
坂
本
城
を

考
え
る
会
は
、

地
図
「
明
智

光
秀
を
歩
く
」

を
作
成
し
、

市
内
観
光
地
・
京
阪
沿
線
・
雄

琴
温
泉
等
に
配
布
し
て
い
ま
す
。

チ
ラ
シ
の
完
成
と
、
そ
れ
に
伴

う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
養

成
講
座
、
計
三
回
を
終
了
し
、

十
七
名
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ガ
イ
ド
を
結
成
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
４
件
の
団
体
申
し

込
み
を
受
け
、
既
に
２
件
の
ガ

イ
ド
を
実
施
し
ま
し
た
。

第
１
回
は
４
月
２
０
日
、
市

内
の
歴
史
を
歩
こ
う
会
主
催
で

２
０
数
名
の
参
加
を
得
ま
し
た
。

第
２
回
は
５
月
２
４
日
滋
賀

銀
行
経
済
文
化
セ
ン
タ
ー
主
催

で
、
５
１
名
の
参
加
者
が
あ
り

ま
し
た
。
ガ
イ
ド
も
５
名
が
参

加
し
案
内
し
ま
し
た
。
ま
た
、

各
日
曜
日
に
は
城
址
公
園
に
常

駐
し
て
の
ガ
イ
ド
も
実
施
し
て

い
ま
す
。

６
月
１
９
日
に
大
阪
歴
史
懇

談
会
に
お
い
て
、
「
坂
本
城
の

復
興
を
目
指
す
活
動
」
と
称
し

て
、
講
演
す
る
機
会
を
得
ま
し

た
。
当
初
は
お
断
り
す
る
気
持

ち
で
し
た
が
、
気
軽
に
滋
賀
県

の
歴
史
で
も
語
っ
て
下
さ
い
と

の
こ
と
で
、
応
諾
し
ま
し
た
。

ま
ず
、
こ
の
運
動
の
動
機
か

ら
今
日
ま
で
の
活
動
の
経
過
を

話
し
、
そ
の
後
は
平
安
・
鎌
倉
・

室
町
時
代
の
比
叡
山
延
暦
寺
や

日
吉
山
王
神
社
の
政
治
的
・
経

済
的
な
力
に
つ
い
て
を
話
し
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
徳
川
幕
府
の
時
代

に
は
い
り
、
、
や
は
り
比
叡
山
・

日
吉
大
社
等
を
模
し
て
江
戸
の

町
が
創
ら
れ
た
と
の
歴
史
を
話

し
ま
し
た
。

ま
た
、
天
海
僧
正
説
や
坂
本

竜
馬
の
話
も
し
て
、
大
変
興
味

を
持
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

地
元
で
は
そ
ん
な
運
動
が
出

来
る
筈
が
な
い
と
の
風
評
に
耐

え
な
が
ら
、
賛
同
す
る
仲
間
も

二
百
名
以
上
と
な
り
、
更
に
努

力
し
て
い
る
こ
と
に
共
鳴
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。
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坂
本
城
は
、
比
叡
山
延
暦
寺

の
焼
き
討
ち
後
、
織
田
信
長
が

明
智
光
秀
に
命
じ
て
作
ら
せ
た

も
の
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教

師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、
そ

の
自
署
『
日
本
史
』
の
な
か
で
、

安
土
城
と
並
ぶ
名
城
だ
っ
た
と

形
容
し
て
い
る
。
い
ま
は
そ
の

跡
ら
し
き
も
の
が
残
っ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。

あ
る
日
、
そ
の
下
阪
本
か
ら

車
で
国
道1

6
1

号
線
を
北
上
、

雄
琴
温
泉
を
通
り
過
ぎ
た
あ
た

り
で
左
折
し
比
叡
山
ハ
イ
ウ
ェ

イ
に
入
っ
て
み
た
。
曲
が
り
く

ね
っ
た
ハ
イ
ウ
ェ
イ
か
ら
眼
下

を
見
る
と
、
琵
琶
醐
が
静
か
に

水
を
た
た
え
て
横
た
わ
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
み
て
、
な
ぜ
信
長

が
こ
の
坂
本
に
築
城
を
命
じ
た

の
か
、
実
感
で
き
た
。

坂
本
は
琵
琶
湖
の

南
湖
西
側
に
あ
る
。

西
側
に
は
比
叡
山
の

山
脈
が
あ
り
、
東
側

は
琵
琶
湖
に
面
し
て

お
り
、
天
然
の
要
害

を
具
え
た
地
で
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
は
な
か
っ
た
。

坂
本
は
比
叡
山
へ
の

物
資
輸
送
の
た
め
の

港
町
で
も
あ
っ
た｡

坂

本
城
は､

坂
本
と
延
暦

寺
と
の
交
通
ル
ー
ト

を
遮
断
す
る
形
で
築

城
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り､

延
暦
寺
が
再
び
財
力
を
蓄
え
て

軍
事
力
を
も
つ
こ
と
が
な
い
よ

う
監
視
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

坂
本
に
限
ら
ず､

近
江
の
国

は､

古
来
よ
り
東
国
か
ら
内
陸

を
通
っ
て
京
へ
上
洛
す
る
ル
ー

ト
に
あ
た
る
。
今
ど
き
の
言
葉

で
い
え
ば
「
地
政
学
上
の
要
所
」

で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
琵
琶
湖

周
辺
に
は
古
戦
場
の
跡
が
い
た

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
鎌
倉
幕
府

か
ら
権
力
を
奪
わ
ん
と
後
烏
羽

上
皇
が
起
こ
し
た
承
久
の
乱

（12
21

年
）
で
は
、
比
叡
山
の

僧
兵
三
百
騎
よ
り
な
る
京
軍
が

北
条
時
房
率
い
る
鎌
倉
幕
府
軍

と
「
瀬
田
の
唐
橋
」
で
激
突
し

て
い
る
。

そ
の
唐
橋
を
、
現
在
の
位
置

に
移
し
た
の
が
織
田
信
長
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
明
智
光
秀
が
本
能

寺
の
変
で
織
田
信
長
を
倒
し
た

後
、
安
土
を
攻
め
よ
う
と
唐
橋

ま
で
き
た
と
き
、
勢
田
城
（
現

在
の
瀬
田
）
の
山
岡
景
隆
は
唐

橋
を
焼
き
払
い
、
明
智
軍
の
進

軍
を
妨
害
し
、
そ
の
動
向
を
逐

一
、
秀
吉
に
通
報
し
て
い
た
。

こ
れ
が
明
智
軍
の
命
取
り
と
な

る
。

ま
た
そ
の
翌
年
、
奥

琵
琶
湖
の
賤
ケ
岳
で
は
、

秀
吉
と
柴
田
勝
家
が
戦
っ

て
い
る
。
山
岡
景
隆
は
、

勝
家
の
軍
勢
に
与
し
て

敗
退
、
所
領
を
没
収
さ

れ
て
甲
賀
へ
の
隠
遁
を

命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。と

、
あ
れ
こ
れ
ツ
ワ

モ
ノ
ど
も
が
活
躍
し
た

戦
国
時
代
に
思
い
を
は

せ
て
い
た
ら
、
車
は
い

つ
の
ま
に
か
延
暦
寺
根

本
中
堂
に
つ
い
て
い
た
。

年
に
一
度
か
二
度
、
比
叡
山

の
麗
、
明
智
光
秀
一
族
の
菩
提

寺
と
し
て
も
知
ら
れ
る
古
刹
、

西
教
寺
に
お
邪
魔
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
光
秀
が
ま
だ
若
く

貧
し
い
頃
に
、
あ
る
連
歌
の
会

の
酒
肴
を
調
え
る
に
際
し
、
夫

に
恥
を
か
か
せ
て
は
と
女
の
命

で
あ
る
黒
髪
を
売
っ
て
金
を
つ

く
り
客
を
も
て
な
し
た
と
い
う

光
秀
の
妻
の
話
を
耳
に
し
、
芭

蕉
が
「
月
さ
び
よ

明
智
が
妻

の

は
な
し
せ
む
」
と
詠
ん
で

い
ま
す､

誰
と
話
を
し
た
の
か

分
か
り
ま
せ
ん
が､

貧
し
く
寂

し
い
秋
の
月
だ
が
満
ち
足
り
た

静
謐
（
せ
い
ひ
つ
）
の
内
に
未

来
へ
の
希
望
の
追
求
と
い
っ
た

も
の
を
秘
め
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
又
、
坂
本
城
主
時
代
で

あ
っ
た
光
秀
は
領
民
に
慕
わ
れ

る
良
き
領
主
で
あ
り
、
今
も
地

元
で
は
「
坂
本
城
を
考
え
る
会
」

を
筆
頭
に
光
秀
顕
彰
会
を
始
め
、

第１２号 坂本城を考える会 会報 ２０1１年 ８月１５日

坂
本
城
・
比
叡
山
を
訪

ね
て
滋
賀
大
学
経
済
学
部
教
授

二
上

季
代
司

比叡山延暦寺東塔にある根本中堂

東南寺で説明するボランティアガイドの仲間たち

崇
高
な
光
秀
フ
ァ
ミ
リ
ー

深
谷

憲
治



そ
の
遺
徳
を
惚
ぶ
会
や
行
事
が

催
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

「
本
能
寺
の
変
」
後
荒
れ
狂

う
天
下
の
元
で
の
細
川
ガ
ラ
シ
ャ

も
ま
た
苦
難
の
生
活
を
送
り
な

が
ら
も
自
己
の
尊
厳
と
人
間
愛

を
貫
き
通
し
、
常
に
世
の
中
の

平
和
を
折
り
続
け
、
波
乱
に
冨

ん
だ
生
涯
を
送
っ
た
人
で
あ
り

ま
し
た
。
慶
長
５
年
、3

8

歳
の

生
涯
を
閉
じ
た
ガ
ラ
シ
ャ
の
辞

世
の
句
と
し
て
“
ち
り
ぬ
べ
き

時
知
り
て
こ
そ
世
の
中
の
花
も

花
な
れ
人
も
人
な
れ
”
が
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す｡

花
も
人
も
散

り
ど
き
を
心
得
て
こ
そ
美
し
い

の
だ
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。

明
智
光
秀
を
見
据
え
「
坂
本
城

を
考
え
る
会
」
を
興
さ
れ
た
天

田
様
の
理
念
に
光
秀
を
取
り
巻

く
気
高
い
人
々
の
歴
史
も
加
え

る
と
無
限
に
広
が
る
壮
大
な
ロ

マ
ン
に
感
無
量
で
武
者
震
い
を

覚
え
ま
す
。

現
代
の
子
殺
し
、
親
殺
し
が

蠢
く
世
の
中
に
あ
っ
て
、
坂
本

城
の
歴
史
と
光
秀
フ
ァ
ミ
リ
ー

の
崇
高
な
人
と
し
て
の
生
き
る

道
を
広
く
世
間
に
知
っ
て
も
ら

い
た
い
と
思
う
む
の
で
ご
ざ
い

ま
す｡は

た
と
自
分
自
身
を
見
つ
め

て
み
ま
す
と
、
腹
を
立
て
る
心
、

相
手
を
攻
め
る
心
、
と
ち
す
れ

ば
己
の
手
柄
を
吹
聴
し
た
く
な

る
心
、
何
時
ま
で
も
失
敗
を
悔

や
み
、
崩
れ

そ
う
に
な
る

心
等
、
日
常

茶
飯
事
に
出

来
湧
き
ま
す
。

こ
れ
が
戦
国

の
世
で
あ
ら

ば
、
と
思
い

ま
す
と
日
々
、

慎
ま
し
や
か

に
謙
虚
に
と

思
う
の
み
で

ご
ざ
い
ま
す
。

明
智
光
秀
は
、
中
世
以
降
明
治

時
代
ま
で
の
各
時
代
に
わ
た
っ

て
日
本
の
歴
史
を
作
っ
て
き
た

歴
史
上

も
重
要
な
人
物
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
。

明
智
光
秀
が
足
利
幕
府

後
の

将
軍
で
あ
る
足
利
義
昭
に
仕
え

る
と
と
も
に
、
織
田
信
長
の
家

臣
と
も
な
っ
て
、
そ
の
後
の
信

長
と
義
昭
と
の
対
立
で
は
信
長

側
に
付
き
、
義
昭
を
滅
ぼ
し
た

こ
と
は
歴
史
上
の
事
実
で
あ
る
。

即
ち
『
織
田
信
長
の
後
ろ
盾
に

よ
り
、
足
利
幕
府
を
滅
ぼ
し
戦

国
の
世
を
終
わ
ら
せ
た
の
は
明

智
光
秀
で
あ
る
』
と
い
え
る
。

そ
し
て
本
能
寺
の
変
に
よ
り
、

織
田
信
長
を
滅
ぼ
し
織
田
政
権

を
終
わ
ら
せ
た
の
は
明
智
光
秀

で
あ
る
こ
と
も
歴
史
上
の
事
実

で
あ
る
。
即
ち
『
信
長
の
天
下

統
一
を
阻
止
し
、
そ
れ
に
よ
り

徳
川
政
権
を
登
場
さ
せ
、
三
百

年
に
わ
た
る
江
戸
時
代
を
作
っ

た
の
は
明
智
光
秀
で
あ
る
』
と

い
え
る
。

以
下
は
歴
史
上
認
め
ら
れ
て
お

ら
ず
、
あ
く
ま
で
巷
説
で
あ
る

が
、
明
智
光
秀
は
、
山
崎
の
戦

い
に
敗
れ
た
後
、
小
栗
栖
で
殺

さ
れ
ず
に
比
叡
山
に
逃
れ
天
海

僧
正
に
な
っ
た
と
い
う
説
、
す

な
わ
ち
小
栗
栖
か
ら
比
叡
山
へ

逃
れ
た
光
秀
は
、
会
津
生
ま
れ

の
僧
で
、
山
で
修
行
し
て
い
た

が
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
随
風

と
い
う
名
前
の
僧
（
こ
れ
が
本

来
の
天
海
）
と
入
れ
替
わ
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
に
よ
り

比
叡
山
に
、
「
慶
長
二
十
年

（1
61
5

年
）
二
月
十
七
日
奉
寄

進
願
主
光
秀
」
の
石
碑

及
び
「
長
寿
院
の
第
二

世
法
院
で
あ
っ
た
権
大

僧
都
是
春
は
俗
名
を
光

秀
と
い
っ
た
。
長
寿
院

の
第
一
世
光
芸
に
よ
っ

て
剃
髪
を
受
け
、
そ
の

後
当
坊
に
起
居
し
、
鶏

足
院
を
監
督
、
元
和
八

年
（1

6
2
2

年
）
九
月
二

五
日
に
逝
っ
た
」
と
の

記
録
が
残
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
説
が

あ
る
（
『
俊
英

明
智
光
秀
』

佐
宗
邦
皇
）
。

ま
た
そ
の
年
齢
や
伝
承
（
秀
満

が
坂
本
城
か
ら
逃
れ
、
坂
本
の

盛
安
寺
で
僧
衣
に
着
替
え
た
後

比
叡
山
に
上
が
っ
た
と
か
、
明

智
光
秀
の
愛
人
の
桔
梗
に
男
子

が
あ
り
、
妙
心
寺
に
預
け
ら
れ

た
が
、
南
光
坊
と
し
て
比
叡
山

に
上
り
、
智
楽
院
か
ら
天
海
と

名
を
改
め
た
と
か
の
伝
承
）
な

ど
か
ら
、
天
海
僧
正
は
明
智
秀

満
で
あ
る
（
『
俊
英

明
智
光

秀
』

永
井

寛
）
と
か
明
智

光
秀
の
愛
人
の
子
供
で
あ
る
と

い
う
説
が
あ
る
（
『
私
信
』

山
崎
隆
朗
）
。

そ
の
後
、
光
秀
（
天
海
）
は
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比
叡
山
を
下
り
、
駿
府
で
家
康

と
対
面
、
家
康
は
天
海
を
政
権

の
中
枢
に
取
り
込
ん
だ
。
そ
し

て
天
海
は
、
光
秀
の
妹
の
子
供

に
あ
た
る
斎
藤
利
三
の
娘
で
あ

る
お
福
（
春
日
局
）
を
徳
川
家

光
の
乳
母
と
し
て
登
用
し
た
。

ま
た
関
ヶ
原
の
戦
い
に
家
康
と

と
も
に
出
陣
し
、
関
ヶ
原
の
戦

い
で
東
軍
に
寝
返
っ
た
小
早
川

秀
秋
の
家
臣
の
稲
葉
正
成
は
お

福
の
夫
で
、
小
早
川
秀
秋
の
裏

切
り
の
背
後
に
は
お
福
が
あ
り
、

第
二
の
裏
切
り
と
な
っ
た
脇
坂

安
治
、
朽
木
元
綱
、
小
川
祐
忠

は
明
智
光
秀
の
直
臣
（
部
下
）

で
、
こ
の
背
後
に
は
天
海
僧
正

＝
明
智
光
秀
が
あ
っ
た
と
す
る

説
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の

大
坂
冬
・
夏
の
陣
に
も
天
海
は

出
陣
し
た
。
即
ち
『
家
康
の
後

ろ
盾
を
得
て
、
豊
臣
政
権
を
滅

ぼ
し
た
の
は
、
天
海
僧
正
と
し

て
の
光
秀
（
又
は
そ
の
子
供
）

で
あ
る
』
と
い
え
る
。

次
に
幕
末
の
志
士
で
あ
る
坂
本

竜
馬
は
明
智
光
秀
の
一
族
で
あ

る
明
智
光
春
⇒
坂
本
太
郎
五
郎

か
ら
つ
な
が
る
（
『
私
信
』

坂
本
世
津
夫
、
『
俊
英

明
智

光
秀
』

永
井

寛
、
）
と
の

説
、
ま
た
坂
本
太
郎
五
郎
は
明

智
を
助
け
て
い
た
坂
本
の
商
人

で
あ
る
が
、
竜
馬
の
紋
所
が
近

江
明
智
家
と
同
じ
「
違
い
桝
に

桔
梗
」
で
あ
る
こ
と
や
伏
見
寺

田
屋
の
女
主
人
の
お
登
勢
は
大

津
の
出
自
、
竜
馬
の

後
の
地

の
京
都
の
近
江
屋
主
人
の
井
口

新
之
助
は
近
江
の
出
自
、
ま
た

竜
馬
の
妻
で
あ
る
お
龍
の
母
は

近
江
八
日
市
の
出
自
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
竜
馬
自
身
、
明

智
一
族
の
子
孫
で
あ
る
と
の
意

識
が
あ
り
、
坂
本
竜
馬
の
坂
本

は
近
江
の
坂
本
に
由
来
す
る
と

の
説
も
あ
り
、
こ
れ
が
竜
馬
の

明
治
維
新
を
目
指
す
力
の
原
動

力
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

の
説
が
あ
る
（
『
湖
国
と
文
化
』

鵜
飼
修
三
）
。
即
ち
『
江
戸

幕
府
（
徳
川
政
権
）
を
滅
ぼ
し

明
治
維
新
を
導
い
た
の
は
、
明

智
光
秀
（
そ
の
子
孫
か
ら
つ
な

が
る
坂
本
竜
馬
）
で
あ
る
』
と

い
え
る
。

私
が
進
ん
で
学
ん
で
い
る
勉

強
会
で
は
、
何
事
も
「
頼
ま
れ

る
・
指
名
を
受
け
る
」
は
、

「
は
い
！
喜
ん
で
」
と
答
え
る
。

嫌
で
す
…
と
か
、
断
る
の
は
肯

定
的
で
は
な
く
向
上
に
繋
が
ら

な
い
か
ら
…
と
教
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
元
々
歴
史
の
事
は
「
解

ら
ず
・
知
ら
ず
・
興
味
が
な
く
」

で
済
ま
せ
て
参
り
、
学
校
時
代

の
成
績
の
悪
さ
が
現
在
の
仕
事

に
も
家
庭
生
活
に
も
影
響
受
け

る
で
な
し
…
と
実
に
低
い
認
識

の
も
と
今
日
ま
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
十
年
程
前
に
天
田
さ

ん
に
呼
び
止
め
ら
れ
、
貴
方
も

こ
の
地
で
「
商
い
」
を
す
る
な

ら
こ
の
地
の
為
に
力
を
貸
し
て

欲
し
い
。
つ
い
て
は
こ
の
地
に

そ
の
昔
、
坂
本
城
が
あ
り
、
そ

ん
な
お
城
が
再
建
出
来
れ
ば
、

細
々
と
し
た
兼
業
農
家
ば
か
り

で
何
の
産
業
も
な
い
こ
の
地
域

が
潤
う
こ
と
間
違
い
な
い
。
彦

根
城
は
格
別
と
し
て
、
長
浜
城

も
地
域
の
皆
が
力
を
合
わ
せ
て

再
建
に
漕
ぎ
着
け
て
、
長
浜
城

を
中
核
と
し
て
多

方
面
で
人
気
を
博

し
観
光
客
の
切
れ

目
が
な
い
…
等
々

と
熱
心
な
説
得
を
受
け
応
諾
し

た
の
で
す
。

天
田
さ
ん
の
構
想
は
あ
ま
り
に

も
大
き
く
て
、
と
て
も
と
て
も

出
来
っ
こ
な
い
！
と
の
考
え
を

持
ち
つ
つ
も
、
夢
を
見
る
の
は

楽
し
い
事
。
だ
め
元
で
い
ろ
い

ろ
試
し
て
見
る
の
は
社
会
勉
強

と
し
て
役
立
つ
事
多
し
、
と
旺

盛
な
子
供
の
好
奇
心
よ
ろ
し
く

参
加
し
ま
し
た
。

担
い
手
は
会
員
で
あ
り
、
会
員

の
心
を
引
き
と
め
、
皆
が
結
束

し
強
い
力
を
発
揮
す
る
に
は
歴

史
の
勉
強
が
不
可
欠
で
あ
り
、

何
を
聞
か
れ
て
も
応
え
ら
れ
る

知
識
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
が

悲
し
い
か
な
、
何
が
誰
に
繋
が

り
ど
う
で
あ
っ
た
か
へ
は
、
大

河
ド
ラ
マ
・
江

を
見
て
少
し

は
解
る
様
に
な
っ
た
も
の
の
、

突
込
み
が
入
る
と
解
ら
ず
…
。

そ
し
て
そ
ん
な
中
、
役
員
で
光

秀
に
ま
つ
わ
る
坂
本
城
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
を
立
ち
上
げ
、

実
施
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

前
述
の
通
り
一
度
は
現
場
に
立

た
せ
て
も
ら
っ
た
も
の
の
怖
く

て
怖
く
て
僅
か
２
時
間
の
待
ち

時
間
が
長
ー
く
感
じ
ら
れ
る
程

緊
張
を
要
し
ま
し
た
。
幸
い
に

も
誰
も
来
ず
ホ
ッ
と
し
た
と
言

う
有
様
で
す
。

昔
の
こ
と
わ
ざ
に
も
あ
る
様
に

「
寺
子
屋
の
小
僧

習
わ
ぬ
経

を
読
む
」
が
あ
り
ま
す
が
、
今

皆
様
の
中
に
入
っ
て
教
え
て
頂

け
れ
ば
少
し
は
解
る
の
で
は
、

と
細
や
か
な
望
み
は
持
っ
て
お

り
ま
す
。
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