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創
立
者
鶴
見
守
義
の
大
礼
服

熊　
　
　

博　

毅

大
礼
服
ご
寄
贈
の
申
し
出

　

そ
れ
は
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
九
月
十
六
日
、
年
史
編

纂
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
問
合
せ
欄
に
届
い
た
一
通
の
電
子
メ
ー
ル

か
ら
始
ま
っ
た
。

　

差
出
人
は
東
京
都
府
中
市
の
小
柳
行
央
さ
ん
。
文
面
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

い
く
つ
も
同
様
な
問
い
あ
わ
せ
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

私
が
亡
き
父
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
の
中
に
、
貴
校
の
創
立

者
鶴
見
守
義
様
の
物
か
と
思
わ
れ
る
勅
任
官
の
大
礼
服
（
三

越
製
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
礼
服
は
、
父
が
生
前
に
今
か

ら
40
年
以
上
前
に
、
東
京
に
て
古
物
商
か
ら
買
い
求
め
た
大

礼
服
の
1
つ
で
、
拙
宅
で
永
く
保
管
し
て
き
た
も
の
で
す
。

痛
み
も
少
な
く
状
態
と
し
て
は
良
好
で
す
。
勅
任
官
の
大
礼

服
で
す
の
で
、
こ
の
年
史
編
纂
室
の
Ｔ
Ｏ
Ｐ
ペ
ー
ジ
左
端
上

段
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
方
の
も
の
と
同
じ
で
す
。「
鶴
見
守

義
」
様
の
も
の
で
な
い
か
な
と
思
わ
れ
る
背
景
は
、
内
ポ
ケ

ッ
ト
に
縫
い
込
ま
れ
て
い
る
布
に
「M

. T
surum

i

」
の
名
前

が
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
こ
と
と
、
服
が
作
ら
れ
た
Ｄ
Ａ
Ｔ
Ｅ

が
「FEB. 38

」
と
有
り
ま
す
。
ま
た
本
皮
の
収
納
ボ
ス
ト

ン
バ
ッ
グ
の
表
に
、
Ｍ
．
Ｔ
．
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
が
打
た
れ
て

い
ま
す
。
も
し
貴
校
に
縁
が
あ
る
も
の
で
、
貴
校
に
て
必
要

な
も
の
か
ど
う
か
、
そ
の
可
能
性
を
含
め
て
ご
連
絡
を
い
た
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だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

　

追
伸
：
父
は
小
柳
鹿
蔵
と
申
し
、
東
京
都
の
官
吏
を
永
く

し
て
い
て
、
在
職
中
か
ら
、
太
政
官
以
来
の
職
員
録
や
そ
の

他
の
資
料
で
官
制
の
出
来
上
が
る
過
程
を
調
べ
た
り
、
近
代

的
な
行
政
組
織
が
ど
の
よ
う
な
形
で
作
ら
れ
て
き
た
か
な
ど

を
調
べ
て
き
た
過
程
で
出
会
っ
た
、
大
切
そ
う
な
も
の
を
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
お
申
し
出
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
か
を

考
え
た
結
果
、
と
り
あ
え
ず
所
蔵
さ
れ
て
い
る
大
礼
服
の
写
真
を

送
っ
て
い
た
だ
け
な
い
か
、
と
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
し
て
約
一
週
間
後
の
九
月
二
十
四
日
、
小
柳
さ
ん
か
ら
、
大

礼
服
を
収
納
し
て
い
る
本
皮
製
の
ト
ラ
ン
ク
を
は
じ
め
、
金
糸
に

よ
る
五
七
の
桐
の
飾
章
な
ど
が
随
所
に
刺
繍
さ
れ
た
黒
い
大
礼
服
、

白
蝶
ネ
ク
タ
イ
、
上
着
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
つ
け
ら
れ
た
「M

. 

T
surum

i

」
と
い
う
名
前
と
、
製
造
年
月
日
と
思
わ
れ
る
「FEB. 

38

」
と
記
入
さ
れ
た
ネ
ー
ム
タ
グ
な
ど
、
あ
わ
せ
て
十
一
枚
の
写

真
が
届
け
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
同
封
さ
れ
た
書
状
に
は
「
所
蔵
の
大
礼
服
が
貴
学
の
創

立
者
の
お
一
人
の
物
で
あ
れ
ば
、
快
く
寄
贈
さ
せ
て
頂
き
た
く
存

じ
て
お
り
ま
す
し
、
亡
き
父
も
（
平
成
十
八
年
七
月
没
）
と
て
も

喜
ぶ
事
と
存
じ
ま
す
。
又
私
だ
け
で
な
く
、
孫
で
あ
り
ま
す
愚
息

も
全
く
同
感
の
事
で
す
。（
中
略
）
父
は
、
ど
な
た
か
高
貴
な
方
の

大
礼
服
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
一
年
位
前
に
虫
干
し
の
為
に

取
り
出
し
、
中
を
確
認
し
て
行
っ
た
結
果
、
内
ポ
ケ
ッ
ト
の
お
名

前
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
検
索
、
推
測
か
ら
先
般
の
ご
連
絡

に
な
っ
た
次
第
で
す
。
貴
学
の
為
に
お
役
に
立
て
れ
ば
、
誠
に
幸

甚
に
存
じ
ま
す
」
と
し
た
た
め
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
池
内
啓
三
年
史
編
纂
委
員
長
（
専
務
理
事
）

に
報
告
し
た
結
果
、
大
学
と
し
て
ご
寄
贈
を
受
け
る
方
向
で
話
を

進
め
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

大
礼
服

　

大
礼
服
と
は
、
明
治
時
代
か
ら
太
平
洋
戦
争
の
終
戦
ま
で
使
用

さ
れ
て
い
た
日
本
に
お
け
る
エ
ン
パ
イ
ア
ス
タ
イ
ル
の
宮
廷
服
で
、

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
十
一
月
十
二
日
に
制
定
さ
れ
た
。
明
治

十
九
年
（
一
八
八
六
）
十
二
月
四
日
の
宮
内
省
達
甲
第
十
五
号
に

よ
り
、
文
官
大
礼
服
は
勅
奏
任
官
の
み
に
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
明
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治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
十
二
月
十
日
宮
内
省
達
甲
第
八
号
に

よ
り
奏
任
官
の
側
章
を
変
更
す
る
小
改
正
が
あ
り
、
こ
の
制
度
が

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
の
敗
戦
ま
で
続
い
た
。

　

大
礼
服
の
帽
は
、
勅
任
官
、
奏
任
官
と
も
に
共
通
し
て
い
る
が
、

右
側
章
の
繍
飾
毛
、
刺
繍
の
密
度
、
釦
に
差
が
あ
る
。

　

上
衣
は
黒
羅
紗
製
の
フ
ロ
ッ
ク
型
で
、
勅
任
官
の
飾
章
は
五
七

の
桐
を
用
い
、
こ
れ
に
桐
蕾
章
を
稠
密
に
刺
繍
す
る
。
奏
任
官
の

場
合
は
五
三
の
桐
と
な
る
。
ま
た
、
上
衣
飾
章
も
勅
任
官
は
襟
、

背
、
胸
、
袖
、
側
襄
、
背
端
に
施
す
が
、
奏
任
官
は
襟
、
袖
、
側

襄
、
背
端
の
み
。
ま
た
、
釦
も
勅
任
官
は
金
地
に
五
七
の
桐
で
あ

る
が
、
奏
任
官
は
金
地
に
五
三
の
桐
と
異
な
っ
て
い
た
。

　

下
衣
と
袴
は
、
勅
任
官
は
白
、
奏
任
官
は
鼠
の
羅
紗
製
で
あ
っ

た
が
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
九
月
十
八
日
の
太
政
官
第
六
十

五
号
達
に
よ
り
、
勅
奏
任
官
用
に
黒
羅
紗
製
の
も
の
が
追
加
さ
れ

た
。

鶴
見
守
義
に
つ
い
て

　

大
礼
服
の
所
有
者
で
あ
っ
た
関
西
法
律
学
校
創
立
者
の
一
人
、

鶴
見
守
義
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

金糸の刺繍が施された大礼服の上衣
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鶴
見
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
三
月
十
二
日
、
栃
木
県
日
光

に
生
ま
れ
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
県
の
更
進
に
よ
っ
て
司

法
省
法
学
校
に
入
学
。
同
十
七
年
（
一
八
八
四
）、
同
校
を
卒
業
す

る
と
同
時
に
司
法
省
御
用
掛
と
な
っ
た
。
同
十
九
年
（
一
八
八
六
）

二
月
に
判
事
試
補
・
大
阪
始
審
裁
判
所
詰
と
な
っ
て
来
阪
。
同
年

六
月
、
判
事
に
昇
任
し
、
同
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
十
月
に
は

部
長
判
事
へ
と
進
ん
だ
。
以
後
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）

六
月
に
長
崎
控
訴
院
判
事
と
し
て
転
ず
る
ま
で
、
足
か
け
十
年
に

亘
っ
て
大
阪
で
過
ご
し
た
が
、
こ
の
間
、
関
西
法
律
学
校
創
立
の

こ
と
に
も
関
与
し
た
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
講
師
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、「
学
監
」（
初

代
）
と
し
て
校
長
・
小
倉
久
と
並
ん
で
名
前
を
掲
げ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
温
厚
な
鶴
見
は
、
大
阪
始
審
裁
判
所
在
勤
の
創
立
者
た

ち
（
鶴
見
、
志
方
鍛
、
手
塚
太
郎
）
の
中
心
的
存
在
と
し
て
、
関

西
法
律
学
校
の
運
営
に
奔
走
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、『
関
西
大
学

百
年
史　

人
物
編
』
で
鶴
見
の
伝
記
を
記
し
た
薗
田
香
融
教
授

（
現
名
誉
教
授
）
は
推
測
す
る
。
篤
実
な
人
柄
の
鶴
見
な
ら
十
分
考

え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
校
で
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
、
特
に
財

産
編
を
講
じ
、
創
立
者
の
中
で
は
、
最
も
長
く
講
師
の
任
に
と
ど

ま
っ
た
。

　

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
四
月
、
大
審
院
判
事
に
栄
転
し
、

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
の
退
官
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
。
死

去
し
た
の
は
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
六
）
十
二
月
、
八
十
一
歳
で

あ
っ
た
。

鶴
見
守
義
の
孫
・
鶴
見
摂
子
さ
ん

　

大
学
の
歴
史
に
関
す
る
資
料
や
情
報
を
収
集
・
整
理
・
保
存
・

展
示
し
て
い
る
年
史
編
纂
室
に
と
っ
て
、
創
立
者
に
関
す
る
資
料

鶴見守義
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や
情
報
を
集
め
る
こ
と
は
最
優
先
す
べ
き
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
鶴
見
守
義
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
孫
の
鶴
見
摂
子

さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
を
頂
戴
し
た
こ
と
が
あ
り
、
小
柳
さ
ん
か
ら
大

礼
服
ご
寄
贈
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
き
も
、
私
は
真
っ
先
に
摂
子

さ
ん
の
存
在
を
思
い
出
し
た
。

　

そ
こ
で
私
は
摂
子
さ
ん
に
、
祖
父
・
守
義
氏
の
大
礼
服
寄
贈
の

申
し
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
メ
ー
ル
を
送
り
、
小
柳
さ
ん

か
ら
送
ら
れ
た
写
真
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
添
付
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
摂
子
さ
ん
か
ら
は
「
状
態
が
良
い
の
で
き
っ
と

小
柳
様
の
保
存
さ
れ
た
状
態
が
良
か
っ
た
の
だ
と
感
謝
の
気
持
ち

で
い
っ
ぱ
い
で
す
。（
中
略
）
お
そ
ら
く
こ
の
大
礼
服
は
、
祖
父
が

勲
二
等
を
授
与
さ
れ
た
時
に
着
用
さ
れ
た
も
の
か
と
推
測
し
ま
し

た
」
と
い
う
メ
ー
ル
が
返
送
さ
れ
て
き
た
。

　

そ
の
後
、
メ
ー
ル
で
や
り
取
り
を
重
ね
た
あ
と
、
今
後
、
東
京

へ
大
礼
服
を
受
け
取
り
に
行
く
際
、
同
席
さ
れ
る
意
思
を
お
持
ち

か
ど
う
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
す
ば
ら
し
い
提
案
に
感
謝
す
る
と
の

メ
ー
ル
が
送
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
で
鶴
見
守
義
の
ご
遺
族
が
、
大

礼
服
と
対
面
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

大
礼
服
と
の
対
面

　

小
柳
さ
ん
、
鶴
見
さ
ん
と
日
程
調
整
を
進
め
た
結
果
、
平
成
二

十
三
年
（
二
〇
一
一
）
十
月
二
十
一
日
の
午
後
に
小
柳
さ
ん
宅
を

お
訪
ね
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
貴
重
な
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
梱

包
と
輸
送
は
日
本
通
運
の
美
術
担
当
者
に
依
頼
す
る
こ
と
に
し
て

手
配
を
進
め
た
。

　

あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
い
た
時
刻
に
京
王
線
府
中
駅
の
改
札
口

付
近
で
待
ち
合
わ
せ
た
小
柳
さ
ん
と
鶴
見
さ
ん
、
私
の
三
人
は
、

大礼服を前に、小柳行史さんと
勲二等端宝章を手にする鶴見摂子さん
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タ
ク
シ
ー
で
小
柳
さ
ん
の
お
宅
へ
と
向
か
っ
た
。

　

到
着
後
、
応
接
室
で
改
め
て
ご
挨
拶
と
お
礼
を
述
べ
た
あ
と
、

大
礼
服
が
保
管
さ
れ
て
い
る
母
屋
へ
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

こ
の
日
、
鶴
見
さ
ん
は
大
礼
服
と
の
対
面
に
あ
た
り
祖
父
・
守

義
の
形
見
で
あ
る
勲
二
等
瑞
宝
章
を
持
参
さ
れ
て
い
た
。「
戦
争
で

被
災
し
た
た
め
、
祖
父
の
遺
品
で
残
っ
て
い
る
の
は
勲
章
く
ら
い

で
す
。
大
礼
服
が
残
っ
て
い
る
と
は
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

志
を
高
く
持
っ
た
元
気
な
こ
ろ
の
祖
父
に
会
え
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
」
と
感
激
し
な
が
ら
故
人
の
面
影
を
偲
ん
で
い
た
。

　

日
通
の
担
当
者
が
梱
包
の
準
備
を
進
め
て
い
る
間
、
大
礼
服
を

確
認
す
る
と
と
も
に
小
柳
さ
ん
、
鶴
見
さ
ん
が
並
ん
だ
記
念
写
真

を
撮
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
背
後
の
鴨
居
の
上
に
は
、
こ
の
大
礼

服
を
購
入
さ
れ
た
ご
尊
父
・
鹿
蔵
さ
ん
の
写
真
が
飾
ら
れ
て
い
た

が
、
こ
う
し
た
様
子
を
眺
め
な
が
ら
静
か
に
微
笑
ん
で
い
る
よ
う

に
思
え
た
。

大
礼
服
に
ま
つ
わ
る
記
憶

　

梱
包
さ
れ
た
大
礼
服
が
大
学
へ
運
ば
れ
る
の
を
見
送
っ
た
あ
と
、

も
う
一
度
小
柳
さ
ん
の
家
の
応
接
室
に
も
ど
り
、
私
は
大
礼
服
に

関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

小
柳
さ
ん
か
ら
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
こ
と
を
お
聞
き
し
た
。
大

礼
服
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
小
柳
さ
ん
の
こ
と
ば
と
し
て
以
下
に
ま

と
め
て
お
こ
う
。

　

大
礼
服
は
、
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
七
月
二
十
二
日
に
逝

去
し
た
私
の
父
・
小
柳
鹿
蔵
が
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
前

後
に
古
物
商
か
ら
購
入
し
ま
し
た
。
価
格
は
不
明
で
す
。
わ
が
家

勲二等瑞宝章（鶴見家所蔵）
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に
は
、
鶴
見
さ
ん
の
大
礼
服
の
ほ
か
に
、
島
津
久
光
さ
ん
の
孫
で

伯
爵
島
津
忠
麿
さ
ん
の
も
の
も
あ
り
、
こ
ち
ら
は
名
刺
が
入
っ
て

お
り
ま
し
た
。

　

鶴
見
さ
ん
の
大
礼
服
の
状
態
は
よ
い
の
で
す
が
、
ト
ラ
ン
ク
に

は
「M

.T
.

」
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
し
か
刻
ま
れ
て
お
ら
ず
、
誰
の
も
の

か
が
分
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
購
入
後
、
父
と
一
緒
に
こ
の
大
礼

服
を
見
て
、
そ
の
ま
ま
し
ま
っ
て
お
い
た
の
で
す
。

　

現
在
、
母
屋
を
建
て
替
え
る
予
定
に
し
て
お
り
、
昔
の
も
の
を

整
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
大
礼
服
も
虫
干
し
を
す
る
た

め
久
し
ぶ
り
に
出
し
て
き
て
、
そ
の
際
、
内
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
を
見

る
と
、「M

.T
surum

i

」
と
い
う
名
前
と
、
製
造
年
月
と
思
わ
れ

る
「FEB.38

」
の
数
字
が
記
入
さ
れ
た
三
越
製
の
ネ
ー
ム
タ
グ
が

あ
る
の
に
気
づ
き
、
こ
れ
を
手
が
か
り
に
い
ろ
い
ろ
と
調
べ
た
結

果
、
関
西
大
学
の
創
立
者
の
一
人
で
あ
る
鶴
見
守
義
さ
ん
と
い
う

名
前
に
辿
り
つ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
こ
れ

は
個
人
で
持
つ
よ
り
も
、
関
係
の
深
い
関
西
大
学
で
保
存
し
て
も

ら
う
方
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
、
連
絡
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。

寄
贈
に
関
し
て
は
、
私
の
息
子
も
了
解
済
み
で
す
。

　

父
は
八
王
子
の
由
木
尋
常
高
等
小
学
校
を
卒
業
後
、
八
王
子
の

府
立
第
二
商
業
学
校
に
進
み
、
東
京
府
の
職
員
と
な
っ
て
か
ら
は
、

兵
事
事
務
や
主
税
関
係
の
仕
事
を
担
当
し
、
鈴
木
俊
一
（
の
ち
東

京
都
知
事
）
に
師
事
し
て
い
ま
し
た
。
太
政
官
以
来
の
職
員
録
や

そ
の
他
の
資
料
に
よ
っ
て
官
制
が
で
き
る
過
程
を
調
べ
た
り
、
近

代
的
な
行
政
組
織
が
ど
の
よ
う
な
形
で
つ
く
ら
れ
、
変
わ
っ
て
き

た
か
な
ど
を
調
査
・
研
究
し
、
地
方
自
治
の
あ
り
方
な
ど
を
考
え

て
い
ま
し
た
。
父
が
買
い
求
め
た
古
い
職
員
録
は
今
も
わ
が
家
に

残
っ
て
い
ま
す
。
税
務
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
秤

や
そ
ろ
ば
ん
な
ど
も
大
切
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
ま
し
た
。

　

鶴
見
さ
ん
の
大
礼
服
は
大
事
に
保
管
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
創
立
者
を
偲
ぶ
よ
う
な
機
会
（
た
と
え
ば
創
立
記
念
事
業

の
折
）
な
ど
に
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
も
ら

え
れ
ば
、
と
希
望
し
て
い
ま
す
。

大
礼
服
と
鶴
見
守
義

　

年
史
編
纂
室
に
運
ば
れ
た
大
礼
服
は
、
そ
の
後
、
大
学
の
定
め

に
従
っ
た
寄
付
収
受
の
手
続
き
が
と
ら
れ
、
小
柳
さ
ん
に
対
し
て

は
関
西
大
学
理
事
長
か
ら
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
た
。

　

収
納
に
あ
た
っ
て
は
、
防
虫
の
た
め
の
燻
蒸
を
行
っ
た
あ
と
、
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現
在
は
年
史
編
纂
室
の
収
蔵
庫
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

柔
ら
か
い
飾
毛
の
帽
子
や
金
糸
の
刺
繍
が
施
さ
れ
た
黒
羅
紗
製

の
布
地
と
い
う
こ
と
か
ら
、
日
常
的
に
展
示
す
る
の
は
難
し
い
た

め
、
小
柳
さ
ん
が
希
望
さ
れ
る
よ
う
に
、
記
念
の
折
に
展
示
し
て
、

関
西
大
学
（
関
西
法
律
学
校
）
創
立
の
こ
ろ
を
偲
ぶ
よ
す
が
に
す

る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

年
史
編
纂
室
で
改
め
て
こ
の
大
礼
服
を
採
寸
し
た
と
こ
ろ
、
肩

幅
四
十
五
セ
ン
チ
、
袖
丈
五
十
七
セ
ン
チ
、
ウ
ェ
ス
ト
八
十
セ
ン

チ
、
ズ
ボ
ン
の
総
丈
百
セ
ン
チ
、
股
下
六
十
七
セ
ン
チ
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
を
洋
装
店
で
働
い
た
こ
と
の
あ
る
方
に
尋

ね
る
と
、
現
代
の
紳
士
服
で
言
え
ば
Ａ
Ｂ
体
の
四
号
あ
た
り
に
相

当
し
、
そ
の
結
果
、
鶴
見
の
身
長
は
百
六
十
五
セ
ン
チ
く
ら
い
で

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ネ
ー
ム
タ
グ
に
あ
る
「FEB.38

」
の
「
38
」
で
あ
る

が
、「
明
治
38
年
」
の
「
38
」
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
、「1938

年
」

の
省
略
形
の
「
38
」
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。

　

月
が
「FEB.

」
と
英
語
の
省
略
形
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

考
え
る
と
、「
38
」
も
「1938

年
」
の
省
略
形
と
考
え
た
方
が
自
然

で
あ
る
が
、
鶴
見
は
昭
和
十
四
年
、
つ
ま
り
、
一
九
三
六
年
十
二

大礼服一式



69　関西大学年史紀要　21

月
に
幽
明
境
を
異
に
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、「1938

年
」
に
大
礼

服
を
新
調
す
る
こ
と
に
は
無
理

が
あ
る
。や
は
り
、「
明
治
38
年
」

の
「
38
」
と
考
え
た
方
が
自
然

で
あ
ろ
う
。

　

明
治
三
十
八
年（
一
九
〇
五
）

と
い
え
ば
、
安
政
五
年
（
一
八

五
八
）
三
月
生
ま
れ
の
鶴
見
は

満
四
十
七
歳
。
大
審
院
判
事
と

回
寄
贈
さ
れ
た
鶴
見
の
大
礼
服
は
、
そ
う
し
た
「
関
西
大
学
の
宝
」

と
も
い
え
る
貴
重
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
厚
み
を
加
え
る
も
の
と
な

っ
た
。
寄
贈
者
の
意
を
体
し
、
末
永
く
保
存
・
活
用
し
て
い
き
た

い
。

 

（
く
ま　

ひ
ろ
き　

学
術
情
報
事
務
局
次
長
）

ネームタグ

し
て
脂
が
の
っ
た
働
き
盛
り
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
贅
を
尽
く
し
た

勅
任
官
の
大
礼
服
を
新
調
し
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
く
、

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

年
史
編
纂
室
に
は
創
立
者
の
関
係
品
と
し
て
、
初
代
校
長
・
小

倉
久
が
所
有
し
て
い
た
、
現
存
す
る
日
本
で
二
番
目
に
古
い
ル
イ
・

ヴ
ィ
ト
ン
の
ト
ラ
ン
ク
（
平
成
二
十
三
年
ま
で
は
一
番
古
か
っ
た

が
、
高
知
で
板
垣
退
助
の
ト
ラ
ン
ク
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
二
番

目
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
サ
イ
ズ
は
小
倉
の
方
が
ひ
と
回
り
大
き

い
）
や
、
志
方
鍛
の
辞
令
証
書
類
な
ど
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
今


