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第
三
十
回
記
念
号
に
寄
せ
て　
　
　

古
田
島
洋
介

生
」
と
し
て
通
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
不ふ

埒ら
ち

者
が
本
学
科
に
席
を
占
め
る
や
う
な
こ
と

が
あ
つ
て
は
な
る
ま
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
創
刊
第
一
号
か
ら
今
次
第
三
十
号
に
至
る
ま
で
、
本
誌
が
一
貫

し
て
縦
書
き
を
基
本
と
し
て
ゐ
る
こ
と
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
感
慨
を
覚
え
る
。
も
し

執
筆
者
が
横
書
き
を
希
望
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
拒
み
は
し
な
い
。
し
か
し
、
本

誌
の
基
本
的
な
体
裁
を
横
書
き
に
変
更
せ
ん
と
す
る
意
見
が
本
学
科
教
員
か
ら
持
ち

出
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
日
こ
の
と
き
ま
で
一
度
も
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
目
立
た
ぬ
こ

と
な
が
ら
慶
賀
す
べ
き
一
事
と
考
へ
る
。

　

多
少
と
も
日
本
語
の
問
題
に
関
は
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
誰
し
も
『
国
語
学
大
辞

典
』（
東
京
堂
、
一
九
八
〇
年
）
の
恩
恵
を
蒙
つ
た
経
験
が
あ
る
だ
ら
う
。
か
く
言

ふ
私
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
の
『
国
語
学
大
辞
典
』
が
三
十
餘
年
ぶ
り
に
改
訂
さ
れ
、

『
日
本
語
学
大
辞
典
』（
同
、
二
〇
一
八
年
）
と
名
を
改
め
て
新
生
す
る
と
の
報
に
接

し
、
学
科
図
書
室
に
配
置
し
て
学
生
諸
君
の
便
に
も
供
す
べ
く
、
た
だ
ち
に
発
注
に

及
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
配
架
が
完
了
し
た
と
い
ふ
の
で
、
い
ざ
手
に
取
つ
て
み
る
と
、

驚
く
な
か
れ
、
横
書
き
の
左
右
二
段
組
み
。
強
い
衝
撃
を
覚
え
る
と
と
も
に
甚
だ
不

安
に
な
つ
て
、
す
ぐ
さ
ま
「
返
り
点
」
項
を
検
し
て
み
た
。
何
と
と
言
は
う
か
案
の

定
と
言
ふ
べ
き
か
、
碩
学
た
る
小
林
芳
規
氏
の
執
筆
に
係
る
同
項
も
横
書
き
、
レ
点

の
位
置
に
関
す
る
歴
史
的
変
遷
の
説
明
が
「室

町
時
代
に
は
□

✓
□
の
よ
う
に
左

寄
り
と
な
り

」
な
ど
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
誰
が
見
て
も
「
左
寄
り
」
で
は
な
く
「
下

寄
り
」
だ
。
あ
ま
り
に
手
前
勝
手
な
体
裁
で
は
な
い
か
。「
国
語
学
」
を
「
日
本
語

学
」
と
改
称
し
た
の
は
、
ま
だ
し
も
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4
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と
し
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
つ
て
横

書
き
に
改
め
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
だ
ら
う
か
。
国0

語
の
体0

裁
を
乱
す
と
い
ふ
意
味

で
、
こ
れ
で
は
国
体

0

0

紊
乱
の
譏
り
を
免
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

近
時
こ
れ
と
同
じ
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
小
田
勝
『
読
解
の
た
め
の
古
典
文
法
教

室
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
八
年
）
で
あ
る
。
久
し
ぶ
り
に
文
語
文
法
を
復
習
し
、

第
三
十
回
記
念
号
に
寄
せ
て

　

―
　

国
語
の
横
書
き
は
国
体
紊
乱
な
り
　

―
　

古
田
島
洋
介

　

本
誌
も
節
目
の
第
三
十
号
を
迎
へ
る
に
至
つ
た
。
第
一
〜
十
八
号
は
〔
青
梅
校
〕

日
本
文
化
学
部
言
語
文
化
学
科
と
し
て
、
第
十
九
〜
三
十
号
は
〔
日
野
校
〕
人
文
学

部
日
本
文
化
学
科
と
し
て
の
発
刊
で
あ
る
。
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
三
月
刊
行
の

第
一
号
よ
り
足
か
け
三
十
年
、
齢よ

は
ひつ
ひ
に
而じ

立り
つ

に
達
し
た
わ
け
だ
。
ま
づ
は
毎
年
度

末
一
回
の
刊
行
を
間
断
な
く
果
た
し
て
き
た
慶
び
を
関
係
各
位
と
共
に
し
た
い
。

　

第
二
十
号
以
来
、
本
学
科
の
人
員
に
は
些
少
の
波
が
生
じ
た
。
平
成
二
十
五
年

（
二
〇
一
三
）
三
月
末
を
以
て
上
原
麻
有
子
が
退
職
、
京
都
大
学
へ
転
出
し
た
。
ま

た
、
同
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
十
一
月
に
は
、
病
を
得
て
ゐ
た
三
橋
正
が
薬
石
効

な
く
夭
逝
、
こ
れ
は
教
員
の
み
な
ら
ず
、
学
生
た
ち
に
と
つ
て
も
大
き
な
衝
撃
で
あ

つ
た
。
そ
の
後
、
両
名
に
代
は
つ
て
同
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
四
月
よ
り
向
後
恵

里
子
が
、
同
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
四
月
よ
り
芳
澤
元
が
学
科
教
員
に
名
を
列
ね
、

幸
ひ
総
勢
十
名
の
教
学
態
勢
は
維
持
し
て
ゐ
る
。
柴
田
雅
生
・
田
村
良
平
・
勝
又

基
・
青
山
英
正
・
内
海
敦
子
の
面
々
が
旧
に
変
は
ら
ぬ
熱
意
を
以
て
研
究
に
精
励
し

て
ゐ
る
の
は
、
何
よ
り
も
頼
も
し
い
こ
と
だ
。
今
後
、
数
年
の
あ
ひ
だ
に
服
部
裕
・

前
田
雅
之
そ
し
て
私
が
定
年
退
職
を
迎
へ
る
と
は
い
へ
、「
自
ら
の
研
究
を
基
盤
と

し
て
授
業
を
行
ふ
」
と
い
ふ
本
学
科
の
基
本
方
針
は
、
将
来
に
わ
た
つ
て
保
ち
続
け

て
も
ら
へ
る
も
の
と
思
ふ
。
勤
務
先
で
の
み
、
い
や
、
教
室
に
お
い
て
の
み
「
先
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
三
十
号　

二
〇
二
二
年

を
取
り
、
図
に
乗
つ
た
文
科
省
が
一
気
に
国
語
科
教
科
書
の
全
面
的
な
横
書
き
化
を

図
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
こ
こ
を
先
途
と
ば
か
り
に
追
随
す
る
と
い
ふ
例
の
戦
後
の

国
語
国
字
改
悪0

と
同
じ
図
式
が
再
現
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
愚
行
に
は
模
倣

者
が
附
き
も
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
や
う
な
節
目
の
生
き
証
人
に
な
ら
ぬ
こ
と
を
願

つ
て
已や

ま
な
い
。

改
め
て
知
識
を
固
め
て
お
か
う
と
思
ひ
立
つ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
小
田
氏
の
一
書
は
書

名
に
「
大
学
生
・
古
典
愛
好
家
へ
贈
る
」
と
の
字
句
が
冠
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
素

人
に
は
百
人
力
と
勢
ひ
込
ん
で
発
注
・
購
入
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
物
を
開
い
て
み

る
と
、
わ
あ
、
横
書
き
で
は
な
い
か
。
も
し
か
す
る
と
英
訳
な
ど
と
比
較
す
る
便
宜

上
、
敢
へ
て
横
書
き
に
し
た
の
か
と
思
つ
て
ペ
ー
ジ
を
め
く
つ
て
み
た
が
、
ど
う
や

ら
さ
う
で
は
な
い
や
う
だ
。
内
容
は
期
待
ど
ほ
り
の
充
実
ぶ
り
、
精
緻
な
記
述
に
教

へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
少
な
か
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
感
謝
の
二
字
な
の
だ
が
、
和
歌
や
『
源

氏
物
語
』
を
横
書
き
で
読
ま
さ
れ
る
違
和
感
だ
け
は
、
ど
う
に
も
拭
ひ
が
た
い
。

　

事
横
書
き
に
及
べ
ば
、
看
過
ご
す
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
の
が
、
い
か
に
も
軽
薄
な
横

書
き
《
聖
書
》（
新
共
同
訳 

ハ
ン
デ
ィ
バ
イ
ブ
ル
、
二
〇
一
二
年
）
で
あ
る
。
も
と

よ
り
口
語
体
の
《
聖
書
》
な
ど
有
り
難
く
も
何
と
も
な
い
が
、
加
へ
て
横
書
き
と
な

る
と
、
も
は
や
何
を
か
言
は
ん
や
だ
。『
マ
タ
イ
伝
福
音
書
』
五
〜
七
の
〈
山
上
の

垂
訓
〉
で
繰
り
返
さ
れ
る
文
語
訳
「
我
は
汝な

ん
ぢら

に
告
ぐ
」
が
横
倒
し
の
口
語
訳
「わ

た
し
は
言
っ
て
お
く

」
で
は
、「
勝
手
に
言
つ
て
な
」
と
悪
態
を
つ
き
た
く
も
な
る
。

文
語
訳
「
狭
き
門
よ
り
入い

れ
」（
七-

13
）
が
蟹
行
の
口
語
訳
に
変
じ
て
「狭

い
門
か

ら
入

は
いり

な
さ
い

」
と
来
た
の
で
は
、「
や
〜
だ
よ
」
と
ひ
ね
く
れ

4

4

4

4

根
性
を
起
こ
す
の

も
無
理
か
ら
ぬ
話
で
あ
ら
う
。

　

漢
字
の
本
家
本
元
で
あ
つ
た
中
国
も
、
ほ
ぼ
ハ
ン
グ
ル
専
用
に
切
り
換
へ
た
韓
国

も
、
今
日
で
は
古
典
作
品
で
さ
へ
横
書
き
が
幅
を
利
か
せ
て
ゐ
る
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
、

固
有
文
字
字チ

ユ
ノ
ム喃
な
ぞ
は
る
か
昔
の
夢
物
語
、
今
や
ロ
ー
マ
字
で
綴
る
横
書
き
一
辺
倒

だ
。
か
つ
て
漢
字
文
化
圏
を
形
成
し
て
ゐ
た
東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
、
な
ほ
も
縦
書
き

を
固
守
し
て
ゐ
る
の
は
、
独
り
我
が
日
本
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
が
時
代
の
趨
勢
に
乗

り
遅
れ
た
頑
迷
固
陋
の
旧
套
墨
守
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
孤
塁
を
堅
持
せ

ん
と
す
る
文
化
的
独
立
性
の
証
明
と
な
る
の
か
、
い
づ
れ
遠
か
ら
ず
決
着
が
つ
く
こ

と
だ
ら
う
。
お
そ
ら
く
は
、
教
育
家
な
ら
ぬ
教
育
屋0

た
ち
が
屁
理
屈
を
こ
ね
て
音
頭


