
ド
が
同
志
社
引
退
に
あ
九
っ
て
『
同
志
社
新
聞
』
に
寄
せ

た
文
章
に
あ
わ
せ
て
、
他
の
文
章
と
と
も
に
、
河
野
仁
昭

氏
が
緬
集
し
、
学
校
法
人
同
志
社
が
出
版
し
た
も
の
で
あ

る
J

(
大
学
神
学
部
教
授
)

同
志
社
校
地
出
土
の
埋
蔵
文
化
財

鈴
木
重
治

の
し
ほ
う
む
こ
う
ず
け

え

し

絵
志
野
四
方
向
付

)5

伴
出
の
士
師
皿
の
型
式
上
の
特
徴
は
内
底
面

と
体
部
の
誓
、
弱
い
段
を
残
し
な
が
ら
、
入
念

な
ヨ
コ
ナ
デ
謬
を
明
瞭
に
認
め
る
点
に
あ
る
。

胎
土
も
密
で
、
焼
成
も
良
好
で
あ
る
。
見
込
に
深

い
裟
を
篦
に
ょ
っ
て
め
ぐ
ら
す
技
法
が
出
現
す

る
以
前
の
一
群
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
考
古
学

的
な
土
帥
器
の
編
年
研
究
の
成
果
に
照
し
て
も
、

一
七
世
紀
の
前
半
に
年
代
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

ゆ
る
や
か
な
起
伏
を
み
せ
る
筒
形
の
胴
部
は
、

適
度
な
腰
の
張
り
に
ょ
っ
て
安
定
観
を
与
え
て
い

る
。
透
明
の
長
石
釉
が
器
の
内
外
に
た
っ
ぶ
り
と

か
け
ら
れ
て
い
て
、
釉
下
に
描
か
れ
て
い
る
鉄
絵

は
、
体
部
を
め
ぐ
っ
て
梅
花
文
、
千
鳥
文
、
草
文

な
ど
が
、
稚
拙
な
が
ら
雅
味
の
あ
る
筆
致
で
し
た

九
め
ら
れ
て
い
る
。
内
底
而
に
は
、
四
ケ
の
目
跡

が
残
り
、
重
ね
焼
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
九
貫
入
も
多
い
。

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
岐
阜
県
の
元
屋
敷
窯

址
か
ら
、
畏
の
向
付
が
多
量
に
出
土
し
て
い

て
、
生
産
窯
址
急
定
も
容
易
で
あ
る
。
美
濃
産

の
陶
磁
器
は
、
近
暢
頭
か
ら
大
量
に
京
都
に
搬

入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
、
と
り
わ

け
て
す
ぐ
れ
六
出
土
資
料
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

(
同
志
社
大
学
校
地
学
術
諏
査
委
員
会
調
査
主
任
)

同
志
社
女
子
大
学
図
書
館
地
点
出
土
(
江
戸
時
代
籾
期
)

口
径
八
・
五
飢
、
器
高
九
・
三
 
m
、
底
径
六
・
三
肌

当
資
料
は
、
土
師
器
の
皿
な
ど
を
伴
っ
て
、
石

積
み
の
地
下
式
貯
蔵
庫
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ

る
。
石
塔
や
墓
石
を
転
用
し
て
側
壁
と
し
九
地
下

式
貯
蔵
庫
は
、
東
福
門
院
の
下
屋
敷
に
属
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
宮
内
庁
諸
陵
部
で
保
管

す
る
寛
永
十
四
年
(
一
六
三
七
)
の
洛
中
絵
図
に

み
え
る
御
国
母
様
下
屋
敷
が
こ
れ
に
あ
九
る
。
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