
 
 
 
 
 
 
 
 

寒
紅
梅 

高
瀬
高
校
の
同
窓
会
長
・
宮
﨑
史
郎
さ
ん
に
、
二
月
八
日
（
木
）
に
お
会
い
し
た
ら
、
開
口
一
番
、

嬉
し
い
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。 

「
今
年
の
歌
会
始
に
入
選
し
た
岩
倉
由
枝
さ
ん
、
高
瀬
高
校
の
卒
業
生
、
二
ノ
宮
出
身
な
ん
や
。
会
が

終
わ
っ
た
ら
、
新
聞
記
事
な
ど
一
式
を
コ
ピ
ー
し
て
お
渡
し
す
る
き
に
」 

家
へ
帰
っ
て
直
ぐ
に
、
頂
い
た
封
筒
を
開
い
た
。
何
と
コ
ピ
ー
が
八
枚
も
あ
る
。
ぺ
ら
ぺ
ら
っ
と
、

先
ず
八
枚
を
全
部
見
た
。
そ
し
て
元
へ
戻
し
て
一
枚
目
か
ら
順
に
読
み
始
め
た
。
岩
倉
由
枝
さ
ん
直
筆

の
短
冊
の
表
と
裏
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
左
に
記
す
。 
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瀬
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昭
和
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年
３
月
卒
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丸
亀
市
飯
山
町
在
住 

如
月
菓
子
店 



そ
の
コ
ピ
ー
の
歌
を
眺
め
つ
つ
思
案
し
た
。
「
蕊
」
は
、
「
ず
い
」
だ
ろ
う
か
「
し
べ
」
だ
ろ
う
か
。

「
雄
蕊
」
は
、「
お
し
べ
又
は
ゆ
う
ず
い
」
と
読
む
。「
雌
蕊
」
は
、「
め
し
べ
又
は
し
ず
い
」
と
読
む
。

短
歌
な
ら
訓
読
み
だ
ろ
う
、
と
結
論
し
た
。
つ
い
で
に
寒
紅
梅
を
新
明
解
国
語
辞
典
（
三
省
堂
）
で
引

い
た
。「
ウ
メ
の
変
種
。
花
び
ら
は
八
重
で
紅
色
、
寒
中
に
咲
く
」
と
あ
っ
た
。 

続
い
て
二
枚
目
、
昨
年
の
暮
れ
、
十
二
月
二
十
五
日
（
日
）
の
四
国
新
聞
の
切
り
抜
き
を
読
み
始
め

た
。
こ
の
記
事
は
確
か
に
見
た
よ
と
、
上
段
横
書
き
の
要
旨
の
文
を
読
み
終
え
て
、
下
の
本
文
を
読
み

進
む
う
ち
、
「
高
瀬
高
一
年
の
時
の
担
任
で
、
国
語
科
教
諭
だ
っ
た
野
口
雅
澄
さ
ん
の
影
響
で
短
歌
を

詠
み
始
め
、
」
に
出
合
い
、
こ
こ
に
ち
ゃ
ん
と
「
高
瀬
高
」
と
出
て
い
る
で
は
な
い
か
、
要
旨
だ
け
読

ん
で
本
文
を
読
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
。
今
日
、
宮
﨑
さ
ん
に
お
会
い
し
て
な
か
っ
た
ら
岩
倉

さ
ん
が
高
瀬
高
校
の
卒
業
生
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
終
わ
っ
た
か
も
と
、
「
宮
﨑
さ
ん
、
よ
く
知
ら

せ
て
く
れ
ま
し
た
」
と
彼
に
感
謝
し
な
が
ら
読
み
進
め
た
の
だ
っ
た
。 

選
考
対
象
は
一
五
二
七
〇
首
、
そ
の
中
か
ら
十
首
に
選
ば
れ
た
の
だ
。
入
選
の
知
ら
せ
を
受
け
た
際

に
は
、
家
族
は
と
っ
さ
に
言
葉
が
出
な
い
ほ
ど
驚
い
た
と
い
う
。
家
族
が
驚
い
た
様
子
を
想
像
す
る
だ

け
で
、
私
ま
で
幸
せ
を
満
喫
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。 

続
い
て
三
・
四
枚
目
、
野
口
雅
澄
先
生
か
ら
、
高
瀬
高
校
の
校
長
・
同
窓
会
長
宛
て
の
手
紙
を
読
ん

だ
。 



 
 

 
 

謹
啓 

 
 

 

こ
の
度
の
歌
会
始
入
選
歌
は
貴
校
出
身
（
旧
姓
近
藤
）
由
枝
さ
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
遅
れ
ば
せ
な

が
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
昭
和
四
十
五
年
三
月
の
卒
業
生
で
、
私
は
一
年
時
の
担
任
に
す
ぎ
ま

せ
ん
が
、
当
時
級
友
の
急
死
に
際
し
、
歌
集
を
作
り
仏
前
に
備
え
た
思
い
出
が
歌
作
り
の
原
点
に
あ

り
、
半
世
紀
を
超
え
花
開
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
―
以
下
略
― 

高
校
一
年
時
の
歌
集
作
り
が
今
回
の
入
選
と
し
て
花
開
い
た
の
だ
と
知
り
、「
こ
の
師
あ
り
て
こ
の
生
徒

あ
り
」
と
、
こ
こ
ま
で
読
ん
だ
途
端
に
、
再
び
涙
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ア
ー
サ
ー
・
ワ
ー
ド
（
一
九
二
一
～
一
九
九
四
）
が
残
し
た
格
言
が
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
。 

 
 
 
 

凡
庸
な
教
師
は
た
だ
し
ゃ
べ
る 

 

良
い
教
師
は
説
明
す
る 

 
 
 
 

優
れ
た
教
師
は
や
っ
て
み
せ
る 

 

そ
し
て
偉
大
な
教
師
は
生
徒
の
心
に
火
を
つ
け
る 

偉
大
な
教
師
野
口
雅
澄
先
生
は
、
高
校
一
年
生
の
近
藤
さ
ん
の
心
に
火
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。 

五
枚
目
、
野
口
先
生
の
資
料
。
宮
中
歌
会
始
（
香
川
県
大
正
～
令
和
）
入
選
歌
に
目
を
通
す
。 

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
か
ら
今
年
ま
で
、
一
〇
六
年
間
に
七
人
が
入
選
し
て
い
る
。
高
瀬
町
で
は
昭
和

八
（
一
九
三
三
）
年
の
石
井
朝
太
郎
先
生
（
比
地
）
以
来
、
九
十
年
目
の
快
挙
で
あ
る
。 

昭
和
八
年
一
月
二
十
一
日 

御
題
「
朝
海
」 

 
 

動
く
と
も
見
え
ぬ
白
帆
の
連
な
り
て 

朝
し
づ
か
な
り
瀬
戸
の
内
海 



歌
碑
が
、
観
一
三
女
の
庭
・
琴
弾
山
頂
・
爺
神
山
腹
・
比
地
二
公
民
館
・
多
度
津
町
桃
陵
公
園
に
あ
る

と
い
う
。
歌
に
疎
い
私
は
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
未
だ
に
お
目
に
か
か
れ
て
い
な
い
。 

続
い
て
、
六
枚
目
・
一
月
二
十
日
（
土
）
の
四
国
新
聞
の
切
り
抜
き
（
陛
下
国
民
と
の
交
流
喜
び
皇
居

で
歌
会
始
、
題
は
「
和
」、
七
枚
目
二
ノ
宮
ニ
ュ
ー
ス
・
令
和
六
年
二
月
一
日
第
59
号
、
発
行
二
ノ
宮
ク
ラ

ブ
）、
八
枚
目
、
最
後
に
、
岩
倉
さ
ん
の
宮
中
歌
会
始
の
記
を
読
ん
だ
。 

 
 
 
 

宮
中
歌
会
始
の
記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩
倉
由
枝 

 
 

皇
居
松
の
間
で
の
緊
張
の
中
で
の
歌
会
始
の
儀
の
後
、
連
翠
の
間
に
移
り
、
私
達
十
人
一
人
ひ
と
り 

 

に
お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
ま
り
の
緊
張
に
身
体
が
ふ
ら
つ
い
て
し
ま
い
、
皇
后
様
に
手
を
さ
し

の
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に
身
に
余
る
光
栄
な
こ
と
ば
か
り
で
、
ど
っ
と
疲
れ
ま
し
た
。 

 
 

選
者
の
先
生
と
の
懇
談
も
あ
り
、
私
の
歌
の
事
も
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

〔
和
菓
子
屋
を
な
り
は
ひ
と
し
て
五
十
年 

寒
紅
梅
に
蕊
を
さ
す
朝
〕 

 

「
毎
日
を
き
ち
ん
と
生
活
し
て
い
る
人
の
歌
で
す
。
下
の
旬
の
冬
の
凜
と
し
た
空
気
感
と
寒
紅
梅
の
赤

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
良
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に
貴
重
な
時
間
を
過
ご
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。（
一
月
一
九
日
） 

 
 

二
月
十
一
日
（
日
）、
昼
ご
飯
を
食
べ
な
が
ら
、
ふ
と
思
い
付
い
た
。
今
夜
は
寒
紅
梅
を
頂
い
て
、
久

し
振
り
に
妻
に
お
茶
を
た
て
て
も
ら
お
う
と
。 



 

「
お
い
、
こ
の
後
飯
山
の
如
月
に
行
っ
て
寒
紅
梅
を
買
っ
て
来
て
く
れ
や
。
そ
れ
で
久
し
振
り
に
お
茶

を
点
て
て
欲
し
い
な
あ
」 

丁
重
に
妻
に
お
願
い
し
た
。
昼
か
ら
、
た
ま
ね
ぎ
と
そ
ら
豆
の
中
の
草
抜
き
を
し
な
が
ら
、「
さ
て
、
寒
紅

梅
は
ど
ん
な
和
菓
子
だ
ろ
う
か
」
と
想
像
す
る
だ
け
で
、
仕
事
の
疲
れ
は
半
減
す
る
の
だ
っ
た
。
当
日
、

晩
ご
飯
の
後
で
頂
い
た
寒
紅
梅
、
未
だ
か
つ
て
味
わ
っ
た
こ
と
の
無
い
得
も
言
わ
れ
ぬ
格
別
の
旨
さ
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
令
和
六
年
三
月
一
日
） 


