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福
井
文
雅
先
生
の
御
靈
前
で
、
先
生
か
ら
長
ら
く
ご
指
導
を
頂
戴
し
た
學
生
の
一
人
と
し
て
僭
越
な
が
ら
弔
辭
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

福
井
先
生
に
始
め
て
お
會
い
し
た
の
は
、
私
が
早
稻
田
大
學
第
一
文
學
部
人
文
專
修
に
在
籍
し
て
い
た
際
、
先
生
が
擔
當
さ
れ
た
二
つ
の
の
演
習

に
出
席
し
た
時
の
こ
と
で
す
。『
史
記
』
封
禪
書
の
讀
解
と
、
六
朝
志
怪
小
說
の
佛
敎
・
衟
敎
に
關
連
す
る
說
話
を
取
り
上
げ
る
授
業
で
し
た
。
先
生

が
宗
敎
の
儀
禮
的
な
側
面
に
特
に
力
點
を
置
き
な
が
ら
解
說
さ
れ
る
の
が
新
鮮
で
、
强
く
興
味
を
引
か
れ
ま
し
た
。
今
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
儒
佛
衟

の
思
想
を
儀
禮
と
い
う
社
會
實
踐
の
場
に
お
い
て
考
え
る
と
い
う
、
先
生
の
御
學
問
の
眞
骨
頂
で
あ
り
、
先
生
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
學
經
驗
の
中
で
養

わ
れ
た
視
座
を
、
學
部
生
向
け
の
授
業
の
中
で
も
披
瀝
し
て
下
さ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
あ
る
時
、
授
業
の
後
で
私
が
衟
敎
に
興
味
が
あ

る
旨
を
申
し
上
げ
る
と
、
大
學
院
で
『
雲
笈
七
籤
』
を
輪
讀
す
る
先
生
の
授
業
を
聽
講
す
る
こ
と
を
許
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
學
部
で

の
卒
業
論
文
で
指
導
敎
授
と
し
て
ご
指
導
を
仰
い
で
以
來
、
東
洋
哲
學
の
大
學
院
で
も
一
貫
し
て
先
生
の
も
と
で
勉
强
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

福
井
先
生
の
ご
指
導
を
仰
ぐ
な
か
で
ひ
と
き
わ
印
𧰼
深
い
出
來
事
は
、
先
生
が
こ
と
あ
る
ご
と
に
海
外
の
硏
究
者
と
の
交
流
の
場
に
私
た
ち
學
生

を
連
れ
出
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
で
す
。
特
に
、
一
九
九
一
年
に
パ
リ
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
開
か
れ
た
日
佛
學
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
誘
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っ
て
頂
い
た
時
に
は
、
先
生
の
フ
ラ
ン
ス
留
學
時
代
の
學
友
で
あ
る
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
シ
ッ
ペ
ー
ル
（K

ristofer Schipper

）
敎
授
の
學
生
さ
ん

た
ち
と
の
交
流
も
經
驗
し
、
大
い
に
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。

　

大
學
院
の
授
業
で
も
、
一
方
で
『
雲
笈
七
籤
』
や
『
佛
祖
統
紀
』
な
ど
衟
敎
・
佛
敎
に
つ
い
て
幅
廣
い
視
野
を
得
る
た
め
の
輪
讀
を
行
い
な
が
ら
、

も
う
一
方
で
は
、
呂
思
勉
、
陳
寅
恪
、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
メ
イ
ヤ
ー
（V

ictor H
. M

air

）、
ジ
ャ
ン
・
ナ
テ
ィ
エ
（Jan N

attier

）
と
い
っ
た
海
外
の
新
舊

の
學
者
の
著
作
を
讀
む
の
も
、
非
常
に
勉
强
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
は
、
常
に
外
に
刺
激
を
求
め
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
ら
れ
、
樣
々
な
⺇
會
を
通

じ
て
學
生
に
敎
え
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
特
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
學
者
や
、
學
問
動
向
に
つ
い
て
質
問
す
る
と
大
變
嬉
し
そ
う
に
答
え

て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
い
て
、
先
生
は
弟
子
に
ご
自
分
の
や
り
方
や
視
點
を
强
要
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
自
由
に
勉
强
さ
せ
て
下
さ
い
ま

し
た
。
先
生
も
よ
く
「
來
る
者
は
拒
ま
ず
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
樣
々
な
興
味
を
も
つ
學
生
に
指
導
の
門
戶
を
開
い
て
下
さ
い
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
、
先
生
ご
自
身
が
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
年
）
か
ら
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
年
）
ま
で
三
年
閒
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
給
費
留
學
生
と

し
て
海
外
に
出
ら
れ
て
パ
リ
で
硏
鑽
を
積
ま
れ
、
多
く
の
言
語
や
專
門
を
通
じ
て
も
の
を
考
え
て
來
ら
れ
た
こ
と
に
由
來
す
る
自
信
の
よ
う
な
も
の

が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

先
生
は
、
よ
く
學
會
の
席
な
ど
で
齒
に
衣
着
せ
ず
は
っ
き
り
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
人
に
よ
っ
て
は
「
嚴
し
い
先
生
の
指
導
で
、
さ
ぞ
か

し
大
變
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
下
さ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
實
際
は
、
大
變
明
る
く
お
お
ら
か
な
お
人
柄
の
先
生
で
し
た
の
で
、
傍
目
に
心
配

さ
れ
る
ほ
ど
大
變
だ
と
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
確
か
に
、
嚴
し
く
叱
ら
れ
る
こ
と
は
何
度
か
あ
り
ま
し
た
が
、
一
度
お
叱
り
に
な
る

と
そ
の
後
は
さ
っ
ぱ
り
と
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
、
樂
し
そ
う
に
接
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
思
え
ば
、
自
分
の
よ
う
な
身
勝
手
で
飮
み
込
み
の
惡
い
學

生
に
本
當
に
優
し
く
接
し
て
下
さ
っ
て
い
た
と
、
感
謝
の
氣
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

そ
の
先
生
が
す
で
に
逝
去
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
い
ま
で
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
御
恩
は
、
日
々
精
進
し
て
今
後
の
世
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代
に
歸
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
頂
戴
し
た
も
の
の
大
き
さ
を
思
う
と
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

心
か
ら
の
感
謝
と
と
も
に
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日




