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独
歩
の
四
季
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

夏 独歩忌をおこなう 

 独歩作品の朗読と邦楽演奏で偲ぶ独歩忌 

 と き ６月２３日（木）１８：３０～  

 ところ 国木田独歩館にて 

秋 読書会・講演会  

 とき １０月１６日（日）１０：３０～一般 

             １３：３０～高校生 

 ところ 三余館 大会議室 

冬  独歩が聞いた佐伯の音 

ところ 国木田独歩館にて 

と き １１月１９日（土）①１０：３０～ 

             ②１３：３０～ 

 

美
し
い
と
い
う
こ
と 

 
 
 
 
 
 

三
股 

 

睦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

美
し
い
こ
と
は
幸
か
不
幸

か
。
汚
れ
を
知
ら
ぬ
ま
ま
生

を
終
え
た
六
蔵
は
痛
ま
し
く

も

本

当

に

美

し

い
『
春
の

鳥
』
で
あ
っ
た
。
城
山
に
は

多
く
の
生
き
物
が
い
る
が
、

六
蔵
は
鳥
に
ば
か
り
興
味
を

示
し
て
い
た
。
「
私
」
の
目

に
初
め
て
映
る
六
蔵
も
ま
た

「
殆
ど
禽
獣
に
類
し
て
」
い

た
と
い
う
。
「
人
」
と
な
る

前
の
野
生
の
危
う
さ
と
美
し

さ
が
「
私
」
を
と
ら
え
た
の

だ
。 私

は
六
蔵
の
好
む
鳥
が
み

な
賢
い
こ
と
が
気
に
な
っ

た
。
六
蔵
が
い
つ
も
追
い
か

け
る
鳥
は
神
の
使
い
と
言
わ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
空
の

色
、
日
の
光
、
古
い
城
址
、

そ
し
て
少
年
、
ま
る
で
画
で

す
。
少
年
は
天
使
で
す
。
少

年
で
あ
る
六
蔵
も
鳥
も
使
い

で
あ
る
。
六
蔵
は
人
の
形
を

し
た
鳥
で
は
な
い
の
か
。
私

は
そ
う
考
え
る
と
城
山
に
も

何
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思

え
た
。
昼
間
ひ
と
り
で
彼
が

走
り
回
る
城
山
は
、
彼
の
世

界
の
全
て
だ
っ
た
。
城
山
で

自
由
に
動
き
回
る
姿
が
何
故

だ
か
窮
屈
そ
う
に
見
え
た
。

六
蔵
は
自
由
で
あ
る
の
に
自

由
で
な
い
。
「
私
」
は
六
蔵

に
「
教
育
」
を
試
み
る
。
し

か
し
教
え
の
成
果
を
見
る
前

に
、
六
蔵
は
死
ん
だ
。
六
蔵

は
世
界
の
全
て
で
あ
る
城
山

に
永
遠
に
と
じ
こ
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
六
蔵
の
生
き
た

社
会
は
城
山
か
ら
六
蔵
が
出

る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
の

だ
。
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
だ
と

も
言
え
る
六
蔵
の
姿
は
そ
れ

で
も
美
し
い
と
私
は
思
う
。

六
蔵
は
死
ぬ
こ
と
で
「
私
」

に

と

っ

て

の
『
忘

れ

得
ぬ

人

々
』
の

一

人

と

な

る
の

だ
。
早
世
す
る
こ
と
で
記
憶

に
美
し
い
ま
ま
の
姿
を
刻
ま

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
六
蔵

は
、
生

命

の

輝

き

に

満
ち

た
、
芽
吹
き
の
季
節
に
さ
え

ず
る
鳥
で
あ
っ
た
。 

城
山
に
『
春
の
鳥
』
は
今

日
も
飛
ん
で
い
る
。
私
は
そ

れ
を
目
で
追
い
な
が
ら
、
外

の
世
界
で
生
き
る
こ
と
の
難

し
さ
を
思
う
。
自
由
と
は
、

美
し
さ
と
は
一
体
何
な
の

か
。
私
は
も
う
し
ば
ら
く
独

歩
の
、
春
の
城
山
か
ら
出
て

行
け
そ
う
に
な
い
。 

独
歩
会
会
長
賞
を
受
賞
し
た
三
股
さ
ん
に
独
歩
の
作
品
や
初
め
て
の
感
想

を
軽
く
う
か
が
え
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
新
た
な
感
想
文
を
投
稿

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
。 

 

多
感
な
少
年
時
代
、
独
歩
は
出
自

に
か
か
る
謎
に
出
会
い
ま
す
。
そ
の

う
ち
に
、
今
の
父
親
が
前
妻
と
離
婚

す
る
前
に
、
夫
を
持
つ
身
の
母
と
道

な
ら
ぬ
恋
に
墜
ち
、
今
の
父
親
が
実

の
父
で
あ
り
な
が
ら
、
戸
籍
上
は
母

の
前
夫
の
子
供
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
知
り
、
不
貞
の
子
と
し
て
生
ま
れ

た
我
が
身
に
悩
む
こ
と
に
な
り
ま

す
。 

 

お
よ
そ
、
人
は
自
ら
の
誕
生
、
存

在
を
無
上
の
喜
び
と
す
る
親
の
発
す

る
無
償
の
愛
を
絶
対
基
準
と
し
、
最

大
の
因
（
よ
す
が
）
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。 

 

自
ら
の
誕
生
、
存
在
が
両
親
に
祝

福
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
…
と
い
う
独
歩
の
疑
念
は
、
独
歩

の
人
生
観
に
人
間
不
信
の
念
を
植
え

付
け
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

人
と
関
わ
る
時
、
潔
癖
症
と
も
い

え
る
正
義
感
を
打
ち
た
て
、
真
っ
向

か
ら
対
立
し
、
衝
突
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
独
歩
。
そ
れ
は
「
人
は
常
に

欺
瞞
の
衣
を
ま
と
う
」
も
の
で
あ
る

と
い
う
不
信
感
が
根
底
に
あ
っ
た
た

め
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 
今
の
早
稲
田
大
学
を
、
学
校
改
革

に
対
す
る
学
長
不
信
で
退
学
し
た
の

も
、
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
鶴
谷
学

館
を
退
任
し
、
一
年
足
ら
ず
で
佐
伯

を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
常
に

衝
突
も
辞
さ
ず
の
性
癖
が
一
因
で
あ

り
ま
し
た
。 

そ
ん
な
独
歩
が
心
の
安
寧
を
求
め

た
先
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
自
然
散
策

で
あ
り
ま
す
。 

 

無
償
の
愛
を
与
え
て
く
れ
る
神
の

存
在
を
信
じ
る
こ
と
で
、
独
歩
は
両

親
に
代
わ
る
絶
対
基
準
を
見
出
そ
う

と
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
愛
憎
や
情
念
に
左
右
さ
れ
た

り
、
欺
瞞
の
衣
を
ま
と
う
こ
と
を
せ

ず
と
も
、
厳
と
し
て
存
在
し
て
い
る

野
山
の
木
々
や
自
然
の
風
光
に
、
万

物
が
存
す
る
意
味
を
感
じ
て
い
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

 

こ
の
頃
の
独
歩
が
書
き
始
め
た
日
記

に
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
と
名
付
け
た
こ

と
か
ら
も
、
自
ら
さ
え
も
偽
ろ
う
と
す

る
人
の
業
を
、
こ
と
さ
ら
憎
み
、
自
分

は
そ
う
な
ら
な
い
と
い
う
決
意
が
垣
間

見
え
ま
す
。 

 

彼
の
初
期
の
作
品
、
特
に
佐
伯
を
舞

台
に
し
た
処
女
作
の
『
源
叔
父
』
や

『
春
の
鳥
』
の
中
で
、
経
済
的
に
恵
ま

れ
な
い
者
、
知
的
障
害
者
な
ど
の
社
会

的
弱
者
を
題
材
に
し
て
い
る
こ
と
は
、

彼
の
中
で
最
も
忌
み
嫌
う
人
間
の
性

（
さ
が
）
つ
ま
り
「
欺
瞞
の
衣
」
に
無

縁
で
、
た
だ
ひ
た
す
ら
生
き
て
い
る
彼

ら
の
中
に
、
人
が
大
自
然
の
一
員
と
し

て
存
在
し
て
い
る
真
理
が
あ
る
と
感
じ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
平
等
、
公
平
、

人
権
と
い
う
現
代
社
会
の
規
範
で
は
、

不
適
切
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
批

判
さ
れ
が
ち
な
部
分
で
は
あ
り
ま
す

が
、
作
品
を
繰
り
返
し
読
む
た
び
に
、

独
歩
は
自
然
を
客
観
的
に
表
現
す
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
彼
ら
を
決
し
て
蔑
む

こ
と
な
く
、
し
か
し
目
を
背
け
ず
に
描

写
す
る
こ
と
が
、
彼
ら
に
形
を
変
え
た

敬
意
を
覚
え
て
い
た
よ
う
に
感
じ
て
な

ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

佐
伯
の
就
職
口
を
世
話
し
て
く
れ
た

矢
野
龍
渓
か
ら
、
現
在
の
グ
ラ
フ
誌
の

前
身
で
あ
る
画
報
出
版
を
任
さ
れ
、
日

露
戦
争
を
題
材
に
し
た
戦
時
画
報
は
、

た
ち
ま
ち
の
内
に
発
行
部
数
を
伸
ば

し
、
出
版
業
界
で
そ
の
名
を
轟
か
せ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。 

 

表
現
者
と
し
て
の
才
能
を
、
世
俗
に

お
も
ね
る
こ
と
で
糊
口
を
凌
ぐ
と
い

う
、
お
よ
そ
彼
を
支
え
て
き
た
思
想
の

対
局
に
あ
る
行
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
成
功
は
、
彼
の
人
生
を
大
き
く
狂

わ
せ
ま
す
。
日
露
戦
争
が
終
わ
っ
て
、

画
報
出
版
事
業
に
陰
り
が
見
え
始
め
、

矢
野
龍
渓
が
事
業
撤
退
を
決
め
て
も
、

必
ず
巻
き
返
し
て
み
せ
る
と
主
張
し
、

龍
渓
よ
り
出
版
事
業
を
譲
り
受
け
、
独

立
し
て
独
歩
社
を
設
立
。
相
次
い
で
、

様
々
な
画
報
誌
を
刊
行
す
る
も
、
広
く

世
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
た
ち
ま
ち
の

内
に
経
営
に
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
い
ま

す
。 

 

独
歩
社
は
破
産
。
失
意
の
う
ち
に
肺

結
核
を
患
い
、
病
状
は
悪
化
し
て
い
く

と
い
う
中
で
、
最
後
の
光
明
で
あ
っ
た

の
は
、
独
歩
が
文
学
者
と
し
て
発
表
し

て
き
た
作
品
が
高
い
評
価
を
受
け
始
め

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

「
自
ら
の
存
在
の
意
味
と
は
」
…
常

に
独
歩
の
心
の
底
に
流
れ
て
い
た
思
い

が
生
ん
だ
作
品
の
数
々
を
、
独
歩
存
在

の
証
し
と
し
て
残
し
、
病
床
に
つ
い
て

一
年
後
、
梅
雨
空
も

悲
し
む
水
無
月
二
十

三
日
に
逝
去
。
行
年

36

歳
。
「
独

り

歩

く
」
を
号
と
し
た
人

生
に
合
掌
。 

独
歩
忌
に
よ
せ
て 

宮 

明 

邦 

夫 

春 遠行 

と き ３月２０日（日）９：３０～１３：３０ 

ところ 城山周辺 独歩の碑等関連物 

    花見弁当食後 東光庵の塩釜桜の鑑賞 

佐伯独歩会および国木田独歩にかかわるホームページを作成し、全国・世界に佐伯にしかない情報を発信する

ことにしました。これにより多くの人に情報を与え、関わりを増やすことができると考えております。 

大
野
先
生
佐
伯
市
表
彰
祝
賀
会

開
か
る 

 

二
月
二
十
六
日
、
山
城
家
に
お
き
ま
し
て
、
西
嶋
市

長
、
田
中
県
議
等
の
臨
席
を
え
て
、
二
十
名
ほ
ど
の
参

加
者
で
、
大
野
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
功
労
に
対
し
て
祝

賀
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

大
野
先
生
は
お
礼
の
言
葉
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま

す
。 私

の
最
初
の
就
職
先
は
、

佐
伯
豊
南
高
校
（
現
在
の
市
役

所
の
位
置
に
校
舎
が
あ
っ
た
）

で
、
そ
の
時
に
小
野
茂
樹
先
生

の
『
若
き
日
の
国
木
田
独
歩
』

を
二
海
堂
で
買
っ
て
読
み
、
そ

の
内
容
の
素
晴
ら
し
さ
に
驚
き

ま
し
た
。
教
員
を
退
職
後
、
武

藤
等
先
生
の
後
を
う
け
て
、
佐

伯
独
歩
会
会
長
を
仰
せ
つ
か

り
、
以
後
十
六
年
間
務
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
と

並
行
し
て
、
国
木
田
独
歩
館
運

営
協
議
会
会
長
や
佐
伯
歴
史
的

環
境
保
存
審
議
会
会
長
を
そ
れ

ぞ
れ
約
十
年
間
務
め
ま
し
た
。 

今
回
の
佐
伯
市
の
表
彰

は
、
ひ
と
え
に
佐
伯
独
歩
会
会

員
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の

方
々
の
ご
指
導
・
ご
協
力
の
賜

物
で
あ
り
、
こ
こ
に
心
か
ら
厚

く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

長
い
間
の
社
会
的
な
貢
献
が
認

め
ら
れ
た
表
彰
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。  
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国木田独歩佐伯時代生活譜のうち自然散策行動別分類  

 （回数は人日 推定時間は筆者の従事時間の推量で正確な時間ではない）                

 

番号 行動別分類 明治26年10月～12月 明治27年1月～7月 合計 

    回 数

（日） 

推定時間 回 数

（日） 

推定時間 回数 

（日数） 

推定時間 

1 城山登山 6回 13時間 9回 23時間 15回 36時間 

2 金比羅山（煙草山） 

尺間山3回 彦岳1回 

元越山 

栂牟礼山 

1回 

3回 1回 

1回 

6時間 

34時間 

11時間 

  

  

1回 

1回 

  

  

10時間 

4時間 

1回 

4回 

2回 

1回 

6時間 

34時間 

21時間 

4時間 

  

小計 ６回 51時間 ２回 14時間 8回 65時間 

3 海水浴葛港     14回 19時間 14回 19時間 

4 番匠川河畔逍遥 舟行  1回 1時間 3回 13時間 4回 14時間  

5 佐伯町内散歩 散策 18回 52時間 20回 44時間 38回 96時間 

6 南郡 本匠 銚子淵 1回 9時間 1回 10時間 2回 19時間 

7 南郡 鶴見 鹿狩3日 3回 22時間     3回 22時間 

8 海釣り舟遊 大入島め

ぐり他 

2回 8時間 7回 21時間 9回 29時間 

9 柳井津～博多～熊本～

阿蘇～竹田～佐伯 

    1/３ ～
1/13 

10日間 

船 馬 徒歩 

  

  

  

  

国
木
田
独
歩 

佐
伯
に
お
け
る
「
自
然
主
義
作
家
」 

と 

 
 
 
 

『
武
蔵
野
』
の
探
究 

古
市
区 

木
村
一
郎  

 

佐
伯
に
関
係
す
る
代
表
的
な
人
物
、
自

然
主
義
作
家
の
国
木
田
独
歩
か
ら
何
か
を

学
び
た
い
と
思
い
、
子
供
の
高
校
時
代
の

教
材
を
二
冊
参
考
に
し
た
。
私
自
身
が
、

過
去
、
現
在
と
風
景
写
真
や
ワ
ン
ダ
ー

フ
ォ
ー
ゲ
ル
を
通
じ
て
自
然
空
間
大
好
き

人
間
だ
か
ら
で
あ
る
。 

一
冊
目
は
大
分
県
高
等
学
校
国
語
教
育

研
究
会
編 

昭
和
五
十
九
年
四
版 

『
総

合
国
語
辞
典
』
か
ら
。 

「
佐
伯
市
の
塾
教
師
経
て
上
京
。
『
源

叔
父
』
『
武
蔵
野
』
『
運
命
論
者
』
な
ど

の
好
短
編
を
著
し
、
日
本
で
の
最
初
の
短

編
小
説
家
と
し
て
の
地
位
を
得
た
。
初
期

の
浪
漫
主
義
的
作
風
か
ら
、
後
、
し
だ
い

に
自
然
主
義
的
作
風
に
移
っ
て
い
っ
た
。

人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い

民
衆
に
対
す
る
愛
情
が
、
全
期
を
通
じ
て

貫
か
れ
て
い
る
。
」
抜
粋
。 

『
武
蔵
野
』
は
日
記
や
感
想
を
つ
づ
っ

て
、
武
蔵
野
の
自
然
美
を
簡
潔
清
新
に
、

そ
し
て
情
趣
豊
か
に
描
い
た
詩
的
散
文

で
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響
が
み
ら
れ

る
。
徳
富
蘆
花
の
『
自
然
と
人
生
』
と
並

び
称
せ
ら
れ
る
も
の
。
『
自
然
と
人
生
』

に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。 

『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
「
牛
肉
は
現
実
、
馬

鈴
薯
は
理
想
を
あ
ら
わ
す
。
理
想
主
義
と

現
実
主
義
を
対
立
さ
せ
、
結
局
、
現
実
主

義
に
立
つ
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
作
品
。

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
影
響
が
見
ら
れ
、
作
者

の
浪
漫
主
義
か
ら
自
然
主
義
へ
の
移
行
を

示
す
作
品
で
あ
る
。
」 

二
冊
目
は
第
一
学
習
社
刊 

新
編
日

本
文
学
史1

9
9
5

年
改
訂3

5

版 

自
然
を
愛
し
た
国
木
田
独
歩
は
、
『
源

叔
父
』
な
ど
の
散
文
詩
的
小
説
に
つ
づ

い
て
、
詩
情
豊
か
な
『
武
蔵
野
』
を
は

じ
め
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
『
牛
肉
と
馬

鈴
薯
』
『
運
命
論
者
』
な
ど
で
叙
情
詩

人
ら
し
い
資
質
を
示
し
た
。
ま
た
、
晩

年
に
は
、
し
だ
い
に
人
間
の
運
命
を
凝

視
す
る
自
然
主
義
的
傾
向
を
帯
び
て

い
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
前
記
の
よ
う
に
国
木
田
独

歩
は
自
然
主
義
文
学
の
先
駆
者
と
言
わ

れ
、
か
つ
先
駆
け
と
な
っ
た
佐
伯
町
時

代
の
影
響
が
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い

る
。
わ
ず
か
一
〇
ヶ
月
の
滞
在
中
の
出

来
事
を
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
に
記
さ
れ

た
、
佐
伯
町
在
住
の
出
来
事
を
小
野
茂

樹
著 

ア
ポ
ロ
ン
社
刊 

『
佐
伯
時
代

の
研
究 

若
き
日
の
国
木
田
独
歩
』
に

佐
伯
時
代
生
活
譜
が
記
録
さ
れ
て
い

た
。
自
然
主
義

の
作
家
は
自
然

大
好
き
が
、
必

須
条
件
で
な
い

か
と
考
え
、
十

月
間
の
滞
在
日

記
を
パ
ソ
コ
ン

入
力
し
分
析
し

た
結
果
は
次
表

の
と
お
り
で
あ

る
。 

 

私
の
高
校
入
学
は
現
天
皇
陛
下
が
結
婚

さ
れ
た
年
で
、
入
学
後
二
日
目
ぐ
ら
い
で

休
日
に
な
っ
た
の
で
良
く
覚
え
て
い
る
。

そ
の
頃
の
国
語
の
教
科
書
に
徳
冨
蘆
花
の

『
自
然
と
人
生
』
の
一
節
、
自
然
に
対
す

る
五
分
時
「
相
模
灘
の
落
日
」
が
、
掲
載

さ
れ
て
い
た
。
は
じ
め
て
の
自
然
文
学
に

接
し
た
驚
き
と
感
動
は
、
後
に
、
北
ア
ル

プ
ス
、
八
ヶ
岳
な
ど
の
山
岳
写
真
や
、
東

京
「
多
摩
川
」
の
倶
楽
部
写
真
展
に
熱
中

し
た
先
駆
け
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

幼
い
頃
か
ら
、
南
海
部
郡
の
上
野
村
、

木
立
村
、
上
浦
町
浪
太
、
蒲
江
町
竹
の
浦

河
内
、
米
水
津
村
色
利
、
を
転
々
と
し
て

育
ち
、
上
野
村
の
田
園
風
景
。
浪
太
の
高

台
か
ら
見
た
、
豊
後
水
道
「
水
の
子
灯

台
」
の
灯
光
や
月
明
か
り
。
毎
夜
七
時
に

通
過
す
る
日
豊
線
の
混
合
列
車
の
か
す
か

な
光
。
蒲
江
峠
か
ら
見
た
下
入
津
湾
の
点

在
す
る
真
珠
養
殖
風
景
。
色
利
の
米
水
津

湾
の
港
湾
風
景
や
満
天
の
星
等
が
、
下
地

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。 

 

私
が
上
京
し
た
の
は
、
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
年
で
あ
っ
た
。
高
度
経
済
成
長

の
始
ま
り
で
あ
り
、
各
地
で
建
設
工
事
が

施
行
さ
れ
て
、
江
戸
の
風
景
が
、
次
第
に

失
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
頃
、
写
真
家
の
島

田
謹
介
『
武
蔵
野
』
や
石
井
幸
之
助
「
武

蔵
野
冬
景
色
」
な
ど
が
、
独
歩
の
「
武
蔵

野
」
を
求
め
て
歩
き
、
写
真
集
と
な
っ

た
。
そ
の
後
、
私
は
写
真
倶
楽
部
に
所
属

し
、
日
本
大
学
写
真
学
科
名
誉
教
授
（
文

化
功
労
者
）
の
指
導
を
授
け
、
写
真
の
と

り
こ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
頃
、
職

場
の
ワ
ン
ダ
ー
ホ
ー
ゲ
ル
部
に
も
所
属

し
、
体
力
強
化
、
登
山
技
術
、
登
山
コ
ー

ス
、
佐
伯
に
な
い
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
を  

体
験
し
た
。
東
京
で
は
千
代
田
区
、
文
京

区
、
新
宿
区
、
渋
谷
区
、
中
野
区
等
、
そ

し
て
川
崎
、
千
葉
に
勤
務
し
、
居
住
し

た
。
独
歩
の
東
京
で
の
生
活
拠
点
と
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
。
佐
伯
は
山
水
の
風
景
に
意

外
に
富
み
郊
外
の
散
歩
に
至
極
妙
に
候

と
」
、
独
歩
が
、
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
上
記
自
然
散
策
行
動
別
分
類
を
作
成

し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

独
歩
が
佐
伯
に
赴
任
す
る
前
の
年
賦
を

見
る
と
、
千
葉
県
銚
子
で
生
ま
れ
、
三
歳

で
東
京
下
谷
中
御
徒
町
、
五
歳
で
山
口
、

広
島 

岩
国
、
山
口
、
十
五
歳
で
牛
込
区

早
稲
田
、
牛
込
区
若
松
町
な
ど
転
々
と
生

活
を
し
、
二
十
二
歳
で
佐
伯
に
着
任
を
し

て
い
る
。
行
動
別
分
類
の
と
お
り
二
十
二

歳
の
若
さ
で
の
行
動
あ
る
が
、
体
力
、
気

力
，
知
力
、
は
並
外
れ
で
あ
る
。
自
然
に

対
す
る
情
熱
と
文
筆
に
よ
る
表
現
力
は
、

幼
い
頃
か
ら
育
ま
れ
た
自
然
環
境
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

佐
伯
町
滞
在
の
体
験
や
経
験
は
、
さ
ら

に
新
た
な
展
開
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
佐

伯
の
海
、
川
、
山
、
そ
し
て
良
く
も
悪
く

も
佐
伯
町
民
の
人
情
で
は
な
か
っ
た
か

と
。 

独
歩
は
、
鶴
谷
学
館
を
退
職
し
て
、
徳
富

蘇
峰
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
民
友
社
に
入
社

し
て
い
る
。
蘇
峰
の
弟
の
蘆
花
が
、
『
不

如
帰
』
の
大
成
功
に
よ
り
文
名
を
高
め
、

民
友
社
入
社
当
時
（
明
治
二
十
二
年
）
か

ら
書
き
た
め
た
散
文
詩
『
自
然
と
人
生
』

は
、
同
社
か
ら
明
治
三
十
三
年
八
月
発
行

さ
れ
て
い
る
。
先
に
一
部
を
述
べ
た
『
湘

南
随
筆
』
が
最
も
知
ら
れ
て
い
る
。
自
然

描
写
の
克
明
な
ノ
ー
ト
が
簡
潔
な
漢
語
表

現
と
香
り
高
い
ロ
マ
ン
性
に
よ
っ
て
貫
か

れ
て
い
る
。
（
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科

事
典
）
一
方
、
国
木
田
独
歩
の
描
い
た
武

蔵
野
は
明
治
三
十
一
年
『
今
の
武
蔵
野
』

と
し
て
民
友
社
の
雑
誌
「
国
民
の
友
」
一

月
二
月
に
発
表
さ
れ
、
後
に
『
武
蔵
野
』

に
改
題
さ
れ
て
い
る
。
独
歩
の
日
記
『
欺

か
ざ
る
の
記
』
を
種
に
し
た
と
述
べ
て
い

る
。
又
、
『
武
蔵
野
』
の
文
中
表
現
に

「
自
分
が
今
見
る
武
蔵
野
の
美
し
さ
は
斯

る
誇
張
的
の
断
案
を
下
さ
し
む
る
ほ
ど
に

自
分
を
動
か
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
自
分

は
武
蔵
野
の
美
と
言
っ
た
、
美
と
い
は
ん

よ
り
寧
ろ
詩
趣
と
い
ひ
た
い
、
其
方
が
適

切
と
思
は
れ
る
。
」 

私
の
よ
う
な
凡
人

に
は
美
し
い
と
感
じ
る
こ
と
は
、
あ
っ
て

も
詩
趣
と
し
て
文
章
に
は
表
現
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
島
田
謹
介
写
真
集
『
武
蔵

野
』
は
昭
和
三
十
一
年
暮
ら
し
の
手
帖
社

よ
り
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
白
黒
写

真
８
３
景
。
作
者
は
朝
日
新
聞
社
の
写
真

部
を
退
職
後
に
、
独
歩
の
『
武
蔵
野
』
を

探
し
て
撮
影
し
、
そ
の
写
真
集
の
あ
と
が

き
の
文
章
も
す
ば
ら
し
く
、
そ
の
文
頭
を

引
用
さ
せ
て
頂
き
た
い
。 

「
武
蔵
野
！
な
ん
と
言
う
さ
わ
や
か
な

懐
か
し
み
あ
ふ
れ
る
文
字
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
な
ん
と
い
う
夢
多
い
郷
愁
を
誘
う
言

葉
だ
ろ
う
。
親
し
ま
れ
、
懐
か
し
が
ら
れ

た
美
し
い
武
蔵
野
は
日
に
日
に
そ
の
面
影

を
な
く
し
、
惜
し
ま
れ
な
が
ら
滅
び
よ
う

と
し
て
い
る
。
国
木
田
独
歩
の
『
武
蔵

野
」
は
武
蔵
野
の
四
季
の
自
然
の
美
し

さ
、
愉
し
さ
を
書
き
尽
く
し
て
余
す
と
こ

ろ
が
な
い
。
か
ん
て
ら
の
黒
い
油
煙
が
立
っ

て.

・
・
・
な
ど
の
一
文
の
通
り
明
治
三
十
年
頃
の

武
蔵
野
に
は
電
灯
が
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
」 

島
田
謹
介
写
真
集
の
撮
影
場
所
を
見
る
と
蘆
花

が
青
山
高
樹
町
か
ら
府
下
千
歳
村
粕
谷
（
現
在
の

世
田
谷
区
西
北
部
蘆
花
恒
春
園
）
に
移
り
住
ん
だ

蘆
花
恒
春
園
の
残
さ
れ
た
雑
木
林
な
ど
を
好
ん
だ

と
思
わ
れ
る
。
他
に
平
林
寺
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派 

佐
伯
養
賢
寺
と
同
宗
派
）
、
深
大
寺
、
井
之
頭
公

園
、
所
沢
市
、
小
金
井
市
、
多
摩
川
な
ど
で
あ

る
。
平
林
寺
は
写
友
が
写
真
家
と
な
り
写
真
集
２

冊
を
出
版
。
多
摩
川
は
、
源
流
か
ら
羽
田
飛
行
場

ま
で
の
１
３
８
キ
ロ
が
会
員
の
倶
楽
部
写
真
展
と

な
り
、
東
京
銀
座
と
大
阪
御
堂
筋
で
開
催
出
来
た

こ
と
は
、
掛
け
替
え
の
な
い
な
い
思
い
出
と
な
っ

て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

独
歩
は
徳
富
蘇
峰
の
紹
介
、
佐
伯
出
身
の
矢
野

龍
渓
の
推
薦
で
鶴
谷
学
館
教
師
の
口
を
勧
め
ら
れ

た
年
の
、
明
治
二
十
六
年
二
月
三
日
か
ら
『
欺
か

ざ
る
の
記
』
を
起
筆
し
て
い
る
。
独
歩
自
身
も

か
っ
て
民
友
社
の
先
輩
の
蘆
花
の
克
明
な
ノ
ー
ト

を
見
た
で
あ
ろ
う
し
、
島
田
謹
介
は
独
歩
の
『
武

蔵
野
』
に
感
動
し
た
。
私
自
身
も
蘆
花
の
文
章
と

島
田
謹
介
が
日
光
で
撮
影
し
た
、
『
紅
葉
の
十
字

路
』
に
感
動
し
、
写
真
を
始
め
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
。
い
ず
れ
も

自
然
大
好
き
が
、
原

点
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
熊
本
市
の
大

江
町
に
あ
る
徳
富
蘇

峰
、
蘆
花
の
展
示
館

は
、
熊
本
市
在
勤
時

の
自
宅
の
直
ぐ
近
く

に
あ
っ
た
。
阿
蘇
大

観
峰
は
蘇
峰
の
命
名

で
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
。 
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