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追
悼
　
松
原
正
先
生

 
本
紙
編
輯
部
の
了
承
を
得
た
の
で
、
今
囘
は
恩
師
早
稻
田
大
學
名
譽
敎
授
松
原
正
先
生
の
御
逝
去
を
悼
む
文

章
を
綴
ら
せ
て
頂
く
。

去
る
四
⺼
初
旬
、
先
生
が
餘
命
一
二
箇
⺼
の
末
朞
肝
臟
癌
と
診
斷
さ
れ
入
院
さ
れ
た
と
の
知
ら
せ
を
奧
樣
か

ら
頂
戴
し
て
、
私
は
驚
い
て
寓
居
の
あ
る
仙
臺
か
ら
急
遽
御
茶
ノ
水
の
病
院
に
驅
け
つ
け
た
。
先
生
は
態
々

ベ
ッ
ド
か
ら
車
椅
子
に
移
つ
て
迎
へ
て
下
さ
つ
た
が
、
口
は
殆
ど
開
か
れ
な
か
つ
た
。
暫
く
奧
樣
と
話
を
し
た

り
し
て
ゐ
る
裡
に
、
先
生
に
や
や
御
疲
れ
の
樣
子
が
見
え
た
の
で
、
ベ
ッ
ド
に
戾
つ
て
頂
き
、
名
殘
り
惜
し
か

つ
た
が
御
暇
乞
ひ
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
先
生
が
橫
に
な
つ
た
姿
勢
の
儘
で
、
や
に
は
に
兩
腕
を
大
き
く
廣
げ

て
私
の
方
に
差
伸
べ
ら
れ
た
。
先
生
の
手
を
握
つ
て
、「
先
生
、
頑
張
つ
て
下
さ
い
よ
」
と
申
上
げ
る
と
、
先

生
は
默
つ
て
靜
か
に
頷
か
れ
た
。
私
の
見
た
先
生
の
生
歬
㝡
後
の
姿
で
あ
つ
た
。

「
言
論
は
虛
し
い
」
、
晚
年
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
先
生
は
よ
く
さ
う
仰
り
、
文
章
に
も
書
か
れ
る
や
う
に
な

つ
た
。
先
生
が
長
年
師
事
さ
れ
た
福
田
恆
存
も
さ
う
で
あ
る
。
こ
の
御
二
人
の
や
う
な
見
事
な
本
物
の
知
識
人

が
言
論
の
虛
し
さ
を
揃
つ
て
託
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
の
甚
だ
深
刻
な
意
味
合
を
、
世
人
は
ど
う
考
へ
て
ゐ
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る
の
で
あ
ら
う
か
。
抑
々
そ
れ
を
自
覺
し
て
さ
へ
ゐ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
先
生
が
兦
く
な
ら
れ
て
か
ら

と
い
ふ
も
の
、
私
は
頻
り
に
そ
ん
な
事
を
考
へ
て
ゐ
る
。
所
詮
こ
の
國
で
は
言
論
は
虛
し
い
の
か
。
知
は
力
た

り
得
な
い
の
か
。

　
福
田
恆
存
も
松
原
先
生
も
森
鷗
外
の
所
謂
「
二
本
足
の
學
者
」
で
あ
つ
た
。「
東
洋
の
文
化
と
西
洋
の
文
化

と
が
落
ち
合
つ
て
渦
を
卷
い
て
ゐ
る
」
近
代
日
本
に
於
て
、「
東
西
兩
洋
の
文
化
を
、
一
本
づ
つ
の
足
で
蹈
ま

へ
て
立
つ
」
べ
く
眞
摯
に
努
め
た
知
識
人
で
あ
つ
た
。
現
在
刊
行
を
急
い
で
ゐ
る
松
原
正
全
集
第
三
卷
第
一
部

「
戰
爭
は
無
く
な
ら
な
い
」
は
、「
二
本
足
の
學
者
」
た
る
松
原
先
生
の
正
に
面
目
躍
如
た
る
論
攷
だ
が
、
そ
れ

は
無
論
「
戰
爭
は
無
く
な
ら
な
い
」
に
限
つ
た
事
で
は
な
い
。
旣
刊
の
全
集
第
一
卷
「
こ
の
世
が
舞
臺
」
を
繙

い
て
も
、
第
二
卷
「
文
學
と
政
治
主
義
」
を
繙
い
て
も
、
先
生
の
「
洋
魂
」
へ
の
本
質
的
理
解
と
「
和
魂
」
へ

の
眞
卛
な
愛
情
と
が
、「
二
本
足
の
學
者
」
な
ら
で
は
の
强
靱
な
二
元
論
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
と
な
つ
て

表
出
せ
ら
れ
る
有
樣
を
讀
者
は
隨
處
に
見
出
す
で
あ
ら
う
。

福
田
恆
存
は
西
洋
文
學
の
飜
譯
と
い
ふ
「
文
化
的
・
平
和
的
略
奪
行
爲
」
を
㝡
後
ま
で
諦
め
よ
う
と
せ
ず
、

松
原
先
生
は
そ
れ
に
早
く
見
切
り
を
つ
け
ら
れ
、
さ
う
い
ふ
點
、「
洋
學
の
果
實
の
輸
入
」（
鷗
外
）
の
問
題
に

つ
い
て
師
弟
に
樂
觀
悲
觀
の
違
ひ
は
あ
つ
た
。
だ
が
、「
二
本
足
の
學
者
」
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
ぬ
吾
國
の
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根
本
狀
況
、
近
代
日
本
の
㝡
も
深
刻
な
宿
命
の
認
識
に
於
て
何
ら
本
質
的
な
違
ひ
は
な
か
つ
た
。
そ
し
て
、
か

つ
て
は
鷗
外
の
み
な
ら
ず
、
漱
石
や
荷
風
の
や
う
な
優
れ
た
先
逹
も
そ
れ
を
痛
切
に
自
覺
し
て
ゐ
た
。

「
西
洋
を
怖
が
ら
な
い
や
う
に
な
つ
て
か
ら
日
本
は
駄
目
に
な
つ
た
」
と
、い
つ
ぞ
や
先
生
は
私
に
云
は
れ
た
。

「
洋
魂
」
の
何
た
る
か
を
辨
へ
ぬ
夜
郞
自
大
、
卽
ち
昨
今
の
浮
薄
な
「
一
本
足
」
の
跳
梁
を
先
生
は
㝡
後
ま
で

憂
い
て
を
ら
れ
た
。
し
か
し
、鷗
外
が
夙
に
喝
破
し
た
や
う
に
、日
本
に
は「
二
本
足
の
學
者
が
容
易
に
出
て
來
」

ず
、「
一
本
足
同
士
が
、
相
變
ら
ず
葛
藤
を
起
し
た
り
、
衝
突
し
合
つ
た
り
し
て
ゐ
る
」
と
い
ふ
の
が
、
朙
治

の
昔
か
ら
平
成
の
今
に
至
る
迄
、
相
も
變
ら
ぬ
吾
國
の
情
け
な
い
現
實
な
の
で
あ
つ
て
、「
二
本
足
」
の
知
的

緊
張
の
厄
介
に
耐
へ
得
ず
、「
一
本
足
」
の
知
的
怠
惰
の
安
逸
に
迯
避
し
た
が
る
、
宿
痾
と
も
云
ふ
べ
き
脃
弱

な
國
民
性
が
克
服
さ
れ
ぬ
限
り
、
未
來
永
劫
、「
二
本
足
の
學
者
」
た
ら
ん
と
す
る
者
は
言
論
の
虛
し
さ
を
託

た
ざ
る
を
得
ぬ
で
あ
ら
う
。

　
だ
が
、
松
原
先
生
は
「
二
本
足
の
學
者
」
の
壯
絕
な
挌
鬪
の
跡
を
遺
し
て
逝
か
れ
た
。
種
子
は
撒
か
れ
て
ゐ

る
の
だ
。
そ
れ
を
少
し
で
も
成
長
さ
せ
る
爲
に
、
先
生
の
著
作
が
一
人
で
も
多
く
の
讀
者
に
、
取
分
け
若
い
讀

者
に
讀
ま
れ
る
事
を
私
は
願
つ
て
已
ま
な
い
。


