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九
月 

別
名 

長
月
（
な
が
つ
き
）
・
建
戌
月 

（
け
ん
じ
ゅ
つ
げ
つ
）
、
季
秋
（
き
し
ゅ
う
） 

 

秋
の
日
は
釣
瓶
落
と
し
、
日
の
長
さ
は
日
ご
と
に
短 

く
な
り
夕
日
は
す
ぐ
に
沈
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
し 

て
そ
の
後
に
は
秋
の
長
い
夜
。
長
月
は
秋
の
夜
長
を 

表
す
夜
長
月
（
よ
な
が
づ
き
）
か
ら
発
し
た
の
で
は 

な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
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
）
ほ 

か
に
、
五
月
、
九
月
は
雨
が
多
い
の
で
「
長
雨
（
な 

が
め
）
月
」
か
ら
の
呼
名
と
い
う
説
も
あ
る
。
日
が 

短
く
な
り
身
の
回
り
に
急
に
闇
が
迫
る
驚
き
を
考
え 

る
と
、
そ
れ
に
続
く
夜
の
長
さ
を
い
う
「
夜
長
月
」 

説
の
ほ
う
が
受
け
入
れ
や
す
い
気
が
す
る
。 

木
槿
（
む
く
げ
） 

   
 
 
 
 
 
 

      
 
 
               

「九
月
の
花
」菊
と
彼
岸
花
、
ダ
リ
ア
、
秋
海
棠
（し
ゅ
う
か
い

ど
う
）、
芙
蓉
、
釣
船
草
、
松
虫
草
、
彼
岸
花
、
反
魂
（ご
ん
）草
、 

吾
亦
紅
（わ
れ
も
こ
う
）、
薄
雪
草
、
宮
城
野
萩
、
女
郎
花

（お
み
な
え
し
）、
男
郎
花
（お
と
こ
え
し
）、
南
蛮
煙
管
（な

ん
ば
ん
ぎ
せ
る
）、
芒
（す
す
き
） 

『九
月
の
言
葉
』 

わ
た
し
た
ち
は
、
あ
な
た
が
た
が
ど
ん
な
悪
も
行
わ
な

い
よ
う
に
と
、
神
に
祈
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
わ
た
し
た

ち
が
、
適
格
者
と
見
な
さ
れ
た
い
か
ら
で
は
な
く
、
た

と
え
失
格
者
と
見
え
よ
う
と
も
、
あ
な
た
が
た
が
善
を

行
う
た
め
な
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
何
事
も
真
理

に
逆
ら
っ
て
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
真
理
の
た
め
な
ら
ば

令和 6年 9月（254）

９）（219）

（218）（207）

（（（No2011）  

 医院だより  

目 

次 

   

１ 

九
月
の
異
称
、
九
月
の
花
、 

九
月
の
言
葉 

   

２ 

九
月
の
暦 

お
知
ら
せ 

 

３ 

当
番
医 

健
康
テ
レ
フ
ォ
ン 

日
野
原
重
明
先
生
の
言
葉   

４ 

大
岡 

信
選
集  

 

 

け
ん
こ
う
（百
七
十
七
）  

 
 
 

群
馬
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
よ
り 

５ 

院
長
の
ひ
と
り
ご
と
（２
２
３
） 

   

木
槿
（む
く
げ
） 



2 

 
で
き
ま
す
。
（コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
第
一
三

章
七
、
八
節
） 

  

戦
い
に
勝
っ
て
勝
つ
の
で
は
な
い
、
真
理
に
従
っ
て

勝
つ
の
で
あ
る
。
戦
い
に
負
け
て
負
け
る
の
で
は
な

い
。
真
理
に
そ
む
い
て
負
け
る
の
で
あ
る
。
真
理
を

究
め
る
こ
と
は
、
剣
を
磨
く
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。

真
理
は
永
久
に
勝
つ
た
め
の
武
器
で
あ
っ
て
、
剣
は

わ
ず
か
に
一
時
の
利
を
制
す
る
た
め
の
機
械
に
す

ぎ
な
い
。
私
た
ち
は
最
後
の
勝
利
を
得
る
た
め
に
、

剣
を
も
っ
て
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
ペ
ン
を
も
っ
て

戦
う
こ
と
を
望
む
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
内
村
鑑
三
「
一
日
一
生
」八
月
六
日
） 

 

「九
月
の
暦
」 

 
 
 

一 

日 
 

防
災
の
日
、
関
東
大
震
災
記
念

日
、
富
山
八
尾
風
の
盆 

七 

日 
 

白
露 

大
気
が
冷
え
て
き
て
露

を
結
ぶ
こ
ろ
の
こ
と
。
よ
う
や
く

残
暑
が
引
い
て
い
き
、
本
格
的
に

秋
が
訪
れ
て
き
ま
す
。 

 
 

初
候 
 

草
露
白
し
（く
さ
の
つ
ゆ
し
ろ
し
） 

草
に
降
り
た
つ
ゆ
が
白
く
光
っ
て
見
え
る
こ

ろ
。
朝
夕
の
涼
し
さ
が
、
く
っ
き
り
と
際
立
っ
て

き
ま
す
。 

（新
暦
で
は
お
よ
そ
九
月
七
日
～
十
一
日
ご
ろ
） 

次
候 

鶺
鴒
（せ
き
れ
い
）鳴
く 

 
 

 

鶺
鴒
が
鳴
き
は
じ
め
る
こ
ろ
。
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ

ザ
ナ
ミ
に
男
女
の
交
わ
り
を
教
え
た
こ
と
か
ら
、

恋
数
え
鳥
と
。 

(

新
暦
で
は
お
よ
そ
九
月
十
二
日
～
十
六
日
ご
ろ) 

末
候 

玄
鳥
去
る
（つ
ば
め
さ
る
）  

つ
ば
め
が
南
に
帰
る
こ
ろ
。 

春
先
に
訪
れ
た
渡
り
鳥
と
、
し
ば
し
の
別
れ
で

す
。 

（新
暦
で
は
、
お
よ
そ
九
月
十
七
日
～
二
十
一
日
ご
ろ
） 

 
 
   

     
八 

日 

太
田
呑
竜
開
山
忌 

     

九 
日 

重
陽 

十
三
日 
世
界
の
法
の
日 

 
 

十
五
日 

老
人
の
日
、
老
人
週
間 

十
六
日 

敬
老
の
日
、
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
流
鏑
馬 

十
七
日 

十
五
夜 

十
九
日 

彼
岸
入
り
、
子
規
忌 

二
十
日 

空
の
日
、
動
物
愛
護
週
間 

 

二
十
二
日 

秋
分 

春
分
と
同
じ
く
昼
夜
の
長
さ
が

同
じ
に
な
る
日
の
こ
と
。
こ
れ
か
ら
次
第
に

日
が
短
く
な
り
、
秋
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。 

初
候 

 

雷
乃
声
を
収
む
（か
み
な
り
の
こ
え
を
お
さ
む
〉 

夕
立
に
伴
う
雷
が
鳴
ら
な
く
な
る
こ
ろ
。
入
道

雲
か
ら
、
鰯
雲
へ
、
秋
の
空
が
晴
れ
渡
り
ま
す
。 

（新
暦
で
は
お
よ
そ
九
月
二
十
二
日
～
二
十
七
日
ご
ろ
） 

次
候 

蟄
虫
戸
を
坯
す
（す
ご
も
り
の
む
し
と
を
と
ざ
す
） 

 
 

虫
が
隠
れ
て
戸
を
ふ
さ
ぐ
こ
ろ
。
土
の
な
か
へ

巣
ご
も
り
の
支
度
を
は
じ
め
ま
す
。 

 

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

末
候 

水
始
め
て
涸
る
（み
ず
は
じ
め
て
か
る
） 

田
か
ら
水
を
抜
き
、
稲
刈
り
に
取
り
か
か
る
こ

ろ
。
た
わ
わ
に
実
っ
た
稲
穂
の
、
収
穫
の
秋
ま
っ

た
だ
な
か
で
す
。 

(

新
暦
で
は
お
よ
そ
十
月
三
日
～
七
日
ご
ろ) 

 
 
 

二
十
三
日 

川
柳
忌 

 
 
 

 
 

 

   

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 
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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
』 

で
は
予
約
診
療
と
予
約
の
無
い

方
は
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
。
待

ち
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 

 
 

令
和
七
年
正
月
二
日 

 

 

 
 

四
、
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/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

              

「
日
野
原
重
明
先
生
の
言
葉
」 

 「
日
野
原
先
生
の
よ
う
な
、
生
涯
現
役
の
人
生
に
憧

れ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
先
生
の
よ
う
に
何
歳

に
な
っ
て
も
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
？
」 

  
 

僕
は
確
か
に
１
０
０
歳
を
超
え
て
も
、
病
院
の

現
場
で
医
者
と
し
て
働
い
て
き
ま
し
た
。
あ
な
た

は
そ
の
こ
と
を
指
し
て
、
僕
の
こ
と
を
生
涯
現
役

だ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
こ
が
れ

る
と
い
っ
て
く
れ
て
、
そ
れ
自
体
は
す
ご
く
嬉
し

い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
こ
の
瞬
間
の
僕
自

身
の
姿
と
い
う
の
は
、
皆
さ
ん
が
イ
メ
ー
ジ
す
る

現
役
の
医
師
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
ど
う
で
し
ょ

う
か
。 

  
 

今
僕
は
身
体
を
病
み
、
職
場
で
あ
る
聖
路
加
国

際
病
院
へ
毎
日
足
を
運
び
、
患
者
を
治
療
す
る
こ

と
は
か
な
い
ま
せ
ん
。
あ
ん
な
に
全
国
を
飛
び
回

っ
て
い
た
講
演
会
な
ど
も
、
以
前
ほ
ど
で
き
な
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

あ
な
た
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
現
役
と
は
違
う
か
も

し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
僕
は
、
自
分
自
身

の
こ
と
を
今
も
現
役
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。 

月 売薬と処方薬の違い 

火 ブラッシングの習慣 

水 ６０歳で２４本以上の 

自分の歯がありますか？ 

木 臭いが分からない！ 

金 誤解、あるいは「乳がん」

という病気のこと 

土日 ｵｰﾗﾙフレイルチェック：

OF-5について 

http://www.raijin.com/kenko/
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で
は
、
そ
も
そ
も
仕
事
と
は
い
っ
た
い
何
な

の
で
し
ょ
う
か
。 

 

会
社
で
ど
う
い
う
待
遇
な
の
か
、
ど
れ
だ
け

稼
い
で
い
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
ど
れ
だ
け
社
会
に

還
元
で
き
る
の
か
、
も
っ
と
言
え
ば
自
分
に
与

え
ら
れ
た
命
と
い
う
時
間
を
ど
れ
だ
け
人
の
た

め
に
使
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
働
く
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。 

  

そ
れ
は
、
使
命
と
言
い
換
え
て
も
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 
 

特
定
の
誰
か
の
た
め
で
も
い
い
し
、
社
会
の

た
め
、
未
来
の
た
め
で
も
い
い
、
利
他
の
精
神

が
あ
る
限
り
、
人
間
に
と
っ
て
仕
事
に
終
わ
り

は
な
い
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

そ
う
考
え
る
か
ら
、
今
こ
う
し
て
車
い
す
の

生
活
に
な
っ
て
い
て
も
、
僕
に
は
で
き
る
仕
事

が
あ
る
。 

そ
う
信
じ
ら
れ
る
の
で
す
。 

 
 

自
分
の
使
命
と
向
き
合
い
続
け
る
こ
と
で
、

自
然
と
生
き
る
こ
と
と
働
く
こ
と
が
一
体
化
し

て
い
く
、
そ
ん
な
状
態
こ
そ
理
想
の
現
役
像
と

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 
 
 

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 

 
 

女
着
の
案
山
子
を
作
り
髭
を
書
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諸
田
宏
陽
子 

 

 

『山
水
水
郭
』（平
一
四
）所
収
。
案
山
子
（か
か
し
）を
作

っ
て
女
装
さ
せ
、
髭
を
つ
け
る
の
は
、
笑
い
を
ね
ら
っ
た
演
出

で
あ
る
。
作
者
に
は
そ
ん
な
好
み
が
あ
っ
て
、
「う
か
れ
猫
通

行
止
め
の
橋
を
来
る
」「人
刺
し
て
巣
を
採
ら
れ
た
る
す
ず

め
蜂
」「造
血
剤
頼
る
身
な
れ
ど
蚊
に
刺
さ
る
」な
ど
、
笑
い

に
重
点
の
あ
る
句
が
少
な
く
な
い
。
俳
句
の
元
来
の
出
自
は

俳
諧
に
あ
る
が
、
俳
諧
の
原
義
は
オ
ド
ケ
、
タ
ワ
ム
レ
、
滑
稽

に
あ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
句
の
作

者
だ
と
い
え
る
。 

 自
分
の
感
受
性
く
ら
い
／
自
分
で
守
れ
／
ば
か
も
の
よ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

茨
木
の
り
子 

  

『自
分
の
感
受
性
く
ら
い
』（昭
五
二
）所
収
。
以
前
に
も
こ

の
詩
（三
行
六
連
）の
別
の
部
分
を
引
い
た
こ
と
が
あ
る
。
作

者
は
一
九
五
〇
年
代
初
頭
以
来
、
素
直
か
つ
大
胆
に
若
々

し
い
声
を
あ
げ
た
女
性
詩
人
の
筆
頭
だ
っ
た
。
こ
の
小
気
味

よ
い
叱
咤
激
励
の
詩
句
で
「ば
か
も
の
よ
」と
叱
ら
れ
て
い
る

の
は
、
ま
ず
第
一
に
自
分
自
身
だ
ろ
う
。
ぱ
さ
ぱ
さ
に
乾
い

て
ゆ
く
心
を
、
他
人
や
時
代
環
境
の
せ
い
に
す
る
な
、
と
い

う
こ
の
叱
咤
が
、
昔
も
今
も
読
者
の
共
感
を
得
て
い
る
の
は

嬉
し
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

け
ん
こ
う 

 
(

百
七
十
七
） 

群
馬
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
よ
り(

３
４
週) 

 
 
 
  

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

 

 

★
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
報
告
が
多
い 

状
況
で
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
。 

★
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
。 

★
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
の
届
け
出
が
続
い 



5 

 
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
。

 
 
 

院
長
の
ひ
と
り
ご
と
（二
二
三
） 

木
槿
（む
く
げ
） 

◇
２
０
１
９
年
１
２
月
、
中
国
武
漢
か
ら
始
ま
っ
た
新

型
コ
ロ
ナ
の
感
染
禍
は
瞬
く
間
に
世
界
中
に
広
が

り
世
界
的
流
行
（
パ
ン
デ
ー
ミ
ッ
ク
）
を
も
た
ら
し

た
。
治
療
法
が
見
つ
か
ら
な
い
中
で
、
米
ペ
ン
シ
ル
ベ

ニ
ア
大
学
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
カ
タ
リ
ン
・カ
リ
コ
大
学

客
員
教
授
、
同
大
学
の
ド
リ
ュ
ー
・ワ
イ
ス
マ
ン
教

授
が
ワ
ク
チ
ン
開
発
に
こ
ぎ
つ
け
２
０
２
３
年
、
ノ

ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
。
よ
う
や
く
「
ワ
ク
チ
ン
」が

出
来
た
の
で
し
た
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

◆
ワ
ク
チ
ン
に
対
す
る
風
評
は
様
々
で
、
「
自
分
は
絶

対
接
種
を
受
け
な
い
」と
い
う
人
も
い
た
。
５
月
連

休
明
け
の
こ
ろ
、
ま
ず
医
療
関
係
者
が
接
種
を
受

け
、
６
月
か
ら
一
般
の
人
た
ち
の
接
種
が
始
ま
っ

た
。
受
け
る
方
た
ち
の
緊
張
が
こ
ち
ら
に
も
伝
わ
っ

て
き
て
、
一
人
接
種
す
る
ご
と
に
、
手
を
水
洗
い

し
、
消
毒
す
る
と
気
持
ち
が
落
ち
着
い
た
。
窓
の
外

に
、
ピ
ン
ク
の
き
れ
い
な
木
槿
の
花
が
青
空
に
映

え
、
ど
れ
だ
け
心
安
ら
い
だ
こ
と
か
。
深
呼
吸
を
一

回
し
て
、
ま
た
次
の
人
に
接
種
を
し
て
い
く
。 

◇
芙
蓉
の
花
に
似
た
子
供
の
こ
ぶ
し
く
ら
い
の
き
れ
い

な
花
が
、
木
槿
（む
く
げ
）だ
と
初
め
て
知
っ
た
。
目

隠
し
用
に
窓
の
外
に
植
え
た
り
、
垣
根
に
し
て
お
く

の
だ
と
い
う
。
根
が
多
く
張
ら
な
い
た
め
狭
い
土
の

と
こ
ろ
で
も
よ
く
育
つ
と
い
う
。 

◆
葵
の
花
、
芙
蓉
の
花
と
似
て
い
て
華
や
か
だ
が
朝
開

く
と
夕
に
は
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
。
朝
顔
と
木
槿
の
呼

称
が
混
同
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
「和
漢
朗
詠
集
」

（10
1
3

）に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
と
い
う
。 

あ
さ
が
ほ
を
な
に
は
か
な
し
と
思
ひ
け
む 

 
 
 
 
 

人
を
も
花
は
い
か
が
見
る
ら
む 

（
朝
顔
の
花
を
人
は
ど
う
し
て
は
か
な
い
も
の
だ
と
思 

 

 
 

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
こ
そ
は
か
な
い
も
の
で 

 
 

は
な
い
か
） 
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◇
狭
い
軒
下
に
植
え
ら
れ
た
木
槿
の
木
は
、
地

盤
が
弱
く
な
り
、
こ
の
と
こ
ろ
傾
き
か
か
っ

て
い
た
。
毎
朝
、
医
院
の
周
り
を
見
回
っ
て

い
た
が
、
今
年
ほ
ど
花
と
つ
ぼ
み
を
付
け
た

こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
い
っ
ぱ
い

つ
け
て
立
ち
木
の
上
５
分
の
４
で
枝
が
四
方

に
張
っ
て
上
が
重
く
な
っ
て
い
た
の
で
も
う

倒
れ
る
の
は
時
間
の
問
題
だ
っ
た
の
だ
。
そ

の
日
の
朝
に
は
、
傾
い
で
い
た
と
こ
ろ
に
台

風
１
０
号
の
雨
で
あ
る
。
棒
を
組
ん
で
倒
れ

る
の
を
防
げ
な
い
か
と
も
考
え
た
が
、
業
者

に
頼
ん
で
も
数
日
は
か
か
る
だ
ろ
う
。
人
や

車
の
往
来
が
始
ま
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
、
倒
れ

た
ら
車
の
通
路
が
ふ
さ
が
っ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
、
人
が
通
っ
て
い
る
と
き
に
倒
れ
て
け
が
を

さ
せ
て
し
ま
っ
て
は
更
に
大
変
、
も
う
猶
予
は

な
ら
ぬ
と
小
さ
い
ノ
コ
ギ
リ
を
持
ち
出
し
て
根

元
か
ら
切
り
倒
し
て
し
ま
っ
た
。
切
り
株
の
直

径
は
１
０
セ
ン
チ
で
あ
っ
た
。 

◆
し
か
し
切
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
未
練
げ
に
悔
や

む
。
業
者
な
ど
人
手
が
あ
れ
ば
つ
っ
か
い
ぼ
う

（
突
っ
張
棒
）
を
し
て
や
れ
ば
ま
だ
数
年
間
は

花
を
咲
か
せ
て
も
く
れ
た
だ
ろ
う
に
、
と
い
う

後
悔
の
念 

が
す
ぐ
追
っ
か
け
て
き
て
、
立
ち

す
く
む
。 

二
十
年
間
も
一
緒
に
暮
ら
し
、
楽
し
ま
せ
て
も   

ら
い
、
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
と
き
の
重
苦

し
さ
も
い
つ
も
こ
の
木
槿
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
て

い
た
の
に
こ
ち
ら
の
都
合
だ
け
で
救
っ
て
や
れ 

な
か
っ
た
こ
と
が
い
ま
も
悔
や
ま
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 

◇
こ
の
夏
は
、
朝
起
き
て
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
周
り
を

一
巡
り
す
る
と
、
目
立
っ
た
の
が
、
木
槿
の
花

が
び
っ
し
り
地
面
に
落
ち
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
雨
で
も
降
っ
て
い
る
と
花
弁
は
ド
ロ
ド
ロ

に
溶
け
て
し
ま
っ
て
い
て
、
摘
ま
み
上
げ
る
の

も
気
持
ち
の
良
い
も
の
で
は
な
く
、
滑
っ
て
指

の
間
か
ら
落
ち
る
こ
と
も
あ
る
。
幸
い
臭
い
は

な
く
、
指
に
臭
い
が
残
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

椿
と
同
様
に
ボ
タ
っ
と
落
ち
て
し
ま
う
様
を
人

に
よ
っ
て
は
、
縁
起
が
悪
い
と
い
う
人
も
い

た
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆
こ
ん
な
花
の
評
価
で
は
気
の
毒
と
考
え
、
昔
か

ら
の
こ
の
花
に
つ
い
て
の
記
述
を
身
の
回
り
の

本
で
探
っ
て
み
た
が
、
そ
の
「
美
し
さ
」
、
朝

咲
い
て
夜
は
散
る
「
は
か
な
さ
」
「
潔
さ
」
を

詠
ん
で
い
る
こ
と
が
多
く
、
木
槿
の
花
に
つ
い

て
少
し
ば
か
り
名
誉
挽
回
し
て
あ
げ
ら
れ
た
か

と
思
っ
た
。 
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◇
木
槿
を
う
た
っ
た
俳
句
な
ど 

 ・
道
の
べ
の 

木
槿
は
馬
に
喰
わ
れ
け
り 

 

芭 

蕉 

（
花
は
き
れ
い
だ
が
馬
に
は
単
な
る
食
物
、 

幸
い
毒
は
な
か
っ
た
ら
し
い
） 

・
手
を
懸
け
て
折
ら
で
過
行
く 

木
槿
か
な 

杉 

風 

  (

ど
う
せ
夕
に
は
散
っ
て
し
ま
う
は
か
な
い
花 

 
 

と
知
っ
た
と
き
に
「
折
ら
ず
に
お
こ
う
」 

と
手
を
引
っ
込
め
た
や
さ
し
さ
） 

・
そ
れ
が
し
も
其
の
日
暮
ら
し
ぞ
花
木
槿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
林
一
茶 

・
白
木
槿
ま
い
に
ち
咲
い
て 

ま
い
に
ち
さ
み
し 

山
口
青
邨 

（
ま
さ
に
中
国
名
「
朝
開
暮
落
花
」
の
心
） 

・
傾
け
る
納
屋
に
か
ぶ
さ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
木
槿 

本
田
あ
ふ
ひ 

 

 
(

花
に
ば
か
り
目
を
と
ら
れ
て
い
た
が
、
今
回 

 

 
 

改
め
て
仰
ぎ
見
た
木
槿
の
葉
の
重
量
感
は 

ま
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
が
花
の
美
し
さ
を
支
え
て
い
た
の
だ
と 

気
づ
き
ま
し
た
） 

◆
花
言
葉
は
、 

『
愛
』
『
愛
の
告
白
』
『
一
途
な
心
』 

『
気
品
』
『
純
粋
な
愛
』
『
情
熱
的
な
愛
』

『
信
念
』
『
新
し
い
美
』
『
尊
敬
』
『
粘
り
強

さ
』
『
優
し
さ
』
『
純
潔
』
な
ど
。 

 

                 

「
在
り
し
日
の…

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 ◇

名
称 

 

一 

木
槿
（
む
く
げ
） 

 

二 

学
名 

Hibiscus syriacus
 

シ
リ
ア
の
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス 

 

三 

中
国
名 

木
槿
（
朝
開
暮
落
花
） 

発
音
は
（
ム
ー
チ
ン
） 

 

四 

韓
国
語 

無
窮
花
（
ム
グ
ン
フ
ァ
） 

五 

英
語 

rose of Sharon 

(

シ
ャ
ロ
ン
の
ば
ら) 

日
本
語
の
「
ム
ク
ゲ
」
に
至
る
過
程
は
探
し
て
み 

た
が
わ
か
ら
な
い
。 

「
ム
ク
」
は
「
木
」
の
読
み
か
？ 

韓
国
語
の
「
ム
グ
ン
フ
ァ
」
が
一
番
近
い
か
？ 

似
た
名
前
で
「
椋
鳥
（
ム
ク
ド
リ
）
」
が
あ
る 

が
、
こ
れ
は
「
む
く
つ
け
し
」
で
「
む
さ
く
る 

し
い
、
粗
野
な
、
肌
が
ざ
ら
ざ
ら
」
の
意
味
で 

当
て
は
ま
ら
な
い
。 

日
本
語
の
『
ム
ク
ゲ
』
の
「
ム
ク
」
を
「
無 

垢
」
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
が
、
『
柔
ら 

か
い
ふ
っ
く
ら
し
た
女
性
の
美
し
さ
』
を
感
じ 

さ
せ
る
音
感
の
こ
と
ば
で
は
あ
る
。 

◆
最
後
に
日
本
の
文
人
の
詠
ん
だ
歌
を
付
け
加
え

て
終
わ
り
と
す
る
。 

 

・は
ら
は
ら
と 

雀
飛
び
来
る 

木
槿
垣
（む
く
げ
が
き
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ふ
と
見
れ
ば 

す
ず
し
白
き
花
二
つ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
原
白
秋 

 

・際
白
く
奥
む
ら
さ
き
の
良
き
花
の 

木
槿
お
も
へ
ば
秋
の
日
か
な
し 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
山
牧
水 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%DA%DC%DD
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 ・谷
風
に 

花
の
み
だ
れ
の
ほ
の
ぼ
の
し
。  

 
 
 

青
野
の
槿 

山
の
辺
に
散
る 

 

・藪
原
に
、
木
槿
の
花
の
咲
き
た
る
が 

 
 
 
 
 
 

 

よ
そ
目
さ
び
し
き 

夕
暮
れ
を
行
く 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

釈 

超
空 

 

・咲
き
つ
ぎ
し
木
槿
の
花
は
い
つ
と
し
も
な
く 

秋
庭
に
終
わ
り
て
ゐ
た
り 

 
 
 
 
 
 
 

佐
藤
佐
太
郎 

・む
ら
さ
き
の
木
槿
の
花
は
照
る
ば
か
り 

寂
し
く
あ
り
て
一
木
立
つ
見
ゆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮 

柊
二 

・雨
は
れ
て
心
す
が
し
く
な
り
に
け
り 

窓
よ
り
見
ゆ
る
白
木
槿
の
花 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

斎
藤
茂
吉 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 


