
Title 田中裕教授を送るにあたって

Author(s) 信多, 純一

Citation 語文. 1981, 38, p. 1-2

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68672

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University





田
中
裕
教
授
を
送
る
に
あ
た
っ
て

日
中
裕
先
生
は
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
、
大
阪
大
学
文
学
部
創
設
と
共
に
発
足
し
た
ば
か
り
の
国
文
学
科
助
教
授
と
し
て
、
甲
南
高
校
よ
り
赴
任
さ
れ
、
以
来
三

十
年
有
余
、
か
つ
て
校
庭
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
の
今
や
亭
亭
た
る
ご
と
く
、
国
文
学
科
を
大
き
く
お
育
て
に
な
り
御
退
官
の
期
を
迎
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
永

き
歳
月
の
間
、
教
育
に
研
究
に
精
励
さ
れ
、
大
学
紛
争
に
入
る
や
学
部
長
に
推
さ
れ
、
ま
た
人
間
科
学
部
分
離
後
の
文
学
部
緊
急
整
備
の
重
責
を
に
な
い
、
再
度
の

学
部
長
に
乞
わ
れ
て
御
就
任
、
美
学
科
の
増
設
、
大
学
院
日
本
学
専
攻
設
立
に
尽
率
さ
れ
、
そ
の
御
退
体
の
日
を
目
前
に
さ
れ
て
い
る
。

先
生
の
御
退
官
を
も
っ
て
、
わ
が
国
文
学
科
は
そ
の
草
創
期
を
力
を
合
せ
て
乗
り
こ
え
て
こ
ら
れ
た
先
生
方
す
べ
て
を
お
送
り
し
、
新
た
な
世
代
に
入
ろ
う
と
す

る
。
そ
の
後
を
継
ぐ
者
の
一
人
と
し
て
、
感
慨
ま
た
一
入
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
任
の
重
き
を
痛
感
し
て
い
る
。

さ
て
、
今
こ
こ
に
先
生
を
送
る
の
辞
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
、
は
た
と
筆
が
止
り
困
惑
し
き
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
生
の
下
に
十
三
年
間
、
助
教
授
を
つ
と
め

て
き
た
私
で
あ
る
が
、
先
生
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
れ
は
ど
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
、
今
あ
ら
た
め
て
気
付
い
た
か
ら
で
あ
る
。
先
生
の
学
問
に
つ
い
て
、
ま
た

そ
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
、
実
は
何

一
つ
存
じ
上
げ
て
い
な
い
こ
と
に
愕
然
と
し
て
い
る
。
転
任
直
後
、
た
ち
ま
ち
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
定
期
券
を
こ
れ
ほ
ど
有

効
に
使
用
し
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
に
連
日
出
勤
し
、
深
夜
ま
で
杯
を
手
に
お
互
い
に
語
り
合
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
に
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
二
人
の
間

で
学
問
の
話
を
交
し
た
こ
と
は
皆
無
に
等
し
い
こ
と
を
知
る
。
さ
ら
に
先
生
の
人
と
な
り
に
し
て
も
、
そ
の
奥
深
い
と
こ
ろ
を
何

一
つ
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
気
付
く
の
で
あ
る
。

と
は
申
せ
、
永
い
お
つ
き
あ
い
の
間
に
、
そ
の
人
と
な
り
の
相
の
幾
つ
か
に
は
触
れ
得
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
先
ず

一
番
に
先
生
は
日
常
よ
く
物
忘
れ
を

な
さ
る
。
今
日
の
時
間
を
お
忘
れ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
研
究
室

一
同
で
よ
く
や
き
も
き
し
た
こ
と
で
あ
る
。
思
索
に
耽
り
、
遠
く
を
見
つ
め
ら
れ
て

日
常
鎖
事
な
ど
に
意
を
用
い
ら
れ
な
い
顕
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
現
実
的
で
な
い
の
か
と
思
う
と
、
学
部
長
と
し
て
示
さ
れ
た
そ
の
手
腕
の
程
は
き
わ
立
っ
た

も
の
が
あ
り
、
総
長
候
補
に
も
再
度
推
さ
れ
た
記
憶
は
今
も
事
新
し
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
先
生
の
人
柄
の
ま
ま
に
、
人
と
の
出
会
い
が
あ
り
、
人
に
助
け
ら
れ
、

時
の
機
を
得
ら
れ
て
の
、
聴
分
の
な
せ
る
わ
ざ
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。



先
生
は
ま
た
、
人
前
で
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
極
端
に
い
や
が
ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
よ
う
に
人
の
そ
れ
を
聞
か
さ
れ
る
の
も
お
い
や
の
よ

う
で
あ
る
。
国
文
の
旅
行
な
ど
で
土
地
の
案
内
が
始
ま
る
と
、
ふ
い
と
そ
の
場
を
離
れ
て
辺
を
道
遜
さ
れ
る
。
福
井
県
平
泉
寺
で
、　
一
老
人
が
庫
裡
か
ら
現
わ
れ
、

求
め
ら
れ
ず
し
て
説
明
を
始
め
た
時
も
そ
う
で
あ
っ
た
。　
一
人
離
れ
て
か
た
わ
ら
を
見
る
先
生
に
老
人
の
一
喝
が
と
ん
だ
。
こ
れ
が
先
生
御
自
身
も
今
も
話
題
に
さ

れ
る
平
泉
澄
氏
と
の
な
つ
か
し
い
出
会
い
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
先
生
の
姿
の
か
げ
に
、
私
な
ど
先
生
の
は
じ
ら
い
、
人
に
す
ぐ
れ
た
感
覚
の
鋭
さ
を
感
得
す
る
。

人
と
の
関
係
、
自
他
の
こ
と
ば
に
対
す
る
感
覚
が
、
先
生
を
し
て
居
た
た
ま
れ
ぬ
思
い
に
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

名
著

『中
世
文
学
論
研
究
』
の
冒
頭
部
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

「本
稿
の
方
法
、
手
続
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
言
ふ
べ
き
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ

ら
は
以
下
の
具
体
的
な
考
察
と
叙
述
と
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
過
程
で
当
面
の
対
象
の
性
質
に
準
じ
て
導
き
出
し
、
か
つ
馴
致
し

て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
…
」
と
あ
る
こ
の
「馴
致
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
ま
さ
に
先
生
独
得
の
世
界
を
垣
間
見
る
思
い
が
す
る
。
中
世
の
思
想
的
高
峰
に
位
置

す
る
人
々
の
芸
術
論
、
美
的
世
界
を
終
始
正
攻
法
で
追
い
続
け
ら
れ
、
そ
の
論
に
沈
潜
し
、
そ
の
表
現
の
微
妙
の
ひ
だ
に
分
け
入
っ
て
ゆ
か
れ
る
先
生
独
自
の
学
問

に
、
ま
さ
に
相
応
し
い
こ
と
ば
と
感
じ
る
。
こ
の
書
中
用
い
ら
れ
て
い
る
外
丞
詰
は
ほ
ん
の
数
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が

「
ら
じ
か
る
な
方
向
」

「学
説
の
ぶ
ら

い
お
り
て
い
」
と
圏
点
付
き
の
平
仮
名
表
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
時
、
先
生
の
き
び
し
さ
と
繊
細
な
感
覚
、
さ
ら
に
は
そ
の
使
用
に
際
し
て
の
は
じ
ら
い
の
念
さ

え
感
じ
取
ら
れ
、
粛
然
と
襟
を
正
す
思
い
が
す
る
。

先
生
の
き
び
し
さ
、
勁
さ
は
つ
と
に
全
学
的
に
鳴
り
響
い
て
い
る
。
紛
争
時
、
深
夜
の
団
交
の
壇
上
に
只

一
人
崩
れ
を
見
せ
ぬ
先
生
の
姿
に
、
古
武
士
の
面
影
を

重
ね
見
た
。
し
か
し
、
同
時
に
人
な
つ
っ
こ
い
、
全
く
邪
気
の
な
い
そ
の
笑
い
顔
に
、
先
生
の
や
さ
し
さ
を
端
的
に
見
る
で
あ
ろ
う
。

思
え
ば
、
先
生
を
知
る
た
め
に
は
、
先
生
の
深
さ
に
至
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
陰
路
の
あ
る
こ
と
を
知
る
。
自
由
に
道
逓
さ
れ
る
幽
遠
の
林
は
、
容
易
に
踏
み
込
み
得
ぬ

世
界
で
あ
り
、
所
詮
私
な
ど
の
到
底
及
ぶ
こ
と
の
出
来
な
い
幽
幽
深
遠
の
境
で
あ
っ
た
。
受
講
生
も
そ
の
学
問
を
継
承
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
く
、
そ
の
衣
鉢

を
継
ぐ
者
い
ま
だ
皆
無
に
等
し
い
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
先
生
の
無
言
の
お
姿
か
ら
学
問
の
姿
勢
を
体
得
す
る
の
み
で
あ
る
。

先
生
が
澄
ん
だ
日
で
見
つ
め
ら
れ
る
そ
の
永
遠
の
世
界
に
も
似
て
、
い
つ
ま
で
も
み
ず
み
ず
し
い
先
生
に
、
先
生
が
私
と
同
じ
立
場
で
過
去
数
回
御
退
官
の
先
生

方
に
捧
げ
ら
れ
た

「南
山
之
寿
」
の
頌
詞
を
、

「南
山
」
に
お
い
て
、
南
山
の
如
き
寿
を
時
と
わ
に
保
た
れ
ん
こ
と
を
お
祈
り
す
る
の
意
に
重
ね
用
い
て
、
こ
こ
に

捧
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

昭
和
五
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一
月
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