
　
六
月
十
日

　
重
い
曇
天
。
九
時
過
世
田
谷
発
。
十
時
研
究
室
大
学
院
レ
ク
チ
ャ
ー
準
備
。

　
十
時
四
〇
分
院
レ
ク
チ
ャ
ー
。
今
日
か
ら
三
回
程
は
私
の
建
築
設
計
方
法

に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
一
回
は
宿
根
木
に
学
ぶ
。
岡
山
建
部
町
国
際
交
流
館
、

第
七
官
界
、
鳴
子
・
早
稲
田
桟
敷
湯
、
西
早
稲
田
観
音
寺
。
陸
の
大
工
と
船

大
工
の
数
学
の
違
い
の
表
現
に
つ
い
て
。
十
三
時
過
李
祖
原
と
昼
食
。
ベ
ジ

タ
リ
ア
ン
カ
レ
ー
。

　
午
後
打
合
せ
、
幾
つ
か
。
李
祖
原
明
日
帰
国
で
サ
ヨ
ナ
ラ
、
又
、
来
月
。

　
赤
坂
喜
顕
氏
来
室
。
九
州
現
場
の
件
で
お
願
い
事
。
赤
坂
氏
は
今
年
よ
り

竹
中
工
務
店
か
ら
早
大
芸
術
学
校
教
授
に
転
職
。
話
を
聞
く
と
、
大
変
な
情

熱
で
授
業
そ
の
他
に
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
教
職
は
情
熱
が
現
場
で
学

生
に
伝
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
お
し
ま
い
な
の
を
、
改
め
て
教
え
ら
れ
た
よ

う
な
気
が
し
た
。
十
八
時
過
ぎ
よ
り
ス
タ
ッ
フ
、
学
生
に
私
の
過
去
の
作
品

を
ス
ラ
イ
ド
レ
ク
チ
ャ
ー
。
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て
も
同
じ
事
で
あ
る
。
彼
等

は
私
の
鏡
な
の
だ
。
私
が
情
熱
を
失
え
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
同
じ
に
な
る
。
力

を
み
な
ぎ
ら
せ
て
い
れ
ば
、
少
し
づ
つ
で
は
あ
る
が
染
み
渡
る
だ
ろ
う
。

　
二
十
二
時
世
田
谷
村
に
戻
る
。
電
車
の
吊
し
広
告
に
週
刊
新
潮
の
内
容
が

示
さ
れ
て
い
て
、
「
小
泉
『
靖
国
参
拝
』
私
は
こ
う
考
え
る
」
の
中
に
木
田

元
の
名
が
あ
り
、
木
田
先
生
が
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
ど
の
よ
う
な
意
見
を
述

べ
て
い
る
の
か
興
味
深
く
、
買
っ
て
読
ん
だ
。
高
山
建
築
学
校
で
お
目
に
か

か
っ
て
い
た
木
田
さ
ん
は
大
哲
学
者
と
い
う
よ
り
も
、
特
攻
隊
生
き
残
り
の

闇
屋
の
風
格
を
に
じ
ま
せ
て
い
た
の
で
、
靖
国
に
は
特
別
な
関
心
を
お
持
ち

な
の
だ
ろ
う
と
い
さ
さ
か
揺
れ
る
気
持
ち
も
あ
っ
た
が
、
読
め
ば
、
や
は
り

参
拝
反
対
の
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
木
田
さ
ん
ら
し
い
体
験
に
根
を
張

っ
た
一
見
地
味
な
発
言
で
あ
っ
た
が
、
要
は
中
国
で
の
植
民
地
支
配
時
代
の

記
憶
は
日
本
人
だ
け
の
論
理
で
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
モ
ノ
。

他
に
も
多
く
の
人
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
風

格
の
水
準
が
知
れ
て
面
白
い
。
有
名
人
と
い
う
の
は
、
何
に
よ
っ
て
有
名
に

な
っ
た
か
、
そ
の
根
本
の
性
格
が
知
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
木
田
先
生
だ

け
顔
写
真
が
出
て
い
な
い
の
も
良
か
っ
た
。
同
誌
に
「
福
田
和
也
の
闘
う
時

評
」
拡
大
版
「
日
本
人
に
と
っ
て
の
『
Ａ
級
戦
犯
』
」
も
あ
っ
た
。
福
田
和

也
の
論
は
堂
々
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
私
は
や
っ
ぱ
り
首
相
の
靖
国
参
拝
は

反
対
で
あ
る
。

　
私
の
父
、
興
武
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
中
国
の
戦
場
に
か
り
出
さ
れ
、

傷
を
負
い
帰
還
し
得
た
。
負
傷
し
て
い
な
か
っ
た
ら
戦
場
に
消
え
て
い
た
か

も
知
れ
な
い
。
幼
児
、
近
く
の
銭
湯
に
父
と
共
に
行
く
た
び
に
、
私
は
父
の

背
中
に
残
さ
れ
て
い
た
鮮
烈
な
傷
の
痕
を
見
て
い
た
。
父
は
漢
文
学
者
の
端

く
れ
で
あ
り
、
中
国
の
歴
史
、
文
化
に
は
大
き
な
敬
意
の
念
を
持
っ
て
い
た
。

私
の
い
さ
さ
か
な
漢
文
趣
味
も
そ
の
影
響
が
あ
る
。
李
祖
原
の
過
剰
と
も
思

え
る
中
国
主
義
に
い
さ
さ
か
違
和
感
を
持
ち
な
が
ら
、
彼
の
中
国
本
土
で
の

仕
事
に
協
動
し
て
い
る
の
も
、
父
の
影
響
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
父
の
背

中
の
傷
が
私
の
戦
争
へ
の
記
憶
の
ル
ー
ツ
だ
。
父
は
老
い
て
か
ら
何
度
か
母

と
共
に
中
国
を
旅
行
し
た
。
そ
れ
が
彼
の
さ
さ
や
か
な
悲
願
だ
っ
た
。
父
か

ら
戦
争
の
話
、
そ
の
正
否
の
話
を
聞
い
た
事
は
な
い
。
中
国
文
化
を
愛
し
、

し
か
し
そ
の
中
国
で
の
戦
場
に
か
り
出
さ
れ
、
死
生
の
境
を
さ
ま
よ
う
傷
を

負
っ
た
。
銭
湯
で
見
た
父
の
背
中
の
傷
は
、
お
そ
ら
く
大
き
な
矛
盾
を
生
き

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
父
の
生
涯
の
歴
史
の
跡
で
あ
っ
た
。
父
は
何
も
言
わ
な

か
っ
た
。
今
の
靖
国
問
題
に
も
父
の
よ
う
に
あ
ま
り
に
も
巨
大
な
矛
盾
と
対

面
し
た
経
験
を
持
つ
故
に
、
戦
死
者
と
同
様
に
語
り
得
ぬ
人
々
が
多
く
い
る

だ
ろ
う
。
小
泉
首
相
の
一
見
歯
切
れ
の
良
い
発
言
と
彼
等
の
複
雑
な
矛
盾
を
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武



抱
き
込
ん
だ
沈
黙
と
の
間
に
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。 
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