
記
憶
が
定
か
で
は
な
い
が
､
数
年
前
､
あ
る
大
手
情
報
誌
の
文
化
的
行
事
の
種
類
や
頻
度
､
催
事
施
設
や
料
金
な
ど
の
統
計
学
的

調
査
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
｢
芸
術
の
秋
が
泣
く
一
文
化
砂
漠
｣
と
題
す
る
新
聞
記
事
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
そ
の
時
す
ぐ

に
思
い
出
し
た
の
が
､
一
般
に
は
殆
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
西
周
の
講
述
し
た
『
百
撃
連
環
』
の
あ
る
一
節
で
あ
る
｡

因
み
に
､
こ
の
講
義
は
､
沼
津
の
徳
川
家
兵
学
校
の
頭
取
を
勤
め
て
い
た
西
が
､
明
治
三
年
九
月
の
東
京
政
府
の
徴
命
に
よ
っ
て

兵
部
省
と
大
学
の
学
制
局
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
り
､
上
京
す
る
と
殆
ど
同
時
に
浅
草
鳥
越
三
筋
町
の
自
宅
近
く
に
家
を
借
り
て
開

い
た
福
井
藩
士
の
為
の
私
塾
育
英
舎
で
(
翌
年
秋
神
田
西
小
川
町
に
移
庖
)
､
全
集
を
屈
ん
だ
大
久
保
利
謙
氏
に
よ
る
と
､
妄
語
､

数
学
､
国
語
､
漢
文
な
ど
の
通
常
の
講
義
の
ほ
か
｢
特
別
講
談
｣
と
し
て
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
一
族
に
連
な
る
森
鴎
外
の

『
西
周
侍
』
に
は
｢
又
毎
月
六
次
､
別
に
E
コ
C
y
C
-
O
p
a
e
d
i
a
の
講
蓮
を
開
く
｡
所
謂
百
撃
連
環
是
な
り
｣
と
あ
る
(
た
だ
し
鴎
外

自
身
は
､
は
じ
め
は
こ
の
講
義
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
)
｡
ま
た
因
み
に
､
こ
の
講
義
は
未
刊
の
ま
ま
終
わ
っ
て
お

ぺ
我
々
の
手
も
と
に
は
､
全
集
に
収
録
さ
れ
た
西
自
身
の
極
め
て
簡
略
な
覚
書
と
､
慶
応
元
年
末
よ
り
京
の
慶
喜
の
血
近
に
あ
っ

た
西
に
就
い
て
い
わ
ゆ
る
∧
英
学
>
の
講
義
を
受
け
､
さ
ら
に
徳
川
家
の
駿
府
移
封
の
後
創
設
さ
れ
西
が
頭
取
と
な
っ
た
沼
津
兵
学

校
に
も
学
ん
だ
福
井
藩
士
永
見
裕
(
の
ち
西
の
女
婿
と
な
る
､
門
下
に
高
山
樗
牛
ら
欄
あ
る
)
の
登
録
を
残
す
の
み
で
あ
る
｡
前
福

井
藩
主
松
平
慶
永
(
春
嶽
)
は
､
周
知
の
ど
と
く
政
事
総
裁
職
と
し
て
公
武
合
体
を
推
進
し
た
当
時
の
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
が
､

永
見
を
介
し
て
こ
の
特
別
講
義
の
内
容
に
接
し
て
ぉ
り
､
明
治
六
年
の
書
簡
で
､
｢
実
に
天
下
必
要
の
件
己
に
し
て
政
府
の
役
人
こ

れ
を
見
て
学
び
其
方
法
を
考
察
し
施
行
す
る
な
ら
ば
文
明
開
化
.
の
域
に
日
進
の
功
を
急
が
ず
し
て
自
然
に
人
民
日
々
開
化
日
進
す
べ

し
と
思
わ
れ
た
り
｣
と
述
べ
て
い
る
(
全
集
四
巻
収
録
)
.
｡
百
撃
連
環
の
講
義
は
､
た
と
え
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
成
果
で
あ
る
そ
の

<
西
学
>
の
紹
介
と
は
言
え
､
様
々
な
学
問
領
域
を
網
羅
的
に
か
つ
休
系
的
に
一
定
の
方
法
意
識
を
も
っ
て
概
説
七
よ
う
と
し
た
試



み
で
あ
り
､
そ
の
学
問
的
教
養
の
卓
越
性
と
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
の
使
命
感
を
証
明
す
る
.
に
余
り
あ
る
､
ま
さ
し
く
画
期
的
な
も
の

で
あ
る
｡
春
嶽
な
ら
ず
と
も
｢
驚
く
は
ど
な
る
非
常
の
大
知
識
｣
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
漢
学
へ
･
の
造
詣
首
基
盤
と
し
て
西

学
的
な
語
源
的
お
よ
び
思
想
史
的
説
明
を
加
え
る
と
い
う
方
途
で
､
.
例
え
ば
､
周
敦
臨
(
儲
渓
)
の
『
太
極
図
説
』
童
十
の
.
｢
志
学
｣

の
思
想
｢
聖
希
天
賢
希
望
士
希
賢
｣
を
も
顧
慮
し
て
､
ま
た
ピ
エ
タ
ゴ
ラ
ス
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
た
お
け
る
<
尽
こ
㌫
･
q
息
Q
.
の
>
の
概

念
形
成
を
辿
り
つ
つ
､
∵
｢
希
賢
撃
｣
か
ら
｢
希
哲
学
｣
ケ
し
て
｢
哲
学
｣
と
い
う
訳
語
を
発
明
す
る
に
至
っ
た
こ
と
や
､
｢
美
妙
筆

説｣

(
『
百
撃
連
環
』
で
は
佳
趣
論
)
と
題
す
る
本
邦
初
の
美
学
講
義
(
明
治
四
年
稿
､
五
年
?
御
前
演
儲
)
を
行
な
っ
た
り
し
上

の
も
､
福
沢
諭
吉
の
.
実
学
と
は
全
く
趣
を
異
に
す
る
そ
の
広
範
な
学
問
的
活
動
の
一
端
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
｡

さ
て
話
を
戻
す
と
､
私
が
そ
の
文
化
の
統
計
学
に
関
す
る
新
周
記
事
か
ら
思
い
出
し
た
の
は
､
春
嶽
の
書
簡
に
も
あ
る
｢
文
明
開

化
｣
と
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
の
こ
と
で
あ
る
｡

西
は
､
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
(
第
二
篇
･
殊
別
学
の
う
ち
第
÷
心
理
上
学
の
五
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
計
誌
撃
)
に
も
触
れ
て
､
こ

の
学
が
､
｢
因
額
著
之
事
件
而
知
隠
微
之
源
由
｣
〓
r
O
ヨ
甘
c
t
s

tO

a

C
a
u
霊
)
と
｢
此
較
古
今
彼
此
而
知
其
差
雅
其
源
｣

(
c
O
ヨ
p
a
r
i
s
O
n
)
.
と
い
う
二
つ
の
契
機
を
有
す
る
こ
と
を
挙
げ
､
｢
開
化
の
度
二
〔
i
5
.
〓
z
a
t
i
｡
n
)
｣
･
(
こ
こ
に
膚
文
明
と
い

う
語
は
な
い
が
､
･
例
え
ば
の
ち
に
触
れ
る
論
文
に
は
登
場
す
る
)
.
.
に
つ
い
て
も
､
こ
の
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
が
必
須
で
透
る
と
述
べ
て

い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
此
開
化
の
度
を
知
る
に
は
其
園
の
学
校
､
#
ニ
著
書
の
敷
､
及
び
寺
院
堂
宮
の
盛
衰
に
依
り
､
其
他
劇
場
､

娼
妓
､
管
絃
､
遊
宴
#
に
祭
日
等
に
て
一
年
周
休
業
の
日
数
に
依
っ
て
知
る
を
要
す
｣
･
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢
開
化
の
度
｣
を
知

る
事
項
と
は
別
に
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
の
対
象
に
な
る
｢
箇
条
｣
は
､
国
家
の
統
治
単
位
､
人
口
､
農
工
商
の
営
為
の
実
体
､
.
病
気

(
検
査
･
予
防
)
､
気
象
､
土
地
台
帳
等
で
あ
る
｡
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
の
必
要
な
る
所
以
は
1

｢
凡
そ
.
国
政
に
預
か
る
も
の
は
､
牒

一
其
園
の
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
を
精
細
に
知
る
に
あ
ら
さ
れ
は
､
国
政
に
.
預
か
る
こ
と
能
は
す
｡
こ
れ
を
知
ら
す
し
て
国
政
に
預
か
る

と
き
は
､
恰
も
暗
夜
に
物
を
探
る
に
異
な
ら
す
｣
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
す
な
は
ち
｢
政
事
撃
｣
の
予
備
学
な
い
し
一
部
門
と
し



て
の
位
置
づ
け
で
あ
る
｡

そ
れ
で
ほ
､
西
に
お
い
て
は
､
す
べ
て
が
こ
の
｢
政
事
学
｣
に
包
摂
さ
れ
､
｢
文
明
開
化
｣
の
こ
と
も
言
わ
ば
計
量
的
な
政
事
学

的
計
画
の
中
で
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
と
､
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
｡
と
言
う
の
も
､
西
は
､
『
百
撃
連
環
』
の
総

論
に
お
い
て
､
政
事
撃
も
そ
の
包
括
性
に
お
い
て
最
も
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
｢
学
術
技
塾
(
s
c
i
e
コ
C
e

a
n
d

ar.tsこ

(
な
い
し
｢
学
術
｣
)
と
ー
こ
の
<
a
r
t
>
は
､
技
術

(
<
m
e
c
h
a
コ
i
c
a
l

a
.
>
.
人
u
s
e
f
u
-
a
.
>
.
<
i
n
d
u
s
t
r
i
O
u
S

a
･
>
)
と
塾
術
(
<
〓
b
2
r
a
-
a
r
-
>
･
<
p
O
=
-
e

a
･
>
-
<
f
i
n
2
a
･
>
)

と
に
分
か
た
れ
る
-
｢
文
化
｣
あ
る
い
は
｢
人

文｣

(
『
美
妙
筆
説
』
に
頻
出
す
る
用
語
)
と
を
､
裁
然
と
区
別
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

学
術
に
つ
い
て
は
､
西
は
む
し
ろ
最
広
義
に
､
應
よ
そ
生
活
あ
る
と
こ
ろ
学
術
は
必
須
で
あ
る
と
し
､
｢
天
下
の
人
皆
学
術
の
人

な
ら
さ
る
は
な
し
｣
と
t
て
い
る
が
､
体
系
的
な
問
題
と
し
て
興
味
深
い
こ
と
は
､
｢
眞
の
学
術
に
至
り
て
は
､
文
化
の
資
け
な
か

る
へ
か
ら
す
｣
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
こ
の
｢
文
化
｣
と
い
う
語
は
､
永
見
本
乙
本
に
拠
る
｡
西
の
覚
書
で
は
､
｢
文
字
｣
､

永
見
本
甲
本
で
は
｢
文
学
｣
と
あ
る
が
､
乙
本
は
､
初
稿
本
と
さ
れ
る
甲
本
の
修
正
を
試
み
た
も
の
･
で
あ
り
､
ま
た
西
自
身
が
松
平

春
嶽
と
の
関
係
も
あ
っ
て
､
永
見
本
に
あ
る
程
度
は
目
を
通
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
)
｡

こ
の
｢
文
化
｣
の
.
存
在
理
由
と
は
､
｢
文
化
の
功
徳
た
る
第
一
今
日
よ
り
古
へ
に
通
し
､
第
二
に
四
海
に
通
す
､
通
達
の
道
か
な

ら
す
文
化
の
功
徳
な
ら
さ
る
は
な
し
､
又
上
の
第
一
二
に
反
す
る
こ
と
あ
り
､
後
来
を
し
て
今
を
し
ら
し
め
､
彼
レ
を
し
て
我
レ
を

知
ら
t
む
｣
こ
と
に
あ
る
｡
そ
の
文
化
を
担
う
も
の
が
｢
文
学
｣
に
他
な
ら
ず
､
.
｢
文
学
な
.
く
し
て
眞
の
撃
衛
に
至
る
な
か
る
へ
し
｣
■
､

す
な
.
わ
ち
､
｢
文
と
道
と
は
元
卜
一
つ
な
る
も
の
に
し
て
､
文
学
開
く
と
せ
は
道
亦
明
か
な
る
な
り
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と
言

ぅ
の
も
､
｢
西
洋
に
B
e
〓
e
-
e
〓
r
e
s
(
ル
ビ
に
､
好
文
吉
と
云
ふ
あ
り
即
ち
英
語
之
を
h
u
ヨ
a
コ
i
二
e
s
(
ル
ビ
に
､
人

道
)
或
は
e
-
e
g
a
コ
t

〓
t
t
e
r
a
t
u
r
e

(
ル
ビ
に
｢

高
上
ノ
文
章
)
の
(
と
構
せ
り
此
の
)
如
く
英
国
文
字
を
人
道
と
云
ふ
意

は
帥
ち
ヨ
e
コ
t
a
l

c
i
く
i
〓
N
a
t
i
O
n
(
ル
ビ
に
､
心
ノ
開
化
)
な
る
意
に
し
て
凡
そ
文
字
な
る
も
の
は
心
を
開
く
も
の
な
る
か



故
に
､
文
字
を
人
道
と
も
云
ふ
に
至
れ
り
､
心
の
開
く
は
是
レ
道
の
明
か
な
る
な
.
り
｣
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
1
る
｡

こ
の
<
道
∨
､
∧
心
>
､
人
文
>
(
文
字
､
文
学
､
文
化
､
文
明
)
の
相
即
不
離
の
思
想
は
.
､
例
え
ば
『
文
心
離
龍
』
に
｢
文
之

鳥
徳
也
大
夫
｡
輿
天
地
並
生
者
何
哉
｡
1
…
:
惟
人
参
之
｡
性
藁
所
鍾
.
｡
是
謂
三
才
｡
烏
五
行
之
秀
｡
賓
天
地
之
心
｡
心
生
而
言
立
｡

言
立
而
文
明
｡
自
然
之
道
也
｡
｣

(
原
道
)
と
あ
る
ど
と
く
､
.
い
わ
ゆ
る
広
義
の
儒
学
思
想
の
根
底
を
な
す
も
の
で
も
あ
り
､
そ
の

当
否
は
別
と
し
て
､
西
は
､
ま
さ
し
く
こ
の
<
道
と
心
と
文
>
の
相
関
に
古
今
東
西
の
｢
四
通
八
達
｣
の
原
理
を
見
て
い
る
の
で
あ

る｡

こ
の
よ
う
に
『
百
撃
連
環
』
を
見
て
く
る
と
､
･
｢
開
化
の
度
｣
と
｢
文
化
｣
の
問
に
は
決
定
的
な
位
相
の
差
異
が
あ
る
｡
前
者
は

ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
で
比
較
考
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
後
者
は
そ
の
よ
う
な
学
術
の
あ
り
か
た
を
体
系
的
に
規
定
す
る
根
拠
で
あ

る
｡
前
述
の
新
聞
記
事
は
､
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
両
面
に
わ
た
る
調
査
を
も
と
に
し
て
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
､
ソ
フ
ト
に
も
様

様
な
場
面
や
体
系
的
な
重
層
性
が
あ
る
こ
と
を
全
く
無
視
し
て
い
る
し
､
そ
の
意
味
で
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
の
射
程
に
つ
い
て
の
方
法

論
的
自
覚
を
見
事
に
欠
い
て
い
る
｡
明
治
初
期
の
､
あ
れ
は
ど
に
｢
日
進
の
功
｣

(
春
嶽
書
簡
)
を
必
要
と
し
ま
た
事
実
大
急
ぎ
し

た
時
代
に
あ
っ
て
.
､
功
利
主
義
や
実
証
主
義
の
影
響
を
受
け
､
識
字
率
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
｢
文
垂
学
術
｣
の
向
上
を
期
す
と

い
う
当
時
の
.
大
問
題
に
関
し
て
､
｢
ア
ベ
セ
二
十
六
字
｣
の
効
用
を
説
き
､
『
明
六
雑
誌
』
に
｢
洋
字
ヲ
以
テ
国
語
ヲ
書
ス
ル
ノ
論
｣

と
い
う
一
種
愚
民
観
に
も
と
づ
い
た
極
論
を
書
い
た
人
が
､
一
万
で
は
極
め
て
冷
静
に
｢
文
ハ
貫
通
ノ
器
ナ
リ
｣

(
韓
退
之
)
と
言

わ
ば
<
知
の
体
系
>
と
し
て
の
文
化
を
見
据
え
て
い
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
注
目
に
値
す
る
｡

今
日
の
よ
う
に
､
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て
､
･
い
わ
ゆ
る
社
会
的
ニ
ー
ズ
あ
る
い
は
国
際
的
要
請
の
美
名
の
下
に
､
究
極
に
は

文
化
の
根
本
に
関
わ
る
論
理
が
デ
ュ
ー
･
プ
ロ
セ
ス
を
省
略
t
て
短
絡
化
さ
れ
､
重
層
的
な
体
系
を
持
つ
∧
文
化
>
と
い
う
ソ
フ
ト

と
言
わ
ば
<
文
化
的
環
境
>
と
し
て
の
ハ
ー
ド
が
場
合
に
よ
っ
て
は
殆
ど
等
置
j
れ
て
怪
し
ま
れ
ず
､
ま
た
そ
の
折
々
の
十
ピ
ッ
ク

に
つ
い
て
は
ま
さ
し
く
シ
ョ
ー
ト
･
レ
ン
ジ
の
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
や
効
率
の
論
理
が
横
行
す
る
の
を
見
る
と
き
､
<
文
>
を
も
っ
て



世
界
史
を
綾
(
文
)
な
す
人
間
存
在
の
存
在
理
由
が
剥
奪
さ
れ
て
ゆ
く
危
機
の
た
だ
中
に
い
る
こ
と
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

西
の
言
う
<
文
>
の
<
人
間
学
>
的
な
存
在
理
由
に
耳
を
傾
け
､
そ
の
意
味
で
の
<
人
文
学
>
の
<
文
化
>
全
般
に
お
け
る
体
系

的
意
味
と
位
置
を
根
本
的
に
認
識
し
直
し
､
現
代
と
い
う
歴
史
的
な
ト
ポ
ス
に
お
い
て
必
要
と
な
っ
て
く
る
∧
知
の
再
編
>
に
資
し

て
ゆ
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ
も
そ
の
と
き
は
じ
め
て
<
知
の
体
系
>
の
中
で
相
応
し
い
ト
ポ
ス
を
得
る
こ
と

が
で
き
､
ま
た
<
人
文
>
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

あ
ら
ゆ
る
文
化
的
な
い
し
自
然
的
状
況
の
流
動
性
が
一
層
高
ま
っ
て
ゆ
く
な
か
で
､
本
研
究
紀
要
も
ス
タ
ッ
フ
や
大
学
院
生
諸
君

の
協
力
を
得
て
､
幸
い
に
し
て
､
第
十
輯
を
送
り
出
す
運
び
と
な
っ
た
｡
こ
の
営
み
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
も
､
諸
先
生
､
諸
兄
､

諸
姉
の
忌
悼
の
な
い
御
叱
正
を
賜
れ
ば
ま
た
さ
ら
に
幸
い
な
こ
と
で
あ
る
｡

一
九
九
二
年
三
月
二
日

藤

田
一
美


