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表
紙
の「
ふ
く
ろ
う
」に
つ
い
て

表
紙
に
描
か
れ
て
い
る
「
ふ
く
ろ
う
」
に
は
、
二
重
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
古
代

ア
テ
ネ
の
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ
う
」
に
由
来
す
る
、「
知
恵
な
い
し
学
問
」
の
象
徴
と
い
う
意
味
で
す
。

哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ
う
は
、
日
の
暮
れ
始
め
た
夕
暮
れ
と
と
も
に
、
は
じ
め
て

そ
の
飛
翔
を
始
め
る
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
つ
と
に
有
名
で
す
。

も
う
一
つ
の
意
味
は
、
北
海
道
に
生
息
す
る
天
然
記
念
物
「
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
」
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
は
、
北
海
道
の
な
か
で
も
手
つ
か
ず
の
自
然
が
残
っ
て
い
る
場
所
に
し
か
生
息
し
ま
せ
ん

が
、
そ
の
表
情
に
は
思
慮
深
い
哲
人
を
思
わ
せ
る
威
厳
が
あ
り
ま
す
。
古
来
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
、
こ
の

鳥
を
コ
タ
ン
コ
ロ
カ
ム
イ
（
村
の
守
護
神
）
と
呼
ん
で
神
聖
視
し
て
き
ま
し
た
。

本
誌
は
、
こ
の
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ
う
」
と
「
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
」
に
あ
や
か
っ
て
、
北
の
大
地
か
ら

新
し
き
学
問
の
地
平
を
き
り
拓
く
べ
く
、
大
い
な
る
飛
翔
の
場
た
ら
ん
と
す
る
も
の
で
す
。


