
長
倉

保
先
生

の
定
年
退
職
記
念
号
に
寄
せ
て

l

i

よ

り
豊

か

な

新

し

い
人

生

を

ー
ー

清

水

嘉

治

長
倉
先
生
、

お
元
気

で
す
か
。

先
生

は
二
年
前
、
お
病
気

で
定
年

一
年
前

に
退
職

さ
れ
ま
し
た
と
き
、
先
生
が

「
い
い
大
学

に
し

て
下

さ
い
」
と

い
わ
れ
た
こ
と
を
想

い
出
し
ま
す
。

い
ま
心
も
と
な

い
学
部
長
と

い
う
仕
事
柄
、
先
生

の
退
職
記
念
号
に

一
文
を
書
く
立
場

に
な
り
ま
し
た
。
先
生
と
直
接
対
話

し
ま
し
た

の
は
、
わ
た
く
し
が

一
九
八
三
年
四
月

に
本
学

に
就
任
し
た
年

の
五
月

の
経
済
学
会
主
催

の
歓
迎
会

の
と
き
だ

っ
た
と
思

い
ま
す
・
偶
然

に
先
生

の
隣
り
に
坐
わ
り
ま
し

て
、
先
生
が
旧
制
水
戸
高
校

の
話
を
し
た
と
き

で
し
た
。
「
清
水

さ
ん
は
、
茨
城
県

の
鉾
田
町
生

ま
れ

で
す

ね
。
わ
た
く
し

の
水
戸
高
時
代

の
根
本
君
は
、
多
分
、
清
水

さ
ん

の
中
学

の
先
輩

で
し

ょ
う
」
と

い
わ
れ
ま
し

て
、
親
近
感
を
感
じ

ま
し

た
。
そ
れ
か
、b
先
生

は
、
戦
時
下

の
旧
制
高
校
生

の
生
活
が
次
第

に
軍
国
主
義

の
風
潮

に
ま
き

こ
ま
れ
た

こ
と
を
事
実

に
基
づ

い
て
話

し

て
い
ま
し
た
。

そ
の
と
き
話

し
方

は
、
実

に
温
厚

で
、

ひ
と

こ
と

ひ
と

こ
と
を
噛
み
し
め

る
よ
う
な
話
し
方

で
し
た
・

こ
の

こ
と
が
印
象

的

で
し
た
。

先
生

は
、
大
正

三

年

に
静
岡
県
伊
豆

に
生

ま
れ
、
昭
和

一
八
年
水
戸
高
校

に
入
学
し
、
太
平
洋
戦
争
下

で
・
厳

し
い
高
校
生
活
を
送

ら
れ
、
敗
戦
後

の
昭
和

二
三
年
三
月

に
水
戸
高
校
を
卒
業
し
、
同
、
二
四
年

に
東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
科

に
入
学

し
、

日
本
近
世
史
を
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専
攻
さ
れ
・
同

二
七
年

に
卒
業

さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
神
戸
大
学

で
約
+
二
年
間
、
近
世

日
本
経
済
史

の
研
究
を
続
け
、
昭
和
三
九
年

δ

月

に
本
学
経
済
学
部

に
助
教
授
と
し

て
就
任
さ
れ
、
同

四
二
年

四
月

に
教
授

と
な
り
、

そ
の
後
、
学
部
長
、
学
長
代
行
、
理
事
長
な

ど

の
激
職
を
経
験
さ
れ
ま
し
た
。

と
く
に
昭
和

四
七
年

一
月

か
ら
同
四
九
年
九
月
ま

で
理
事
長
を
務

め
ま
し
た
と
き
は
、
大
学
紛
争

の
嵐

の
中

で
、
大
学
改
革
、

理
事
会
改
革

に
没
頭
さ
れ
、
厳
し
い
人
学
作

り
に
直
面

し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

先
生

は
理
事
長
時
代

の
こ
と
を

一
言
も
語

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
生

は

青

し

て
、
大
学
自
治
、
研
究

の
畠

、
大
学

の
下
か
.b
の
民

主
化

の
こ
と
を
主
張

し

て
い
ま
し
た

こ
と
を
、
当
時

の
経
済
学
部

の
教
授
か
ら
き

い
て
い
ま
し
た
。
本
学

の
シ

ュ
ト

ゥ
ル
ム

・
ウ

ン
ト

.

ド
ラ
ン
グ

の
中

で
・
先
生

は
冷
静
な
頭
脳
と
温

い
心

で
、
大
学
改
革

に
没
頭
し

て
い
た

こ
と
を
想

い
出
し
ま
す
。

先
生
は
、
研
究
業
績

の
面

で
も
、
実

に
着
実
な
研
究
成
果
を
も

の
に
し

て
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
本
号

の
末
尾

の
著
作
目
録
が
証
明
し

て

い
ま
す
。
専
門
外

の
わ
た
く
し

に
は
と

て
も

コ
メ
ン
ト
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
共
通
し
て
い
る
点
は
、
先
生
が

日
本

の
各
地

の
地
方
史
、

村
落
史

の
調
査
研
究
を
地
道

に
続
け
、
地
域
史

の
中

で
の
生
産
、
所
有
諸
関
係
を
め
ぐ
る
人
間

の
生
き
方
、
あ

り
方
を
探
求
さ
れ
て
い
る

こ
と

に
共
感
を
覚

え
ま
し
た
。
地
域
主
義

の
経
済
史
的
根
元
の
実
像
を
地
道

に
分
析

し
て
い
る
点

に
改
め
て
学
ば
さ
れ
ま
し
た
。

多

分
・

先

生

は
・

昭
和

五

二
年

四
月

百

の

『神

奈

川

通
信

」

(
二

二
号
)
を
覚

え

て
お
・り
れ

る

で
し

ょ
・つ
か
。

わ

た
く

し

は
同

誌

の

「
私

の
研
究
」
欄

で
、
先
生

の
当
時

の
研
究
関
心
を
知

り
、
地
道
な
探
求
心

に
学
ば
さ
れ
ま
し
た
。

先
生

は
栃
木
県
宇
都
宮
市

か
ら
お
よ
そ
南

へ

一
五
キ

ロ
の
と

こ
ろ

に
あ
る
旧
下
蒲
生
村

(現
上
.一、川
町
下
蒲
生
)
で
代

々
庄
屋
を
勤
め
た

旧
家

の
田
村
仁
左
衛
門

が
二

つ
の
著
作
を
も

の
に
し
た

こ
と
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
の
二

つ
の
著
作

は
、
『
農
業
自
得
』
と

『農
家
肝
用

記
』

(い
ず
れ
も
天
保

三

(
天

匹

.)
年
稿
本
完
成
)
で
あ

り
、
農

業

の
本
来

あ

る

べ
き

す

が
た

を
論

じ

た
も

の

で
あ

り
、

前
書

は
、

古
島

敏
雄
教
授

や
飯
沼
二
郎
教
授
が
紹
介

し
、
占
島
教
授
は
、
前
書
を

「
自
主
的
な
農
学
胎
生

の
萌
芽
」
に
求
め
、
飯
沼
教
授

は
、
「
欧
米

を
典

型

と
す
る
農
業

の
近
代
化
路
線
を
厳
し
く
批
判
す
る
立
場
か
ら
、
老
農
体
験

に
よ
る
農
書
を
全
面
的

に
評
価
す
る
」
立
場

に
あ
る

こ
と
を
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紹
介
し
、
先
生

は
早
く
か
.b
、
『
肇

自
得
」
と

農

家
肝
用
記
』
を
総
合
的

に
評
価
す

べ
き

で
あ
る
と
主
張
さ
れ

て
い
ま
し
た
・
先
生

は
・

『
肇

自
得
』

に
よ
る
収
穫
量

の
確
保
と

こ
の

『
農
家
肝
用
記
』

に
よ
る
収
益
性

の
検
討

の
必
要
性
を
強
調
し
た

の
で
あ

り
ま
す
・
屡

家

肝
用
記
』
を
要
約

す
る
と
、
米

.
人
小
麦

.
大
豆

桑

・
穆

甘
藷

・
ご
ま

禾

綿

煙
草

に

つ
い
て
、
反
当
り
の
作
業
行
程
別

の
投

入

量

と

一
日

一
三

、
↓文

(米
に
し

て
:
升
四
A口
)
の
労

賃
積

算

の
基

礎

を

明

ら
か

に
し
、
所

要
人

馬

の
労
賃

、
飯

料

・
種

子

.
肥
料

代

を
生
産

費

と

し

て
こ
れ

に
年

貢
相

当
分

を

加

え

て
計
L

し

、
そ

の
収
支

の

「
過

不
足

」
を

あ

き
ら

か

に
し

て
い
る

こ
と

に
あ

り

ま
す
。
わ
た

く
し

は
・

田
村
仁

左

衛

門

は
、

農
業

の
貨
幣

経
済

学

の
構

想

を

一
八

四

、
一年

に
す

で
に
ま
と

め

て
い
た

の
で
は
な

い
か
と
思

わ

れ
ま

す
。

先
生

の
田
村
仁
左
衛
門
と
い
・つ

老

農

の
著
作

の
総
合
評
価
を
知
り
、
学
ば
さ
れ
る
ば
か
り

で
し
た
・
仁
左
衛
門
が

雇

学

さ
か
え
て
・

農
業

ほ
ろ
ぶ
」
と

い
う
名

ぎ
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
点

に
も
興
味
を
も
ち
ま
し
た
。

い
ま
日
本

の
農
業

の
様
変
わ
り
の
中

で
、
先
生

の
研
究
さ
れ
た
仁
左
衛
門

の
農
業
哲
学
と
実
学
を

ふ
ま
え
て
、

日
本

の
農
業

の
本
質
を

知
覚
す

べ
き

で
は
な

い
か
と
わ
た
く
し

は
思
い
ま
す
。

わ
た
く
し

は
、
先
生

の

「
研
究
」

の
関
心

に
魅

せ
ら
れ
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
、
現
代

の
世
界
経
済

の
激
動

の
申

で
、
小

さ
な
地
域

に

お
け
る
市
民

の
逞
し

い
n
治
能
力
を
評
価
し

つ
つ
、
新
し

い
地
域
研
究

に
関
心
を
も

っ
て
い
ま
す
。

最
後

に
な
り
ま
し
た
が
、
長
倉
先
生
、
ど
う
か
健
康

に
留
意
し
ま
し

て
、
研
究

に
対
す
る
無
限

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
を
静
か

に
燃
や
し
・
よ

り
豊
か
な
新
し

い
人
生
を
送

っ
て
下
さ

い
。

本
学

の
た
め
に
、
研
究

の
た
め

に
、
全
力
を
尽

く
さ
れ
ま
し
た

こ
と

に
、
経
済
学
部

を
代
表
し

て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。

本
当

に
ご
苦
労
様

で
し
た
。

一
九
九
四
年
し
月
f
九
日

経
済
学
部
長

清

水

嘉

治


