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追
悼
　
三
浦
玲
一 

中
山
徹　

本
特
集
は
、
二
〇
一
三
年
秋
に
四
七
歳
で
世
を
去
っ
た
、
一
橋
大
学
大
学
院
言
語
社
会
研
究
科
教
授
、
三
浦
玲
一
に
捧
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
特
集
を
構
成
す
る
四
つ
の
論
考
が
出
そ
ろ
っ
た
と
き
、
わ
た
し
は
安
堵
と
と
も
に
、
切
な
さ
を
感
じ
て
い
た
。
こ
の
特
集
は
、
愛
す
る
対
象

の
喪
失
へ
の
反
応
、
つ
ま
り
喪
の
営
み
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
特
集
を
誰
よ
り
も
先
に
届
け
た
い
、
そ
し
て
真
っ
先
に
感

想
を
聞
い
て
み
た
い
ひ
と
は
、
失
わ
れ
た
対
象
、
三
浦
玲
一
そ
の
ひ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
寄
稿
者
の
だ
れ
も
が
感
じ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
喪

失
を
埋
め
る
は
ず
の
営
み
は
、
喪
失
感
を
増
幅
す
る
。
そ
れ
が
追
悼
特
集
と
い
う
も
の
の
宿
命
な
の
だ
ろ
う
。

　

彼
の
指
導
教
官
で
あ
っ
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
・
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
、
わ
た
し
に
送
っ
て
く
れ
た
メ
ー
ル
の
な
か
で
、「
レ
イ
〔
三
浦
玲
一
の
愛
称
〕

は
す
ば
ら
し
い
批
評
家
だ
っ
た
（Ray w

as a brilliant critic.

）」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
評
言
の
含
意
は
多
様
で
あ
ろ
う
が
、
わ
た
し
は
、
そ
れ

を
次
の
よ
う
な
意
味
で
解
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
三
浦
玲
一
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
を
前
に
し
て
、
な
ぜ
そ
れ
が
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
獲
得
し

た
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
を
自
ら
の
責
任
と
し
て
引
き
受
け
、
そ
の
責
任
を
み
ご
と
に
果
た
し
た
の
だ
、
と
。
実
際
、
彼
が
と
く
に
晩
年
、
解
釈
の

俎
上
に
の
せ
た
対
象
は
、
村
上
春
樹
、
宮
崎
駿
、『
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
』、『
プ
リ
キ
ュ
ア
』、
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
…
…
要
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
文
化
と
呼
ん
で
よ

い
も
の
な
の
で
あ
る
。（
彼
が
闘
病
生
活
の
な
か
で
愛
読
し
て
い
た
本
の
ひ
と
つ
は
、
世
界
的
な
大
ヒ
ッ
ト
漫
画
『
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
』
で
あ
っ
た

と
い
う
。
わ
た
し
に
お
け
る
「
批
評
家
」
三
浦
玲
一
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
は
、
こ
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
と
き
の
感
慨
も
影
響
し
て
い
る
と
思
う
。）

　

た
だ
し
彼
の
文
化
批
評
の
核
に
は
、
文
化
へ
の
愛
と
と
も
に
、
つ
ね
に
「
社
会
的
な
る
も
の
へ
の
意
志
」
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
彼
が

「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
文
化
」
と
し
て
問
題
化
し
た
の
は
、「
社
会
的
な
る
も
の
」
を
抑
圧
す
る
力
の
こ
と
で
あ
り
、
遺
著
『
村
上
春
樹
と
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
・
ジ
ャ
パ
ン
』
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
復
活
」
は
、
そ
の
抑
圧
へ
の
批
判
が
要
求
す
る
、
必
然
的
な
文
学
の
あ
り
方
で
あ
っ

た
。
四
つ
の
論
考
に
共
通
の
姿
勢
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
三
浦
玲
一
の
「
社
会
的
な
る
も
の
へ
の
意
志
」
に
批
判
的
か
つ
共
感
的
に
応
答
す
る

こ
と
で
あ
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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三
浦
玲
一
が
「
す
ば
ら
し
い
」
の
は
、
批
評
家
と
し
て
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
「
す
ば
ら
し
い
」
教
師
で
あ
り
同
僚

で
あ
り
研
究
仲
間
で
あ
り
友
人
で
あ
っ
た
。
さ
ら
にbrilliant

と
い
う
語
の
原
義
（「
輝
か
し
い
」）
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
彼
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
対

し
て
も
こ
の
形
容
詞
を
使
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
彼
と
交
友
の
あ
っ
た
ひ
と
な
ら
同
意
し
て
く
れ
る
と
思
う
が
、
彼
は
端
的
に
い
っ
て
「
明
る

い
」
ひ
と
、
わ
た
し
が
先
に
述
べ
た
「
切
な
さ
」
な
ど
似
合
わ
な
い
「
明
る
い
」
ひ
と
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
あ
る
ひ
と
が
、
酒
に
酔
っ
た
と
き
の
彼

の
口
癖
を
教
え
て
く
れ
た

―
「
ね
え
、
な
ん
か
面
白
い
こ
と
な
い
の
？
」　

彼
を
知
る
人
な
ら
、
彼
が
こ
の
言
葉
を
い
う
と
き
の
う
れ
し
そ
う
な

顔
が
思
い
浮
か
ぶ
は
ず
で
あ
る
。

　

わ
た
し
は
こ
の
特
集
が
彼
に
と
っ
て
「
面
白
い
」
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
願
う
。


