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藤
田
貞
一
郎
先
生
を
追
慕
す
る

宇　

佐　

美　

英　

機

　

同
志
社
大
学
名
誉
教
授
・
経
済
学
博
士
の
藤
田
貞
一
郎
先
生
は
、

二
〇
一
五
年
六
月
一
三
日
、
不
帰
の
客
と
な
ら
れ
た
。
こ
こ
数
年
は
、

脳
梗
塞
の
後
遺
症
に
よ
る
障
害
を
患
い
な
が
ら
も
、
日
々
の
読
書
と

リ
ハ
ビ
リ
に
励
ま
れ
て
い
た
。
体
調
の
良
い
時
に
は
研
究
会
に
も
姿

を
見
せ
ら
れ
、
弛
む
こ
と
な
く
論
文
や
書
評
の
執
筆
を
さ
れ
て
い
た

の
で
、
急
逝
の
報
せ
を
今
も
っ
て
冷
静
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
で
い
る
。

　

先
生
は
、
一
九
三
四
年
一
二
月
〔
注
〕に
朝
鮮
平
壌
に
て
呱
々
の
声
を
あ

げ
ら
れ
、
新
義
州
に
て
幼
年
時
代
を
過
ご
さ
れ
た
。
生
家
は
時
計
・

宝
飾
・
楽
器
店
を
営
ん
で
お
ら
れ
た
よ
う
で
、
一
九
三
八
年
版
の

『
新
義
州
商
工
案
内
』
に
よ
れ
ば
、「
藤
田
商
会
時
計
部
・
藤
田
商
会

楽
器
部
」
は
常
磐
町
九
番
地
に
あ
り
、
支
店
は
鎮
南
浦
三
和
町
に

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
当
地
で
は
二
番
目
に
大
き
な
時
計
・
宝

飾
・
楽
器
店
で
あ
っ
た
こ
と
も
営
業
税
額
か
ら
判
明
す
る
。
し
か
し
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
と
も
な
い
、
新
義
州
か
ら
日
本
に
引
き

揚
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
先
生
は
ご
母
堂
と
と
も
に
徒
歩
で
三
八
度

線
を
越
え
て
来
た
が
、
途
中
で
略
奪
者
に
襲
わ
れ
る
と
か
、
危
険
な

目
に
遭
う
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
、
生
前
に
話
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
古
山
高
麗
雄
の
『
小
さ
な
市
街
図
』
と
い
う
小
説
が
新
義
州

を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
建

物
や
風
景
を
懐
か
し
が
っ
て
お
ら
れ
た
。

　

帰
国
後
は
大
阪
府
泉
南
郡
淡
輪
に
住
ま
い
さ
れ
、
長
じ
て
一
九
五
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四
年
に
和
歌
山
大
学
経
済
学
部
に
進
学
さ
れ
た
。
和
歌
山
大
学
で
は
、

安
藤
精
一
先
生
の
も
と
で
経
済
史
の
指
導
を
う
け
ら
れ
た
後
、
一
九

五
八
年
に
大
阪
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
へ
進
学
さ
れ
て
、
宮
本

又
次
先
生
の
門
下
生
と
な
ら
れ
た
。
大
学
院
進
学
に
際
し
て
は
、
東

北
大
学
で
中
村
吉
治
先
生
の
指
導
を
仰
ご
う
と
も
考
え
ら
れ
た
そ
う

だ
が
、
安
藤
先
生
の
助
言
に
し
た
が
っ
て
大
阪
大
学
に
進
学
す
る
こ

と
に
決
め
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
三
年
に
博
士
課
程
を

終
え
ら
れ
、
松
山
商
科
大
学
経
済
学
部
講
師
・
助
教
授
と
し
て
お
勤

め
の
後
、
一
九
六
八
年
に
同
志
社
大
学
商
学
部
助
教
授
に
転
任
さ
れ
、

二
〇
〇
五
年
三
月
に
定
年
退
職
を
迎
え
ら
れ
、
名
誉
教
授
と
な
ら
れ

た
。

　

先
生
の
ご
研
究
は
、
近
世
経
済
思
想
に
関
わ
る
文
献
の
渉
猟
と
一

次
史
料
の
発
掘
か
ら
出
発
さ
れ
た
。
こ
の
成
果
は
、
後
に
『
近
世
経

済
思
想
の
研
究
─
「
国
益
」
思
想
と
幕
藩
体
制
─
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
六
年
）
と
し
て
公
刊
さ
れ
、
同
書
に
よ
り
一
九
六
七
年
に
経

済
学
博
士
の
学
位
を
得
ら
れ
た
。
こ
の
著
作
の
研
究
史
上
の
最
大
の

功
績
は
、
近
世
社
会
に
「
御
救
」
と
「
国
益
」
の
思
想
を
見
い
だ
し
、

経
済
史
の
問
題
と
し
て
初
め
て
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
著
作
は
必
ず
し
も
評
価
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の

学
界
は
紋
切
り
型
の
階
級
闘
争
史
観
が
全
盛
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で

公
に
さ
れ
た
著
書
は
、「
近
代
化
論
」
だ
と
い
う
批
評
や
領
主
階
級

の
「
御
救
」
政
策
を
評
価
し
な
い
と
い
う
、
概
念
先
行
の
分
析
方
法

に
固
執
す
る
研
究
者
の
批
判
に
晒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先

生
は
、
こ
の
よ
う
な
評
価
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
地
道
に
各
地
で
近

世
史
料
を
博
捜
さ
れ
る
と
と
も
に
、
明
治
期
の
「
建
白
書
」
を
も
読

み
込
み
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
「
国
益
」
思
想
の
成
立
と
展
開
の

あ
り
方
を
追
求
さ
れ
、
知
見
を
論
文
に
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

先
生
の
研
究
が
日
本
近
世
史
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

著
書
公
刊
か
ら
二
〇
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
近
世
社
会

に
お
け
る
「
仁
政
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
高
く
評
価
さ
れ
始
め
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
よ
う
や
く
に
近
世
史
研
究
が
先
駆
的
業
績

に
追
い
つ
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
際
、
先
生
の
研
究
を
端
緒
的
、
古

典
的
研
究
だ
と
指
摘
す
る
者
も
み
ら
れ
た
が
、
本
末
転
倒
の
と
ら
え

方
だ
と
、
私
は
そ
れ
ら
の
発
言
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
近
世
史
研
究

者
が
国
益
思
想
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
思
想
が
社
会
の
ど

の
階
層
や
ど
の
よ
う
な
関
係
性
か
ら
成
立
す
る
の
か
、
と
い
う
点
で

藩
国
家
の
枠
組
み
を
重
視
し
た
先
生
と
民
間
社
会
で
の
自
生
的
な
生

長
を
重
視
す
る
研
究
者
と
見
解
の
相
違
は
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
結
論

が
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
先
生
が
切
り
開
か
れ
た
研
究
が
こ
れ

か
ら
も
深
化
す
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
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議
論
が
活
性
化
し
た
こ
と
を
、
先
生
は
心
か
ら
喜
ば
れ
て
い
た
。
そ

れ
は
と
も
あ
れ
、
先
生
の
息
の
長
い
研
究
は
、
改
め
て
『
国
益
思
想

の
系
譜
と
展
開
─
徳
川
期
か
ら
明
治
期
へ
の
歩
み
─
』（
清
文
堂
、

一
九
九
八
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
後
学
の
者
に
と
っ
て
指
針
と

な
る
作
品
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
先
生
の
研
究
の
も
う
一
つ
の
柱
は
、
生
鮮
食
料
品
市
場
と

同
業
組
合
の
歴
史
を
交
差
さ
せ
て
史
実
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

中
央
卸
売
市
場
・
公
設
市
場
を
制
度
史
的
に
明
ら
か
に
し
、
同
時
に

同
業
組
合
と
の
関
係
性
を
説
く
と
い
う
斬
新
な
視
点
を
近
代
経
済
史

研
究
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
、『
近
代
生
鮮
食
料

品
市
場
の
史
的
研
究
─
中
央
卸
売
市
場
を
め
ぐ
っ
て
─
』（
清
文
堂
、

一
九
七
二
年
）、『
近
代
日
本
同
業
組
合
史
論
』（
清
文
堂
、
一
九
九
五

年
）
と
し
て
江
湖
に
問
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
つ
の
研
究
の
柱
と

な
っ
た
テ
ー
マ
を
『
近
代
日
本
経
済
史
研
究
の
新
視
角
─
国
益
思

想
・
市
場
・
同
業
組
合
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
─
』（
清
文
堂
、
二
〇

〇
三
年
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
生
鮮
食
料
品
市
場
・
公
設
市
場
の
歴
史
に
関
わ
っ
て
は
、

一
九
八
四
年
に
「
市
場
史
研
究
会
」
を
中
村
勝
先
生
と
と
も
に
立
ち

上
げ
、
初
代
の
代
表
世
話
人
と
し
て
斯
学
の
発
展
と
後
学
の
研
究
者

の
育
成
に
尽
力
さ
れ
た
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
会
誌
の

創
刊
号
（
一
九
八
五
年
）
に
は
、「
一
般
的
な
概
念
規
定
を
先
行
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
歴
史
的
な
生
活
実
態
の
検
討
の
な
か
か
ら

共
通
の
研
究
基
盤
を
形
成
し
得
る
と
い
う
立
場
を
と
り
た
い
」
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
実
証
を
重
ん
じ
ら
れ
た
先
生
の
姿
を
彷
彿
さ
せ
る

言
葉
で
あ
る
。
処
女
作
か
ら
一
貫
し
て
概
念
先
行
の
分
析
方
法
に
対

し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
続
け
た
表
白
と
い
え
よ
う
。

　

先
生
が
「
こ
れ
が
最
後
の
学
会
へ
の
出
席
」
だ
と
、
病
躯
を
押
し

て
参
加
さ
れ
た
の
は
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
市

場
史
研
究
会
第
六
二
回
大
会
（
於
・
滋
賀
大
学
経
済
学
部
）
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
夜
の
懇
親
会
に
も
出
席
さ
れ
、
会
員
の
前
で
現
在
進
め

て
い
る
研
究
と
今
後
の
抱
負
を
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
当

日
に
出
席
し
て
い
た
者
に
と
っ
て
、
先
生
の
訃
報
は
驚
天
動
地
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
に
ご
家
族
か
ら
お
伺
い
し
た
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
先
生
が
そ
の
日
に
外
出
さ
れ
た
の
は
奇
跡
的
な
こ
と
で
、

と
て
も
出
か
け
ら
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
先
生
は
、
ご
自
身
が
手
塩
に
か
け
て
育
て
上
げ
た
市
場
史
研
究
会

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
会
員
の
諸
氏
に
最
後
の
別
れ
を
告
げ
る
覚
悟
で

お
越
し
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
今
更
な
が
ら
で
は
あ
る
が
痛

惜
に
堪
え
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
史
料
と
格
闘
す
る
中
で
研
究
者
と
し
て
の
力
量
を
高
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め
る
と
い
う
の
は
、
先
生
が
自
ら
率
先
し
て
私
た
ち
を
導
く
教
育
方

針
で
あ
っ
た
。
歴
史
学
は
史
料
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
視
点

を
変
え
た
時
に
は
ど
の
よ
う
な
結
論
が
可
能
な
の
か
、
複
眼
的
に
、

ま
た
長
い
時
間
軸
で
と
ら
え
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を

論
文
で
示
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
し
い
史
料
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
る
機
会
と
な
る
自
治
体
編
纂
事
業
や
行
政
か
ら
の
調
査
依
頼
も
決

し
て
断
る
こ
と
な
く
引
き
受
け
ら
れ
た
。
学
術
的
に
得
ら
れ
た
知
見

を
市
民
に
平
易
に
還
元
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
研
究
者
の
社
会
貢
献

の
一
環
だ
と
す
れ
ば
、
研
究
書
以
外
の
執
筆
に
も
注
力
さ
れ
た
姿
も

思
い
起
こ
さ
れ
る
。

　

先
生
が
編
纂
・
執
筆
に
関
わ
ら
れ
た
自
治
体
史
に
は
、
大
阪
府
泉

南
市
史
、
和
歌
山
県
田
辺
市
史
、
滋
賀
県
八
日
市
市
史
・
新
修
大
津

市
史
・
五
個
荘
町
史
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
大
阪
市
や
京
都
市
の
中
央

卸
売
市
場
史
の
執
筆
や
『
伏
見
酒
造
組
合
一
二
五
年
史
』（
伏
見
酒

造
組
合
、
二
〇
〇
一
年
）
に
も
参
画
・
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

『
京
都
町
触
集
成
』
全
一
五
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
～
一
九
八
九

年
）
の
う
ち
の
一
巻
も
校
正
担
当
さ
れ
、
重
責
を
担
わ
れ
た
。

　

晩
年
の
先
生
は
、
身
体
と
発
声
に
麻
痺
が
残
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

外
出
は
避
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
ら
れ
、
リ
ハ
ビ
リ
に
努
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
時
間
に
は
英
独
仏
の
新
聞
か
ら
始
ま
り
、
多

く
の
原
書
・
研
究
書
に
目
を
通
さ
れ
る
毎
日
で
あ
っ
た
。
購
入
さ
れ

て
い
た
書
籍
で
未
読
の
も
の
を
順
序
よ
く
読
み
進
め
ら
れ
、
研
究
史

の
サ
ー
ベ
イ
が
不
足
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
著
作
に
は
、
書
評
・
論

評
の
形
で
考
え
を
公
表
さ
れ
続
け
た
。
近
年
に
至
り
書
評
や
論
評
を

執
筆
さ
れ
る
際
に
は
、
周
辺
に
い
る
私
を
含
め
た
教
え
子
や
ご
子
息

に
対
し
て
、
ご
自
身
の
批
判
の
内
容
が
的
を
射
て
い
る
か
、
あ
る
い

は
論
理
的
に
整
合
し
て
い
る
か
確
か
め
な
が
ら
筆
を
進
め
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
い
つ
も
誠
実
な
態
度
で
研
究
に
向
き
合
っ
て
お
ら
れ
た

こ
と
が
印
象
深
い
。

　

先
生
が
最
後
の
書
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
、『「
領
政
改
革
」

概
念
の
提
唱
─
訓
詁
学
再
考
─
』（
清
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
で
あ
っ

た
。
本
書
で
は
「
幕
藩
制
」
と
い
う
学
術
用
語
で
議
論
さ
れ
る
こ
と

の
問
題
点
を
指
摘
し
、
史
料
用
語
に
即
し
た
研
究
を
重
視
す
る
立
場

を
鮮
明
に
さ
れ
た
。「
藩
政
」
は
「
領
政
」
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
史

料
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
ど
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

同
書
で
は
、「
領

政
改
革
」
概
念
の
提
唱
（
一
章
）・
近
代
日
本
臣
民
国
家
の
成
立
（
二

章
）・
訓
詁
学
再
考
（
三
章
）・
近
世
城
下
町
の
生
鮮
食
料
品
市
場

（
四
章
）・
明
治
前
期
「
国
益
」
思
想
追
跡
行
の
一
里
塚
（
五
章
）
と

い
う
章
題
を
立
て
ら
れ
た
こ
と
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
先
生
が
生

涯
に
わ
た
っ
て
論
及
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
第
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一
章
は
書
名
と
同
じ
な
の
だ
が
、
そ
の
副
題
が
「
近
代
日
本
国
民
国

家
形
成
史
の
一
齣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
生
は
近
代
日
本
国
家
の
形

成
史
に
強
く
惹
か
れ
て
お
ら
れ
た
。
日
本
が
国
民
国
家
で
は
な
く
、

臣
民
国
家
と
し
て
成
立
し
た
と
と
ら
え
、
史
料
用
語
に
こ
だ
わ
り
な

が
ら
歴
史
的
推
移
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

先
生
が
執
筆
さ
れ
た
最
後
の
作
品
は
、
奇
し
く
も
本
誌
一
八
号
に

掲
載
さ
れ
た
纐
纈
厚
『
日
本
降
伏
─
迷
走
す
る
戦
争
指
導
の
果
て
に

─
』
の
書
評
で
あ
っ
た
。
晩
年
に
日
本
の
戦
争
と
近
代
天
皇
制
国
家

体
制
を
解
明
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
れ
た
の
は
、
自
ら
が
三
八
度
線

を
徒
歩
で
越
え
ら
れ
帰
国
し
た
と
い
う
原
体
験
に
よ
る
の
で
は
な
い

か
と
私
は
推
測
し
て
い
る
が
、
今
と
な
っ
て
は
伺
う
こ
と
は
叶
わ
な

い
の
が
残
念
で
あ
る
。
ま
た
、
ご
自
身
が
提
唱
さ
れ
た
分
析
視
角
が
、

こ
れ
か
ら
の
研
究
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
自
ら

確
か
め
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、
先
生
は
生
前
に
語
り
た
か
っ
た
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
は
活

字
に
さ
れ
た
。
再
度
、
近
世
史
研
究
に
取
り
組
む
意
欲
を
お
持
ち
で

あ
っ
た
が
、
最
後
の
著
作
を
出
さ
れ
る
時
に
、「
言
い
た
い
こ
と
は
、

み
な
書
い
た
か
ら
」
と
仰
っ
て
い
た
の
で
、
心
残
り
は
余
り
な
か
っ

た
と
信
じ
た
い
。　

　

四
〇
年
以
上
も
先
生
の
近
く
で
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
こ

の
間
、
先
生
が
他
人
を
誹
る
言
葉
を
口
に
さ
れ
る
こ
と
を
一
度
も
見

た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
決
し
て
悪
口
を
仰
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
姿

勢
は
生
涯
を
通
し
て
守
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
謹
厳
実
直
な
先
生
で

は
あ
っ
た
が
、
ご
家
族
の
こ
と
も
い
つ
も
心
に
留
め
て
お
ら
れ
た
。

「
退
職
し
た
ら
家
内
に
採
譜
し
て
も
ら
っ
て
、
全
国
に
残
っ
て
い
る

古
い
唄
を
集
め
た
い
」
と
仰
っ
て
い
た
。
ピ
ア
ノ
に
堪
能
な
奥
様
と
、

歌
う
こ
と
が
お
好
き
で
あ
っ
た
先
生
ら
し
い
な
ぁ
と
、
思
っ
た
も
の

で
あ
る
。
奥
様
も
先
生
の
後
を
追
う
よ
う
に
二
ヶ
月
後
に
黄
泉
路
に

旅
立
た
れ
た
が
、
先
生
の
夢
の
お
手
伝
い
に
行
か
れ
た
の
だ
ろ
う
と
、

私
は
自
分
を
納
得
さ
せ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ス
ペ
イ
ン
へ
旅
行
さ
れ
た
時
に
は
、
真
っ
先
に
お
嬢
様
へ

の
お
土
産
を
購
入
さ
れ
た
と
伺
っ
た
こ
と
も
あ
る
。「
忘
れ
た
ら
あ

か
ん
と
思
っ
た
か
ら
」
と
い
う
の
が
理
由
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
が
、

せ
っ
か
ち
だ
っ
た
先
生
ら
し
い
。
ご
子
息
が
研
究
者
と
な
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
時
々
に
ご
子
息
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
雑
誌
や

抜
き
刷
り
を
渡
さ
れ
、「
一
度
読
ん
で
感
想
を
聞
か
せ
て
」
と
い
う

ご
依
頼
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
門
外
漢
の
専
門
分
野
な
の
で
、
こ
れ

に
は
い
さ
さ
か
困
っ
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
は
外
国
に
住
む
二
人
の

お
孫
さ
ん
の
成
長
を
楽
し
み
に
し
て
い
て
、
会
い
に
行
く
こ
と
や
日
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本
に
来
ら
れ
る
時
を
心
待
ち
に
し
て
お
ら
れ
た
。
病
に
襲
わ
れ
た
後

に
、「
も
う
飛
行
機
に
は
乗
れ
ん
か
ら
」
と
悲
し
い
顔
を
さ
れ
た
時

は
胸
が
詰
ま
っ
た
。

　

社
会
的
立
場
の
弱
い
者
に
心
を
寄
せ
、
学
問
を
愛
し
、
学
生
を
愛

し
、
家
族
を
愛
し
、
お
元
気
な
時
に
は
「
我
な
お
斗
酒
を
辞
せ
ず
」

と
仰
っ
て
駄
洒
落
も
飛
ば
さ
れ
て
い
た
先
生
と
席
を
と
も
に
す
る
こ

と
は
、
も
は
や
叶
わ
な
く
な
っ
た
の
が
淋
し
い
。
今
は
た
だ
ご
冥
福

を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

〔
注
〕　

戸
籍
上
の
一
九
三
五
年
二
月
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
晩
年
の
藤

田
貞
一
郎
先
生
の
ご
意
向
に
従
い
本
来
の
生
年
月
を
記
す
。

（
う
さ
み
　
ひ
で
き
・
滋
賀
大
学
経
済
学
部
教
授
）


