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先
づ
は
無
事
退
職
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

「
服
部
さ
ん
と
の
思
い
出
」
を
と
云
わ
れ
る
と
、
何
だ
か
気
恥
ず
か
し
く
て
少
し
真
面
目
に
書
こ

う
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
変
な
感
じ
が
し
て
地
の
ま
ま
で
い
き
ま
す
。
書
く
こ
と
が

多
く
て
何
か
ら
と
も
迷
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
止
め
て
徒
然
な
る
儘
で
い
き
ま
す
。

最
初
の
出
会
い
は
確
か
文
化
庁
の
記
念
物
課
で
し
た
。
史
跡
岡
城
跡
に
模
擬
天
守
閣
を
仮
設
す

る
と
い
う
現
状
変
更
の
件
で
ご
相
談
に
伺
っ
た
時
だ
と
思
い
ま
す
。
仲
野
浩
主
任
調
査
官
の
後
任

の
方
は
、
ど
ん
な
調
査
官
か
な
と
不
安
で
し
た
が
、
現
状
変
更
の
理
由
を
話
す
と
「
い
い
ん
じ
ゃ
あ

な
い
で
す
か
」
と
の
即
答
で
し
た
。
「
但
し
、
四
十
日
間
で
す
」
と
云
わ
れ
て
、
我
意
を
得
た
り
と
飛

ん
で
帰
県
し
た
事
を
思
い
出
し
ま
す
。
お
蔭
様
で
模
擬
天
守
閣
は
大
成
功
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
行
く
年
来

る
年
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
の
瓦
に
垂
木
等
で
一
分
の
一
の
立
派
な
？
模
擬
天

守
閣
が
復
元
出
来
た
こ
と
で
す
。
期
間
中
は
竹
田
市
始
ま
っ
て
以
来
の
登
城
客
で
ご
っ
た
返
し
、
大

手
門
坂
は
士
庶
肩
摩
の
状
態
で
し
た
。
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
は
、
天
守
閣
か
ら
見
た
阿
蘇
に
沈
む

夕
陽
の
感
動
的
だ
っ
た
事
。
四
月
ま
で
展
示
期
間
延
長
で
き
た
こ
と
で
す
。

ま
た
、
史
跡
岡
城
跡
の
保
存
修
理
で
は
、
県
内
唯
一
の
国
指
定
史
跡
で
あ
り
修
理
の
是
非
が
問

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
崩
壊
し
た
西
の
丸
近
戸
門
右
岸
の
石
垣
の
保
存
修
理
の
時
、
基
礎
工
事
に
は

当
時
当
り
前
だ
っ
た
生
コ
ン
に
よ
る
基
礎
工
事
を
施
工
し
た
い
と
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
「
旧
蹟
に
無

い
素
材
で
復
元
施
行
す
る
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
旧
工
法
で
復
元
し
て
下
さ
い
。
崩
れ
た
ら
、

ま
た
復
元
す
れ
ば
い
い
」と
指
導
さ
れ
ま
し
た
。
目
か
ら
鱗
で
、
至
言
だ
と
感
心
し
ま
し
た
。

次
に
思
い
出
す
こ
と
は
、
山
登
り
で
す
。
既
に
花
井
主
任
調
査
官
の
宴
席
で
の
八
艘
跳
び
事
件

や
安
原
主
任
調
査
官
の
背
広
登
山
事
件
は
あ
り
ま
し
た
が
、
現
地
指
導
の
前
日
に
は
リ
ュ
ツ
ク
と

登
山
靴
が
送
ら
れ
て
来
る
、
と
い
う
の
は
初
め
て
で
し
た
。
こ
の
人
変
わ
っ
て
る
ナ
と
思
い
ま
し
た
。

祖
母
山
、
傾
山
、
久
住
山
、
大
崩
山
と
山
行
を
重
ね
る
内
に
、
人
柄
の
良
さ
、
明
晰
さ
、
大
ら
か

さ
や
優
し
さ
、
芯
の
強
さ
等
々
教
え
ら
れ
る
事
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
テ
ン
ト
の
中
で
酒
を
飲

み
、
治
ち
や
ん
等
と
放
歌
高
吟
し
た
あ
の
時
は
も
う
還
り
ま
せ
ん
が
、
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。

「
剣
の
尾
根
の
麓
か
ら
、
早
月
の
流
れ
エ
ノ
ハ
は
踊
る
、
一
度
お
出
で
よ
こ
の
馬
場
島
へ
、
オ
オ
ハ
イ
ル

ー
、
オ
オ
ハ
イ
ル
ー
、
オ
ー
オ
ー
ハ
イ
ル
ー
」
、
「
薪
割
、
飯
炊
き
、
小
屋
掃
除
、
皆
で
皆
で
や
っ
た
っ
け
、

雪
が
深
く
て
ラ
ッ
セ
ル
に
、
苦
労
し
た
こ
と
あ
っ
た
っ
け
、
今
で
は
遠
く
み
ん
な
去
り
、
友
を
偲
ん
で

謳
う
歌
」
。
一
緒
に
山
行
す
る
時
は
、
事
故
が
心
配
で
し
た
が
、
他
の
山
で
滑
落
し
た
と
聞
い
た
時

は
、
如
何
し
て
？
と
思
い
ま
し
た
。

次
に
思
い
出
す
こ
と
は
、
山
窩
の
調
査
の
こ
と
。
子
供
の
頃
の
こ
と
を
話
し
た
ら
、
興
味
深
々
で

是
非
現
地
に
行
き
た
い
と
の
こ
と
で
、
近
所
の
岩
窟
に
案
内
し
た
こ
と
。
ま
た
、
近
所
の
古
老
に
も

当
時
の
話
を
聞
き
、
根
掘
り
葉
掘
り
聞
い
て
い
た
こ
と
。
後
に
送
ら
れ
て
来
た
本
で
、
そ
ん
な
研
究

を
し
て
い
た
の
か
、
と
感
心
し
ま
し
た
。
た
だ
、
「
僕
の
友
達
の
」
は
、
も
う
少
し
恰
好
よ
く
表
現
し
て

ほ
し
か
っ
た
な
あ
。
た
だ
、
現
在
で
は
九
州
の
尾
根
を
走
る
民
族
と
文
化
に
つ
い
て
は
定
説
と
な
り
つ

つ
あ
り
、
先
見
の
明
を
感
じ
て
い
ま
す
。

色
々
あ
り
ま
す
の
で
、
最
後
に
全
史
協
の
思
い
出
と
し
ま
す
。
そ
の
節
は
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
岡
城
の
公
有
化
事
業
で
は
仲
野
浩
主
任
調
査
官
の
大
恩
、
私
の
時
代
で
は
旧
竹
田
荘
保

存
修
理
で
の
牛
川
さ
ん
、
埋
蔵
の
河
原
さ
ん
、
狩
野
久
さ
ん
、
花
井
さ
ん
、
安
原
さ
ん
、
岡
村
さ
ん
、

本
中
さ
ん
の
方
々
が
印
象
的
で
す
。
王
道
を
走
ら
れ
た
服
部
英
雄
様
、
今
後
の
御
活
躍
を
祈
念

申
し
上
げ
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
元
竹
田
市
教
育
委
員
会
）

剣
の
尾
根
の
麓
か
ら
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第Ⅱ部　時代を歩く《文化庁時代から文化財保護と社会の現場へ　1978 ─現在》
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