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中
川
成
美
先
生
の
引
退
を
記
念
し
て
、
一
言
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
言
葉
を
捧
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

第
一
に
日
本
文
学
の
専
門
家
と
し
て
、
誰
よ
り
も
早
く
外
国
に
で
か
け
、
特
に
ア

メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
日
本
文
学
研
究
の
推
進
、
ま
た
長
期
に
わ
た
る
交
流
に
携

わ
る
姿
に
は
敬
服
し
ま
す
。
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
日
本
研
究
を
ロ
ー
カ
ル
な
も
の

か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
領
域
へ
変
化
さ
せ
る
動
き
に
大
き
な
役
割
を
果
た
さ
れ
た
の
で

す
。
特
に
文
学
と
い
う
言
語
芸
術
は
、
母
国
語
、
国
語
、
国
家
と
い
っ
た
文
化
的
政

治
的
枠
組
の
中
で
発
展
し
、
そ
の
分
野
の
専
門
家
に
要
求
さ
れ
て
い
る
知
識
は
ま
ず

常
識
と
し
て
、
自
国
に
関
す
る
高
度
な
知
識
で
す
が
、
そ
れ
を
他
国
の
専
門
家
と
理

論
や
方
法
論
や
解
読
論
の
上
で
協
力
し
合
っ
て
ゆ
く
の
は
一
つ
の
冒
険
で
す
。

一
九
八
〇
年
代
に
戻
る
と
さ
ら
に
リ
ス
ク
を
伴
う
賭
け
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ

う
。
学
術
的
な
連
携
は
今
で
こ
そ
、
国
際
化
の
中
心
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
お

け
る
激
し
い
世
界
競
争
（
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
大
学
の
場
）
で
は
、日
本
の
サ
バ
イ
バ
ル

も
そ
の
連
携
に
順
じ
、
ま
た
言
語
的
障
害
を
乗
り
越
え
て
（
つ
ま
り
は
英
語
に
翻
訳
し

て
ゆ
き
な
が
ら
）
論
文
を
書
く
こ
と
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
体
制

を
中
川
先
生
は
予
期
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ス
テ
イ
ー
ブ
・
ス
ミ
ス
、
英
エ
ク
セ
タ
ー
大
学
学
長
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
（『
朝
日
新

聞G
L

O
B

E

』
二
〇
一
五
年
四
月
一
九
日
〜
五
月
二
日
、一
〇
頁
）
で
は
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
の

よ
う
に
個
人
で
研
究
し
た
の
が
第
1
世
代
。
大
学
が
で
き
組
織
で
研
究
を
進
め
た
の

が
第
2
世
代
だ
。
第
3
世
代
で
は
国
が
研
究
に
投
資
を
始
め
、
経
済
や
軍
事
な
ど
の

分
野
に
生
か
し
始
め
た
。
第
4
世
代
は
他
国
の
研
究
者
と
連
携
す
る
の
が
特
徴
だ
。」

と
い
う
見
出
し
が
あ
り
、
冒
頭
で
は
「
英
国
で
は
１
９
８
０
年
代
、
外
国
人
が
一
人

も
執
筆
者
に
入
っ
て
い
な
い
論
文
が
全
体
の
85
％
に
の
ぼ
っ
た
。
２
０
１
１
年
に
は

48
％
と
半
分
以
下
だ
。
日
本
や
中
国
で
は
、
今
も
ま
だ
75
％
の
論
文
が
国
内
の
研
究

者
だ
け
で
書
か
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
だ
。」と
続
き
ま
す
。
主
に
科
学
の
分
野
を

捉
え
た
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
派
の
言
説
で
あ
る
、
と
は
言
え
、
文
学
研
究
の
構
造
や
行
方

に
つ
い
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
し
、
組
織
よ
り
も
内
容
を
尊
重
し
た
場
合
、
研
究
の
方
向
性
に
お
い
て
も
、

中
川
先
生
の
選
択
は
常
に
独
創
的
で
す
。
私
の
場
合
は
フ
ラ
ン
ス
で
、
現
代
の
先
端

的
な
多
文
化
作
家
、
多
和
田
葉
子
や
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
探
偵
小
説
を
超
越
し
た
作

家
江
戸
川
乱
歩
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
な
ど
で
、
研
究
成
果
を
批
評
し
あ
っ
た

り
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
偶
然
と
は
思
え
な
い
ぐ
ら
い
に
、
文
学
的
興
味
が
何
か

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
属
さ
な
い
共
通
の
場
所
に
根
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。さ

ら
に
、
中
川
先
生
は
数
年
前
か
ら
ク
イ
ア
理
論
を
取
り
入
れ
、
近
現
代
日
本
文

学
を
考
え
て
ゆ
く
作
業
を
続
け
、
国
際
的
な
視
野
を
修
士
や
博
士
課
程
の
学
生
に
収

得
し
て
も
ら
う
べ
く
、
日
本
で
も
度
々
に
そ
の
枠
組
で
の
研
究
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー

ム
を
開
催
な
さ
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、「
ク
イ
ア
理
論
と
日
本
文
学

│
欲
望
と
し
て

の
ク
イ
ア
リ
ー
デ
イ
ン
グ
」（
二
〇
一
五
年
一
月
、
於
立
命
館
大
学
）
で
は
、
著
名
な
専

門
家
と
共
に
立
命
館
大
学
の
院
生
達
の
発
表
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。き
っ
と
、

中
川
先
生
の
冒
険
と
夢
に
つ
い
て
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若
い
彼
ら
、
彼
女
ら
に
と
っ
て
、
忘
れ
が
た
い
経
験
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
研

究
の
励
ま
し
に
も
な
っ
た
こ
と
と
想
像
し
ま
す
。
ク
イ
ア
理
論
が
例
え
ば
直
接
的
に

身
体
構
造
、
性
表
現
を
分
析
し
て
行
く
事
自
体
に
従
来
の
文
学
研
究
に
は
な
い
斬
新

さ
が
あ
り
、
ま
た
正
当
性
と
い
う
大
き
な
規
範
を
覆
す
批
評
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
中
川
先
生
は
努
力
に
努
力
を
重
ね
、
徐
々
に
国
内
で
の
日
本
文
学
へ

の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ラ
イ
ン
を
移
動
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

数
多
く
の
後
任
者
が
こ
れ
か
ら
も
、地
道
な
努
力
と
気
丈
な
勇
気
を
基
盤
に
し
た
、

こ
の
よ
う
な
冒
険
的
な
運
動
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
文
学
研
究
が
必
要
と
し
て

い
る
こ
と
で
、
ま
た
現
代
作
家
た
ち
の
文
学
創
造
を
支
え
て
ゆ
く
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
二
一
世
紀
の
文
学
と
い
う
す
ば
ら
し
い
言
語
芸
術
が
、
新
し
い
環
境
の
中
で
新

し
い
視
野
を
求
め
な
が
ら
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
を
心
よ
り
夢
み
な
が
ら
、オ
・
ル
ヴ
ォ

ア
ー
ル
（au

 revoir

）、
つ
ま
り
ま
た
会
い
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
言
葉
で
結
論
に
か
え

ま
す
。

（
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
教
授
）


