育
」
に
は
、
「
人
間
教
育
」

理
念
の
形
成
と
発
展
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
は

く
り
か
え
し
、
「
コ
メ
ニ
ウ
ス
か
ら
ク
ル
ー
プ
ス
カ
ヤ
に
い
た
る

教
育
の
理
念
と
思
想
の
発
展
」
へ
の
注
目
が
す
す
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
西
欧
教
育
思
想
の
系
譜
の
太
い
軸
が
、
「
人
格
の
主
体
で

あ
る
は
ず
の
子
ど
も
を
ま
さ
し
く
人
椅
の
現
実
の
主
体
に
ま
で
形

成
し
よ
う
と
す
る
”
人
間
教
育
。
の
理
念
」
と
し
て
え
が
か
れ
て

い
ま
す
。
私
の
推
察
す
る
と
こ
ろ
、
杜
会
学
部
の
創
設
者
た
ち
は
、

若
き
鈴
木
先
生
に
、
東
京
高
商
・
商
科
大
学
以
来
の
学
問
の
伝
統

に
く
わ
う
る
に
、
人
間
形
成
の
社
会
科
学
的
・
社
会
恩
想
的
解
明

を
も
と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　
『
一
橋
論
叢
』
二
十
九
巻
六
号
（
昭
和
二
十
八
年
六
月
刊
）
に

先
生
は
、
「
J
・
A
・
コ
メ
ニ
ウ
ス
〈
大
教
授
学
〉
の
志
向
」
を

寄
稿
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
節
に
、
私
は
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
志

向
に
仮
託
し
て
、
先
達
か
ら
の
期
待
へ
こ
た
え
よ
う
と
し
た
先
生

の
お
き
も
ち
を
読
み
と
る
の
で
す
。

　
「
（
コ
メ
ニ
ウ
ス
に
あ
っ
て
は
）
救
済
の
望
み
が
絶
た
れ
て
い
る

　
の
は
、
人
類
一
般
に
お
い
て
で
は
な
く
、
実
は
成
人
の
世
代
に

　
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
、
若
い
世
代
の
中
に
は
、
か

　
か
る
危
機
か
ら
は
自
由
な
・
そ
し
て
堕
落
の
以
前
に
お
け
る
人

　
類
の
生
命
が
、
潜
在
的
に
息
づ
い
て
い
る
」

　
「
コ
メ
ニ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
、
人
類
は
、
成
人
の
世
代
と
若
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
世
代
と
に
分
け
ら
れ
、
両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
人
類
の
堕
落
と

　
　
　
　
、
　
　
、

　
人
類
の
自
然
と
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、

　
救
済
の
不
可
能
性
と
、
そ
れ
の
可
能
性
と
を
象
徴
す
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
し
て
現
わ
れ
、
そ
し
て
、
若
い
世
代
の
中
に
あ
る
・
人
類
の
原

　
、　

型
を
発
展
せ
し
め
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
若
い
世
代
に
お
い

　
て
人
類
の
救
済
の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
せ
し
め
る
も
の
、

　
そ
れ
が
教
育
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
中
に

　
あ
る
・
人
類
の
救
済
へ
の
断
念
と
、
し
か
し
そ
れ
へ
の
憧
憧
と

　
の
矛
盾
が
自
ら
解
決
へ
の
遺
を
見
い
だ
し
た
、
と
言
い
う
る
の

　
で
は
あ
る
ま
い
か
」

こ
こ
に
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
志
向
と
し
て
か
た
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

杜
会
学
部
創
設
期
に
お
け
る
先
生
ご
自
身
の
志
向
で
あ
っ
た
、
と

私
は
考
え
る
の
で
す
。
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そ
れ
か
ら
三
十
年
の
の
ち
、
一
昨
年
、
先
生
は
・
『
コ
メ
ニ
ウ

ス
〈
大
教
授
学
〉
入
門
』
を
上
梓
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
こ
の
ご

著
書
の
な
か
で
、
く
り
か
え
し
『
大
教
授
学
』
を
味
読
す
る
よ
う

読
者
に
す
す
め
ら
れ
、
そ
の
理
由
を
こ
う
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
「
現
在
、
私
た
ち
の
国
で
、
国
民
学
校
教
育
と
い
う
も
の
が
、

　
と
も
す
れ
ぱ
ル
ー
テ
ィ
ン
に
堕
し
、
教
育
に
た
い
し
て
思
想
と

　
理
論
と
を
も
っ
て
の
ぞ
む
こ
と
が
な
く
、
は
な
は
だ
し
き
は
、

　
教
育
が
、
世
俗
の
利
益
を
え
る
手
段
と
化
し
て
い
る
情
況
を
、

　
打
ち
破
り
、
ま
た
、
私
た
ち
国
民
と
人
類
と
の
絶
減
を
招
か
ず

　
に
は
い
な
い
核
戦
争
へ
の
道
を
盲
進
す
る
政
治
権
カ
に
よ
る
教

　
育
支
配
と
、
教
師
・
親
に
よ
る
子
ど
も
支
配
と
、
こ
の
、
二
つ

　
の
支
配
に
よ
っ
て
、
日
本
の
教
育
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
現
状

　
に
あ
っ
て
、
こ
の
支
配
を
拒
絶
し
、
こ
れ
に
抵
抗
し
、
私
た
ち

　
の
国
民
教
育
を
建
設
す
る
上
に
、
大
き
な
カ
の
一
つ
に
な
る
も

　
の
と
、
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
」

　
先
生
が
現
代
日
本
の
教
育
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
文
章
は
、
右

の
行
文
以
外
に
私
は
拝
見
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
思
想
の

根
源
を
き
わ
め
ん
と
す
る
先
生
の
、
こ
研
究
が
「
私
た
ち
の
国
民
教

育
の
建
設
」
の
志
向
に
根
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
、
私
た
ち
は
知
る

の
で
す
。
根
源
に
さ
か
の
ぽ
る
思
想
史
研
究
が
、
根
源
的
に
現
実

的
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
先
生
か
ら
ま
な
ぶ
の
で
す
。

　
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
思
想
を
一
点
に
収
れ
ん
し
た
あ
の
『
大
教
授

挙
』
に
は
先
生
の
訳
業
に
な
る
次
の
よ
う
な
別
名
が
付
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　
「
都
市
お
よ
ぴ
村
落
の
す
べ
て
に
わ
た
り
、
男
女
両
性
の
全
青

　
少
年
が
、
ひ
と
り
も
無
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
学
問
を
教
え
ら

　
れ
、
徳
行
を
磨
か
れ
、
敬
神
の
心
を
養
わ
れ
、
か
く
し
て
青
年

　
規
ま
で
の
年
月
の
間
に
、
現
世
と
来
世
と
の
生
命
に
属
す
る
、

　
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を

　
　
僅
か
な
労
カ
で
　
愉
快
に
　
着
実
に

　
教
わ
る
こ
と
の
で
き
る
学
校
を
　
創
設
す
る
・
的
確
な
・
熟
考

　
さ
れ
た
方
法
」

こ
の
金
の
文
字
は
、
い
わ
ゆ
る
偏
差
値
に
も
と
づ
く
現
代
日
本
の

教
育
を
根
底
か
ら
批
判
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
ぱ
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
、
内
閣
直
属
に
よ
る

「
教
育
臨
調
」
の
名
に
よ
る
教
育
の
政
治
支
配
が
声
高
に
論
じ
ら

れ
て
お
り
ま
す
が
、
い
ま
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
『
一
橋
論

叢
』
第
四
十
一
巻
第
五
号
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
刊
）
に
寄
せ
ら

れ
た
論
稿
「
コ
ン
ド
ル
セ
と
教
育
の
独
立
」
に
た
ち
か
え
っ
て
み

る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
先
生
の
御
指
摘
に
よ
れ
ぱ
コ
ン
ド
ル
セ
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の
い
う
「
ソ
シ
エ
テ
・
ナ
シ
オ
ナ
ル
」
は

　
「
第
一
に
、
科
学
者
の
〈
共
同
理
性
〉
の
形
成
者
で
あ
り
、
第

　
二
に
、
教
育
の
本
質
を
な
す
真
理
の
・
第
一
の
判
定
者
で
あ
り
、

　
第
三
に
、
公
教
育
が
接
近
す
る
べ
き
・
叡
智
の
極
限
を
、
真
理

　
の
無
限
系
列
の
産
出
者
と
し
て
の
自
己
の
活
動
過
程
に
お
い
て
、

　
措
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
自
己
活
動
に
よ
っ
て
、

　
公
教
育
の
設
立
者
で
あ
る
公
権
カ
か
ら
公
教
育
を
切
断
す
る
に

　
た
え
る
自
立
性
と
自
足
性
と
を
確
立
し
、
こ
う
し
て
公
教
育
の

　
成
立
そ
の
も
の
を
初
め
て
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」

の
で
あ
り
ま
す
。
二
つ
の
支
配
に
よ
っ
て
日
本
の
教
育
は
危
機
に

瀕
し
て
い
る
と
い
う
先
生
の
ご
診
断
は
、
「
教
育
臨
調
」
の
低
い

志
と
「
ソ
シ
エ
テ
・
ナ
シ
オ
ナ
ル
」
の
高
い
理
想
の
対
比
に
お
い

て
、
も
っ
と
も
明
瞭
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
先
生
の
畢
生
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
、
『
エ
ミ
ル
』
分
析
の
お
仕
事

に
つ
い
て
、
も
は
や
何
も
つ
け
く
わ
え
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
一
つ
だ
け
、
根
源
に
さ
か
の
ぼ
る
恩
想
史
研
究
が
根
源
的
に

現
実
的
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
に
し
め
さ
れ
た
点
を
申
し
あ
げ
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

　
現
代
学
校
の
基
本
問
題
は
、
荒
廃
し
た
学
校
の
な
か
に
、
生
徒

伺
士
の
在
か
に
、
教
師
と
生
徒
の
な
か
に
、
〈
共
に
生
き
る
〉
感
覚

と
経
験
と
理
念
を
と
り
も
ど
す
こ
と
に
あ
る
と
私
た
ち
は
考
え
て

き
ま
し
た
。
共
坐
・
共
感
・
共
鳴
・
共
働
1
お
よ
そ
、
こ
れ
ら
、

「
世
俗
の
利
益
を
え
る
手
段
と
化
し
た
」
教
育
の
中
か
ら
失
わ
れ

た
人
間
・
子
ど
も
・
青
年
の
共
同
性
の
核
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
で

し
上
う
か
。
そ
れ
は
、
荒
れ
た
学
園
再
生
の
根
本
命
題
で
す
。

　
先
生
の
．
こ
近
著
『
〈
教
育
〉
と
〈
自
然
〉
ー
ジ
ャ
ン
ー
ジ
ャ

ク
・
ル
ソ
「
エ
ミ
ル
」
の
一
研
究
』
本
論
第
七
節
に
、
ま
さ
に
そ

れ
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
先
生
は
、
ル
ソ
の
「
人
間
を
、
結
び
あ

う
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
す
る
も
の
は
、
人
間
の
弱
さ
で
あ
る
。

私
た
ち
の
・
共
通
の
惨
め
さ
こ
そ
、
私
た
ち
の
心
。
を
、
思
い
や
り

へ
導
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
」
と
の
一
節
を
引
か
れ
て
、
人
聞
の
、

と
り
わ
け
青
年
の
生
に
お
け
る
共
同
性
の
根
源
を
あ
き
ら
か
に
し

て
お
ら
れ
ま
す
。

　
「
〈
私
た
ち
を
他
人
と
同
化
さ
せ
る
〉
「
心
像
描
出
カ
」
を
う
ち

　
に
含
む
「
感
受
性
」
が
、
他
人
の
「
感
情
」
「
情
念
」
に
た
い

　
す
る
・
私
た
ち
の
「
感
情
」
「
情
念
」
を
生
じ
さ
せ
る
、
と
い

　
う
関
係
を
ル
ソ
が
と
ら
え
た
こ
と
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
遭

　
徳
諸
感
情
の
理
論
』
に
お
け
る
・
「
同
感
」
の
構
造
把
握
と
ま

　
っ
た
く
ひ
と
し
い
L

と
い
う
の
が
、
先
生
の
精
論
で
し
た
。
先
生
に
よ
れ
ぱ
、
ル
ソ
に

013
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と
っ
て
「
未
来
社
会
は
、
も
は
や
、
〈
身
分
〉
〈
階
級
〉
〈
宮
〉
に

よ
っ
て
は
蔽
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
〈
ま
る
裸
〉
の
〈
人
間
〉
、
〈
共

通
の
惨
め
さ
〉
の
中
に
あ
る
〈
人
間
〉
の
み
が
形
づ
く
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
〈
白
分
の
同
類
に
た
い
す
る
愛
〉
〈
思
い
や

り
〉
な
く
し
て
は
〈
人
間
〉
が
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
新
し

い
〈
社
会
秩
序
〉
で
あ
る
」
の
で
あ
り
ま
し
た
。
か
つ
て
「
コ
メ

ン
ス
キ
ー
と
ル
ソ
」
と
い
う
卓
越
し
た
論
稿
を
あ
た
え
ら
れ
た
私

た
ち
は
、
こ
う
し
て
い
ま
ま
た
〈
ル
ソ
と
ス
ミ
ス
〉
と
い
う
命
題

を
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
う
っ
そ
う
た
る
森
の
よ
う
な
、
樹
海
の
よ
う
な
鈴
木
先
生
の
お

仕
事
に
し
め
さ
れ
た
学
風
が
、
正
統
な
一
橋
大
挙
の
先
達
の
学
問

を
継
承
し
た
厳
密
で
重
厚
な
考
証
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
旧
来

の
社
会
科
学
か
ら
は
未
知
の
領
域
を
探
究
す
る
独
特
の
恩
考
、
一

つ
の
思
想
と
一
つ
の
思
想
の
内
在
関
連
を
お
い
つ
め
て
い
く
錦
を

織
る
様
な
お
仕
事
こ
そ
先
生
の
本
質
で
あ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
ひ
ろ
い
社
会
恩
想
史
の
ご
研
究
か
ら
教
育
思
想
史
の
分
野
に

す
す
ま
れ
た
先
生
は
、
教
育
価
値
の
歴
史
的
形
成
過
程
を
厳
密
に

あ
と
づ
け
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
教
育
学
研
究
プ
ロ
バ

ー
の
人
た
ち
の
よ
く
な
し
え
な
か
っ
た
教
育
思
想
と
祉
会
恩
想
の

マ
ー
ジ
ナ
ル
ニ
ア
リ
ト
リ
イ
の
探
究
を
き
わ
め
ら
れ
、
教
育
思
想

を
ひ
ろ
く
社
会
思
想
史
研
究
・
社
会
哲
学
研
究
の
文
脈
の
な
か
で

と
ら
え
な
お
す
独
自
の
教
育
学
、
前
人
未
踏
の
い
わ
ぱ
「
教
育
社

会
思
想
史
」
を
先
生
は
確
立
さ
れ
た
と
私
は
考
え
る
の
で
す
。
最

終
講
義
の
副
題
や
〈
ル
ソ
と
ス
ミ
ス
〉
問
題
は
そ
の
例
示
と
い
え

ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
は
、
か
つ
て
、
社
会
学
部
の
創

設
者
た
ち
が
若
き
鈴
木
先
生
に
期
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
先
生
の
ご
退
官
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
と
う
て
い
埋
め
ら
れ
な

い
空
隙
を
う
み
だ
す
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ご
指
導
い
た
だ
く
機

会
は
こ
れ
か
ら
も
ど
こ
に
も
あ
り
ま
す
。
さ
い
わ
い
よ
う
や
く
一

橋
犬
学
の
内
都
に
、
国
立
市
民
む
け
公
開
講
座
の
機
運
も
芽
生
え

て
き
ま
し
た
。
学
生
・
教
官
・
市
民
と
も
ど
も
先
生
に
お
教
え
い

た
だ
か
ね
ぱ
な
ら
ぬ
こ
と
は
山
積
し
て
お
り
ま
す
。

　
ど
う
か
先
生
、
く
れ
ぐ
れ
も
健
康
に
与
こ
留
意
あ
っ
て
、
今
後
旧

に
倍
す
る
，
こ
教
導
を
た
ま
わ
り
ま
す
よ
う
に
心
か
ら
お
ね
が
い
い

た
し
ま
す
。
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
先
生
の
積
年
の
ご
労
苦
へ
の

謝
辞
と
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）

311



一橋論叢　第93巻　第3号　（6）

（
本
稿
は
、
一
九
八
四
年
二
月
二
日
、
鈴
木
教
授
退
官
講
義
の
あ
と
、

そ
の
席
上
で
呈
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
）
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