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柿

本

奨

教

授

を

送

る

田

中

今
度
柿
本
教
授
が
停
年
退
官
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
月
並
な
言
葉
で
は
あ
る
が
、
鳥
兎
勿
々
の
感
を
深
く
す
る
。
こ
の
長
い
年
月
尽
澪
さ
れ

た
職
務
に
一
区
切
り
を
つ
け
る
番
が
教
授
の
上
に
も
め
ぐ
つ
て
き
た
こ
と
は
、
平
生
健
康
で
若
々
し
い
御
風
貌
、
挙
上
に
な
れ
て
ゐ
る
私
ど
も

に
は
ち
よ
つ
と
信
じ
に
く
い
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
ま
立
派
に
区
切
り
を
お
つ
け
に
な
つ
た
こ
と
を
、
何
は
お
き
お
喜
び
申
し
あ
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
改
め
て
御
年
譜
を
繰
る
と
大
阪
教
育
大
学
か
ら
本
学
に
来
任
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
六
年
の
四
月
で
あ
る
か
ら
、
ち
よ
う
ど
八

年
の
歳
月
が
私
ど
も
の
上
を
過
ぎ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
よ
り
以
上
に
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
同
僚
と
い
ふ
こ
と
の
有
難
さ
で
う

か
う
か
と
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、
そ
の
報
い
を
感
じ
る
。

報
い
と
い
へ
ば
、
い
つ
も
正
身
の
教
授
が
傍
に
在
り
、
こ
れ
ほ
ど
確
実
な
こ
と
は
な
い
と
い
ふ
安
心
か
ら
、
秀
抜
な
御
業
績
の
数
々
を
、
ひ

と
た
び
は
そ
の
人
を
離
れ
て
学
び
と
る
と
い
ふ
当
然
の
努
力
を
欠
い
た
た
め
に
、
何
ほ
ど
教
授
の
学
問
を
理
解
し
て
ゐ
る
か
と
間
は
れ
る
と
、

返
す
言
葉
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
卒
業

・
修
士
論
文
の
審
査
や
学
生
の
研
究
発
表
会
の
席
上
な
ど
で
、
綿
密
に
下
読
み
さ
れ
、
ま
た
聴

取
さ
れ
た
挙
旬
の
意
見
を
、
懇
切
か
つ
的
確
な
言
葉
で
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
仮
借
の
な
い
舌
鋒
で
述
べ
ら
れ
る
の
に
接
し
て
は
、
い
つ
し
か
教

授
の
学
問
の
片
鱗
、
い
や
大
概
を
窺
知
し
え
た
と
思
ふ
に
至
つ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
が
私
に
安
心
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
か
せ
た
理
由

裕



で
あ
つ
た
と
い
へ
ば
、
盗
人
何
と
か
の
謗
り
を
受
け
る
で
あ
ら
う
か
。

先
頃
神
戸
大
学
の
根
来
教
授
が
、
そ
の
影
印
さ
れ
た
藤
井
高
尚
の

「消
息
文
例
」
の
解
説
の
中
で
、
嘗
て
柿
本
教
授
が
高
尚
に
つ
い
て
書
か

れ
た
文
章
を
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
拝
見
し
て
感
銘
を
覚
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「作
品
を
読
む
事
を
す
べ
て
と
す
る
作
品
へ
の
高
尚
の

傾
到
ぶ
り
」
を
讃

へ
ら
れ
、

「
そ
の
余
念
の
無
い
心
が
読
み
込
ん
だ
注
釈
と
な

っ
て
現
わ
れ
、　
そ
の
間
に
み
な
ぎ
る
気
塊
は
説
の
当
否
を
越
え

て
こ
ち
ら
に
伝
わ

っ
て
来
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
が
、
私
は
か
う
語
ら
れ
て
ゐ
る
高
尚
の
学
問
の
風
を
景
慕
す
る
と
と
も
に
、
教
授
が
ほ
と

ん
ど
自
分
を
語
つ
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
錯
覚
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
が
も
し
も
し
教
授
の

学
問
の
風
に
つ
い
て
印
象
を
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
答

へ
た
い
と
思
ふ
ま
さ
に
そ
の
答
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
ふ
思
ひ
に
浸
つ
た
。

そ
の
風
は
は
や
く
御
資
質
に
発
す
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
長
い
研
究
生
活
の
中
で
選
択
し
、
見
出
し
、
か
つ
体
得
さ
れ
た

も
の
で
あ
つ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
そ
れ
は
身
に
付
い
て
ほ
と
ん
ど
御
性
と
な
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
か
う
申
し
て
も
研
究
室
を

共
に
す
る
機
会
は
な
か
つ
た
の
で
、
限
ら
れ
た
教
師
生
活
の
範
囲
で
さ
へ
存
じ
あ
げ
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
し
か
し
何
時
ど
の
や
う
な
用
事
で

お
目
に
か
か
つ
て
も
眼
前
に
在
る
の
は
か
う
い
ふ
風
格
の
教
授
で
あ
つ
て
、
常

に
真
摯
無
雑
な
方
で
あ
つ
た
。

御
退
官
に
よ
つ
て
、
と
り
わ
け
専
門
と
さ
れ
た
中
古
の
分
野
は
空
白
と
な
り
、
し
ば
ら
く
私
ど
も
は
途
方
に
暮
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
教

授
は
お
そ
ら
く
不
得
意
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
雑
務
か
ら
解
放
さ
れ
、
い
よ
い
よ
暢
び
や
か
な
足
ど
り
で
わ
が
道
を
行
か
れ
る
で
あ
ら
う
。
本

当
に
お
喜
び
申
し
あ
げ
た
い
の
は
こ
の
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
も
南
山
の
寿
を
願
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。

こ
の
号
は
餞
別
の
意
を
こ
め
て
編
ま
れ
た
も
の
で
、
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
御
笑
覧
に
供
し
た
い
。
執
筆
は
本
学
で
親
し
く
御
指
導
を

受
け
た
者
、
そ
れ
も
文
学
関
係
に
限
つ
た
が
、
期
日
を
守
る
必
要
か
ら
収
め
え
な
か
つ
た
寄
稿
も
あ
り
、
心
残
り
は
あ
る
。




