
六
月
三
日
、
僕
は
初
め
て

灘
と
の
読
書
交
流
会
に
参
加

し
ま
し
た
。
初
め
て
参
加
し

た
の
で
少
し
緊
張
し
ま
し
た

が
名
だ
の
人
達
が
気
さ
く
な

人
達
だ
っ
た
の
で
、
そ
こ
ま

で
気
負
い
せ
ず
に
交
流
会
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
交
流
会

の
内
容
に
つ
い
て
振
り
返
っ

て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
交
流
会
で
取
り
上
げ

た
本
は
重
松
清
の
「
き
み
の

と
も
だ
ち
」
と
い
う
本
で
、

こ
の
本
は
一
番
最
初
の
話
に

出
て
く
る
女
の
子
、
恵
美
に

関
係
す
る
人
達
の
友
達
を
題

材
と
す
る
短
編
集
で
す
。
こ

の
本
に
つ
い
て
の
議
論
の
中

で
最
も
重
要
と
な
っ
た
の
は
、

本
当
の
友
達
と
は
何
か
、
友

達
の
あ
り
方
と
は
何
か
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
例
え
ば
、

ね
じ
れ
の
位
置
い
う
お
話
、

こ
の
話
は
恵
美
の
弟
、
ブ
ン

と
そ
の
友
達
モ
ト
が
友
達
に

な
る
前
、
ブ
ン
が
転
校
生
だ
っ

た
モ
ト
に
反
発
し
て
い
た
時

の
話
で
す
。
こ
の
話
で
注
目

す
べ
き
点
は
、
こ
の
話
の
名

前
に
も
な
っ
て
い
る
「
ね
じ

れ
の
位
置
」
と
い
う
言
葉
で

す
。
ね
じ
れ
の
位
置
と
は
絶

対
に
交
わ
る
こ
と
の
な
い
位

置
、
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
こ

の
話
の
最
後
で
友
達
に
な
っ

た
二
人
が
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム

に
そ
れ
ぞ
れ
ね
じ
れ
の
位
置

で
座
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

友
達
は
交
わ
ら
な
い
ほ
ど
長

く
友
達
で
い
ら
れ
る
、
交
わ

る
と
お
互
い
主
観
的
に
見
て

し
ま
う
と
も
解
釈
で
き
ま
す
。

討
論
で
は
こ
の
よ
う
に
こ
の

話
は
こ
ん
な
風
に
も
解
釈
で

き
る
、
こ
の
言
葉
に
は
こ
の

よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
意
見
を
交
換
し

合
い
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
友
達
に
つ
い

て
だ
っ
た
の
で
す
が
、
他
に

も
恵
美
や
そ
の
友
達
の
由
香

が
話
し
の
途
中
で
時
々
言
っ

て
い
た
「
も
こ
も
こ
雲
」
の

意
味
に
つ
い
て
、
ま
た
こ
の

本
に
登
場
す
る
「
み
ん
な
」

と
「
き
み
」
に
つ
い
て
の
話

も
重
要
な
議
題
で
し
た
。

こ
の
本
に
お
い
て
の
「
み

ん
な
」
と
い
う
の
は
恵
美
も

含
め
て
恵
美
に
関
わ
っ
た
人

達
で
あ
っ
て
、
重
松
清
さ
ん

は
短
編
集
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
み
ん
な
」
を
分
け
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
そ
の

よ
う
に
し
た
か
、
そ
れ
は

「
み
ん
な
」
と
い
う
の
は
個

人
の
集
ま
り
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
表
現
し
た
か
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
交
流
会
は
全
体
的

に
積
極
的
で
討
論
し
や
す
か
っ

た
の
で
す
が
、
比
較
的
に
灘

の
方
達
の
方
が
よ
り
多
く
意

見
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。
来

年
の
灘
高
戦
は
灘
で
行
わ
れ

る
の
で
交
流
会
も
灘
で
行
な

わ
れ
る
と
い
う
事
に
な
り
ま

す
。
次
回
は
ど
の
よ
う
な
討

論
に
な
る
か
楽
し
み
な
反
面
、

僕
達
甲
南
側
も
も
う
少
し
積

極
的
に
意
見
を
言
っ
て
い
け

た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

僕
は
十
一
月
半
ば
に
研
修

会
に
い
き
ま
し
た
。
僕
は
研

修
会
に
行
っ
た
人
の
中
で
一

人
だ
け
中
学
１
年
だ
っ
た
の

で
、
軽
く
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
け
れ
ど
も
、
文
化
祭
の

祭
り
の
古
本
市
も
し
て
い
た

の
で
し
て
い
た
の
で
、
そ
こ

ま
で
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
２
回
目
に
な
っ
て

も
慣
れ
て
い
な
い
の
が
ダ
メ

だ
と
思
い
ま
し
た
。
場
所
は

啓
明
中
学
校
で
行
く
の
に
１

時
間
程
度
か
か
り
ま
し
た
。

最
初
に
他
の
学
校
の
図
書
館

か
ら
の
配
り
物
を
も
ら
い
ま

し
た
。
啓
明
中
の
図
書
館
は
、

甲
南
の
図
書
館
に
比
べ
て
２

分
の
３
ぐ
ら
い
の
サ
イ
ズ
で

パ
ソ
コ
ン
が
６
台
あ
り
、
本

の
量
は
そ
の
サ
イ
ズ
で
は
、

結
構
あ
り
ま
し
た
。

研
修
会
は
、
「
理
想
の
図

書
館
と
は
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
、
８
つ
の
班
に
分
か
れ
て

や
り
ま
し
た
。
ま
ず
初
め
に
、

い
く
つ
か
の
意
見
を
出
し
ま

し
た
。
こ
の
と
き
に
、
「
本

が
多
い
」
な
ど
の
意
見
が
出

ま
し
た
。
次
に
、
最
初
に
で

た
意
見
で
最
も
重
要
だ
と
思

う
も
の
を
分
け
ま
し
た
。
僕

ら
の
班
は
、
５
つ
ほ
ど
意
見

が
出
ま
し
た
。
最
後
に
こ
の

意
見
を
ポ
ス
タ
ー
に
ま
と
め
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て
、
発
表
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
僕
ら
は
５
つ
の
テ
ー

マ
に
つ
い
て
ポ
ス
タ
ー
を
書

い
て
、
ま
と
め
ま
し
た
。
発

表
す
る
時
は
人
数
が
少
な
か
っ

た
の
で
発
言
す
る
量
が
多
く

な
っ
た
の
で
緊
張
し
ま
し
た
。

こ
の
研
修
会
に
行
っ
た
感

想
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
、

利
用
し
や
す
い
図
書
館
と
い

う
理
想
が
多
か
っ
た
の
で
、

僕
は
甲
南
の
図
書
館
を
、
利

用
し
や
す
く
て
快
適
な
図
書

館
に
、
す
る
為
に
図
書
委
員

の
一
員
で
あ
る
僕
も
頑
張
っ

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

俳
句
と
言
え
ば
、
松
尾
芭

蕉
、
正
岡
子
規
、
と
い
う
名

前
は
有
名
で
す
。
も
う
少
し
、

知
っ
て
い
る
人
な
ら
高
浜
虚

子
と
い
う
名
前
も
知
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
今

回
、
私
が
こ
こ
で
紹
介
し
た

い
俳
句
作
家
は
長
谷
川
素
逝

と
い
う
人
で
す
。
み
な
さ
ん
、

ご
存
じ
で
す
か
？
若
い
頃
に

は
さ
よ
な
ら
と
梅
雨
の
車
窓

に
指
で
書
く
な
ど
と
て
も
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
俳
句
を
作
っ

て
い
る
人
で
す
。
本
名
は
長

谷
川
直
次
郎
。
日
本
が
中
国

と
戦
争
を
し
て
い
る
頃
、
戦

地
に
砲
兵
と
し
て
赴
き
、
そ

の
あ
り
さ
ま
を
夏
灼
く
る
砲

車
と
と
も
に
わ
れ
こ
そ
往
け

わ
が
馬
を
う
づ
む
と
兵
ら
枯

野
掘
る
胸
射
ぬ
か
れ
し
外
套

の
衣
を
剪
り
て
脱
が
す
な
ど
、

昭
和
十
四
年
に
し
て
、
い
ち

早
く
多
く
の
俳
句
に
も
の
し
、

『
砲
車
』
と
い
う
句
集
を
発

表
し
ま
す
。
当
時
の
俳
句
誌

な
ど
で
こ
う
し
た
句
は
大
い

に
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
こ

そ
一
世
を
風
靡
し
た
の
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
十

一
年
、
四
十
歳
の
若
さ
で
肺

結
核
で
亡
く
な
り
、
師
の
高

浜
虚
子
を
大
い
に
嘆
か
せ
た

の
で
す
。
『
砲
車
』
が
あ
ま

り
に
も
有
名
で
、
そ
の
後
の

彼
の
作
品
に
は
昨
今
ま
で
あ

ま
り
日
の
目
が
あ
た
ら
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
最
近
何
人
か

の
人
が
彼
の
晩
年
（
と
い
っ

て
も
昭
和
十
五
年
〜
二
十
一

年
と
い
う
短
い
期
間
で
す
が
）

の
作
品
に
興
味
を
持
っ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
『
現
代
俳

句
大
辞
典
』
三
省
堂

二
〇

〇
五
年
）
に
は
次
の
よ
う
に

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

素
逝
と
い
え
ば
世
は
ま
ず

も
っ
て
専
ら
『
砲
車
』
を
語

る
が
そ
れ
は
素
逝
の
本
意
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
素
逝
最
後

の
『
定
本
素
逝
句
集
』
（
一

九
四
七
年
刊
）
か
ら
は
『
砲

車
』
の
句
が
す
べ
て
外
さ
れ

て
い
る
。
も
と
よ
り
素
逝
は

こ
の
世
を
静
か
に
や
か
に
眺

め
て
微
笑
み
な
が
ら
生
き
た

か
っ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
素
逝
の
本
質
は
初
期
の

頃
か
ら
は
っ
き
り
と
し
て
い

る
。
晩
年
の
素
逝
の
句
に
は

よ
う
や
く
本
来
の
素
逝
ら
し

さ
が
濃
く
見
ら
れ
る
が
既
に

自
ら
の
命
の
行
方
を
知
っ
た

も
の
の
淋
し
さ
が
沿
う
て
い

る
。
素
逝
は
戦
争
を
う
た
っ

た
人
で
は
な
く
戦
争
の
犠
牲

に
な
っ
た
人
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
人
の
晩

年
の
生
活
に
つ
い
て
は
『
砲

車
』
を
書
い
た
頃
ほ
ど
、
詳

し
い
こ
と
が
発
表
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
実
は
、
こ
の
人
、

そ
の
晩
年
こ
そ
を
旧
制
甲
南

高
等
学
校
の
教
授
（
国
語
科
）

と
し
て
生
き
た
人
な
の
で
す
。

こ
の
時
代
の
こ
と
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
『
兵
庫
ゆ
か
り
の

俳
人
た
ち
』
（
柿
衞
文
庫
編

一
九
九
八
年
）
に
は
「
陸

軍
中
尉
と
い
う
肩
書
き
が
生

徒
監
（
注
・
現
在
の
生
徒
指

導
部
部
長
）
の
激
務
に
就
か

せ
る
な
ど
た
い
へ
ん
だ
っ
た
」

な
ど
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
に
書
い
て
あ
る
こ
と
な

の
で
、
何
の
疑
い
も
感
じ
な

か
っ
た
私
は
、
長
谷
川
素
逝

と
い
う
俳
人
は
、
い
っ
ぽ
う

で
ま
た
、
軍
人
上
が
り
の
教

師
ら
し
い
、
大
き
な
声
で
、

堂
々
は
つ
ら
つ
と
し
た
、
何

と
格
好
い
い
先
生
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
、
と
憧
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
人
に
つ
い
て

学
園
で
は
資
料
が
残
っ
て
い

な
い
か
、
数
年
前
か
ら
少
し

ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
時

間
の
許
す
限
り
調
べ
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

長
谷
川
素
逝
に
関
す
る
資

料
は
、
甲
南
学
園
史
資
料
室

に
数
多
く
残
っ
て
い
ま
し
た
。

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。

①
就
職
時
の
自
筆
履
歴
書

（
昭
和
十
五
年
十
月
現
在
）

②
昭
和
十
六
年
学
園
住
所
録

③
昭
和
十
六
年
、

十
七
年
の
俸
給
表

④
昭
和
十
六
年
の
辞
令

⑤
昭
和
十
六
年
、
十
七
年
の

授
業
担
当
ク
ラ
ス

使
用
教
科
書

⑥
昭
和
十
七
年
雑
誌
「
甲
南
」

寄
稿
文

⑦
昭
和
二
十
一
年
辞
職
願

残
念
な
が
ら
、
当
時
は
物

資
不
足
の
た
め
卒
業
ア
ル
バ

ム
は
全
体
で
作
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
素
逝
の
写
真

は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。①

は
現
在
確
認
さ
れ
て
い

る
彼
の
履
歴
書
と
し
て
は
、

も
っ
と
も
新
し
い
時
代
ま
で

書
か
れ
て
い
る
も
の
で
貴
重

な
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

②
に
つ
い
て
は
、
最
近
ま

で
、
甲
南
教
授
時
代
の
彼
の

住
所
や
家
の
間
取
り
な
ど
詳

し
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
住
ま

い
は
ど
う
や
ら
「
甲
南
長
屋
」

と
よ
ば
れ
た
小
さ
な
職
員
住

宅
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。

慎
ま
し
い
生
活
が
見
え
て
き

ま
し
た
。

③
は
両
年
と
も
「
百
五
十

円
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

素
逝
は
几
帳
面
な
人
で
、
前

述
の
履
歴
書
の
中
に
前
任
校

（
中
学
教
師
時
代
）
の
俸
給

を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

は
「
百
円
」
で
し
た
。
戦
前

の
甲
南
は
尋
常
科
（
中
学
）

の
教
師
も
大
学
教
授
レ
ベ
ル

の
、
破
格
の
俸
給
で
す
。

④
ど
う
や
ら
素
逝
は
初
年

度
尋
常
科
一
年
（
二
ク
ラ
ス

×
四
時
間
＝
八
時
間
）
教
え

て
い
た
よ
う
で
す
。
ち
な
み

に
甲
南
は
戦
時
中
も
Ａ
・
Ｂ

組
と
い
う
呼
び
方
で
し
た
。

⑤
当
時
素
逝
が
授
業
に
使
っ

て
い
た
岩
波
書
店
の
国
語
の

教
科
書
が
、
小
島
孝
氏
（
現
・

神
戸
大
学
法
学
部
名
誉
教
授
）

の
寄
贈
で
残
っ
て
い
ま
す
。

⑥
素
逝
は
特
に
、
昭
和
十
七

年
当
時
旧
制
高
校
三
年
の
生

徒
と
親
し
か
っ
た
ら
し
く
、

放
課
後
に
国
語
研
究
室
（
現
・

国
語
準
備
室
）
で
何
人
か
の

生
徒
の
俳
句
の
添
削
を
し
た

り
、
数
名
の
先
生
と
生
徒
で

句
会
を
し
た
り
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
を

忍
ば
せ
る
資
料
で
す
。
寄
稿

文
は
若
き
日
の
正
岡
子
規
に

つ
い
て
丁
寧
に
書
か
れ
た
研

究
論
文
で
す
。

⑦
昭
和
二
十
一
年
三
月
三

十
一
日
付
で
、
肺
結
核
の
診

断
書
と
と
も
に
ひ
っ
そ
り
と

あ
り
ま
す
。

残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
資

料
は
、
貴
志
康
一
や
長
谷
川

三
郎
ほ
ど
丁
寧
に
は
扱
わ
れ

て
は
い
ま
せ
ん
。
彼
ら
が
甲

南
の
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
の
と
は
異

な
り
、
長
谷
川
素
逝
は
教
職

員
と
し
て
、
し
か
も
５
年
し

か
務
め
て
い
な
い
の
だ
か
ら

仕
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
す
。

そ
こ
で
今
、
彼
の
教
え
子

だ
っ
た
先
輩
方
に
、
出
来
る

限
り
話
を
う
か
が
っ
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
皆
さ
ん
、
も

う
八
十
歳
ぐ
ら
い
の
方
ば
か

り
で
す
。
そ
こ
で
出
て
く
る

話
は
、
本
で
書
か
れ
て
あ
る

こ
と
と
全
く
違
い
ま
し
た
。

当
時
、
怖
い
生
徒
監
（
現
・

生
徒
指
導
部
）
の
先
生
が
い

て
、
み
な
さ
ん
真
っ
先
に
そ

の
先
生
の
名
前
を
お
っ
し
ゃ

る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
素
逝

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

素
逝
の
印
象
を
聞
く
と
「
大

人
し
い
印
象
で
、
授
業
は
地

味
。
思
い
出
は
あ
ま
り
な
い
」

と
か
「
痔
で
悩
ん
で
は
っ
た
」

と
か
「
大
阪
弁
と
違
っ
て
標

準
語
に
近
か
っ
た
。
小
説
で
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私
達
は
、
今
回
は
、
国
語
科
の
塩
見

先
生
に
原
稿
を
依
頼
し
ま
し
た
。

塩
見
先
生
は
の
本
を
紹
介
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
本
の
詳
細
は
、
次
に
紹
介
し

て
い
ま
す
。
興
味
の
あ
る
も
の
は
、
ぜ
ひ

読
ん
で
く
だ
さ
い
。

国
語
科

塩
見

恵
介
先
生

「
長
谷
川
元
湯
と
甲
南
高
校

」



『
チ
ャ
ー
ち
ゃ
ん
』
と
い
う

の
が
で
て
き
た
と
き
の
そ
の

読
み
方
が
面
白
か
っ
た
か
ら

あ
だ
名
は
チ
ャ
ー
ち
ゃ
ん
や
っ

た
」
と
か
。
美
談
や
武
勇
伝

と
は
か
け
離
れ
た
、
な
ん
と

も
言
い
難
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
し

か
集
め
ら
れ
な
い
の
で
す
。

で
も
、
そ
れ
が
人
間
だ
な
あ
、

と
も
思
う
の
で
す
。
素
逝
が

ま
す
ま
す
好
き
に
な
っ
て
い

く
の
で
し
た
。

素
逝
だ
け
で
は
な
く
、
戦

中
の
甲
南
に
つ
い
て
も
、
こ

の
先
輩
方
に
う
か
が
っ
た
、

愉
快
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

前
述
の
小
島
孝
氏
は
こ
ん
な

ふ
う
に
当
時
の
甲
南
を
方
っ

て
下
さ
い
ま
し
た
。

当
時
は
、
２
ク
ラ
ス
、
１

ク
ラ
ス
４
０
人
、
男
ば
か
り
。

名
簿
の
中
に
落
第
と
あ
る
の

は
落
第
生
。

尋
常
科

（
現
・
中
学
）
に
も
落
第
が

あ
っ
た
。

授
業
は
朝
８
時
か
ら
、
４

時
ぐ
ら
い
ま
で
。
授
業
が
終

わ
る
と
、
す
ぐ
に
は
帰
れ
な

い
。
生
徒
は
わ
っ
た
後
、
グ

ラ
ウ
ン
ド
に
集
合
し
て
、
学

校
の
周
り
を
２
周
し
て
帰
る
。

２
㌔
ぐ
ら
い
。
１
５
分
ク
ラ

ス
単
位
で
走
る
。
担
任
の
先

生
は
隅
で
見
て
い
る
。
そ
の

当
時
は
、
先
生
を
恨
ん
だ
が
、

今
に
な
っ
た
ら
、
感
謝
し
て

い
る
。
二
号
線
に
は
阪
神
国

道
の
市
電
（
チ
ン
チ
ン
電
車
）

が
走
っ
て
い
て
、
生
徒
は
通

学
に
利
用
し
て
い
た
。
た
だ

し
最
寄
り
の
現
「
甲
南
学
園

前
」
の
停
留
所
は
使
わ
せ
て

も
ら
え
な
い
。
一
つ
隣
駅
の

現
「
田
中
」
で
降
り
て
来
な

さ
い
と
い
う
ル
ー
ル
だ
っ
た
。

遅
刻
し
そ
う
に
な
る
と
、

そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
ら
れ

な
い
の
で
、
「
甲
南
学
園
前
」

で
降
り
て
走
っ
た
。
ば
れ
て

ひ
ど
く
叱
ら
れ
て

い
る

生
徒
も
い
た
が
。
た
だ
、
高

等
科
に
な
る
と
、
免
許
が
あ

れ
ば
自
動
車
で
運
転
し
て
き

て
も
良
か
っ
た
時
代
が
あ
っ

た
。
自
動
車
は
当
時
珍
し
い

も
の
だ
が
、
良
家
の
子
弟
で

持
っ
て
い
る
も
の
も
い
た
。

た
だ
、
私
が
入
学
す
る
前

に
、
阪
急
電
車
の
踏
切
で
電

車
と
衝
突
し
て
生
徒
が
亡
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

て
自
動
車
通
学
は
禁
止
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
し
、

そ
の
事
故
が
き
っ
か
け
で
学

園
側
が
、
阪
急
に
申
し
入

れ
を
し
て
、
線
路
を
高
架
に

し
て
も
ら
っ
た
ら
し
い
。

ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
英
語
の
先

生
が
お
ら
れ
た
。
ロ
バ
ー
ト

先
生
。
（
昭
和
十
四
年
着
任

〜
同
二
十
年
ま
で
。
）

甲
南
は
日
本
人
の
先
生
も
日

本
が
負
け
る
か
ら
英
語
を
勉

強
し
て
お
け
、
と
戦
中
に
言
っ

て
い
た
。

制
服
は
冬
は
紺
の
サ
ー
ジ
。

夏
は
白
の
麻
。
ゲ
ー
ト
ル
を

ま
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
太

平
洋
戦
争
末
期
。
近
隣
に
あ

る
灘
高
校
は
戦
前
か
ら
ゲ
ー

ト
ル
。
神
戸
一
中
は
国
防
色

の
帽
子
を
被
っ
て
い
た
。

教
官
研
究
室
は
教
科
ご
と
。

職
員
室
は
な
く
、
教
科
の
研

究
室
し
か
な
か
っ
た
。
寒
い

日
は
、
い
ろ
ん
な
先
生
方
が

ス
ト
ー
ブ
の
あ
る
部
屋
に
集

ま
っ
て
い
た
。

昼
に
な
る
と
、
全
校
生
徒
・

教
員
が
食
堂
（
現
８
号
館
跡
）

に
集
ま
っ
て
、
一
斉
に
食
事

を
し
た
。
こ
れ
は
平
生
先
生

の
方
針
。
平
生
先
生
が
当
時

で
五
千
円
も
の
大
金
を
寄
付

し
て
建
て
た
。

戦
中
配
給
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
学
校
に
家
か
ら
米
そ

の
も
の
を
持
っ
て
い
く
。
そ

れ
を
食
堂
が
朝
の
内
に
人
数

分
焚
い
て
お
い
て
く
れ
る
。

昼
に
行
く
と
丼
が
並
ん
で
い

る
。
た
だ
ど
ん
ぶ
り
飯
一
杯

ぐ
ら
い
は
男
に
足
り
な
い
。

欠
席
者
の
分
ま
で
用
意
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
の
丼
の
上

に
帽
子
を
か
ぶ
せ
て
、
か
く

し
て
お
い
て
、
仲
間
で
こ
っ

そ
り
山
分
け
し
て
食
べ
る
。

ば
れ
た
ら
お
こ
ら
れ
る
が
、

そ
れ
も
、
先
生
に
よ
っ
て
、

叱
る
先
生
、
見
て
見
ぬ
振
り

を
し
て
い
る
先
生
、
笑
っ
て

る
先
生
、
い
ろ
い
ろ
い
た
。

も
っ
と
紹
介
し
た
い
と
こ
ろ

で
す
が
、
紙
面
が
つ
き
ま
し

た
。
素
逝
が
甲
南
教
授
時
代

に
編
ん
だ
『
ふ
る
さ
と
』

（
昭
和
十
八
年
）
と
い
う
句

集
か
ら
、
次
の
よ
う
に
詠
ま

れ
た
甲
南
を
紹
介
し
て
筆
を

置
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
生
徒
ら
と
五
月

の
朝
の
窓
開
け
て
』

昭
和
十
六
年
、
日
本
全
体

が
戦
争
と
い
う
闇
へ
突
っ
走
っ

て
い
た
時
、
素
逝
は
、
「
生

徒
ら
と
」
と
も
に
窓
を
あ
け

て
生
き
て
い
た
教
師
で
し
た
。

私
が
お
勧
め
す
る
本
は
、

『
カ
ラ
フ
ル
』
で
す
。
こ
の

小
説
は
、
前
世
で
大
き
な
あ

や
ま
ち
を
侵
し
て
死
ん
だ
人

の
魂
が
生
ま
れ
変
わ
る
た
め

の
修
行
を
し
て
い
く
様
子
を

描

い
て
い
ま
す
。
そ
の
修
行
と

は
、
一
定
の
期
間
、
下
界
に

い
る
誰
か
の
体
を
借
り
て
過

ご
す
と
い
う
も
の
。
初
め
て

見
る
家
族
、
一
見
普
通
の
平

凡
な
家
族
だ
が
、
実
際
す
ご

し
て
い
く
と
見
え
て
く
る
秘

密
や
体
を
貸
し
て
く
れ
て
い

た
人
の
正
体
な
ど
が
、
少
し

ず
つ
見
え
て
く
る
。
そ
の
た

び
に
変
化
し
て
い
く
魂
の
思

い
な
ど
が
様
々
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
修
行

の
本
当
の
意
味
と
は
一
体
何

な
の
か
。

最
後
ま
で
ハ
ラ
ハ
ラ
さ
せ

て
く
れ
て
感
動
も
与
え
て
く

れ
る
、
生
き
る
こ
と
を
支
え

て
く
れ
る
よ
う
な
本
だ
と
思

い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
何
か
に
悩

ん
だ
と
時
に
は
、
読
ん
で
み

て
く
だ
さ
い
。

私
は
高
校
一
年
の
時
に
副

委
員
長
に
、
高
校
二
年
で
委

員
長
を
経
験
し
ま
し
た
。
そ

の
間
に
様
々
な
交
流
会
を
し

ま
し
た
。
交
流
会
で
は
多
く

の
学
校
と
関
わ
り
を
持
つ
こ

と
が
で
き
と
て
も
い
い
経
験

に
な
り
ま
し
た
、
ま
た
一
冊

の
本
や
物
事
に
み
ん
な
で
考

え
意
見
を
出
し
合
う
こ
と
の

楽
し
さ
な
ど
も
感
じ
ら
れ
ま

し
た
。
今
年
の
十
一
月
に
は

古
本
市
を
開
催
し
多
く
の
方
々

に
来
て
頂
き
ま
し
た
。
自
分

は
古
本
市
に
あ
ま
り
関
わ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
す

か
、
と
て
も
い
い
経
験
に
な

れ
ま
し
た
。
図
書
委
員
を
経

験
で
き
と
て
も
楽
し
か
っ
た

で
す
。
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「
編
集
後
記
」

今
回
の
読
書
三

昧
は
い
か
が
だ
っ

た
で
し
ょ
う
か
、

年
度
末
ぎ
り
ぎ
り

の
発
行
で
し
た
が

な
ん
と
か
発
行
で

き
ま
し
た
、
今
ま

で
多
く
の
活
動
に

参
加
し
て
多
く
の

方
々
に
支
え
ら
れ

て
き
た
の
だ
な
、

と
感
じ
ま
す
。
今

ま
で
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
図

書
委
員
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

（
図
書
委
員
一
同
）

委
員
長
の
一
言

高
校
三
年

中
山

裕
介

私
は
、
今
ま
で
編
集
を
主
に
し
て
き

た
の
で
感
想
文
な
ど
を
書
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

今
回
が
私
の
編
集
す
る
最
後
の
読
書

三
昧
だ
と
い
う
こ
と
で
、
い
く
つ
か

文
章
を
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま

ず
、
私
が
お
勧
め
す
る
本
、
そ
し
て
、

今
ま
で
活
動
し
た
時
の
感
想
を
ま
と

め
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
読
ん
で
く
だ
さ

い

書
名

カ
ラ
フ
ル

著
者
名

森
絵
都

出
版
者

理
論
社

分
類

Ｙ
も
り
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コ
ン
ダ
ク
タ
ー

高
校
三
年

箱
川

義
樹

こ
の
本
は
「
心
霊
探
偵
八
雲
」
で
お
馴
染
み
の
神
永
学
の
最
新
作
。
そ
し
て
、
こ

の
作
品
は
「
心
霊
探
偵
八
雲
」
の
よ
う
な
『
現
実
味
を
帯
び
て
い
な
い
現
実
の
よ
う

な
物
語
』
で
は
な
く
、
『
現
実
感
溢
れ
る
サ
ス
ペ
ン
ス
で
あ
り
、
ど
こ
か
現
実
味
に

欠
け
る
』
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
、
今
ま
で
の
作
品
と
は
ま
っ
た
く

違
っ
た
感
覚
が
味
わ
え
ま
す
。

さ
て
、
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
」
。
あ
ま
り
聞
き
な
れ
な
い
単
語
の
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
と
は
、
俗
に
言
う
「
指
揮
者
」
が
主
な
意
味
で
、
こ
れ
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
が
あ

り
ま
す
。

そ
れ
は
「
案
内
人
」
と
い
う
意
味
。
こ
の
本
で
紡
が
れ
る
物
語
は
主
に
音
大
が
舞
台
で
、
あ
る
日
、
変
死
体

が
一
ア
パ
ー
ト
で
発
見
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
す
べ
て
が
始
ま
っ
て
い
く
…
。
そ
れ
と
は
別
に
展
開
さ
れ
て
い
く

音
大
生
の
日
常
…
し
か
し
、
時
を
同
じ
く
し
て
日
常
が
歪
み
、
捻
じ
曲
が
っ
て
い
く
…
。

す
べ
て
の
始
ま
り
は
あ
る
音
大
生
の
「
夢
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
は
た
だ
の
夢
の
は
ず
な
の
に
、

夢
で
な
い
感
覚
、
強
く
鮮
明
に
覚
え
て
い
て
忘
れ
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
っ
た
夢
。
た
ぶ
ん
皆
さ
ん
に
も
一
度
く

ら
い
は
経
験
が
あ
る
の
で
は
？
、
と
話
が
そ
れ
ま
し
た
ね
、
失
敬
失
敬
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
数
々
の
登
場
人

物
が
出
て
き
ま
す
。
警
察
や
同
級
生
や
い
ろ
い
ろ
と
出
て
き
ま
す
。
こ
の
本
だ
け
で
、
多
く
の
人
間
模
様
を
見

る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
誰
が
殺
し
、
誰
が
だ
ま
し
、
誰
が
欺
き
、
何
が
真
実
で
何
が
偽
り
な
の
か
…
。

そ
し
て､
そ
れ
ぞ
れ
が
疑
心
暗
鬼
に
陥
っ
て
い
く
。
果
た
し
て
真
実
は
い
っ
た

い
何
で
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
そ
し
て
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
は
誰
な
の
か
？
謎
解
き

し
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
と
な
お
面
白
さ
が
増
す
と
思
い
ま
す
。
最
後
ま

で
読
ま
な
い
と
真
実
は
見
え
ま
せ
ん
。
最
後
ま
で
読
み
た
く
な
る
独
特
の
面

白
さ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
普
通
、
登
場
人
物
た
ち
の
視
点
に
立
ち
な
が
ら
読
む
の
が
読
書
の

定
石
で
す
が
、
こ
の
本
は
登
場
人
物
た
ち
の
視
点
に
立
っ
て
は
『
い
け
な
い
』

作
品
で
し
た
。
物
語
が
進
む
に
つ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
や
感
情
が
交
差
し
て

い
き
、
よ
り
深
く
へ
と
誘
わ
れ
て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
の
と
こ
ろ
で
だ

ん
だ
ん
と
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
る
感
じ
が
し
ま
す｡

そ
う
い
っ
た
独
特
の
感
覚

を
一
度
で
も
味
わ
う
と
よ
り
深
み
に
は
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
も
ま
た
面
白

い
と
こ
ろ
で
す
。

書
名

コ
ン
ダ
ク
タ
ー

著
者
名

神
永

学

出
版
社

角
川
書
店

分
類

Ｙ

か
み

１

お
知
ら
せ

次
回
の
読
書
三
昧
で
は
、
２
０
０
９
年
に
行
っ

た
古
本
市
の
様
子
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

『
ホ
ー
ム
レ
ス
中
学
生
』

中
学

二
年

萩
原

一
貴

こ
の
作
品
は
、
麒
麟
の
田
村
さ
ん
が
貧
乏
な

中
学
生
生
活
を
し
て
い
た
と
き
の
話
で
す
。
中

学
二
年
の
一
学
期
の
終
業
式
の
後
、
家
に
帰
っ

て
き
た
ら
、
家
具
に
「
差
し
押
さ
え
」
と
書
か

れ
た
テ
ー
プ
が
ク
ロ
ス
に
貼
ら
れ
て
い
て
、
そ

れ
に
び
っ
く
り
し
て
い
る
と
、
お
父
さ
ん
が
戻
っ

て
き
た
。
す
る
と
突
然
「
解
散
！
」
と
言
い
残

し
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
い

き
な
り
変
な
人
生
を
お
く
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー

で
す
。

そ
の
後
、
変
わ
っ
た
形
の
し
た
遊
具
の
あ
る

公
園
で
何
日
も
生
活
し
た
り
、
マ
ラ
ソ
ン
大
会

で
優
勝
す
る
と
直
後
に
緑
色
の
鼻
水
が
出
て
し

ま
い
、
み
ん
な
か
ら
引
か
れ
た
り
…
。
と
い
う

様
々
な
出
来
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

お
も
し
ろ
い
ス
ト
ー
リ
ー
な
の
で
、
ぜ
ひ
読

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

著
者
名

田
村
裕

出
版
者

ワ
ニ
ブ
ッ
ク
ス

分
類

Ｙ
た
む


