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岡
村

繁
先
生
を
偲
ん
で

平
成
二
十
六
年
十
二
足
二
十
八
日
、
お
元
気
だ
っ
た
岡
村
繁
先
生
の
突
然
の
計
報
に
接
し
、
ま
だ
、
心
の
整
理
が
で
き
沿
ま
ま
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
謹
ん
で
、
久
留
米
大
学
大
学
院
で
ご
指
導
頂
い
た
門
下
生
を
代
表
し
、
先
生
と
の
思
い
出
を
た
ど
り
な
が
ら
、
最
後

の
お
別
れ
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
今
回
、
そ
の
時
の
弔
辞
を
基
に
、
先
生
が
門
下
生
へ
の
激
励
に
と
お
示
し
下
さ
っ
た
漢
詩
や
、
久
留

米
大
学
で
取
り
組
ま
れ
た
公
開
講
座
の
こ
と
な
ど
を
加
え
、
改
め
て
追
悼
の
文
を
記
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
学
院
の
演
習
の
講
義
で
は
、
江
戸
時
代
の
詩
人
・
広
瀬
旭
荘
（
一
八

O
七

1
一
八
六
三
）
の
『
梅
撤
詩
紗
』
の
作
品
解
釈
に
取
り

組
み
ま
し
た
。
講
義
に
は
、
先
生
の
学
問
や
お
人
柄
を
慕
い
、
県
内
外
は
も
と
よ
り
、
中
国
か
ら
も
院
生
が
集
ま
っ
て
来
て
い
ま
し
た
。

期
待
と
不
安
を
抱
く
院
生
た
ち
に
、
先
生
は
、
旭
荘
の
兄
広
瀬
淡
窓
（
一
七
八
二

1
一
八
五
六
）
の
詩
「
桂
林
荘
雑
詠
、
一
広
諸
生
四
首

け
い
り
ん
そ
う
ぎ
つ
え
い
し
ょ
せ
い
し
め

二
（
桂
林
荘
雑
詠
、
諸
生
に
示
す
四
首
二
）
」
を
お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
。
今
、
先
生
の
ご
著
書
で
あ
る
江
戸
詩
人
選
集
第
九
巻
『
広

瀬
淡
窓
・
広
瀬
旭
荘
』
に
拠
り
、
そ
の
詩
を
ご
紹
介
し
ま
抗
。
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塾
生
た
ち
ょ
、
「
他
郷
で
は
つ
ら
い
こ
と
が
多
い
」
な
ど
と
弱
音
は
吐
く
ま
い
ぞ
。

追

悼

一
枚
の
ど
て
ら
を
貸
し
た
り
借
り
た
り
し
な
が

岡
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繁
先
生
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ら
共
に
厳
し
い
寒
さ
を
し
の
い
で
こ
そ
始
め
て
友
だ
ち
と
い
う
も
の
が
で
き
︑
か
く
し
て
自
然
と
互
い
に
親
密
に
な
っ
て
く
る
も

の
だ
︒
と
こ
ろ
で
今
朝
︑
東
の
空
が
明
け
そ
め
る
こ
ろ
︑
柴
の
し
お
り
戸
を
あ
け
て
外
に
出
て
み
る
と
︑
ま
る
で
雪
の
よ
う
に
一

面
真
っ
白
に
霜
が
降
り
て
い
る
が
︑
さ
あ
︑
君
は
小
川
の
流
れ
に
水
を
汲
み
に
行
き
た
ま
え
︑
私
は
林
に
薪
を
拾
い
に
行
こ
う
︒

 

演
習
で
の
先
生
の
ご
指
導
は
厳
し
く
︑
発
表
者
を
は
じ
め
︑
受
講
生
は
︑
皆
︑
緊
張
し
て
い
ま
し
た
が
︑
一
息
つ
い
た
時
は
︑
お
茶

と
和
菓
子
を
頂
き
な
が
ら
︑
先
生
の
お
話
を
聞
く
の
が
︑
と
て
も
楽
し
み
で
し
た
︒
お
菓
子
代
は
︑
い
つ
も
先
生
が
出
し
て
下
さ
い
ま

し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
あ
る
時
︑「
お
菓
子
を
食
べ
過
ぎ
た
！
」
と
︑
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
︑
講
義
の
後
︑
私
た
ち
は
話
し
合
い
︑

次
回
か
ら
は
配
る
個
数
を
決
め
︑
残
っ
た
分
は
先
生
が
見
え
な
い
所
に
置
い
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
た
︒
お
菓
子
が
大
好
き
で
い
ら
し

た
先
生
に
は
︑
大
変
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑「
先
生
に
は
︑
い
つ
ま
で
も
健
康
で
い
て
頂
き
た
い
︒」
皆
︑
そ
の

よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
で
す
︒

現
在
︑
中
国
古
典
の
学
び
を
広
く
社
会
に
向
け
て
発
信
し
て
い
く
こ
と
は
︑
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
当
時
か
ら
︑
岡
村

先
生
は
大
学
の
講
義
の
み
な
ら
ず
︑
一
般
の
方
々
を
対
象
に
し
た
公
開
講
座
で
も
お
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
例
え
ば
︑
一
九
九
二
年

に
は
︑
文
学
部
長
と
し
て
ご
多
忙
な
中
︑「
九
州
学
を
楽
し
む
」
を
主
要
テ
ー
マ
と
す
る
公
開
講
座
で
「
広
瀬
旭
荘
の
漢
詩
」
と
い
う
講

座
名
で
お
話
を
さ
れ
て
い
ま
す（
２
）︒
岡
村
先
生
の
公
開
講
座
に
は
多
く
の
方
々
が
お
出
で
に
な
り
︑
熱
気
を
帯
び
た
会
場
か
ら
は
︑
た
く

さ
ん
の
質
問
が
出
ま
し
た
︒
先
生
は
一
つ
一
つ
の
質
問
に
丁
寧
に
答
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
講
座
の
後
︑「
勉
強
し
て
い
て
良

か
っ
た
︒」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
先
生
は
「
勉
強
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
︑
よ
く
お
使
い
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
そ
し
て
同
時
に
「
勉
強
す

る
」
姿
勢
も
︑
私
た
ち
に
お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
︒
そ
れ
は
例
え
ば
︑
幾
多
の
ご
著
書
や
論
文
の
他
︑「
労
を
惜
し
ま
ず
原
典
に
戻
っ
て

調
べ
る
︒」
と
い
う
お
言
葉
や
︑
先
生
が
原
稿
用
紙
に
書
き
込
ま
れ
た
一
文
字
一
文
字
か
ら
︑
染
み
入
る
よ
う
に
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
で

し
た
︒

私
た
ち
は
︑
良
き
師
に
巡
り
逢
え
て
ほ
ん
と
う
に
幸
せ
で
し
た
︒
今
後
︑
先
生
か
ら
教
え
て
頂
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
け
る
よ
う
︑

一
生
懸
命
︑
精
進
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
︒



追
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悲
し
み
は
深
う
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
お
別
れ
に
際
し
ま
し
て
は
︑
ご
生
前
︑
先
生
の
ご
自
宅
に
伺
っ
た
時
︑
帰
り
際
に
は
︑
暑
い
日
も

寒
い
日
も
︑
い
つ
も
玄
関
の
外
ま
で
出
て
来
ら
れ
︑
私
た
ち
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
両
手
を
大
き
く
振
っ
て
見
送
っ
て
下
さ
っ
た
︑
あ

の
慈
愛
溢
れ
る
お
姿
を
︑
い
つ
ま
で
も
思
い
浮
か
べ
て
い
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

岡
村
先
生
︑
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
ど
う
ぞ
︑
安
ら
か
に
お
眠
り
下
さ
い
︒

注

（
１
）  

岩
波
書
店
︑
一
九
九
一
年
︑
五
七
～
五
八
頁
︒

（
２
）  

こ
の
他
︑
岡
村
先
生
が
担
当
さ
れ
た
公
開
講
座
に
は
︑「
江
戸
時
代
の
九
州
の
漢
詩
人
た
ち
」（
一
九
九
二
年
）︑「
僧
大
潮
と
近
世
九
州

の
漢
詩
壇
」（
一
九
九
三
年
）︑「
李
白
の
生
き
か
た
」（
一
九
九
三
年
）︑「
老
い
は
楽
し
く
―
中
国
古
代
の
死
生
観
」（
一
九
九
六
年
）
が

あ
る
（
久
留
米
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
公
開
講
座
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
」
参
照
）︒
ま
た
︑
公
開
講
座
を
基
に
ま
と
め
ら
れ
た
論
考
に
は
︑「
僧

大
潮
と
近
世
九
州
の
漢
詩
壇
」（
堂
前
亮
平
・
狩
野
啓
子
編
『
九
州
学
を
楽
し
む
』
所
収
︑
お
う
ふ
う
︑
一
九
九
四
年
）
一
二
三
～
一
四
二

頁
︑「
老
い
は
楽
し
く　

中
国
古
代
の
死
生
観
」（
野
中
共
平
・
的
場
恒
孝
編
『
生
き
る
こ
と
の
美
し
さ
』
所
収
︑
石
風
社
︑
一
九
九
七
年
）

一
六
三
～
一
八
七
頁
が
あ
る
︒

桐

島

薫

子


