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八
月 

別
名 

葉
月
（
は
づ
き
）
・
建
酉
月
（
け 

ん
ゆ
う
げ
つ
）
、
仲
秋
（
ち
ゅ
う
し
ゅ
う
） 

 

葉
月
の
名
前
は
、
「
葉
落
ち
月
」
で
は
な
い
か
と 

言
わ
れ
ま
す
。
仲
秋
と
い
う
名
か
ら
も
わ
か
る
通 

り
葉
月
と
称
さ
れ
て
い
た
旧
暦
時
代
に
は
八
月
は 

秋
た
け
な
わ
の
頃
。
木
々
の
葉
が
色
づ
き
や
が
て 

散
り
始
め
る
時
期
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が 

つ
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
河
出
書
房
新
社
、
鈴
木
光
弘 

「
暮
ら
し
に
生
か
す
旧
暦
ノ
ー
ト
」
よ
り
一
部
引
用
）

『
奥
儀
抄
』 

に
も
「
木
の
葉
の
も
み
ぢ
て
落
つ
る
ゆ
ゑ
に
、
葉 

落
ち
月
を
い
ふ
を
誤
れ
り
」
と
す
る
（
講
談
社
日
本 

大
歳
時
記
）
。 

 

「
三
つ
、
で
き
た
」
「
（
南
牧
村
）
ひ
と
ぼ
し
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

 

          

           

「八
月
の
花
」向
日
葵
（ひ
ま
わ
り
）、
朝
顔
（あ
さ
が
お
）、
百

日
紅
（さ
る
す
べ
り
）、
カ
ン
ナ
、
白
粉
花
（お
し
ろ
い
ば
な
）、
大

待
宵
草
（お
お
ま
つ
よ
い
ぐ
さ
）、
百
日
草
（ひ
ゃ
く
に
ち
そ

う
）、
下
野
草
（し
も
つ
け
そ
う
）、
鷺
草
（さ
ぎ
そ
う
）、
柳
蘭

（や
な
ぎ
ら
ん
）、
露
草
（つ
ゆ
く
さ
）、
駒
草
（こ
ま
く
さ
）、
野

甘
草
（の
か
ん
ぞ
う
）、
子
鬼
百
合
（こ
お
に
ゆ
り
）、
夕
菅
（ゆ
う

す
げ
）、
山
百
合
（や
ま
ゆ
り
）・・・中
で
も
鷺
草
、
駒
草
は
「な

る
ほ
ど
」と
手
を
打
ち
た
く
な
る
命
名
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『八
月
の
言
葉
』 

わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
神
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
は
罪
を
犯
し
ま
せ
ん
。
神
か
ら
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
方

令和 6年 8月（253）

９）（219）

（218）（207）
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が
、
そ
の
人
を
守
っ
て
く
だ
さ
り
、
悪
い
も
の
は
手
を
触

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
（ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
第
五
章

一
八
節
） 

  

信
者
は
神
に
つ
な
が
れ
て
そ
の
生
命
（
い
の
ち
）を
こ
と

ご
と
く
彼
に
求
め
る
の
に
対
し
て
、
世
は
こ
ぞ
っ
て
悪
者

に
あ
っ
て
生
活
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
と

サ
タ
ン
と
の
間
に
介
在
し
て
、
信
者
は
神
に
属
（
つ
）き
、

世
は
悪
魔
に
属
（
つ
）く
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
事
実
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
世
は
そ
の
科
学
と
文
学

と
哲
学
と
芸
術
と
を
も
っ
て
、
こ
ぞ
っ
て
悪
魔
に
属
（つ
）

く
の
で
あ
る
。
世
の
大
体
の
方
針
は
悪
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
に
多
少
の
善
が
な
い
で
は
な
い
。
多
少
の
善
人
が
い
な

い
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
概
し
て
世
は
悪
魔
の
も
の

で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
決
し
て
人
類
多
数
の
信
受
す
る

教
え
で
は
な
い
。
信
者
は
常
に
少
数
で
あ
る
。
そ
し
て
多

数
は
常
に
悪
魔
の
従
属
で
あ
る
。
自
分
は
世
の
多
数
の

賛
成
を
得
た
と
言
っ
て
悦
ぶ
信
者
（？
）は
、
自
分
で
何

を
言
っ
て
い
る
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 

（
内
村
鑑
三
「
一
日
一
生
」七
月
二
十
七
日
） 

 

「八
月
の
暦
」 

 
 
 

一 

日 
 

八
朔
、
水
の
日 

二 

日 
 

鬼
貫
忌
、
青
森
ね
ぶ
た
祭 

三 

日 
 

秋
田
竿
灯 

五 

日  

山
形
花
笠
祭 

  

 
  

六 

日 
 

広
島
平
和
記
念
日
，
仙
台
七
夕 

七 

日  

立
秋 

初
め
て
秋
の
気
配
が
ほ
の
見
え
る

こ
ろ
の
こ
と
。
暑
い
盛
り
だ
が
、
こ
れ
以
降
は

夏
の
名
残
の
残
暑
と
い
い
ま
す
。 

初
候 

 

涼
風
至
る 

涼
し
い
風
が
初
め
て
立
つ
こ
ろ
。
そ
の
風
を
、
秋

の
気
配
の
始
ま
り
と
見
て
。 

（新
暦
で
は
お
よ
そ
八
月
七
日
～
十
一
日
ご
ろ
） 

次
候 

寒
蝉
（ひ
ぐ
ら
し
）鳴
く 

 
 

 

カ
ナ
カ
ナ
・
・
・
・
・
と
ひ
ぐ
ら
し
が
鳴
く
こ
ろ
。

夕
暮
れ
に
響
く
虫
の
声
は
、
は
か
な
い
夏
の
夢
の

よ
う
。 

(

新
暦
で
は
お
よ
そ
八
月
十
二
日
～
十
六
日
ご
ろ) 

末
候 

 

蒙
霧
升
降
す
（の
う
む
し
ょ
う
こ
う
す
） 

深
い
霧
が
た
ち
こ
め
る
こ
ろ
。
春
は
霞
た
ち
、
秋

は
霧
け
ぶ
る
空
模
様
。 

（新
暦
で
は
、
お
よ
そ
八
月
十
七
日
～
二
十
二
日

ご
ろ
） 

 
 
   

     

九 

日 

長
崎
原
爆
の
日 

十
一
日 

山
の
日 

 
 

十
五
日 

終
戦
記
念
日 

 

二
十
二
日 

処
暑 

処
暑
と
は
、
暑
さ
が
少
し
和
ら
ぐ 

 

こ
ろ
の
こ
と
。 

初
候 

 

綿
柎
開
く
（わ
た
の
は
な
し
べ
ひ
ら
く
） 

綿
の
実
を
包
む
萼
（が
く
）が
開
く
こ
ろ
。
種
を
包

む
綿
毛
を
ほ
ぐ
し
、
綿
の
糸
を
紡
ぎ
ま
す
。 

（新
暦
で
は
お
よ
そ
八
月
二
十
三
日
～
二
十
七
日
ご
ろ
） 

次
候 

天
地
始
め
て
粛
し
（て
ん
ち
は
じ
め
て
さ
む
し
） 

 
 

よ
う
や
く
暑
さ
が
収
ま
り
は
じ
め
る
こ
ろ
。 

夏
の
気
が
落
ち
着
き
、
万
物
が
あ
ら
た
ま
る
時

期
と
さ
れ
ま
す
。 

 

（新
暦
で
は
お
よ
そ
八
月
二
十
八
日
～
九
月
一
日
ご
ろ
） 

末
候 

禾
乃
登
る
（こ
く
も
の
み
の
る
） 

田
に
稲
が
実
り
、
穂
を
た
ら
す
こ
ろ
。 

禾
と
は
、
稲
や
粟
な
ど
の
穀
物
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。 

(

新
暦
で
は
お
よ
そ
九
月
二
日
～
六
日
ご
ろ) 

 
 
 

二
十
三
日 

一
遍
上
人
忌 

 
 
 

三
十
一
日 

二
百
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

ヤ
マ
ユ
リ  
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お
知
ら
せ 

一
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
の
受
付
が
で
き
ま
す
。
カ

ー
ド
は
保
険
証
の
代
わ
り
に
な
り
ま
す
。
将
来
的
に

は
医
療
機
関
は
他
院
で
の
処
方
や
特
定
検
診
結
果

も
こ
こ
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

ま
だ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
な
い
方
は
、
月
の
最
初

の
受
診
時
に
は
、
受
付
に
保
険
証 

を
ご
提
示
く
だ

さ
い
。 

 二
、
診
療
案
内 

 
 

七
月
か
ら
従
来
通
り
、
午
後
の
診
療
を
再
開
し

て
い
ま
す
。 

『午
前
診
療
』 

は
こ
れ
ま
で
通
り
、 

 

（月
）か
ら
（金
）、
８
時
半
か
ら
１
２
時
半
ま
で
、 

 

来
院
順
で
診
察
を
致
し
ま
す
。 

『午
後
診
療
』 

は
予
約
診
療
と
予
約
の
無
い
方

も
来
院
順
で
通
常
診
察
を
受
け
ら
れ
ま
す
。 

予
約
は
、
電
話
で
も
可
能
で
す
。 

(

１)

月
火
水
、 

金
は
、
１
５
時
か
ら
１
８
時 

（２
）午
後
の
診
療
で
は
１
時
間
に
２
人
の
予
約 

枠 (

１
日
６
人
ま
で)

を
設
け
ま
し
た
。
時

間
に
制
限
の
あ
る
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

（３
）診
察
の
順
は
、
予
約
の
方
優
先
と
致
し
ま
す
。 

 
 
 

予
約
外
の
方
は
来
院
順
で
す
。 

（４
）予
約
の
無
い
方
の
受
診
受
付
は
５
時
半
ま

で
と
い
た
し
ま
す
。 

『診
療
内
容
』 

○
一
般
外
来
診
療 

〇 

往
診
・在
宅
医
療 

 
 
 

○ 

骨
粗
鬆
症
の
検
査･

治
療 

○ 

ピ
ロ
リ
菌
の
検
査
と
治
療 

○ 

Ｃ
Ｔ
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
の
予
約 

○ 

胃
カ
メ
ラ
・大
腸
カ
メ
ラ 

 
 
 

○ 

肺
炎
球
菌
・ 

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン 

〇 

他
の
ワ
ク
チ
ン
（新
型
コ
ロ
ナ
、
Ｒ
Ｓ
ワ
ク
チ
ン
） 

三
、
当
番
医
八
月
十
一
日 

（日
） 

９
時
か
ら
１
８
時
ま
で 

 
 

四
、
八
月
十
二
日
か
ら
十
五
日 

は
休
診 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ツ
ユ
ク
サ  

   

五
、
群
馬
県
保
険
医
協
会
二
十
四
時
間
健
康
テ
レ
ホ
ン 

 
 

 
 

電
話
〇
二
七―

二
三
四―

四
九
七
〇 

http://w
w
w
.raijin.com

/kenko/ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

        

月 歯の寿命 

火 骨粗鬆症の予防 

水 いびきがひどい 

木 過換気症候群とは？ 

金 ストレスと生活習慣病 

土日 HPV キャッチアップ接

種は 2025年 3月末まで 

http://www.raijin.com/kenko/
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 「
日
野
原
重
明
先
生
の
言
葉
」 

 「
先
生
か
ら
見
て
『
偉
い
人
』
と
は
ど
ん
な
人
で

し
ょ
う
か
？
」 

  

偉
い
人
と
は
、
眼
に
見
え
な
い
も
の
を
た
く
さ 

ん
持
っ
て
い
る
人
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の 

こ
と
で
光
り
輝
い
て
い
る
人
。 

  

僕
た
ち
は
、
お
金
や
地
位
、
名
誉
、
車
や
宝 

石
の
よ
う
な
、
手
に
し
た
と
き
に
、
あ
る
種
の 

幸
福
感
・
満
足
感
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
を
求 

め
て
暮
ら
し
て
い
る
も
の
で
す
。
た
だ
、
そ
う 

い
う
も
の
は
、
な
く
な
る
と
き
に
は
全
部
な
く 

な
っ
て
し
ま
う
。 

 

残
念
な
が
ら
、
僕
た
ち
は
そ
う
い
う
も
の
を 

追
い
か
け
て
、
生
き
て
い
く
も
の
な
の
で
す
。 

  

目
が
見
え
る
こ
と
で
、
見
え
な
く
な
っ
て
し 

ま
う
尊
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。 

実
は
そ
う
い
う
目
に
見
え
な
い
も
の
こ
そ
が
、 

本
当
の
意
味
で
僕
た
ち
に
幸
福
を
与
え
人
生
を 

豊
か
に
す
る
も
の
な
の
で
す
。 

讃
美
歌
に
「
ア
メ
イ
ジ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ス
」 

 

と
い
う
有
名
な
歌
が
あ
り
、
み
な
さ
ん
、
一
度 

は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
中
の
歌
詞
に
、 

 

「I o
n

ce
 w

a
s lo

st b
u

t n
o
w

 a
m

 fo
u

n
d

,w
a
s 

b
lin

d
 b

u
t n

o
w

 I se
e

」 

一
度
は
道
を
外
れ
た
私
だ
が
、
今
見
出
さ
れ
た
。
か 

つ
て
は
見
え
な
か
っ
た
こ
の
目
、
で
も
今
は
は
っ
き 

り
と
見
え
る
。 

 

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

 

こ
の
歌
詞
に
描
か
れ
て
い
る
人
は
目
が
見
え
な
か 

っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
肉
眼
の
目
は
見 

え
て
い
た
、
け
れ
ど
見
え
な
か
っ
た
（blind:

盲 

目
）
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。 

目
が
見
え
る
こ
と
で
、
大
切
な
こ
と
が
見
え
な 

く
な
り
、
こ
の
与
え
て
も
ら
っ
た
命
に
感
謝
す
る
こ 

と
な
く
、
道
を
外
れ
て
し
ま
う
。
太
古
の
昔
か
ら
、

人
間
は
そ
う
い
う
存
在
な
の
で
し
ょ
う
。 

自
分
の
与
え
ら
れ
た
命
に
感
謝
し
、
時
間
を
人 

の
た
め
に
使
え
る
人
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
時
間
は
ま  

さ
に
「
タ
イ
ム
イ
ズ
マ
ネ
ー
」
で
す
。
得
た
お
金
を

も
、
他
者
の
た
め
に
捧
げ
る
こ
と
の
で
き
る
人
、
僕

は
そ
の
よ
う
な
人
が
本
当
に
偉
い
人
な
の
だ
と
思
い

ま
す
。 

 

得
た
も
の
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
も
の
を
ど
う
使 

う
か
。 

そ
の
使
い
方
に
よ
っ
て
、
本
当
の
偉
さ
、
つ
ま 

り
人
生
の
豊
か
さ
が
決
め
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま 

 

す
。 

 
 
 
 
 
 

日
野
原
重
明
「生
き
て
い
く
あ
な
た
へ
」 

   大
岡 

信
著 

『新
折
々
の
う
た
」八 

か
ら 

 
 

新
し
き
も
の
買
ひ
や
れ
と
夫
（つ
ま
）の
言
ふ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子
の
ジ
ー
パ
ン
は
新
品
な
ん
で
す 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桜
井
千
恵
子 

 

 

「風
花
の
紋
章
」（平
一
四
）所
収
。
こ
の
歌
と
並
ん
で
歌

集
に
あ
る
歌
、
「子
の
告
ぐ
る
新
米
教
師
の
悩
み
ご
と
一
葉

一
葉
の
若
葉
の
ご
と
し
」に
よ
っ
て
、
右
の
歌
を
め
ぐ
る
事

情
も
は
っ
き
り
わ
か
る
。
「Ｃ
Ｍ
に
呼
び
止
め
ら
れ
つ
『お
か

あ
さ
ん
女
を
捨
て
て
ゐ
ま
せ
ん
か
ド
キ
ッ
』「
男
ら
の
軽
口

を
聞
く
『で
き
る
な
ら
美
人
に
臓
器
提
供
し
た
し
』」。
こ
れ

ら
は
十
年
ほ
ど
前
に
た
く
さ
ん
紹
介
し
て
好
評
だ
っ
た
『台

湾
万
葉
集
』を
思
い
出
さ
せ
る
。
日
常
生
活
の
活
写
と
諧
謔

性
と
。 
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 わ
が
顔
を
忘
れ
て
す
す
る
心
太
（と
こ
ろ
て
ん
） 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

澤
本
三
乗 

  

『
一
樹
』
（平
一
五
）
所
収
。
古
く
は
テ
ン
グ
サ
な
ど
を

指
し
て
心
太
（こ
こ
ろ
ぶ
と
）と
書
い
た
。
食
品
と
し
て

好
ま
れ
平
安
京
に
も
心
太
店
ま
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ

の
コ
コ
ロ
ブ
ト
が
コ
コ
ロ
テ
ィ
と
表
記
さ
れ
、
こ
れ
が
変

じ
て
ト
コ
ロ
テ
ン
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
江
戸
中
期
の

儒
学
者
荻
生
徂
徠
の
説
で
あ
る
。
説
そ
の
も
の
が
ト
コ

ロ
テ
ン
の
様
に
ゆ
ら
ゆ
ら
し
て
い
る
が
、
ほ
か
に
決
定
的

な
説
も
な
い
よ
う
だ
。
語
の
詮
議
は
と
も
あ
れ
目
の
前

に
あ
れ
ば
句
の
よ
う
に
「
わ
が
顔
を
忘
れ
て
」一
心
に
つ

る
つ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホ
ウ
セ
ン
カ 

 
 
 
 

 

け
ん
こ
う 

 
(

百
七
十
六
） 

群
馬
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
よ
り(

２
５
週) 

 
 
 
  

（
群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
感
染
制
御
セ
ン
タ
ー
）  

 

 

★
手
足
口
病
の
報
告
が
継
続
し
て
お
り
、
県
内
で
は

警
報
が
発
令
中
で
す
。 

原
因
と
な
る
ウ
イ
ル
ス
は
ア
ル
コ
ー
ル
が
効
き
に 

く
い
の
で
、
手
指
は
石
け
ん
と
流
水
で
よ
く
洗
う 

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

★
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
報
告
が
増
え
て

い
ま
す
。
周
り
に
感
染
を
広
げ
な
い
よ
う
、
咳
や

く
し
ゃ
み
が
出
る
と
き
は
、
「
マ
ス
ク
を
つ
け
る
」

「鼻
と
口
を
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ―

で
覆
う
」「袖

や
上
着
の
内
側
で
覆
う
」な
ど
の
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト

を
心
が
け
、
マ
ス
ク
を
し
て
い
て
も
顔
は
人
か
ら

そ
む
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

も
し
、
手
で
覆
っ
て
咳
や
く
し
ゃ
み
を
し
た
場
合

は
手
を
洗
い
ま
し
ょ
う
。
換
気
も
感
染
症
対
策

に
有
効
で
す
。 

 
 

★
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
の
届
け
出
が
続

い
て
い
ま
す
。
気
温
が
高
く
な
る
こ
れ
か
ら
の
季

節
は
、
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。
肉
は
中
心
ま
で

十
分
に
加
熱
し
、
生
野
菜
は
良
く
洗
っ
て
食
べ
ま

し
ょ
う
。
こ
ま
め
に
石
鹸
と
流
水
で
手
を
洗
い
ま

し
ょ
う
。 
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院
長
の
ひ
と
り
ご
と
（二
二
二
） 

「平
家
物
語
」と
「コ
ロ
ナ
」 

◇C
O

V
ID

-
1
9

は
１
万
５
、
０
０
０
例
超
の
増
加
で
５
万

５
、
０
７
２
例
と
な
り
、
昨
年
同
週
（
５
万
４
１
５
０
例
）

を
超
え
た
。
国
立
感
染
症
研
究
所
のC

O
V

ID
-
1
9

月
報

（
６
月
）
に
よ
る
と
、
第
２
２
～
２
５
週
の
ゲ
ノ
ム
サ
ー
ベ
イ

ラ
ン
ス
に
よ
る
系
統
別
検
出
状
況
で
は
、K

P
.3

系
統
株

が
７
５
．
０
％
を
占
め
国
内
で
主
流
と
な
っ
て
い
る
と
い

う
。K

P
.3

系
統
株
は
、
オ
ミ
ク
ロ
ンJ

N
.1

株
と
比
較
し

て
感
染
性
は
低
い
も
の
の
、
高
い
伝
播
力
と
免
疫
逃
避
能

を
有
す
る*

。 

猛
暑
の
中
マ
ス
ク
を
外
す
機
会
も
増
加
す
る
一
方
で
、
流

行
拡
大
が
懸
念
さ
れ
る
。*

L
a
n
c
e
t In

fe
c
t D

is
 2

0
2

4
:S

1
4

7
3

-

3
0

9
9

(
2

4
)
0

0
4

1
5

-
8 

 
 

 
 
 

 

◆
令
和
５
年
５
月
８
日
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
症
５

類
化
で
社
会
は
落
ち
着
き
ま
し
た
が
、
ま
た
じ
わ

じ
わ
と
感
染
者
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
株

は
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
よ
り
感
染
し
や
す
い
が
症
状
が

激
し
く
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
高
齢
者
で
は

重
症
化
す
る
人
の
数
が
増
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 
 

予
防
が
一
番
重
要
で
す
が
、
一
回
緩
ん
だ
気
持
ち

を
再
び
緊
張
さ
せ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
こ
と
だ

な
、
と
い
ろ
い
ろ
な
記
憶
を
想
い
出
し
て
感
じ
て
い

ま
す
。 

◇
そ
こ
で
思
い
あ
た
っ
た
の
は
、
日
本
史
の
中
の
大
事 

件
、
源
氏
と
平
氏
の
「
一
之
谷
の
戦
い
」の
一
コ
マ
で

し
た
。 

 
 

今
で
も
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
中
学
生
の
時
に

図
書
館
か
ら
借
り
て
読
ん
だ
「保
元
物
語
」「平
治

物
語
」と
の
出
会
い
か
ら
、
骨
肉
相
食
（
こ
つ
に
く
あ

い
は
）む
お
ぞ
ま
し
い
人
間
の
姿
に
衝
撃
を
受
け
た

こ
と
で
し
た
。
続
く
「平
家
物
語
」の
口
調
の
良
さ
に

魅
か
れ
大
声
で
音
読
し
、
吉
川
英
治
書
「新
平
家

物
語
」の
文
章
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
氏
の
多
く
の

作
品
を
読
み
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
平
氏
の
年
譜
を
見
て
み
ま
す
、
十
八
年
の
歴

史
で
す
。 

◆ 

一
一
六
七
年 

平
清
盛
太
政
大
臣
（大
雑
把
に
言
う
と 

 

 
 

 
 

 

最
高
権
力
者
で
皇
太
子
に
匹
敵

） 

一
一
七
七
年 

鹿
ケ
谷
（し
し
が
や
つ
）の
平
家 

打
倒
の
陰
謀
（後
白
河
法
皇
の
関
与

） 

 
 

一
一
七
九
年 

清
盛
、
後
白
河
法
皇
を
幽
閉 

一
一
八
〇
年
四
月 

以
仁
王
、
平
家
追
討
の
命
令 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
月 

 

以
仁
王
敗
死 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
月 

 

清
盛
、
福
原
（
兵
庫
県
）
遷
都 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
月 

 

源
頼
朝
挙
兵 

 

 
 

 
 
 

 
 

十
一
月 

清
盛
京
都
に
戻
る 

 

一
一
八
一
年 

清
盛
没
（六
四
歳
） 

一
一
八
三
年 

平
家
都
落
ち
、
木
曽
義
仲
入
京 

一
一
八
四
年
（一
月
）
源
範
頼
、
義
経
、
義
仲
を
討
つ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

（二
月
）一
ノ
谷
の
戦
い 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38945150/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38945150/
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一
一
八
五
年
（二
月
） 

屋
島
の
戦
い 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
三
月
） 

壇
ノ
浦
の
戦
い
（平
氏
滅
亡
） 

 
 

一
一
八
九
年
（九
月
） 

奥
州
藤
原
氏
滅
亡
・
義
経
死
亡 

 
 
 

一
一
九
二
年
（
七
月
） 

源
頼
朝
、
征
夷
大
将
軍=

 

武
人
の
最
高
栄
誉
職 

と
な
る 

 

 
 

 
 

         

◇
木
曽
義
仲
に
敗
れ
た
平
家
は
西
国
で
力
を
盛
り

返
し
、
追
討
で
下
っ
て
き
た
範
頼
軍
を
破
り
、
か

つ
て
清
盛
が
わ
ず
か
五
か
月
間
だ
け
遷
都
し
た

福
原
ま
で
上
っ
て
き
て
こ
こ
に
陣
を
構
え
た
。 

東
は
生
田
川
と
い
う
と
こ
ろ
で
平 

知
盛
（清
盛

の
四
男

）・重
衡
（五
男
、
東
大
寺
大
仏 

や 

興
福
寺 

を

焼
亡
）
が
陣
を
構
え
た
。 

西
は
須
磨
・明
石
か
ら
三
ノ
谷
、
二
ノ
谷
、
一
ノ

谷
と
海
岸
近
く
ま
で
山
が
迫
る
（磯
山
）
狭
隘
な

道
で
こ
こ
を
薩
摩
守
忠
度
（清
盛
の
異
母
弟
で
和
歌

に
優
れ
、
都
落
ち
の
と
き
、
選
者
の
藤
原
俊
成
を
訪
れ
て
歌
集

を
頼
ん
だ
話
は
有
名
）が
守
っ
た
。 

北
は
断
崖
、
西
か
ら
鉢
伏
（は
ち
ぶ
せ
）、
鉄
拐
（て
っ

か
い
）、
高
取
（鷹
鳥
）（た
か
と
り
）、
北
の
中
央
に
鵯

越
（ひ
よ
ど
り
ご
え
）が
連
な
る
。 

           

 南
は
平
家
の
船
が
浮
か
ぶ
瀬
戸
内
海
。
兵
力
は
平 

氏
が
５‐

７
万
、
源
氏
が
数
万
騎
と
さ
れ
て
い
る
。
（資

料
に
よ
っ
て
数
は
異
な
っ
て
い
る
。
平
家
物
語
、
吾
妻

鏡
、
玉
葉
（九
条
兼
實
の
日
記
）、
そ
の
他
）源
氏
の
活

躍
を
強
調
し
た
場
合
に
は
、
一
～
二
千
の
兵
で
１
０

倍
以
上
の
平
家
を
破
っ
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
戦
闘

は
わ
ず
か
２
か
ら
４
時
間
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

◆
あ
ま
り
に
も
ろ
か
っ
た
平
氏
に
次
の
よ
う
な
解
釈

も
さ
れ
て
い
る
。 

対
峙
し
な
が
ら
も
、
二
月
四
日
は
清
盛
の
命
日
で

戦
陣
に
あ
り
な
が
ら
法
要
が
行
わ
れ
た
。
攻
め
る

に
は
好
機
だ
っ
た
源
氏
の
行
動
に
疑
問
は
残
る

が
・・・。
そ
れ
以
上
の
こ
と
が
あ
っ
た
。 

二
月
五
日
に
平
家
の
陣
に
後
白
河
法
皇
の
使
い
と

い
う
人
物
が
書
状
を
持
っ
て
訪
ね
て
き
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
・・・吉
川
英
治
著
｛新
平
家
物
語
｝、
か
ら
の

あ
ら
ま
し 

 
 

後
白
河
の
法
皇
（き
み
）
に
お
か
れ
て
は
、
先
に
は

木
曽
義
仲
の
乱
暴
狼
藉
を
見
て
き
て
、
今
ま
た
、
平

家
と
源
氏
が
大
戦
に
及
ぼ
う
と
し
て
い
る
の
を
見

て
、
何
と
か
和
解
の
道
は
な
い
か
と
悩
ん
で
い
る
様

子
は
ひ
と
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
源
氏
に
対

し
、
固
く
そ
の
旨
を
理
解
せ
よ
と
言
い
渡
さ
れ
た
の

で
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
和
平
の
願
い
も
平
家
一

門
の
賛
同
が
な
け
れ
ば
無
意
味
で
す
。
そ
れ
を
伺

い
た
く
や
っ
て
き
ま
し
た
。
も
し
平
家
に
も
和
睦
の

気
持
ち
が
あ
る
な
ら
ば
、
早
々
に
帰
っ
て
法
皇
に
奏

上
し
、
す
ぐ
に
正
式
の
院
宣
を
賜
り
ま
し
ょ
う
。
院

宣
の
使
い
が
く
る
の
は
二
月
八
日
中
に
来
る
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
八
日
の
院
宣
の

前
に
東
国
武
者
に
兵
馬
を
動
か
す
こ
と
は
さ
せ
な

い
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
平
家
の
方
々
も
よ

く
よ
く
お
考
え
に
な
っ
て
、
決
定
し
て
く
だ
さ
い
』 

と
。 

 



8 

 
 

こ
の
こ
と
は
平
家
の
陣
中
に
す
ぐ
に
伝
わ
っ
て
、

早
や
緊
張
が
と
け
て
酒
を
飲
ん
だ
り
す
る
人
も

出
て
き
た
。
し
か
し
、 

 
 

 

院
宣
が
来
る
と
い
わ
れ
た
八
日
を
待
つ
こ
と

な
く
、
源
氏
の
兵
馬
は
北
方
の
山
岳
地
帯
、
さ

ら
に
西
に
回
っ
て
一
ノ
谷
に
迫
り
、
二
月
七
日
の

早
朝
一
ノ
谷
と
東
の
生
田
口
に
攻
め
込
ん
で
き

た
。
ま
ず
は
建
物
に
火
を
か
け
混
乱
さ
せ
、
平

家
の
名
だ
た
る
多
く
の
武
将
が
討
た
れ
て
し
ま

っ
た
。 

 
 

中
で
も
自
分
の
息
子
と
同
じ
年
齢
の
平
家
の

公
達
、
敦
盛
を
目
の
前
に
し
て
、
迷
い
な
が
ら
も

首
を
と
っ
た
熊
谷
次
郎
直
実
の
話
は
涙
を
誘
う

が
、
そ
の
時
の
心
情
は
さ
て
お
き
、
直
実
は
の
ち

に
法
然
上
人
に
師
事
し
、
親
鸞
と
の
交
流
が
あ

り
、
蓮
生
坊
と
し
て
敦
盛
の
供
養
を
生
涯
果
た

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

外
に
歌
人
の
薩
摩
守
忠
度
、
重
衡
の
最
後
も 

 

 
 

場
面
が
浮
か
ぶ
よ
う
な
作
者
の
筆
の
力
が
あ

る
。 

 
  

ま
さ
か
、
討
っ
た
直
実
、
討
た
れ
た
敦
盛
の
名

が
花
の
名
前
と
し
て
残
る
と
は
、
思
い
も
よ
ら

な
い
事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

熊
谷
草 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

敦
盛
草 

 
 

 

  

こ
の
２
枚
の
写
真
は
「
植
物
園
へ
よ
う
こ
そ
」か
ら
借
用
し
ま
し
た
。 

   

あ
と
が
き 

コ
ロ
ナ
の
話
か
ら
源
平
盛
衰
の
話
に
な
る
と
は
思

わ
な
か
っ
た
が
、
源
平
の
戦
い
の
中
で
も
一
の
谷

の
戦
い
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
が
お
お
く
、
記
憶
に
残
っ
て
い
た
こ
と
を
整

理
し
て
み
た
。
正
史
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
も

当
然
作
者
の
思
い
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
否
め

な
い
が
、
同
じ
現
代
の
戦
記
も
見
方
を
変
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
つ
の
時
代
で
も
同
じ
で

あ
ろ
う
。 

  


