


安

立

公

彦

訃
報
聞
く
こ
こ
ろ
幾
た
び
冴
返
る
　
（
悼
・
上
山
永
晃
先
生
）

梅
一
輪
荼
毘
の
け
む
り
を
仰
ぐ
か
に

骨
ひ
ろ
ふ
春
寒
の
箸
定
ま
ら
ず

納
骨
の
面
影
今
も
あ
た
た
か
し

友
あ
り
け
ふ
天
界
に
去
る
梅
二
月

主

宰

の

句



ふ
ゆ
し
ほ
の
音
の
昨
日
を
わ
す
れ
よ
と

「
―
海
、
窓
の
下
に
、
手
に
と
る
如
く
み
ゆ
」
の
前
書
が
あ
る
。

昭
和
二
十
年
五
月
二
十
四
日
の
東
京
空
襲
で
、
す
べ
て
を
焼
失
。

十
一
月
鎌
倉
の
材
木
座
に
転
居
。
眼
前
に
し
た
海
の
蒼
さ
と
、
く

り
返
し
語
り
か
け
て
く
る
波
音
に
、
万
太
郎
師
は
こ
こ
ろ
を
癒
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
十
年
東
京
で
の
仕
事
が
多
忙
と

な
り
、
鎌
倉
を
引
き
払
い
湯
島
に
転
居
。
万
太
郎
師
の
世
界
を
思

う
存
分
展
開
し
た
の
だ
っ
た
。

吉
澤
恵
美
子

『
流
寓
抄
』
昭
和
三
十
三
年

久
保
田
万
太
郎
の
句



ひ
ま
は
り
の
た
か
ぐ
咲
け
る
憎
さ
か
な

　
前
書
に
「
老
ら
く
の
恋
と
よ
」
と
あ
る
。
夏
の
盛
り
に
太
陽
に

向
か
い
、
高
々
と
元
気
に
大
輪
を
咲
か
す
向
日
葵
、
生
涯
女
性
に

憧
れ
た
万
太
郎
が
若
い
恋
人
を
見
た
時
、
そ
れ
は
眩
し
く
「
憎

い
」
と
さ
え
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
六
十
歳
の
万
太
郎
の
老

境
に
向
か
っ
て
の
焦
り
の
よ
う
な
、
も
ど
か
し
い
胸
の
内
を
向
日

葵
の
姿
を
借
り
て
吐
露
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
前
書
の
「
と
よ
」
と
い
う
表
現
に
照
れ
と
逃
げ
を
感
じ
る
。

大
文
字
孝
一

『
冬
三
日
月
』
昭
和
二
十
七
年

久
保
田
万
太
郎
の
句



寒
鰤
や
出
世
払
ひ
と
言
ふ
未
来

く
る
る
解
く
白
息
に
掌
を
励
ま
し
て

春
障
子
閉
し
て
女
を
隠
し
け
り

赤
城
峰
の
裾
を
乱
さ
ず
春
立
て
り

眠
さ
う
な
空
を
叱
咤
し
風
車

○

片
桐
て
い
女

冬
晴
や
海
を
隔
て
し
紙
の
街

耕
転
機
冬
田
の
中
に
置
き
ざ
り
に

芋
を
掘
る
夫
婦
ら
し
く
て
蹲
り

菜
の
花
や
橋
を
渡
れ
ば
隣
村

春
の
雨
ふ
る
と
し
も
な
く
ふ
り
に
け
り

○

山

内

四

郎

日
の
差
し
て
軒
端
の
梅
の
香
な
り
け
り

春
光
や
春
日
造
り
の
屋
根
の
千
木

初
蝶
に
母
の
言
づ
て
も
ら
ひ
け
り

箸
墓
に
卑
弥
呼
眠
ら
す
春
の
雪

引
鶴
の
ひ
と
す
ぢ
目
指
す
虚
空
か
な
（
悼
・
上
山
永
晃
先
生
〕

○

佐

藤

信

子

鴨
帰
り
鶴
翼
の
陣
崩
れ
た
り
（
悼
・
上
山
永
晃
さ
ん
）

鳳
凰
よ
い
く
た
び
帰
雁
送
り
し
か
（
平
等
院
）

八
荒
や
湖
の
う
ろ
く
づ
佃
煮
に

受
験
子
の
ひ
と
り
や
天
を
仰
ぎ
ゐ
て

知
恵
熱
の
子
の
目
の
追
へ
り
石
鹸
玉

○

西

川

保

子

燈
下
集



二
ン

月
の
木
に
風
の
あ
り
畏
友
の
訃
（
悼
・
上
山
永
晃
氏
五
句
）

梅
東
風
や
昨
日
に
過
ぎ
し
四
十
年

春
し
ぐ
れ
遣
影
は
笑
み
を
か
へ
し
け
り

点
鬼
簿
に
釋
滋
徳
と
よ
春
夕
焼

下
野
に
春
星
ひ
と
つ
ふ
や
し
け
り

○

松

橋

利

雄

滝
口
寺
に
隣
る
祇
王
寺
竹
の
秋

草
摘
む
や
草
食
男
子
に
あ
ら
ね
ど
も

妻
朝
寝
な
せ
ば
恙
の
あ
る
や
も
と

舫
ひ
解
く
十
石
舟
や
初
つ
ば
め

付
添
ひ
の
母
は
シ
ャ
ネ
ラ
ー
入
学
児

○

懸
林
喜
代
次

春
寒
や
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
杖
置
か
る
（
悼・上
山
永
晃
先
生
）

馬
の
仔
や
母
よ
り
父
の
血
は
重
し

妻
が
遺
し
て
宝
石
箱
の
さ
く
ら
貝

骨
納
む
ほ
の
泣
く
声
や
沈
丁
花

蜷
の
道
あ
そ
び
や
せ
ん
と
う
ま
れ
き
て

○

藤

丸

誠

旨

節
分
や
赤
ち
や
う
ち
ん
に
集
ふ
鬼

は
じ
め
て
の
母
の
絵
手
紙
春
浅
し

鰐
口
の
紐
の
し
め
り
や
梅
二
月

鳥
帰
る
母
の
手
首
に
ゴ
ム
の
跡

有
線
の
明
日
の
天
気
花
菜
風

○

浅

木

ノ

ヱ

大
袈
裟
に
鳥
海
山
痩
せ
凩
す

鴨
撃
の
百
発
百
中
と
は
い
か
ず

ロ
ー
タ
リ
ー
車
碧
天
た
か
く
雪
を
吐
く

三
度
目
を
卸
し
て
雪
の
底
に
棲
む

塩
汁
に
舌
を
焼
き
つ
つ
漁
自
慢

○

園

部

蕗

郷

分
け
合
ひ
し
一
握
も
な
き
蜆
か
な

カ
ー
テ
ン
を
引
き
戻
し
た
り
春
満
月

想
ひ
出
の
こ
も
る
山
の
湯
遠
雪
崩

薄
氷
の
形
と
と
の
ふ
外
湯
か
な

終
列
車
見
送
る
影
の
朧
か
な

○

柴

﨑

富

子



煤
け
た
る
梁
の
艶
春
を
待
つ

春
立
つ
や
飛
び
た
ち
さ
う
な
鳩
車

玻
璃
窓
の
ま
ば
ゆ
く
午
後
の
初
音
か
な

訃
報
聞
く
朝
の
ひ
か
り
の
雪
柳

彼
の
世
よ
り
の
言
伝
て
な
る
や
た
び
ら
雪
（
悼
・
永
晃
先
生
）

○

後
藤
眞
由
美

春
浅
し
生
八
っ
橋
の
食
み
心
地

初
午
や
塗
り
新
し
き
朱
の
鳥
居

通
学
の
子
ら
一
列
に
水
温
む

人
知
れ
ぬ
秘
密
の
場
所
や
土
筆
摘
む

紙
風
船
つ
い
て
は
思
ひ
募
ら
せ
り

○

溝

越

教

子

一
人
よ
り
二
人
が
楽
し
青
き
踏
む

ひ
と
つ
づ
つ
鳴
ら
し
て
買
ひ
ぬ
土
鈴
雛

山
彦
の
律
儀
な
返
事
山
笑
ふ

紫
荊
尋
ね
た
づ
ね
て
番
外
寺

春
の
夢
光
源
氏
の
腕
の
中

○

木

村

梨

花

数
式
の
素
数
の
孤
独
冴
返
る

ぬ
い
ぐ
る
み
の
玻
璃
の
目
潤
む
雨
水
か
な

ポ
ニ
ー
テ
ー
ル
の
義
足
ラ
ン
ナ
ー
春
を
蹴
る

修
道
院
は
祈
り
の
時
間
浮
か
れ
猫

孕
猫
膝
に
フ
ラ
メ
ン
コ
ダ
ン
サ
ー
老
ゆ

○

川
崎
真
樹
子

荒
川
の
暮
色
を
曳
い
て
浮
寝
鳥

聖
堂
の
文
朝
遣
構
風
光
る

街
騒
の
届
か
ぬ
聖
堂
春
う
ら
ら

万
蕾
の
天
を
指
し
た
る
辛
夷
か
な

指
先
に
残
る
蓬
の
漂
ふ
香

○

赤

岡

茂

子

病
床
の
母
に
差
す
日
や
シ
ク
ラ
メ
ン

知
恵
熱
と
笑
ひ
と
ば
し
て
春
の
風
邪

疎
遠
な
る
隣
同
士
や
梅
二
月

非
常
食
の
賞
味
期
限
や
二
月
尽

定
年
の
手
持
無
沙
汰
や
春
障
子

○

豊
谷
ゆ
き
江



当

月

集

安
立
　
公
彦
選初

耳
の
亡
き
親
の
こ
と
春
火
鉢

猫
柳
姉
妹
よ
く
似
る
笑
ひ
声

雨
雲
の
去
る
や
高
空
花
ミ
モ
ザ

紅
梅
や
先
づ
う
ち
そ
ろ
ふ
巫
女
の
鈴

「
ふ
う
き
豆
」
匙
よ
り
こ
ぼ
る
茂
吉
の
忌

○

吉
村
さ
よ
子

竜
天
に
野
路
の
高
き
に
鳶
の
笛

田
に
水
を
張
り
て
迎
ふ
る
つ
ば
く
ら
め

節
く
れ
立
つ
農
の
指
も
て
雛
飾
る

春
耕
や
目
覚
め
て
光
る
土
湿
り

自
転
車
を
寝
か
せ
て
休
む
春
野
か
な

○

大

森

道

生

春
潮
の
こ
の
風
が
好
き
花
時
計

あ
た
た
か
や
生
く
る
す
べ
な
る
鯉
の
口

風
二
月
夜
道
に
高
き
猫
の
こ
ゑ

廃
校
の
小
さ
き
裏
門
草
青
む

潮
風
に
舞
ふ
連
凧
の
役
者
ぶ
り

○

廣

瀬

克

子

ら
ふ
そ
く
の
炎
真
直
に
一
の
午

初
午
や
八
海
山
の
薦
被
り

宝
前
の
干
魚
の
反
り
や
冴
返
る

梅
東
風
や
伏
見
稲
荷
の
氏
子
幡

歩
道
ま
で
は
み
出
し
て
ゐ
る
植
木
市

○

佐

藤

博

重

わ
が
ま
ま
な
雲
を
映
し
て
水
温
む

切
通
そ
よ
吹
く
梅
の
風
に
逢
ふ

散
り
切
ら
ぬ
梅
の
愁
ひ
も
実
朝
忌

鶯
の
声
明
に
似
て
時
逝
き
ぬ

花
の
莟
空
の
夕
映
え
明
日
を
待
つ

○

齋

藤

晴

夫



句
会
報
絶
筆
の
文
字
春
寒
し
　（
悼
本
多
游
子
師
）　�

茨
城
　
山
﨑
　
刀
水

家
ご
と
に
屋
号
あ
る
里
黄
水
仙

ペ
ダ
ル
漕
ぐ
少
女
の
列
や
か
げ
ろ
へ
る

式
場
を
泣
か
せ
閉
校
卒
業
歌

一
幹
の
風
の
榛
の
木
寒
明
く
る
　�
東
京
　
小
林
　
文
良

麦
踏
や
遠
き
落
暉
に
随
ふ
背

波
映
ゆ
る
橋
の
裏
が
は
水
温
む

川
ほ
と
り
ま
た
た
き
ゐ
た
る
ね
こ
や
な
ぎ

う
ぐ
ひ
す
の
初
音
に
目
覚
む
鄙
暮
し
　�

千
葉
　
大
湊
　
栄
子

梅
の
香
に
心
遊
ば
す
一
日
か
な

梅
の
香
に
し
ば
し
安
ら
ぎ
人
を
待
つ

こ
と
こ
と
と
登
山
電
車
や
春
の
旅

永
き
日
や
御
守
男
の
子
の
笛
買
う
て
　�

千
葉
　
田
村
　
初
枝

語
部
の
真
砂
女
を
語
る
花
の
宿

�

春
燈
の
句

安
立
　
公
彦
選

新
道
の
未
開
通
な
る
鼓
草

つ
き
た
て
の
草
餅
指
も
草
色
に

大
寒
の
空
恐
ろ
し
や
月
浮
か
す
　�

福
島
　
物
江
　
康
平

拘
ら
ぬ
余
生
生
々
冬
の
虹

九
十
と
一
つ
の
若
さ
山
桜

春
一
番
宇
宙
を
探
る
訃
報
か
や

国
道
の
自
転
車
レ
ー
ン
風
光
る
　�

東
京
　
佐
藤
ま
さ
子

ク
ラ
ン
ブ
ル
交
叉
点
一
気
に
渡
り
春
疾
風

母
に
似
し
男
の
子
の
つ
く
る
土
の
雛

浅
春
の
空
テ
ニ
ス
ボ
ー
ル
の
音
軽
く

や
は
ら
か
き
夜
空
も
ど
る
や
野
焼
あ
と
　�

兵
庫
　
古
川
　
幸
子

バ
ス
停
は
寺
の
山
号
水
温
む

浅
春
や
枝
の
影
さ
す
倉
の
壁

里
山
の
裾
に
は
ぢ
ら
ふ
蕗
の
薹

�



余

言
安
立
公
彦

　
　
箸
墓
に
卑
弥
呼
眠
ら
す
春
の
雪
　�

佐
藤
　
信
子
　

　「
箸
墓
」
は
周
知
の
通
り
、
奈
良
県
桜
井
市
に
あ
る
日
本
最
古
の

前
方
後
円
墳
。
墳
長
二
八
〇
米
、
後
円
部
の
直
径
一
六
〇
米
と
い
う

壮
大
さ
で
あ
る
。
こ
こ
に
眠
る
主
は
邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
と
い

わ
れ
る
。
森
浩
一
著
『
古
墳
』（
昭
和
四
十
五
年
刊
）
の
、
航
空
写
真

に
写
る
箸
墓
の
悠
然
と
し
た
姿
は
、
伝
説
の
卑
弥
呼
さ
な
が
ら
だ
。

　
こ
の
句
、
口
承
文
学
の
魁
と
も
い
う
べ
き
箸
墓
と
卑
弥
呼
を
一
句

に
収
め
、そ
れ
ら
を
つ
つ
む
「
春
の
雪
」
を
背
景
と
す
る
、雄
大
な
、

構
想
の
作
品
で
あ
る
。
固
有
名
詞
二
つ
が
み
ご
と
に
呼
応
す
る
。

　
　
耕
耘
機
冬
田
の
中
に
置
き
ざ
り
に
　�

山
内
　
四
郎
　

　「
耕
す
」、「
畑
打
」
は
と
も
に
春
季
。
今
は
一
面
の
冬
田
で
あ
る
。

見
遣
る
山
々
は
雪
を
被
き
、
畦
の
草
々
は
枯
色
に
沈
む
。
そ
の
冬
田

の
中
に
、
一
台
の
耕
耘
機
が
ひ
っ
そ
り
と
佇
む
。
そ
れ
を
作
者
は

「
置
き
ざ
り
に
」
と
表
現
す
る
。
耕
耘
機
へ
の
憐
情
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
景
は
、
例
え
そ
の
場
に
立
っ
て
も
句
の
対
象
か
ら
は
外

さ
れ
よ
う
。
し
か
し
作
者
は
そ
の
無
人
の
土
起
こ
し
機
に
心
を
寄
せ

る
。
作
者
の
三
月
号
の
句
に
、〈
冬
の
山
膝
を
交
へ
て
眠
り
を
り
）

が
あ
る
。と
も
に
四
郎
俳
句
の
本
意
と
も
い
う
べ
き
情
の
句
で
あ
る
。

　
　
梅
東
風
や
昨
日
に
過
ぎ
し
四
十
年
　�

松
橋
　
利
雄
　

　
先
月
号
で
も
触
れ
た
が
、
上
山
永
晃
さ
ん
が
早
春
二
月
十
五
日
に

逝
か
れ
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
留
学
を
終
え
た
永
晃
さ
ん
が
、「
桃

青
会
」に
参
加
し
た
の
は
昭
和
四
十
六
年
の
五
月
だ
っ
た
。
作
者
も
、

先
年
逝
去
の
小
島
禾
汀
さ
ん
も
、
私
も
一
緒
の
桃
青
会
だ
っ
た
。

　
故
人
の
思
い
出
を
追
う
の
は
、
そ
れ
が
別
離
の
直
後
で
あ
れ
ば
、

余
計
に
悲
し
い
。
今
月
号
に
は
そ
の
悼
句
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
句
に
永
晃
さ
ん
へ
の
思
い
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
句
、「
昨

日
に
過
ぎ
し
四
十
年
」
は
私
も
全
く
同
じ
思
い
で
あ
る
。

　
　
年
の
豆
数
へ
て
食
み
て
齢
寄
せ
ず
　
　�

和
田
　
幸
江
　

　
節
分
の
夜
の
豆
撒
き
は
恒
例
と
な
っ
て
い
る
。
近
隣
と
も
に
後
期

高
齢
者
の
家
が
多
い
。
四
、五
年
前
ま
で
は
幾
つ
か
の
家
か
ら
豆
打

ち
の
声
が
聞
こ
え
て
い
た
の
だ
が
、
今
は
わ
が
家
の
み
と
な
っ
た
。

当
方
も
声
を
低
く
し
て
、
し
か
し
勢
い
を
つ
け
て
豆
を
撒
く
。

　
こ
の
句
を
見
て
嬉
し
く
な
っ
た
。「
数
へ
て
食
み
て
」
の
前
に
は



当
然
豆
撒
き
が
あ
る
。
夫
君
も
ご
一
緒
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
句
の

本
意
は
、「
齢
寄
せ
ず
」。
鬼
を
遣
ら
う
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
身
に

迫
る
加
齢
を
押
し
止
め
る
こ
と
。
そ
の
気
概
が
何
と
も
い
い
。

　
　
高
千
穂
の
雲
ほ
ぐ
れ
ゆ
く
建
国
日
　�

尾
野
奈
津
子
　

　
建
国
記
念
日
は
二
月
十
一
日
。
戦
前
は
紀
元
節
と
言
っ
て
、
こ
の

日
小
学
生
は
講
堂
に
集
ま
り
、
御
真
影
を
前
に
し
て
、「
雲
に
聳
ゆ

る
高
千
穂
の
…
」
と
、
起
元
節
の
歌
を
歌
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の

歌
の
作
詩
家
高
崎
正
風
は
明
治
時
代
の
歌
人
。
旧
薩
摩
藩
士
。

　
こ
の
句
、
中
七
の
「
雲
ほ
ぐ
れ
ゆ
く
」
が
適
切
だ
。
こ
の
七
音
は

戦
前
を
知
る
人
に
は
紀
元
節
の
歌
を
思
い
出
さ
せ
、
戦
後
生
れ
の
人

に
は
秀
峰
高
千
穂
の
峰
を
連
想
さ
せ
る
。
何
よ
り
こ
の
七
音
に
は
未

来
へ
の
希
望
が
あ
る
。
建
国
日
の
句
と
し
て
は
出
色
の
作
品
だ
。

　
　
遺
さ
れ
し
身
に
陽
炎
の
墓
百
基
　�

諸
岡
　
孝
子
　

　
今
年
の
三
月
十
一
日
は
東
日
本
大
震
災
の
五
年
目
に
当
た
る
。
当

日
を
中
に
し
て
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
は
特
集
を
組
ん
だ
。
津
波
で
壊
滅

し
た
一
帯
の
惨
状
は
、
回
復
未
だ
し
の
地
が
多
く
、
今
更
の
よ
う
に

こ
の
大
災
害
の
厳
し
さ
を
再
認
識
す
る
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
句
、
作
者
の
お
住
ま
い
は
気
仙
沼
市
。
災
害
を
諸
に
経
験
さ

れ
た
地
域
で
あ
る
。「
遺
さ
れ
し
身
に
」
は
、
今
在
る
全
て
の
人
の

思
い
だ
ろ
う
。「
墓
百
基
」
は
数
の
計
上
で
は
な
い
。
災
害
に
伴
う

死
者
へ
の
鎮
魂
の
情
で
あ
る
。
中
七
の
「
陽
炎
の
」
が
、
わ
ず
か
に

こ
の
厳
し
い
現
状
の
救
い
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
国
の
大
災

害
は
こ
れ
で
終
り
で
は
な
い
と
い
う
。
公
私
の
備
え
あ
る
の
み
。

　
　
庖
丁
の
リ
ズ
ム
春
立
つ
日
な
り
け
り
　�

久
米
　
憲
子
　

　
こ
の
句
を
見
て
い
る
と
思
い
出
す
景
が
あ
る
。
昭
和
五
十
五
年
雑

誌
「
太
陽
」
四
月
号
に
、「
俳
人
と
そ
の
職
業
」
と
い
う
特
集
が
あ

り
、「
卯
波
」
の
板
場
で
庖
丁
を
手
に
し
て
い
る
真
砂
女
の
写
真
が

載
っ
て
い
る
。
俎
板
に
置
い
て
あ
る
長
葱
を
左
手
に
、
莞
爾
と
笑
む

真
砂
女
の
白
い
エ
プ
ロ
ン
姿
は
、
集
中
の
白
眉
を
な
す
。

　
掲
出
句
、「
庖
丁
の
リ
ズ
ム
」
が
い
い
。
作
者
の
浮
き
立
つ
こ
こ

ろ
を
み
ご
と
に
表
現
し
て
い
る
。
時
は
恰
も
「
春
立
つ
日
」。
こ
う

い
う
愉
し
み
は
女
流
の
独
壇
場
で
あ
ろ
う
。

　
　
旧
正
の
孤
独
ひ
と
し
ほ
子
ら
異
国
　�

呂
　
　
秀
文
　

　
今
年
の
旧
暦
元
旦
は
二
月
八
日
、
立
春
は
二
月
四
日
。
時
候
と
し

て
の
旧
正
月
は
初
春
に
属
す
る
。
私
の
子
供
の
頃
は
、
正
月
と
は
別

に
、
旧
正
月
を
祝
う
風
習
が
広
く
残
っ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　
作
者
の
住
ま
い
は
台
北
。
正
月
が
過
ぎ
る
と
、
お
子
さ
ん
達
は
皆

自
分
の
家
に
帰
る
。
当
然
の
こ
と
家
の
中
は
元
の
靜
謐
さ
に
還
る
。

し
か
し
作
者
の
場
合
、
お
子
さ
ん
の
住
む
地
は
「
異
国
」
と
い
う
。

中
七
の
「
孤
独
ひ
と
し
ほ
」
が
必
然
性
を
お
び
て
く
る
。
子
を
思
う

親
の
心
は
洋
の
東
西
（
こ
こ
で
は
南
北
）
を
問
わ
な
い
。


