
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
七
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
七
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
七
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
七
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
七
号
（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
）

（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
）

（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
）

（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
）

（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
）

小小小小小          

倉倉倉倉倉          

百百百百百          
人人人人人          
一一一一一          

首首首首首          

　
１
５

　
１
５

　
１
５

　
１
５

　
１
５          

紀
友
則

紀
友
則

紀
友
則

紀
友
則

紀
友
則

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
　
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

  

現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
紀
友
則
の
歌
は
、
平
安
朝
を
代
表
す
る
や
（
よ
）
う
な
華
や
か
な
歌
で
す
。
平
安
朝
の
こ

と
を
、
単
に
「
王
朝
」
と
言
ふ
（
う
）
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
歌
に
は
、「
王
朝
の
春
」
と
い
ふ
言
葉
が
い
か
に
も
ぴ
っ

た
り
合
ふ
。「
久
方
の
」
は
光
の
枕
詞
、
の
ど
か
な
春
の
日
、
満
開
の
桜
の
花
び
ら
が
散
る
場
景
を
、
こ
の
歌
は
見
事
に
詠

ひ
（
い
）
上
げ
て
ゐ
（
い
）
ま
す
。
歌
の
後
半
の
「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」
は
、「
ら
む
」
が
疑
問
と
推
量
の
助
動

詞
で
す
か
ら
、「
ど
う
し
て
花
は
静
か
な
心
も
な
く
散
る
の
だ
ら
（
ろ
）
う
か
」
の
意
味
で
す
。
花
の
盛
り
は
同
時
に
花
の

散
り
初
め
。
光
の
あ
ま
ね
く
注
ぐ
中
を
、
桜
の
花
び
ら
が
舞
ふ
（
う
）
蔭
に
、
ど
う
し
て
花
は
散
り
急
ぐ
の
か
、
い
つ
か

花
は
散
り
果
て
る
の
か
と
い
ふ
（
う
）
不
安
が
忍
び
寄
り
ま
す
。
駘
蕩
た
る
春
の
場
景
と
そ
の
蔭
の
一
抹
の
不
安
。
そ
れ

が
こ
の
歌
の
魅
力
な
の
で
せ
（
し
ょ
）
う
。
今
か
ら
見
れ
ば
意
外
で
す
が
、
こ
の
歌
は
平
安
時
代
は
広
く
知
ら
れ
て
居
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
藤
原
定
家
が
高
く
評
価
し
ま
し
た
。
在
原
業
平
が
藤
原
基
経
の
四
十
の
賀

に
送
っ
た
歌
、「
桜
花
散
り
交
ひ
く
も
れ
老
い
ら
く
の
來
む
と
い
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
が
に
」
の
、
一
面
に
散
る
桜
の
花
に
老

い
の
来
る
道
が
紛
れ
て
し
ま
ふ
（
う
）
イ
メ
ー
ジ
が
思
ひ
（
い
）
浮
か
び
ま
す
。
平
安
時
代
で
も
最
も
天
下
泰
平
で
、
古

今
集
の
編
纂
な
ど
文
化
の
栄
え
た
延
喜
の
盛
世
に
も
、
ど
こ
か
に
将
来
へ
の
不
安
が
あ
っ
た
の
で
せ
（
し
ょ
）
う
か
。

　

 

延
喜
よ
り
前
の
宇
多
天
皇
の
時
代
に
は
、
ま
だ
平
安
初
期
の
桓
武
天
皇
、
嵯
峨
天
皇
、
或
い
は
最
澄
と
空
海
の
、
漢
文
化

全
盛
時
代
の
余
韻
が
残
っ
て
ゐ
（
い
）
ま
し
た
。
漢
文
化
に
通
じ
た
菅
原
道
真
を
宇
多
天
皇
が
重
用
な
さ
っ
た
の
も
、
こ

の
風
潮
か
ら
で
す
。
所
が
そ
の
菅
原
道
真
の
進
言
に
よ
り
、
遣
唐
使
派
遣
が
終
り
ま
す
。
宇
多
天
皇
は
藤
原
時
平
と
菅
原

道
真
を
左
右
大
臣
に
任
じ
ら
れ
、
醍
醐
天
皇
を
輔
佐
さ
せ
よ
う
と
な
さ
い
ま
す
が
、
藤
原
時
平
が
す
ぐ
に
動
い
て
、
菅
原

道
真
を
九
州
の
太
宰
府
に
左
遷
し
ま
す
。
古
今
集
が
撰
集
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
四
年
後
、
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
に
唐
が
滅

亡
し
ま
す
。
唐
時
代
の
東
ア
ジ
ア
世
界
は
、
中
央
に
唐
の
大
帝
国
が
君
臨
し
、
周
辺
に
は
唐
の
政
治
制
度
や
経
済
力
、
或

い
は
唐
の
文
化
に
依
存
す
る
小
国
が
群
立
し
て
ゐ
（
い
）
ま
し
た
。
日
本
も
さ
（
そ
）
う
し
た
周
辺
国
の
一
つ
で
し
た
が
、

そ
の
中
で
相
対
的
に
独
立
し
た
大
国
で
す
。
唐
と
い
ふ
（
う
）
大
樹
が
倒
れ
る
と
、
周
辺
の
小
国
は
一
斉
に
滅
ん
で
行
き

ま
し
た
。
新
羅
も
渤
海
も
チ
ベ
ッ
ト
の
吐
蕃
も
、
今
の
雲
南
の
南
詔
も
で
す
。
そ
の
大
激
流
に
捲
込
ま
れ
な
か
っ
た
日
本

は
、
国
の
中
核
文
化
を
漢
文
化
か
ら
国
風
文
化
に
転
換
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
勅
撰
漢
詩
集
や
歴
史
編
纂
か
ら
、
古
今
集

の
や
（
よ
）
う
な
勅
撰
和
歌
集
へ
の
転
換
で
す
。

 

古
今
集
の
撰
集
に
は
、
こ
の
や
（
う
）
な
歴
史
的
意
義
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
紀
友
則
を
筆
頭
と
す
る
撰
者
は
、
地
位
の

高
い
人
た
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
藤
原
氏
な
ど
地
位
の
高
い
人
た
ち
は
、
漢
文
化
の
方
を
重
視
し
て
居
り
、
紀
友
則
や
紀

貫
之
、
及
び
古
今
集
真
名
序
の
作
者
、
紀
淑
望
な
ど
、
紀
家
の
人
た
ち
が
、
和
歌
の
伝
統
を
よ
く
伝
へ
（
え
）
て
ゐ
（
い
）

た
の
で
せ
（
し
ょ
）
う
。

　

 

紀
友
則
は
古
今
集
の
完
成
を
待
た
ず
、
世
を
去
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
紀
貫
之
と
壬
生
忠
岑
が
、
友
則
の
死
を
悼
ん
で

詠
っ
た
歌
が
、
古
今
集
に
収
録
さ
れ
て
居
り
ま
す
。

　

 

明
日
知
ら
ぬ
我
が
身
と
思
へ
ど
暮
れ
ぬ
間
の
今
日
は
人
こ
そ
悲
し
か
り
け
れ
（
貫
之
）

  

時
し
も
あ
れ
秋
や
は
人
の
別
る
べ
き
あ
る
を
見
る
だ
に
戀
し
き
も
の
を
（
忠
岑
）
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藤
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か
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ぜ
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風
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の
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風
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し
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風

祈
る
し
る
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の
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風

祈
る
し
る
し
の
神
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―――――     

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む
（
十
二
）

（
十
二
）

（
十
二
）

（
十
二
）

（
十
二
）
―――――

ち
よ
く

い
の

か
み
か
ぜ

よ

な
み

く
だ

ふ
ぢ
は
ら
のた
め
う
ぢ

敕
と
し
て
祈
る
し
る
し
の
神
風
に
寄
せ
く
る
波
ぞ
か
つ
碎
け
つ
る      

藤
原
爲
氏

上
皇
の
敕
命
を
奉
じ
て
敵
軍
調
伏
を
御
祈
り
し
た
所
、
神
が
御
聞
き
屆
け
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
、
神
風
が
吹
い

た
ち
ま

て
、打
ち
寄
せ
る
波
の
や
う
に
我
が
國
に
攻
め
て
來
た
敵
軍
が
乍
ち
碎
け
散
つ
て
し
ま
つ
た
、
有
難
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
な
か

上
の
句
の
「
敕
と
し
て
祈
る
」
は
詠
者
爲
氏
が
元
軍
來
寇
の
最
中
、
龜
山
上
皇
の
敕
を
受
け
て
、
敵
（
元
）
軍
調
伏
を

ぐ
ゑ
ん
」

祈
願
の
た
め
伊
勢
神
宮
に
參
宮
し
た
事
を
指
し
ま
す
。
其
の
靈
驗
の
ゆ
ゑ
に
か
、
颱
風
が
元
の
船
を
襲
ひ
、
撃
滅
し
た
こ

と
、
即
ち
「
神
風
」
が
吹
い
た
こ
と
を
爲
氏
は
そ
の
歸
途
に
聞
き
知
り
、
こ
の
歌
を
詠
み
ま
し
た
。
時
に
弘
安
四
年(

一
二

八
二)

で
あ
り
ま
し
た
。

下
の
句
の
「
寄
せ
く
る
波
」
が
襲
來
し
た
元
軍
を
意
味
す
る
の
は
當
然
で
す
が
、
次
の
「
か
つ
」
は
二
つ
の
事
象
が
す

ぐ
に
連
續
的
に
發
生
す
る
こ
と
を
示
す
副
詞
で
、
こ
の
場
合
は
「
寄
せ
く
る
」
と
「
碎
け
つ
る
」
が
す
ぐ
に
續
い
た
こ
と

を
表
し
て
ゐ
ま
す
。
最
後
は
「
波
ぞ
」
の
「
ぞ
」
を
受
け
て
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
を
連
體
形
で
結
ん
だ
係
結
と
な
つ
て

ゐ
ま
す
。

鎌
倉
時
代
を
象
徴
す
る
の
は
、
何
と
言
つ
て
も
蒙
古
襲
來
、
即
ち
文
永
、
弘
安
の
兩
役
の
七
年
間
で
す
。
愛
國
百
人
一

首
に
は
掲
出
の
歌
以
外
に
こ
れ
を
詠
ん
だ
二
首
を
撰
録
し
て
あ
り
ま
す
。

す
ゑ

よ

す
ゑ

す
ゑ

わ

く
に

く
に

く
に

く
わ
う
か
く
ぜ
ん
じ

末
の
世
の
末
の
末
ま
で�

我
が
國
は
よ
ろ
づ
の
國
に
す
ぐ
れ
た
る
國      

宏
覺
禪
師

に
し

う
み

な
み

こ
ゝ
ろ

か
み

ま
も

し
ま
ね

な
か
と
み
のす
け
は
る

西
の
海
よ
せ
く
る
波
も
心
せ
よ
神
の
守
れ
る
や
ま
と
島
根
ぞ           

中
臣
祐
春

い
づ
れ
も
、
素
晴
し
い
我
が
國
が
他
國
の
武
力
に
屈
し
て
な
る
も
の
か
と
い
ふ
氣
概
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
大
勝
利
が
實
は
先
立
つ
文
永
の
役
の
反
省
と
其
の
對
策
の
實
行
の
結
果
で
あ
つ
た
こ
と
で

す
。
戰
鬪
の
形
態
か
ら
し
て
異
例
の
大
苦
戰
を
強
ひ
ら
れ
、
辛
う
じ
て
颱
風
の
襲
來
で
事
な
き
を
得
た
の
で
す
が
、
も
し

こ
れ
を
「
神
風
」
と
喜
ん
で
ゐ
た
ら
、
七
年
後
の
弘
安
の
役
を
乘
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
で
せ
う
。
事
實
は
苦
戰

い
し
つ
い
ぢ

の
原
因
が
敵
の
上
陸
を
許
し
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
海
岸
一
帶
に
石
築
地
を
廻
ら
し
、
敵
の
上
陸
を
防
ぎ
戰
つ
た
こ
と

が
成
功
に
繋
が
り
ま
し
た
。

五
百
七
十
年
後
の
嘉
永
六
年(

一
八
五
三)

、
ぺ
リ
ー
率
ゐ
る
ア
メ
リ
カ
艦
隊
の
來
航
後
、
江
戸
幕
府
は
急
遽
品
川
沖
に

臺
場
を
作
つ
て
江
戸
灣
侵
入
を
防
が
う
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
石
築
地
」
の
故
智
に
學
ん
だ
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
尤

さ
き

も
こ
れ
は
財
政
難
の
爲
も
あ
つ
て
完
成
に
至
ら
ず
、
效
果
も
上
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
更
に
前
の
大
戰
で
は
、
ア
ッ
ツ
島
か

ら
沖
繩
に
至
る
米
軍
の
島
傳
ひ
作
戰
に
對
應
で
き
ず
、
遂
に
敗
戰
の
鐵
槌
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
其
の
背
後
に
我

が
國
を
「
神
國
」
と
し
、
最
後
に
は
「
神
風
」
の
守
護
が
あ
る
と
い
ふ
安
直
な
信
念
が
根
強
く
殘
つ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
か
、

反
省
の
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
川
浩

（
注
）市
川
先
生
の
原
稿
に
つ
き
て
は
、事
務
局
手
違
ひ
に
よ
り
、前
回
の
メ
ル
マ
ガ
十
六
号
に「
愛
國
百
人
一
首(

十
三)

」、今
回

の
メ
ル
マ
ガ
十
七
号
に
「
愛
國
百
人
一
首
（
十
二
）」
と
順
番
を
逆
に
掲
載
す
る
結
果
と
成
り
た
る
こ
と
、
お
詫
び
申
し
上
げ
候
。

（
従
っ
て
、
文
中
に
「
前
囘
」
と
あ
る
は
原
稿
の
通
し
番
号
の
順
番
に
従
は
れ
た
し
。）
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文
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文
語
歌
曲
「
仰
げ
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げ
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し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」（
小
學
唱
歌
集
）
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小
學
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歌
集
）

（
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學
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歌
集
）

（
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學
唱
歌
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）
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學
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歌
曲
歌
曲
歌
曲
歌
曲
歌
曲
「
仰
げ
ば
尊
し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」（
小
學
唱
歌
集
）

（
小
學
唱
歌
集
）

（
小
學
唱
歌
集
）

（
小
學
唱
歌
集
）

（
小
學
唱
歌
集
）
文
語
歌
曲

文
語
歌
曲

文
語
歌
曲

文
語
歌
曲

文
語
歌
曲
「
仰
げ
ば
尊
し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」

「
仰
げ
ば
尊
し
」（（（（（
小小小小小
學學學學學
唱唱唱唱唱
歌歌歌歌歌
集集集集集
）））））　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

校
歌
と
共
に
學
校
で
必
ず
の
や
う
に
歌
は
れ
る
の
が
卒
業
式
の
歌
で
、
そ
の
定
番
が
「
仰
げ
ば
尊
し
」
で
し
た
。
歌
つ

て
ゐ
る
と
涙
が
ひ
と
り
で
に
流
れ
、
そ
の
思
ひ
出
が
何
十
年
も
た
つ
た
同
窓
會
に
ま
で
つ
な
が
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
し
か
し

戰
後
、
教
師
が
勞
働
者
に
な
つ
た
た
め
か
感
謝
の
念
が
薄
れ
、
だ
ん
だ
ん
に
、「
大
地
讚
頌
」
と
い
つ
た
別
の
歌
に
代
ら
れ

は
じ
め
、
さ
ら
に
は
バ
ブ
ル
崩
壞
の
年
に
作
ら
れ
た
「
旅
立
ち
の
日
に
」
が
歌
は
れ
る
や
う
に
な
つ
て
き
ま
し
た
。
一
方

で
「
二
十
四
の
瞳
」
や
「
女
王
の
教
室
」
と
い
つ
た
ド
ラ
マ
で
「
仰
げ
ば
尊
し
」
が
使
は
れ
て
好
評
だ
つ
た
こ
と
も
あ
り
、

素
直
に
見
直
し
て
み
る
と
歌
詞
も
曲
も
な
か
な
か
に
優
れ
て
ゐ
る
と
更
め
て
心
を
搏
た
れ
ま
す
。

こ
の
「
仰
げ
ば
尊
し
」、
明
治
時
代
に
小
學
唱
歌
に
入
れ
ら
れ
、
作
詞
者
、
作
曲
家
共
に
不
明
と
し
て
全
國
で
一
齊
に
歌

は
れ
た
の
で
す
が
、
平
成
二
十
三
年
に
な
つ
て
英
語
民
謠
研
究
者
櫻
井
雅
人
一
橋
大
名
譽
教
授
が
ア
メ
リ
カ
の
樂
曲
で
あ

る
こ
と
を
究
明
し
ま
し
た
。
歌
詞
の
内
容
も
「
別
れ
」、
百
年
經
つ
て
の
快
擧
で
す
。

あ
ふ

た
ふ
と

一
　
仰
げ
ば
　
尊
し
　
我
が
師
の
恩

一
　
仰
げ
ば
　
尊
し
　
我
が
師
の
恩

一
　
仰
げ
ば
　
尊
し
　
我
が
師
の
恩

一
　
仰
げ
ば
　
尊
し
　
我
が
師
の
恩

一
　
仰
げ
ば
　
尊
し
　
我
が
師
の
恩

を
し
へ

に
は

い
く
と
せ

教
の
庭
に
も
　
は
や
幾
年

教
の
庭
に
も
　
は
や
幾
年

教
の
庭
に
も
　
は
や
幾
年

教
の
庭
に
も
　
は
や
幾
年

教
の
庭
に
も
　
は
や
幾
年

と

と
し
つ
き

思
へ
ば
　
い
と
疾
し
　
こ
の
年
月

思
へ
ば
　
い
と
疾
し
　
こ
の
年
月

思
へ
ば
　
い
と
疾
し
　
こ
の
年
月

思
へ
ば
　
い
と
疾
し
　
こ
の
年
月

思
へ
ば
　
い
と
疾
し
　
こ
の
年
月

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

＊
仰
げ
ば

＊
仰
げ
ば

＊
仰
げ
ば

＊
仰
げ
ば

＊
仰
げ
ば
　
歴
史
的
假
名
遣
の
と
ほ
り
に
發
聲
す
る
と
よ
い
の
で
す
が
、
實
際
に
は
ア
オ
ゲ
バ
と
現
代
假
名
遣
の
讀
み

で
歌
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
關
西
で
は
「
煽
る
」
を
「
ア
フ
ル
」
と
發
音
し
て
ゐ
る
こ
と
が
參
考
に
な
り
ま
す
。

は
な
は

＊
い
と
疾
し
　

＊
い
と
疾
し
　

＊
い
と
疾
し
　

＊
い
と
疾
し
　

＊
い
と
疾
し
　
甚
だ
　
早
い

＊
こ
そ
〜
め

こ
そ
〜
め

こ
そ
〜
め

こ
そ
〜
め

こ
そ
〜
め
　
こ
の
歌
が
難
し
い
と
さ
れ
る
係
結
び
の
語
句
。「
今
別
れ
む
」

た
が
ひ

む
つ
み

二
　
互
に
睦
し
　
日
ご
ろ
の
恩

二
　
互
に
睦
し
　
日
ご
ろ
の
恩

二
　
互
に
睦
し
　
日
ご
ろ
の
恩

二
　
互
に
睦
し
　
日
ご
ろ
の
恩

二
　
互
に
睦
し
　
日
ご
ろ
の
恩

の
ち

別
る
る
後
に
も
　
や
よ
　
忘
る
な

別
る
る
後
に
も
　
や
よ
　
忘
る
な

別
る
る
後
に
も
　
や
よ
　
忘
る
な

別
る
る
後
に
も
　
や
よ
　
忘
る
な

別
る
る
後
に
も
　
や
よ
　
忘
る
な

は
げ

身
を
立
て
　
名
を
あ
げ
　
や
よ
　
勵
め
よ

身
を
立
て
　
名
を
あ
げ
　
や
よ
　
勵
め
よ

身
を
立
て
　
名
を
あ
げ
　
や
よ
　
勵
め
よ

身
を
立
て
　
名
を
あ
げ
　
や
よ
　
勵
め
よ

身
を
立
て
　
名
を
あ
げ
　
や
よ
　
勵
め
よ

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

＊
や
よ
　

＊
や
よ
　

＊
や
よ
　

＊
や
よ
　

＊
や
よ
　「
お
い
」
と
い
つ
た
呼
び
掛
け
の
言
葉
。

な
れ

三
　
朝
夕
　
馴
に
し
　
學
び
の
窓

三
　
朝
夕
　
馴
に
し
　
學
び
の
窓

三
　
朝
夕
　
馴
に
し
　
學
び
の
窓

三
　
朝
夕
　
馴
に
し
　
學
び
の
窓

三
　
朝
夕
　
馴
に
し
　
學
び
の
窓

と
も
し
び

螢
の
燈
火
　
積
む
白
雪

螢
の
燈
火
　
積
む
白
雪

螢
の
燈
火
　
積
む
白
雪

螢
の
燈
火
　
積
む
白
雪

螢
の
燈
火
　
積
む
白
雪

ま

忘
る
る
　
間
ぞ
な
き
　
ゆ
く
年
月

忘
る
る
　
間
ぞ
な
き
　
ゆ
く
年
月

忘
る
る
　
間
ぞ
な
き
　
ゆ
く
年
月

忘
る
る
　
間
ぞ
な
き
　
ゆ
く
年
月

忘
る
る
　
間
ぞ
な
き
　
ゆ
く
年
月

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

今
こ
そ
　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

＊＊＊＊＊

螢螢螢螢螢
・・・・・
雪雪雪雪雪
　「
螢
の
光
や
、
窓
の
雪
、
を
照
明
と
し
て
本
を
讀
ん
で
勉
強
し
た
」
と
い
ふ
故
事
に
よ
る
、
あ
る
い
は
創

作
の
小
道
具
に
よ
る
勉
學
の
あ
り
方
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
田
貝
常
夫
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權
力
の
二
重
構
造

權
力
の
二
重
構
造

權
力
の
二
重
構
造

權
力
の
二
重
構
造

權
力
の
二
重
構
造

め
い

じ
つ

　「
名
」
と
言
ひ
「
實
」
と
言
ふ
。
此
れ
即
ち
、
日
本
國
の
權
力
の
二
重
構
造
を
端
的
に
言
ひ
表
は
し
た
る
な
り
。

　
民
間
の
企
業
に
於
て
も
、「
會
長
」
は
棚
上
げ
せ
ら
れ
た
る
「
名
」
に
し
て
、「
實
」
の
決
裁
は
社
長
に
委
ね
ら
る
。

つ
か
さ
ど

　
國
家
の
組
織
を
見
る
に
、「
名
」
に
於
て
長
は
天
皇
な
れ
ど
も
、「
實
」
を
司
る
は
首
相
な
り
。
大
日
本
帝
國
に
在
り
て

も
、
天
皇
は
「
實
」
に
は
非
ざ
り
き
。

あ
た
か

い
れ
こ

ざ
い
く

「
實
」
の
機
構
を
更
に
分
析
す
る
に
、
今
再
び
「
名
」
と
「
實
」
あ
り
て
、
恰
も
入
子
細
工
を
見
る
が
如
し
。

　
首
相
は
「
實
」
の
如
く
な
れ
ど
も
、
裏
に
「
闇
將
軍
」
あ
り
。

か
く

田
中
角
榮
氏
を
稱
し
て
、
此
は
言
へ
り
。
否
、
獨
り
角
榮
氏
に
非
ず
。
平
成
の
御
代
に
は
格
段
の
ス
ト
ロ
ン
グ
マ
ン
は

で
ふ

之
な
く
、
小
澤
氏
も
帶
に
短
き
の
觀
あ
り
と
は
い
ふ
條
、
鳩
山
・
菅
・
野
田
の
諸
公
を
見
る
に
、
い
づ
れ
も
「
實
」
に
は

も
し

非
ず
し
て
、「
名
」
若
く
は
「
虚
」
の
印
綬
を
帶
ぶ
る
に
過
ぎ
ず
。

ひ
つ
き
や
う

畢
竟
、「
實
」
い
づ
く
に
か
な
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。

あ
る
じ

　
天
皇
は
日
本
國
の
主
な
れ
ど
も
、
昔
よ
り
そ
の
地
位
は
「
名
」
に
て
あ
り
。「
實
」
を
兼
ね
た
る
は
、
僅
々
、
古
代
、
平

安
末
期
お
よ
び
建
武
の
中
興
の
頃
に
留
ま
る
。

た
い
は
く

し
ゆ
じ
や
う

ご

み
づ
の
を

　
江
戸
時
代
に
は
、
太
白
日
を
犯
す
が
如
く
に
幕
府
主
上
を
輕
ん
じ
奉
る
。
後
水
尾
天
皇
に
至
り
給
ひ
て
は
、
幕
府
よ
り
、

お
か
み

「
關
東
に
て
は
、
御
上
を
隠
岐
に
『
移
し
奉
る
』
用
意
あ
り
」
と
ぞ
恫
喝
せ
ら
れ
給
ひ
し
。

め
い
し
や
う

　
帝
は
幕
府
に
鬱
屈
の
御
思
ひ
あ
り
、
つ
ひ
に
獨
斷
に
て
、
皇
女
に
譲
位
の
こ
と
あ
り
。
是
、
秀
忠
の
外
孫
・
明
正
天
皇

な
り
。

　
秀
忠
は
、「
幕
府
の
許
可
」
を
得
ず
し
て
天
皇
が
大
事
を
行
ひ
給
へ
る
を
憤
り
て
、「
隠
岐
遷
幸
」
を
企
圖
す
る
あ
れ
ど

も
、
家
光
の
諫
止
に
據
り
て
思
ひ
留
ま
る
。

　「
水
尾
天
皇
」
存
在
せ
ざ
る
に
、「
後
水
尾
天
皇
」
の
お
は
し
ま
す
は
理
解
に
苦
し
む
所
な
り
。

　「
水
尾
天
皇
」
は
清
和
天
皇
の
異
名
な
り
。「
後
清
和
天
皇
」
と
あ
る
べ
き
に
、「
後
水
尾
天
皇
」
と
稱
へ
た
る
に
過
ぎ
ず
。

か
し
は
ば
ら

と
な

　
因
み
に
、
桓
武
天
皇
を
「
柏
原
天
皇
」
と
稱
へ
奉
る
に
據
り
て
、
室
町
後
期
に
「
後
柏
原
天
皇
」
ま
し
ま
し
た
ま
ふ
。「
後

し
が
う

な
ん
な

深
草
天
皇
」
は
「
後
仁
明
天
皇
」
の
謂
ひ
な
り
。
此
の
如
き
諡
號
、
十
件
に
垂
ん
と
す
。

し
か
う

げ
ん
め
い

げ
ん
し
や
う

　
而
し
て
、「
明
正
天
皇
」
は
、
奈
良
時
代
の
女
帝
「
元
明
天
皇
」
と
「
元
正
天
皇
」（
母
娘
）
よ
り
採
り
た
る
な
り
。

　「
權
力
の
二
重
構
造
」
の
顯
著
に
露
は
れ
た
る
は
鎌
倉
時
代
な
り
き
。

は
な

　「
實
」
は
幕
府
、「
名
」
は
朝
廷
の
抑
へ
た
る
は
言
ふ
に
及
ば
ざ
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
は
、「
入
子
細
工
」
の
華
と
言
ふ
べ

し
、

　
幕
府
の
「
名
」
は
將
軍
な
れ
ど
も
、「
實
」
は
北
條
氏
が
取
り
て
あ
り
。

し
か
り
し
か
う
し
て

　 

然
而
、
北
條
氏
ま
た
一
枚
岩
な
ら
ず
。

と
く
そ
う

　「
名
」
は
執
權
に
し
て
、「
實
」
は
得
宗
。よし

と
き

ほ
ふ
み
や
う

い

　「
得
宗
（
德
宗
）」
は
、
そ
も
そ
も
北
條
義
時
の
法
名
な
れ
ど
も
、
後
に
、
北
條
嫡
流
の
家
長
の
謂
ひ
と
成
る
。

　
執
權
た
る
に
は
、
嫡
流
に
生
る
る
の
要
な
し
。
傍
流
よ
り
出
で
た
る
執
權
も
少
な
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
傍
流
よ
り
執

こ
れ

權
出
で
た
る
時
は
、
得
宗
之
を
監
督
し
、
大
事
は
得
宗
之
を
決
す
る
な
り
。
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ま
れ

　
得
宗
、
執
權
を
兼
ぬ
る
は
稀
に
し
て
、
常
態
は
片
や
得
宗
あ
り
、
片
や
執
權
あ
り
た
る
な
り
。

　
幕
府
滅
亡
し
て
切
腹
し
た
る
北
條
高
時
は
、
鎌
倉
最
後
の
執
權
に
て
あ
り
き
と
誤
解
す
る
向
き
多
か
れ
ど
も
、
さ
に
あ

ら
ず
。
最
後
の
得
宗
な
り
。
既
に
以
前
に
執
權
を
經
驗
せ
り
。

　
朝
廷
に
て
も
同
斷
。

つ
ち
み
か
ど

じ
ゆ
ん
と
く

ち
ゆ
うき
や
う

　
後
鳥
羽
院
は
、
土
御
門
（
皇
子
）、
順
德
（
皇
子
）、
仲
恭
（
順
德
皇
子
）
を
逐
次
皇
位
に
据
ゑ
給
ひ
た
れ
ど
も
、
三
代

わ
た

に
亙
り
て
、「
實
」
の
力
は
後
鳥
羽
院
の
掌
中
に
在
り
き
。

か
く

し
ゆ
じ
や
う

　
此
の
如
く
、
退
位
し
給
ひ
た
る
天
皇
、「
實
」
の
主
上
に
て
ま
し
ま
す
樣
を
「
院
政
」
と
言
ふ
。

ち
て
ん

き
み

　
而
し
て
、
院
政
を
擔
當
し
給
ふ
院
を
「
治
天
の
君
」
と
ぞ
申
し
上
ぐ
る
。

し
き
び

　
鎌
倉
以
降
は
、
朝
廷
式
微
し
給
ひ
て
、「
治
天
の
君
」
は
朝
廷
の
「
實
」
を
掌
握
す
る
に
過
ぎ
ず
。

　
然
れ
ど
も
、
平
安
末
期
は
「
眞
實
の
院
政
時
代
」
に
て
、「
治
天
の
君
」
は
日
本
國
の
「
實
」
の
首
長
に
て
お
は
し
ま
し

き
。

あ
た

　
白
河
・
鳥
羽
・
後
白
河
の
三
院
こ
そ
、
ま
さ
し
く
此
れ
に
該
り
給
ひ
し
か
。

く
わ
い
き
う

も
だ

く
わ
い
ふ
く

　
後
鳥
羽
院
は
懷
舊
の
御
思
ひ
默
し
難
く
、
再
び
日
本
國
の
「
實
」
を
恢
復
せ
ん
と
欲
し
給
ひ
て
、「
主
上
御
謀
叛
」
に
及

び
給
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
田
友



メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
七
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
七
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
七
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
七
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
七
号

「
文
語
教
室
」
の
普
及
に
つ
い
て

「
文
語
の
苑
」
で
は
文
語
の
読
み
書
き
を
楽
し
む
人
が
い
ず
れ
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
、

（
こ
の
メ
ル
マ
ガ
始
め
）
様
々
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
に
各
地
で
開
催
し
て
い
る
「
文
語
教
室
」
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
数
は
未
だ
少
な
く
、
ま
た
集
ま
る
人
も
決
し
て
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
文
語
を
読
め
る
人
、
書
け
る
人
を
少
し

づ
つ
で
も
増
や
し
て
行
く
為
に
は
、
こ
の
よ
う
な
地
道
な
営
み
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
は
文
語
で
書
か
れ
た
名
作
を
一
緒
に
勉
強
し
た
り
、
参
加
者
が
書
い
た
文
語
文
を
添
削
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
参

加
者
の
殆
ど
は
シ
ニ
ア
と
も
言
う
べ
き
年
齢
層
の
人
た
ち
で
す
が
、
小
学
校
で
す
る
よ
う
に
み
ん
な
で
声
を
出
し
て
読
む

こ
と
が
楽
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
初
は
口
語
文
語
の
混
在
文
し
か
書
け
な
か
っ
た
人
が
、
先
生
の
指
導
で
文

語
文
法
に
則
っ
た
格
調
高
い
文
章
を
短
期
間
の
う
ち
に
書
け
る
よ
う
に
な
る
事
に
驚
い
た
り
し
て
い
ま
す
。

私
は
こ
の
よ
う
な
教
室
を
更
に
増
や
し
た
い
と
考
え
、
東
京
、
横
浜
、
川
崎
で
い
ろ
い
ろ
動
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
結
果
は
上
出
来
と
は
言
え
な
い
も
の
で
し
た
。

教
室
を
開
催
す
る
た
め
の
要
件
は
先
生
（
指
導
者
）、
生
徒
（
参
加
者
）
お
よ
び
教
室
（
場
所
）
で
す
。
費
用
面
の
制
約
が

あ
る
中
で
、
こ
の
三
つ
を
適
切
に
揃
え
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
物
理
的
に
必
要
と
な
る
教

室
を
準
備
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
市
や
区
が
持
っ
て
い
る
○
○
セ
ン
タ
ー
や
図
書
館
、
博
物
館
な
ど
文
化
施
設
を
手
当
た

り
次
第
に
訪
問
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
一
室
を
「
文
語
の
苑
」
の
よ
う
な
文
化
団
体
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
は
全
く
問
題
な

い
の
で
す
が
、
毎
月
の
特
定
日
、
特
定
の
時
間
に
予
約
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
し
た
。
○
月
の
利
用
は
そ
の
前
々
月

の
同
日
に
抽
選
で
決
定
、
等
の
ル
ー
ル
が
一
般
的
で
、
こ
れ
で
は
先
生
生
徒
と
も
に
予
定
が
立
ち
ま
せ
ん
。
利
用
申
込
の

段
階
で
参
加
者
を
列
記
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
教
室
を
設
置
し
た
上
で
生
徒
さ
ん
を
募
る
の
で
す
か

ら
、
こ
れ
は
無
理
で
す
。

指
導
者
に
つ
い
て
は
「
文
語
の
苑
」
の
メ
ン
バ
ー
に
依
頼
し
ま
す
。
し
か
し
、
先
生
を
出
来
る
ほ
ど
の
学
識
を
有
し
、
か

つ
時
間
に
余
裕
が
あ
る
メ
ン
バ
ー
は
（
今
の
と
こ
ろ
）
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
い
き
お
い
、
一
部
の
有
資
格
者
が

複
数
の
教
室
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
教
室
数
が
増
え
る
と
先
生
方
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
窮
屈
に
な
り
ま
す
。
唯
、
こ

れ
は
内
部
的
に
調
整
が
つ
け
ら
れ
ま
す
。

参
加
者
の
募
集
も
容
易
で
あ
り
ま
せ
ん
。
文
語
を
勉
強
し
て
み
た
い
と
い
う
人
が
一
定
数
い
る
と
は
思
う
の
で
す
が
、
単

に
募
集
ち
ら
し
を
見
た
だ
け
で
は
、
多
少
の
予
習
復
習
が
必
要
な
勉
強
の
場
へ
出
向
き
難
い
事
も
理
解
で
き
ま
す
。
新
聞

や
雑
誌
で
広
告
す
れ
ば
多
く
の
生
徒
さ
ん
が
集
ま
る
の
で
し
ょ
う
が
、
費
用
が
か
か
り
過
ぎ
ま
す
。
ま
た
、
抽
選
の
結
果

で
教
室
の
場
所
が
変
わ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
広
告
も
出
し
辛
い
の
で
す
。

公
共
文
化
施
設
が
「
自
主
企
画
」
す
る
催
し
が
あ
り
ま
す
。
室
を
貸
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
施
設
が
主
体
と
な
り
自
施
設

内
の
室
を
半
年
等
の
ま
と
ま
っ
た
期
間
、
優
先
的
に
確
保
し
、
○
○
教
室
を
開
催
す
る
の
で
す
。
自
治
体
の
生
涯
教
育
課

な
ど
の
肝
い
り
で
施
設
の
一
部
を
そ
れ
ら
自
主
企
画
向
け
に
利
用
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
「
自
主
企
画
」
と
し
て
「
文
語
教
室
」
を
採
り
上
げ
て
も
ら
え
る
よ
う
動
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
し
採
用

さ
れ
れ
ば
教
室
は
先
方
が
確
保
し
て
く
れ
ま
す
し
、自
治
体
の
広
報
紙
な
ど
を
利
用
し
て
参
加
者
を
募
集
し
て
く
れ
ま
す
。

我
々
は
指
導
者
を
派
遣
す
る
の
み
な
の
で
、
理
想
的
な
形
態
で
す
。
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し
か
し
、
こ
れ
に
も
問
題
が
あ
り
ま
す
。
世
の
中
に
は
「
文
語
の
苑
」
の
他
に
も
無
数
の
文
化
団
体
が
あ
り
ま
す
。
我
々

同
様
に
○
○
教
室
を
開
催
し
た
い
団
体
の
数
も
多
い
の
で
す
。
自
治
体
や
施
設
の
担
当
者/

選
定
委
員
会
は
そ
れ
ら
多
く

の
中
か
ら
何
を
基
準
に
選
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
。
オ
ー
プ
ン
に
は
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
あ
る
施
設
の
担
当
者
に
、
日
本
文
化
の
継
承
発
展
の
た
め
文
語
の
衰
退
を
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
主
企
画
と
し
て

「
文
語
教
室
」
を
是
非
採
用
し
て
頂
き
た
い
と
訴
え
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
か
ら
「
阿
波
踊
り
教
室
の
開
催
を
求
め
る
人

も
あ
な
た
と
同
様
に
、
日
本
文
化
の
継
承
発
展
の
た
め
、
と
言
っ
た
」
と
返
さ
れ
、
反
論
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

多
様
な
人
々
の
多
様
な
価
値
判
断
は
受
容
す
る
と
し
て
、
ま
た
困
難
が
あ
る
と
し
て
も
、
我
々
は
「
文
語
の
苑
」
運
動
、

「
文
語
教
室
」
を
広
め
て
行
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

「
文
語
教
室
」
の
新
た
な
開
催
の
可
能
性
を
お
持
ち
の
方
は
是
非
、
我
々
の
事
務
局
に
ご
一
報
下
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
　

電
話
　03-5435-8355

（
オ
フ
ィ
ス
赤
谷
内
）、　
メ
ー
ルbu

n
gson

o@
tf7.so-n

et.n
e.jp

）　
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森
鴎
外
生
誕
百
五
十
周
年
記
念
　「
文
語
の
苑
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
―
鴎
外
訳
「
即
興
詩
人
」
の
魅
力
―

（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
五
日
開
催
、
於
・
東
洋
大
学
）
に
お
け
る
竹
村
牧
男
東
洋
大
学
学
長
挨
拶

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。

　
本
日
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
、「
文
語
の
苑
」
の
会
を
東
洋
大
学
で
開
催
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
皆
様
に
は
東
洋
大
学
に
お
運
び
く
だ
さ
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
心
よ
り
歓
迎
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ご
存
知
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
東
洋
大
学
は
、
明
治
二
十
年
に
、
哲
学
者
・
井
上
円
了
が
創
設
し
た
「
私
立

哲
学
館
」
を
起
源
と
し
て
お
り
、
今
年
で
創
立
百
二
十
五
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
の
記
念
式
典
を
、
お
と
と
い
の
十
一

月
二
十
三
日
に
挙
行
し
、
ま
た
昨
夜
は
海
外
の
協
定
校
か
ら
見
え
た
賓
客
の
さ
よ
な
ら
パ
ー
テ
ィ
が
あ
り
、
こ
の
と
こ
ろ

行
事
が
い
ろ
い
ろ
と
続
い
て
い
る
次
第
で
す
。

　
皆
さ
ま
す
で
に
ご
来
学
時
に
ご
覧
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
大
学
院
の
教
育
・
研
究
活
動
に
資
す
る
百
二
十
五
周

年
記
念
館
の
新
し
い
建
物
も
竣
工
し
、
今
後
の
発
展
の
土
台
を
築
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
私
ど
も
は
、
建
学
の
理
念
に

基
づ
く
哲
学
教
育
、
時
代
に
即
応
し
た
国
際
化
、
学
生
一
人
ひ
と
り
の
真
の
自
己
実
現
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
、

こ
の
三
つ
の
柱
を
掲
げ
て
教
育
改
革
に
取
り
組
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
財
の
育
成
に
全
力
を
注
い
で
い
る
所
で
す
。

　
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
人
財
に
必
要
な
諸
能
力
と
し
て
、
語
学
力
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
も
と

よ
り
、
重
要
な
の
は
異
文
化
理
解
・
活
用
力
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
根
底
に
は
、
自
国
の
文
化
理
解
・
発
信

力
と
い
う
も
の
が
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
独
自
の
深
い
伝
統
を
守
り
、
発
信

し
て
い
く
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
本
学
創
立
者
の
井
上
円
了
は
、
あ
の
時
代
に
も
関

わ
ら
ず
、
生
涯
に
世
界
旅
行
を
三
度
し
て
お
り
ま
す
。
哲
学
館
を
創
設
し
た
翌
年
に
は
早
く
も
、
欧
米
の
視
察
に
出
か
け

て
い
ま
す
。
円
了
が
こ
の
旅
で
も
っ
と
も
感
銘
を
受
け
た
こ
と
は
、
ど
の
国
も
、
自
国
の
学
問
あ
る
い
は
言
語
・
文
章
・

歴
史
・
宗
教
等
の
伝
統
を
大
切
に
し
、「
独
立
の
精
神
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
日
本
伝
統
の
学
問
・

文
化
の
擁
護
・
発
展
の
重
要
性
を
強
く
訴
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
西
洋
の
学
術
も
研
究
教
育
す
べ
き
な
の
で

す
が
、
日
本
の
独
立
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
伝
統
の
学
問
を
、
傍
ら
西
洋
の
学
問
を
究
明
す
べ
き
だ
と
す
る
の
で

す
。
明
治
二
十
二
年
七
月
二
十
八
日
の
「
哲
学
館
改
良
の
目
的
に
関
し
て
意
見
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。「
各
国
、

皆
な
其
の
国
従
来
の
学
問
芸
術
即
ち
其
の
国
の
言
語
学
、
文
章
学
、
歴
史
学
、
宗
教
学
を
講
究
し
て
怠
る
こ
と
な
く
、
益
々

之
を
保
護
し
益
々
之
を
振
起
せ
ん
と
す
る
こ
と
切
な
り
。
是
れ
大
い
に
其
の
国
の
独
立
に
関
係
あ
る
こ
と
に
し
て
、
一
国

を
諸
強
国
の
間
に
維
持
し
て
独
立
を
全
う
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
其
の
国
の
言
語
、
文
章
、
歴
史
、
宗
教
を
保
護
せ
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
…
…
苟
も
日
本
国
あ
り
日
本
国
固
有
の
学
術
宗
教
あ
る
以
上
は
、
先
づ
之
を
講
究
し
傍
ら
西
洋
の
学
術
を
講
究
せ

ざ
る
べ
か
ら
ず
。」
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
同
年
八
月
八
日
に
は
、「
哲
学
館
将
来
の
目
的
」
を
発
表
、
そ
の
中
で
は
、「
…
…

唯
だ
我
が
邦
の
学
問
中
に
日
本
在
来
の
も
の
と
支
那
伝
来
の
も
の
と
印
度
伝
来
の
も
の
の
別
あ
る
の
み
。
而
し
て
其
の
所

謂
伝
来
の
も
の
は
、
其
の
初
め
日
本
に
伝
来
し
て
よ
り
以
来
千
余
年
を
経
過
し
、
我
が
国
在
来
の
文
物
と
共
に
成
長
し
共

に
発
達
し
て
、一
種
固
有
の
日
本
性
を
帯
び
、此
の
諸
元
素
相
い
和
し
相
い
合
し
て
一
種
固
有
の
国
風
民
情
を
化
成
し
、
其

の
今
日
印
度
・
支
那
に
あ
る
も
の
と
大
い
に
其
の
性
質
を
異
に
す
る
に
至
れ
り
。
即
ち
其
の
学
は
日
本
固
有
の
学
と
謂
わ

ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
世
界
を
知
れ
ば
こ
そ
、
日
本
固
有
の
学
問
・
文
化
を
深
く
尊
重
す
る

に
至
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
円
了
は
決
し
て
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
客
観
的
な
真
理
を
重

ん
じ
、
西
洋
の
学
問
を
深
く
学
ぶ
こ
と
を
も
主
張
し
ま
し
た
。
日
本
の
風
習
・
慣
習
の
正
す
べ
き
点
は
ぜ
ひ
と
も
改
良
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
も
思
っ
て
い
た
の
で
す
。そ
の
客
観
的
真
理
を
追
究
す
る
立
場
を
宇
宙
主
義
と
称
し
、
哲

学
館
の
方
向
性
を
日
本
主
義
と
宇
宙
主
義
を
統
合
し
た
も
の
と
し
た
の
で
し
た
。
こ
れ
を
一
言
で
表
わ
し
た
言
葉
が
、「
護

国
愛
理
」
で
す
。
こ
の
護
国
と
は
、
政
治
的
標
語
で
は
な
く
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
形
成
さ
れ
た
学
問
・
芸
術
・
文
化
の

伝
統
を
擁
護
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
し
た
。
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こ
の
精
神
を
脈
々
と
受
け
継
ぐ
東
洋
大
学
は
、
今
後
、
日
本
の
伝
統
を
重
視
し
、
そ
の
優
れ
た
点
を
国
際
的
に
発
信
し
て

い
く
活
動
を
大
い
に
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
に
日
本
の
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
日
本
型
物
作
り
の
伝
統
と
そ
の

精
神
に
つ
い
て
や
日
本
型
経
営
組
織
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
、
鋭
意
、
研
究
・
発
信
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
東
洋
大

学
に
お
い
て
、
日
本
古
来
の
文
語
を
尊
重
し
未
来
に
伝
え
て
い
こ
う
と
す
る
「
文
語
の
苑
」
の
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
こ
と

は
、
創
立
者
の
精
神
に
も
か
な
っ
た
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ
り
、
私
も
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
言
語
は
文

化
の
根
本
で
あ
り
、
国
民
性
な
い
し
国
民
の
精
神
の
根
本
で
す
。
そ
の
文
章
に
託
さ
れ
た
美
し
く
高
尚
な
精
神
を
守
り
伝

え
て
い
く
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
今
日
の
社
会
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
す
。
私
は
「
文
語
の
苑
」
の

活
動
を
心
か
ら
支
援
し
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
学
内
に
そ
の
運
動
を
広
め
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
今
後
と

も
、
緊
密
な
関
係
を
維
持
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
今
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、
森
鴎
外
生
誕
百
五
十
年
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
京
区
は
こ
の
こ
と
に
大

変
力
を
い
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
文
京
区
に
あ
る
東
洋
大
学
が
こ
の
催
し
に
参
加
で
き
る
こ
と
は
大
変
幸
い
に
存
じ

ま
す
。
昔
、
東
京
大
学
図
書
館
で
鴎
外
文
庫
展
が
あ
っ
た
と
き
、『
成
唯
識
論
』
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
鴎
外
が
漢
文

仏
典
を
よ
く
読
ん
で
い
た
こ
と
を
知
り
、
そ
の
教
養
の
広
さ
深
さ
に
驚
嘆
し
た
も
の
で
す
。
鴎
外
に
は
唯
識
研
究
を
ま
と

め
た
『
唯
識
抄
』
の
著
作
が
あ
り
、『
華
厳
五
教
章
』
の
著
作
も
あ
り
ま
す
。
幸
田
露
伴
な
ど
当
時
の
知
識
人
の
仏
典
の
学

習
は
実
に
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
東
洋
大
学
創
立
者
の
井
上
円
了
は
一
八
五
八
年
生
ま
れ
で
、
一
八
六
二
年
生
ま
れ

の
鴎
外
よ
り
少
し
先
輩
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
両
者
の
間
に
特
に
交
渉
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
円
了
が
少

年
時
代
に
漢
学
を
学
ん
だ
石
黒
忠
悳
（
た
だ
の
り
）
は
、
後
一
八
九
〇
年
に
陸
軍
軍
医
総
監
な
ら
び
に
陸
軍
省
医
務
局
長
、

す
な
わ
ち
陸
軍
軍
医
序
列
第
一
位
に
な
っ
て
お
り
、
鴎
外
の
上
官
で
あ
っ
た
人
で
し
て
、
間
接
的
に
接
点
が
あ
り
ま
す
。私

は
こ
の
八
月
末
に
た
ま
た
ま
ベ
ル
リ
ン
に
行
っ
た
と
き
、
鴎
外
記
念
館
に
も
寄
り
ま
し
た
。
そ
こ
は
鴎
外
が
一
八
八
四
年

以
来
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
、
ド
レ
ス
デ
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
経
て
、
一
八
八
七
年
四
月
、
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学

の
コ
ッ
ホ
に
就
く
た
め
に
ベ
ル
リ
ン
に
来
て
初
め
て
身
を
寄
せ
た
ア
パ
ー
ト
な
の
で
す
が
、
そ
の
記
念
館
で
、
か
つ
て
の

ベ
ル
リ
ン
の
地
で
石
黒
忠
悳
ら
と
鴎
外
と
が
一
緒
に
写
っ
て
い
る
写
真
を
見
ま
し
た
。ウ
イ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
り
ま
す
と
、

鴎
外
は
一
八
八
七
年
九
月
下
旬
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
で
開
催
さ
れ
た
第
四
回
赤
十
字
国
際
会
議
に
日
本
代
表
と
し
て
出
席

し
た
石
黒
忠
悳
の
通
訳
官
を
務
め
、
ま
た
翌
年
七
月
に
石
黒
と
と
も
に
帰
国
の
途
に
つ
い
た
そ
う
で
す
。
こ
の
記
念
館
は
、

フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
の
日
本
学
学
科
が
大
事
に
維
持
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
て
、
感
謝
に
耐
え
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
鴎
外

の
ド
イ
ツ
語
は
大
変
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
、
言
語
へ
の
感
覚
が
卓
越
し
て
い
た
こ
と
が
分
り
ま
す
。
本
日

は
、
そ
の
鴎
外
の
文
章
に
つ
い
て
、
種
々
の
解
明
が
な
さ
れ
ま
す
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
多
く
の
方
々
が
東
洋
大
学
に
運
び
く
だ
さ
い
ま
し
た
こ
と
に
重
ね
て
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
と
と
も
に
、
本
日

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
実
り
多
い
も
の
と
な
り
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
、
歓
迎
の
挨
拶
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


