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追
悼近

藤
み
ゆ
き
先
生

国
文
学
科
主
任　

棚　

田　

輝　

嘉

二
〇
一
九
年
一
二
月
、近
藤
み
ゆ
き
先
生
が
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

五
九
歳
で
し
た
。

近
藤
先
生
は
、
二
〇
〇
一
年
四
月
、
前
任
校
の
千
葉
大
学
よ
り
、

本
学
文
学
部
国
文
学
科
助
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
、
二
〇
〇
三
年
、

教
授
に
昇
任
、
昨
年
末
ま
で
一
八
年
間
、
本
学
の
教
育
と
研
究
に
携

わ
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
一
八
年
間
と
い
う
時
間
は
短
く
は
あ
り
ま

せ
ん
し
、
そ
の
間
の
先
生
の
学
生
へ
の
ご
指
導
を
思
う
と
、
そ
の
業

績
の
重
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま
す
。
し
か
し
、
本
学
の
定
年
七
〇

歳
と
い
う
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ
ま
す
と
、
あ
と
一
一
年
間
学
生
を
ご

指
導
い
た
だ
く
貴
重
な
機
会
を
逸
し
、
痛
恨
の
極
み
と
申
し
上
げ
る

ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

先
生
は
、
本
学
の
学
祖
下
田
歌
子
が
研
究
し
て
い
た
源
氏
物
語
を

含
む
中
古
文
学
が
ご
専
門
で
、
特
に
王
朝
和
歌
な
ど
の
韻
文
を
専
攻

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
い
わ
ば
、実
践
の
国
文
学
科
の
中
で
も
、

「
王
道
」
の
学
問
領
域
で
あ
り
、
卒
業
論
文
ゼ
ミ
に
お
い
て
も
、
例

年
大
勢
の
ゼ
ミ
志
望
者
が
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
近
藤
ゼ
ミ
の

ゼ
ミ
生
た
ち
が
書
い
た
卒
業
論
文
の
タ
イ
ト
ル
の
一
端
を
、
掲
げ
て

み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
夢
に
つ
い
て

『
古
今
和
歌
集
』
と
五
感
表
現　

―
恋
歌
と
四
季
歌
の
比
較
か
ら
―

『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
心
情
表
現

―
「
思
」
と
「
心
」
を
中
心
と
し
て
―

擬
人
化
で
読
み
解
く
『
古
今
和
歌
集
』
の
花
々

こ
れ
ら
の
タ
イ
ト
ル
は
、
先
生
の
ご
専
門
の
中
心
を
な
す
『
古
今

和
歌
集
』を
、学
生
た
ち
が
先
生
の
ご
専
門
に
魅
か
れ
て
、自
ら
も『
古
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今
和
歌
集
』
に
挑
も
う
と
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、『
古
今
和
歌
集
』
に
止
ま
ら
ず
、

『
百
人
一
首
』
論　

―
新
古
今
和
歌
集
と
の
比
較
を
中
心
に
―

万
葉
の
「
風
」・
古
今
の
「
風
」

―
古
今
和
歌
の
言
語
表
象
―

八
代
集
に
お
け
る
し
の
ぶ
恋

日
本
の
桜　

―
平
安
時
代
と
江
戸
時
代
―

『
源
氏
物
語
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
の
植
物
比
較

―
和
歌
に
詠
ま
れ
る
植
物
か
ら
―

等
々
、
学
生
の
幅
広
い
関
心
に
真
摯
に
向
き
合
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。も

ち
ろ
ん
、
学
生
た
ち
の
評
判
も
良
く
、「
も
の
す
ご
く
面
倒
見

の
い
い
先
生
」
と
い
う
の
が
、
学
生
た
ち
に
共
通
す
る
近
藤
み
ゆ
き

先
生
像
で
す
。
い
か
に
学
生
た
ち
と
の
活
動
を
大
切
に
し
た
か
と
い

う
こ
と
の
一
端
と
し
て
、
百
人
一
首
の
和
歌
を
題
材
に
し
て
、
学
生

た
ち
と
一
緒
にLIN

E

の
ス
タ
ン
プ
を
制
作
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
和
歌
の
内
容
と
ス
タ
ン
プ
と
し
て
使
用
で
き
る
言
葉
を
結
び

つ
け
、
学
生
に
イ
ラ
ス
ト
を
描
い
て
も
ら
っ
た
も
の
で
、
二
種
類
あ

り
、
現
在
も
購
入
可
能
で
す
。
若
者
た
ち
と
時
代
の
尖
端
を
歩
き
な

が
ら
、
学
び
、
教
育
す
る
と
い
う
姿
勢
を
崩
す
こ
と
の
な
い
先
生
で

し
た
。

先
生
の
ご
研
究
に
つ
い
て
は
、
門
外
漢
の
私
が
云
々
す
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、N

-gram

と
い
う
文
字
列
検
索
の
手
法
（
正
確

に
は
文
字
列
分
析
、N

-gram

統
計
処
理
を
用
い
たN

-gram

集
合

演
算
法
）
を
用
い
て
、
王
朝
和
歌
を
中
心
に
、
そ
こ
に
見
え
て
く
る

言
葉
に
隠
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
な
ど
を
研
究
さ
れ
て
お
出
で
で

し
た
。
私
事
な
が
ら
私
の
専
門
は
近
現
代
文
学
な
の
で
す
が
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
に
関
す
る
研
究
は
近
現
代
文
学
に
お
い
て
も
重
要
な
問
題
で

あ
り
、「
平
安
文
学
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
鮮
や
か
に
論
じ
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
！
」
と
、
目
を
瞠
る
思
い
で
お
話
を
お
聞
き
し
、

御
論
考
も
読
ま
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、『
古
今
集
』
に
お
け
る
、
男
性
作
者
・
女
性
作
者
・
詠

み
人
知
ら
ず
の
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
文
字
列
（
語
）
を
比
較
し
て
、

「
恋
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
が
「
男
性
独
占
の
状
況
」
で
あ
っ
た
こ

と
な
ど
、
大
変
な
驚
き
を
以
っ
て
、
ご
論
文
を
拝
読
し
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
す
。

先
生
の
御
執
筆
に
な
っ
た
ご
論
文
、御
著
書
は
多
数
あ
り
ま
す
が
、

二
〇
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
古
代
後
期
和
歌
文
学
の
研
究
』（
風

間
書
房
）
で
は
、
優
れ
た
女
性
研
究
者
の
平
安
期
文
学
・
語
学
の
業

績
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る「
第
二
次
第
一
回
関
根
賞
」を
受
賞
な
さ
っ

て
お
い
で
で
す
。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
に
笠
間
書
院
か
ら
お
出
し
に

な
っ
た
『
王
朝
和
歌
研
究
の
方
法
』
の
「
お
わ
り
に
」
で
は
、
次
の

よ
う
に
お
書
き
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

平
安
時
代
の
和
歌
と
向
き
合
い
、
今
年
で
は
や
三
十
五
年
に
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な
る
。
向
き
合
え
ば
向
き
合
う
ほ
ど
、
奥
深
さ
に
驚
嘆
す
る
。

日
本
的
美
意
識
の
原
点
と
な
っ
た
四
季
自
然
の
み
ご
と
な
様
式

化
、
そ
の
風
景
に
触
発
さ
れ
る
繊
細
な
心
の
あ
り
よ
う
、
流
れ

ゆ
く
時
間
、邂
逅
と
離
別
の
繰
り
返
さ
れ
る
人
間
社
会
の
諸
相
、

時
に
神
に
捧
げ
、
仏
を
讃
え
る
役
割
も
担
っ
た
そ
れ
は
、
森
羅

万
象
を
「
み
そ
ひ
と
も
じ
」
の
世
界
に
宿
し
た
も
の
の
よ
う
に

思
う
。
ど
の
歌
に
も
、
読
み
手
の
人
生
史
や
歴
史
的
文
脈
が
あ

る
。
歌
の
向
う
側
に
詠
み
手
の
姿
、
歌
の
詠
ま
れ
た
瞬
間
が
生

き
生
き
と
見
え
て
く
る
。
一
方
で
風
景
と
感
情
の
絡
み
あ
う
複

雑
な
内
容
を
三
十
一
の
文
字
に
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
る
が
故

に
、
こ
の
時
期
の
「
こ
と
ば
」
の
実
態
が
、
あ
る
側
面
で
は
散

文
以
上
に
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。

「
今
年
で
は
や
三
十
五
年
」
と
あ
り
ま
す
が
、
日
本
人
の
平
均
余

命
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
先
生
に
は
ま
だ
四
十
年
以
上
の
時

が
あ
り
ま
し
た
。
よ
も
や
、
そ
の
四
年
後
に
と
は
誰
も
思
っ
て
は
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
た
先
生
の
ご
研
究
が
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た

こ
と
を
、
本
学
科
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
日
本
に
お
け
る
い
や
世
界

に
お
け
る
王
朝
和
歌
研
究
の
損
失
と
し
て
、
残
念
に
思
い
ま
す
。
た

だ
、
こ
れ
ま
で
の
先
生
の
ご
研
究
は
こ
れ
か
ら
も
永
く
残
り
続
け
ま

す
。
我
々
は
ご
研
究
を
通
じ
て
、
今
後
も
先
生
に
触
れ
る
こ
と
が
可

能
な
の
だ
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
く
「
お
わ
り
に
」
の
終
わ
り
の
方
に
、
先
生
は

　

や
ま
い
を
抱
え
て
い
て
も
、
研
究
に
挑
む
勇
気
を
も
た
ら
し

て
く
れ
た
の
は
、
勤
務
校
の
実
践
女
子
大
学
国
文
学
科
の
同
僚

や
学
生
、
院
生
た
ち
で
あ
る
。
教
員
間
の
交
流
の
多
い
学
科
で

励
ま
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
高
い
志

の
も
と
に
研
究
を
進
め
る
教
員
が
集
っ
て
い
る
。
真
摯
に
勉
学

に
励
む
学
生
や
院
生
た
ち
か
ら
は
、
時
に
柔
軟
で
斬
新
な
提
案

を
受
け
る
こ
と
が
多
い
。
研
究
と
教
育
の
た
め
に
整
っ
た
環
境

と
な
っ
て
い
る
実
践
女
子
大
学
に
、
記
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ

た
い
。

と
も
、
書
い
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
少
し
で
も
そ
の
よ
う
に
思
っ
て

い
た
だ
け
て
い
た
の
な
ら
、こ
れ
ほ
ど
有
難
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
し
て
、
本
学
科
、
本
学
が
、
近
藤
先
生
の
お
言
葉
に
応
え
う
る

よ
う
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
よ
う
、
肝
に
銘
じ
て
行
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

近
藤
み
ゆ
き
先
生
の
ご
冥
福
を
、謹
ん
で
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

（
た
な
だ　

て
る
よ
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）




