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平
成
二
十
八
年
度
、
古
川
会
長
の
提
案
に
よ
り
、

佐
伯
独
歩
会
も
佐
伯
市
活
性
化
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
に

応
募
し
よ
う
と
決
定
し
、
役
員
で
ど
の
よ
う
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
す
る
か
協
議
し
て
平
成
二
十
八
年
三
月

二
十
六
日
に
佐
伯
市
地
域
振
興
課
に
必
要
書
類
等
を

提
出
し
、
四
月
二
十
六
日
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

に
臨
み
ま
し
た
。 

五

月

九

日
、
応

募

団
体
が
多

く
、
チ

ャ

レ
ン
ジ
収

支
予
算
書

の
精
査
が

あ

り
、
交

付
さ
れ
る

予
定
だ
っ

た
五
十
万

円
を
切
る

四
十
五
万

九
千
円
の

補
助
金
が

交
付
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し

た
。 

 

こ
の
補
助
金

に
よ
り
、
年
間

四
つ
の
イ
ベ
ン
ト

と
佐
伯
独
歩
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
に
充
当
さ

せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

四
つ
の
イ
ベ
ン
ト
は
「
独
歩
の
四
季
」
の
名
前
の

通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
一
つ
の
イ
ベ
ン
ト
を
お

こ
な
う
よ
う
に
し
ま
し
た
。 

「
夏
は
、
六
月
二
十
三
日
の
独
歩
忌
を
国
木
田
独

歩
館
に
お
い
て
、
「
朗
読
と
邦
楽
に
よ
る
独
歩
忌
」

を
行
う
。
秋
は
、
中
島
礼
子
教
授
に
よ
る
読
書
会
を

前
提
と
し
た
、
独
歩
の
基
本
的
な
考
え
方
を
理
解
す

る
講
演
会
、
冬
は
、
Ｂ
｜
１
ブ
ラ
ン
プ
リ
に
協
賛
し

て
、
国
木
田
独
歩
館
の
庭
で
独
歩
が
生
前
聞
い
た
と

思
わ
れ
る
曲
を
大
正
琴
の
演
奏
を
「
琴
傳
流
ひ
ま
わ

り
会
」
に
よ
っ
て
行
う
。
春
は
、
城
山
周
辺
・
黒
沢

地
区
東
光
庵
塩
釜
桜
の
花
見
の
遠
行
を
行
う
」
よ
う

に
計
画
し
ま
し
た
。 

六
月
二
十
三
日
、
梅
雨
の
合
間
の
晴
れ
の
日
に
、

独
歩
の
四
季
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
夏
の
部
「
朗
読
と
邦
楽

と
の
コ
ラ
ボ
で
偲
ぶ
独
歩
忌
」
が
国
木
田
独
歩
館
に

お
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
加
希
望
者
は
独
歩
館
の

広
さ
の
関
係
で
三
十
名
限
定
で
し
た
が
、
次
第
に
増

え
て
三
十
八
名
に
達
す
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。
六

時
三
十
分
開
演
で
国
木
田
独
歩
館
が
醸
し
出
す
雰
囲

気
が
と
て
も
す
ば
ら
し
く
、
朗
読
・
邦
楽
の
効
果
を

倍
増
さ
せ
ま
し
た
。 

邦
楽
は
、
「
灘
の
揚
荷
唄
」
・
「
宇
目
の
鉱
石
ゆ

り
唄
」
・
「
蒲
江
し
ゃ
こ
ひ
き
唄
」
で
、
こ
れ
ら
の

民
謡
は
独
歩
が
生
き
て
い
た
時
代
に
歌
わ
れ
て
い
た

も
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
民
謡
と
独
歩
作
品
『
小

春
』
『
春
の
鳥
』
の
佐
伯
の
地
名
が
出
て
く
る
親
し

み
の
あ
る
作
品
と
マ
ッ
チ
し
て
参
加
者
に
あ
ら
た
め

て
佐
伯
に
感
慨
を
寄
せ
て
く
れ
た
よ
う
に
思
え
ま
し

た
。
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
佐
伯
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
よ

る
朗
読
で
さ
れ
た
の

で
、
参
加
者
は
独
歩

作
品
の
中
に
す
ぐ
に

入
り
こ
む
こ
と
が
で

き
、
感
銘
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
参
加
者
に
は
お

土
産
と
し
て
、
佐
伯

独
歩
会
作
成
の
作
品

集
『
豊

後

の

国

佐

伯
』
を
持
っ
て
帰
っ

て
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
独
歩
作

品
に
興
味
を
持
っ
て

も
ら
え
る
も
の
と
思

い
ま
す
。 

佐
伯
市
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業 

平
成
２
８
年
度 

 
 
 
 
 

独
歩
の
四
季
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施 

 

平
成
二
十
八
年
度 

佐
伯
図
書
館
感
想
文

コ
ン
ク
ー
ル
に
て
、
佐
伯
独
歩
会
会
長
賞
に

な
っ
た
宮
本
牧
人
さ
ん
に
受
賞
し
た
こ
と
に

つ
い
て
寄
稿
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

応
募
し
た
き
っ
か
け 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮
本
牧
人 

  

こ
の
た
び
は
会
長
賞
を
賜
り
光
栄
で

す
。
「
独
歩
と
私
」
に
応
募
し
た
き
っ
か

け
を
二
点
述
べ
ま
す
。 

 

第
一
は
、
十
一
年
前
に
私
が
牧
師
と
し

て
福
岡
か
ら
佐
伯
の
教
会
に
赴
任
し
た

後
、
当
教
会
の
草
創
期
に
佐
伯
滞
在
中
の

国
木
田
独
歩
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
事
実

を
知
っ
た
こ
と
で
す
。
建
物
も
場
所
も
当

時
と
は
異
な
り
独
歩
関
係
の
歴
史
資
料
は

皆
無
で
し
た
が
、
教
会
関
係
者
か
ら
の
伝

聞
お
よ
び
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
を
読
ん
で

確
認
し
、
独
歩
の
信
仰
と
文
学
に
関
心
を

抱
き
ま
し
た
。
教
会
辞
任
の
二
年
後
に
牧

師
を
引
退
し
た
後
も
妻
の
事
情
で
市
内
に

住
み
続
け
る
こ
と
に
な
り
、
私
の
関
心
は

更
に
深
ま
り
ま
し
た
。 

 

ち
な
み
に
、
近
代
日
本
文
学
の
作
家
で

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
た
人
々
は
、

自
由
尊
重
の
た
め
か
教
会
の
伝
統
に
は
馴

染
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
文
学
界
」
同
人

で
は
独
歩
と
同
じ
く
東
京
専
門
学
校
中
退

の
北
村
透
谷
が
非
正
統
的
・
異
端
的
だ
と

云
わ
れ
、
島
崎
藤
村
は
棄
教
者
と
い
わ
れ

ま
し
た
。
「
白
樺
」
同
人
の
志
賀
直
哉
、

武
者
小
路
実
篤
、
有
島
武
郎
は
博
愛
主
義

に
惹
か
れ
ま
す
が
、
中
で
も
有
島
は
植
村

以
上
に
信
仰
が
厳
密
な
内
村
鑑
三
に
接
し

た
反
動
か
ら
な
の
か
態
度
を
変
え
た
た

め
、
背
教
者
の
典
型
の
如
く
評
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
独
歩
よ
り
数
年
遅
れ
て
同
じ
く

東
京
専
門
学
校
在
学
中
に
植
村
正
久
か
ら

受
洗
し
た
正
宗
白
鳥
は
、
教
会
を
一
旦
離

れ
、
臨
終
時
に
植
村
か
ら
牧
師
を
継
い
だ

娘
の
環
に
信
仰
を
告
白
す
る
も
の
の
、
彼

も
棄
教
者
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
私
は
こ

の
よ
う
な
レ
ッ
テ
ル
貼
り
は
、
教
条
主
義

的
独
断
で
あ
り
全
く
意
味
が
無
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。 

 

独
歩
に
つ
い
て
は
、
自
ら
を
断
罪
し
た

「
我
が
過
去
」
や
臨
終
時
の
逸
話
な
ど
を

も
と
に
、
彼
の
宗
教
心
を
疑
問
視
す
る
論

考
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
彼
な
り
の
信
仰

を
持
っ
て
生
涯
を
終
え
た
の
だ
と
確
信
し

て
い
ま
す
。
教
会
活
動
に
熱
心
だ
か
ら
信

仰
が
深
い
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
よ
う

に
、
心
に
葛
藤
が
あ
る
か
ら
不
信
仰
だ
と

も
言
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
私
は
、
彼
の
信

仰
が
疑
い
や
迷
い
を
伴
う
人
間
的
で
現
実

的
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
興
味
を
感
じ

た
の
で
す
。 

 

第
二
は
、
妻
が
初
め
て
応
募
し
た
頃
は

字
数
も
副
賞
も
現
在
よ
り
ス
ケ
ー
ル
が
大

き
く
、
そ
れ
だ
け
書
き
甲
斐
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
が
、
改
変
後
の
今
も
な
お
、
郷
土

に
偉
大
な
足
跡
を
残
し
て
く
れ
た
国
木
田

独
歩
へ
の
思
い
を
込
め
な
が
ら
応
募
作
品

を
書
き
続
け
る
妻
の
姿
を
見
て
、
自
分
も

元
・
文
系
男
子
と
し
て
挑
戦
し
て
み
よ

う
と
思
い
立
っ
た
次
第
で
す
。 

 

私
の
応
募
は
今
回
で
連
続
四
回
目
と
な

り
、
暫
く
お
休
み
し
ま
す
が
、
私
た
ち
の

よ
う
な
一
般
か
ら
の
応
募
者
が
増
え
る
こ

と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。 

話
題
に
な
っ
た
東
光
庵
塩
釜 

 

今
年
の
春
の
遠
行
は
、
青
山
地
区
の
黒
沢
東

光
庵
塩
釜
桜
を
見
に
行
き
ま
し
た
。
佐
伯
独
歩

会
が
実
施
し
た
の
は
、
三
月
十
九
日
で
し
た
。

ふ
だ
ん
な
ら
三
月
二
十
日
春
分
の
日
く
ら
い
に

は
満
開
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
、
気

温
が
上
昇
せ
ず
寒
い
日
が
続
い
て
い
た
の
か
、

こ
の
日
に
は
ま
だ
三
歩
咲
き
く
ら
い
で
し
た
。 

 

し
か
し
、
こ
の
塩
釜
桜
は
、
三
〇
〇
年
以
上

は
経
て
い
る
の
か
、
大
き
な
桜
で
花
弁
が
白
く

有
名
な
た
め
か
、
Ｏ
Ａ
Ｂ
や
Ｔ
Ｏ
Ｓ
の
放
送
局

が
塩
釜
桜
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
く
れ
、
話
題

を
広
げ
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

春
の
遠
行
で
訪
問
さ
れ
た
方
の
中
に
は
、
枝

先
の
花
び
ら
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
樹
医
さ

ん
に
診
察
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い

か
と
心
配
し
て
い
た
だ
い
た
方
も
い
ま
し
た
。 

 

平
成
二
十
九
年
度
佐
伯
市
活

性
化
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
「
独

歩
の
四
季
」
に
応
募
す
る
。 

 

現
在
の
計
画
で
は
、 

 

六
月
二
十
三
日 

第
１
０
９
回
独
歩

忌
を
豊
後
の
国
佐
伯
の
朗
読
と
同
時
代

作
曲
家
滝
廉
太
郎
の
曲
を
フ
ル
ー
ト
独

奏
を
交
え
な
が
ら
お
こ
な
い
ま
す
。 

 

十
月
二
十
日
ご
ろ
、
観
光
交
流
館
に

お
い
て
、
独
歩
の
生
き
て
い
た
と
き
の

音
楽
を
演
奏
し
ま
す
。 

 

十
一
月
二
十
日
ご
ろ
、
船
に
よ
る
鹿

狩
り
の
舞
台
を
訪
ね
、
独
歩
が
食
し
た

佐
伯
の
お
い
し
い
料
理
を
賞
味
し
ま

す
。 

 

二
月
十
八
日
ご
ろ
、
山
頭
火
と
独
歩

の
関
わ
り
を
古
川
会
長
と
山
頭
火
の
会

の
会
長
と
の
ト
ー
ク
、
山
頭
火
の
直
筆

の
掛
け
軸
の
公
開
を
お
こ
な
い
ま
す
。 

 

詳
し
い
こ
と
は
、
後
日
お
知
ら
せ
し

ま
す
。 

 

当
日
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
六
月
二
十
六
日
付
大
分
合
同
新
聞
に
掲
載
さ
れ
、

「
同
館
は
、
独
歩
が
下
宿
し
た
建
物
で
、
春
の
鳥
に
も
登
場
す
る
。
参
加
者
は
当

時
の
風
景
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、
独
歩
の
世
界
に
酔
い
し
れ
た
。
」
と
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。 
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中
島
礼
子
国
士
舘
大
学
教

授
の
独
歩
の
基
本
的
な
講
演 

演
題 

午
前 

「
独
歩
の
自
然
観
・

生
命
観
に
つ
い
て
」
一
般
対
象 

午
後 

「
佐
伯
時
代
の
独
歩
・
文
学

の
楽
し
さ
」
高
校
生
対
象 

午
前
の
部
は
一
般
を
対
象
と
し
て
、

開
催
し
ま
し
た
。
参
加
人
数
は
四
十
名

ほ
ど
で
、
中
島
礼
子
教
授
の
講
演
を
ビ

デ
オ
に
録
画
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
講
演
は
講
義
の
形
と
な
り
ま
し

た
。
ア
ド
リ
ブ
で
そ
の
場
の
状
況
に
対

応
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
講
義
の
内
容
は
「
独
歩
の
自
然

観
・
生
命
観
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と

で
、
独
歩
文
学
を
理
解
し
て
い
く
た
め

の
基
本
的
な
内
容
で
し
た
。 

講
演
の
内
容
は
、
独
歩
の
自
然
観

は
、
｛
「
自

然
」
物

や
「
自

然
」
現

象

を
個
個
に
切
り
離
さ
れ
た
か
た
ち
で
は

な
く
、
す
べ
て
の
生
あ
る
も
の
を
ふ
く

め
て
、
「
宇
宙
は
ホ
ー
ル
」
・
「
自
然

の
一
な
る
こ
と
」
と
し
て
の
現
象
を

「
あ
り
の
ま
ゝ
」
の
「
自
然
」
と
し
て

理

解

し

て

い

た
」
｝
、
独

歩

は
、
宇

宙
・
自
然
と
自
己
（
生
物
＝
人
間
的
生

命
）
－ 

す
な
わ
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ン 

エ

コ
・
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
、
真
の
美
を

認
め
、
洞
察
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

独
歩
は
、
社
会
的
に
さ
ま
ざ
ま
に
階
層

づ
け
で
き
る
人
び
と
に
も
、
実
在
そ
の

も
の
の
諸
条

件
の
も
と
で

の
視
角
か
ら

ダ
イ
レ
ク
ト

に
理
解
し
よ

う
と
し
て
、

社
会
的
な
差

別
を
取
り
は

ら

っ

て

い

る
」
と

語

り
、
フ

ラ

ン

ス
自
然
主
義

文
学
の
と
ら

え
る
自
然
と

は
違
っ
て
い
る
こ
と
を
講
演
さ
れ
ま
し

た
。 参

加
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
は
独
歩
の

文
学
作
品
に
貫
か
れ
て
い
る
独
歩
の
中

心
的
な
考
え
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、

こ
れ
か
ら
読
書
し
て
独
歩
の
考
え
を
認

識
し
て
い
く
の
に
大
い
に
益
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答

に
も
、
「
独
歩
を
深
く
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
」
と
い
う
感
想
が
多
く
書

か
れ
て
い
ま
し
た
。 

午
後
は
、
高
校
生
対
象
で
、
十
五
名

ほ
ど
の
参
加
で
し
た
。
演
題
は
「
佐
伯

時
代
の
独
歩
・
文
学
の
楽
し
さ
」
と
い

う
こ
と
で
、
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
高

校
生
に
は
国
木
田
独
歩
と
い
う
人
物
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
く
、
関
心
が
な

い
よ
う
で
し
た
が
、
佐
伯
時
代
の
独
歩

の
足
取
り
や
佐
伯
を
題
材
に
し
て
文
学

作
品
を
創
作
し
た
こ
と
を
知
る
と
、
あ

ら
た
に
佐
伯
の
良
さ
を
感
じ
取
っ
た
よ

う
で
あ
り
、
佐
伯
を
誇
り
に
思
え
る
よ

う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
中
島
教
授
が

文
学
を
と
お
し
て
、
尊
敬
す
る
先
生
の

こ
と
を
話
さ
れ
、
「
興
味
あ
る
こ
と
を

続
け
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
言
葉
を
受
け

取
っ
た
こ
と
や
自
分
が
国
木
田
独
歩
を

研
究
し
て
き
て
、
文
学
作
品
を
読
む
と

き
に
は
単
に
作
品
を
読
む
だ
け
で
な

く
、
そ
の
作
品
の
時
代
背
景
な
ど
を

し
っ
か
り
と
把
握
す
る
こ
と
が
文
学
作

品
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど

の
こ
と
を
話
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
の

「
文
学
の
楽
し
み
」
に
つ
い
て
の
講
演

は
今
ま
で
勉
強
し
て
き
た
こ
と
と
は
大

き
く
違
い
、
こ
れ
か
ら
人
生
を
生
き
て

い
く
う
え
で
大
い
に
感
銘
を
受
け
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
。 

質
問
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
大
学
で

の
勉
強
の
仕
方
や
大
学
時
代
に
必
要
な

こ
と
は
友
達
に
開
か
れ
て
い
く
こ
と
な

ど
も
大
い
に
重
要
だ
な
ど
の
話
を
な
さ

れ
、
高
校
生
に
は
貴
重
な
時
間
に
な

り
、
こ
れ
か
ら
の
進
路
の
参
考
に
な
っ

た
よ
う
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に

も
、
「
今
日
の
講
演
は
大
変
良
か
っ

た
。
」
「
国
木
田
独
歩
と
い
う
一
人
の

文
豪
を
生
み
出
し
た
佐
伯
と
い
う
土
地

に
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
を
誇
り
に
思
い

ま
し
た
。
」
な
ど
と
い
っ
た
感
想
が
書

か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。 
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九
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九
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渓
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春
の
上
天
気
に
恵
ま
れ
、
楽
し
く
遠
行
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
参
加
者
は
二
十
名
で
年
齢
が
七
十

歳
を
超
え
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
の
で
、
安
全
に
歩

行
す
る
た
め
に
ノ

ル

デ

ィ

ッ

ク

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の

講
習
も
か
ね
て
行

い
ま
し
た
。 

 

い
ろ
い
ろ
な
場

所
や
碑
の
説
明

は
、
佐
伯
独
歩
会

の
副
会
長
大
野
壽

一
氏
、
佐
伯
史
談

会
会
長
佐
藤
巧
氏

が
行
い
ま
し
た
。 

 

説
明
し
た
場
所

は
、
櫓
門
、
野
村

越
三
胸
像 

中
根

貞
彦
氏
歌
碑 

矢

野
龍
渓
碑 

佐
伯
文
庫 

 
矢
野
龍
渓
宅 

国
木
田
独
歩
館
の
旧
独
歩
碑 

国
木

田
独
歩
館
の
移
築
さ
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
を

語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

観
光
交
流
館
よ
り
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
乗
り
、
青
山

黒
沢
の
東
光
庵
の
塩
釜
桜
ま
で
い
き
、
塩
釜
桜
と
西

南
戦
争
の
際
に
東
光
庵
が
政
府
軍
の
司
令
部
だ
っ
た

こ
と
や
、
国
木
田
独
歩
が
四
月
一
日
に
東
光
庵
を
訪

れ
、
桜
花
は
す
で
に
落
花
し
て
い
た
が
、
想
像
を
め

ぐ
ら
し
塩
釜
桜
を
鑑
賞
し
た
黒
沢
地
区
の
人
た
ち
の

お
も
い
に
つ
い
て
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
に
書
い
て
い

る
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

遠
行
は
十
時
よ
り
十
三
時
ま
で
で
あ
り
ま
し
た

が
、
用
意
さ
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
、
ま
た
説
明
に
よ

り
今
ま
で
に
な
い
佐
伯
の
歴
史
を
理
解
で
き
た
こ
と

と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

本
事
業
は
、
十
一
月
十
九
日
（
土
）
西
日
本
Ｂ-1

グ
ラ 

ン
プ
リ
の
事
業
に
協
賛
し
て
、
歴
史
と
文
学
を
訪
れ
る 

観
光
客
・
地
域
住
民
に
独
歩
が
生
前
耳
に
し
た
で
あ
ろ
う 

音
楽
を
大
正
琴
演
奏
団
体
琴
傳
流 

ひ
ま
わ
り
会
」
の
方 

々
の
ご
協
力
を
頂
き
、
演
奏
を
行
い
ま
し
た
。 

大
正
琴
の
生
演
奏
は
「
荒
城
の
月
・
み
か
ん
の
花
咲
丘
・ 

里
の
秋
お
ぼ
ろ
月
夜 

ふ
る
里 

あ
お
げ
ば
尊
し 

も
み 

じ
を
演
奏
し
ま
し
た
。
「
古
城
」
な
ど
「
荒
城
の
月
」
や 

「
あ
お
げ
ば
尊
し
」
な
ど
は
独
歩
の
存
命
中
に
発
表
さ
れ 

た
歌
曲
で
あ
り
、
独
歩
の
耳
に
も
届
い
た
こ
と
と
思
わ
れ 

ま
す
。 

 

ま
た
、
午
前
と
午
後
の
演
奏
の
間
は
Ｃ
Ｄ
に
よ
り
、
独 

歩
が
聞
い
た
と
思
わ
れ
る
曲
「
故
郷
の
廃
家 

故
郷
の
空 

旅
愁 

埴
生
の
宿 

思
い
出 

蛍
の
光 

夏
は
来
ぬ 

故 

郷
の
人
々
」
を
流
し
ま
し
た
。 

 

国
木
田
独
歩
館
の
庭
に
特
別
席
等
を
用
意
は
し
ま
せ
ん 

で
し
た
が
、
立
ち
止
ま
っ 

て
大
正
琴
の
演
奏
に
聞
き 

入
っ
て
い
る
人
の
姿
が
見 

受
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

大
正
琴
は
独
歩
の
生
き 

て
い
た
時
代
を
髣
髴
と
さ 

せ
、
往
時
を
感
得
さ
せ
て 

く
れ
ま
し
た
。
あ
た
り
に 

は
明
治
の
時
代
の
情
緒
が 

あ
ふ
れ
た
演
奏
会
で
し
た
。 
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今
年
の
「
独
歩
忌
」
の
フ
ル
ー
ト

独
奏
し
て
く
れ
る
演
奏
者
に
つ
い
て

高
橋
哲
子
先
生
と
相
談
し
て
い
ま
し

た
ら
、
混
声
合
唱
「
豊
後
の
国
佐

伯
」
の
楽
譜
が
あ
り
ま
す
よ
と
い
う

こ
と
を
聞
き
、
楽
譜
一
部
を
入
手
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
表
紙
に
は

「
国
木
田
独
歩 

『
豊
後
の
国
佐

伯
』
に
よ
る
合
唱
組
曲 

佐
藤
信

武
」
と
あ
り
ま
し
た
。
以
前
佐
伯
市

民
合
唱
団
が
演
奏
を
行
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

文
学
の
方
面
だ
け
で
は
な
く
、
音

楽
関
係
の
分
野
で
も
国
木
田
独
歩
が

多
い
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え

ま
す
と
、
佐
伯
市
も
文
化
的
な
活
動

が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
れ

か
ら
も
し
っ
か
り
と
活
動
し
な
け
れ

ば
と
感
じ 

さ
せ
ら
れ 

ま
し
た
。 

 

「
豊
後
の
国
佐
伯
」
の

楽
譜
を
入
手 

独
歩
が
聞
い
た
音
演
奏
会 
独
歩
の
四
季 

春
の
遠
行 

例
年
よ
り
開
花
が
遅
か
っ
た 

塩
釜
桜 


