
去
る
十
二
月
九

日
、
私
た
ち
坂
本

城
を
考
え
る
会
の

役
員
10
名
ば
か
り

初
め
て
忘
年
会
を

開
き
ま
し
た
。
皆
、

同
じ
志
を
持
っ
て

い
る
仲
間
で
す
の

で
、
好
き
な
事
を

言
い
合
い
和
気
あ
い
あ
い
誠
に

楽
し
い
酒
席
と
な
り
ま
し
た
。

席
上
、
役
員
か
ら
「
来
年
に

大
津
市
民
会
館
で
行
わ
れ
る
NHK

の
ど
自
慢
大
会
に
誰
か
出
場
し

よ
う
」
と
い
う
提
案
が
あ
り
ま

し
た
。
「
光
秀
（
お
と
こ
）
の

意
地
」
を
唄
う
鳥
羽
一
郎
氏
が

ゲ
ス
ト
出
演
す
る
か
ら
に
は
、

「
会
長
の
天
田
さ
ん
の
出
番
で

す
」
と
持
ち
上
げ
ら
れ
、
断
る

理
由
を
見
つ
け
ら
れ
ず
OK
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
今
日
ま

で
カ
ラ
オ
ケ
が
苦
手
だ
っ
た
の

で
そ
ん
な
場
に
出
た
事
は
一
度

も
無
か
っ
た
の
で
し
た
が
、
今

度
は
勇
気
を
奮
っ
て
出
場
し
よ

う
と
決
意
し
ま
し
た
。

「
光
秀
（
お
と
こ
）
の
意
地
」

の
作
詞
者
・
祝
部
禧
丸
氏
は
地

元
坂
本
の
人
で
今
日
ま
で
歴
史

物
の
作
詞
を
何
曲
か
作
ら
れ
て

お
り
、
現
在
で
は
色
々
な
顔
を

持
つ
ユ
ニ
ー
ク
な
人
で
も
あ
り

ま
す
。
勿
論
私
た
ち
の
会
員
で

も
あ
り
今
日
ま
で
色
々
協
力
し

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
何
よ
り

私
た
ち
「
坂
本
城
を
考
え
る
会
」

が
発
足
し
て
間
も
な
い
頃
、

「
光
秀
（
お
と
こ
）
の
意
地
」

を
作
詞
さ
れ
琵
琶
湖
ホ
テ
ル
で

歌
手
鳥
羽
一
郎
氏
の
新
曲
発
表

会
ま
で
さ
れ
ま
し
た
。
招
待
者

を
代
表
し
て
現
大
津
市
長
目
片

信
氏
か
ら
熱
烈
な
歓
迎
の
挨
拶

が
あ
り
、
私
も
出
席
し
ま
し
て

共
々
に
お
祝
い
を
申
し
ま
し
た
。

の
ど
自
慢
大
会
に
鳥
羽
一
郎

氏
が
ゲ
ス
ト
審
査
員
と
し
て
来

滋
さ
れ
ま
す
事
に
何
と
も
不
思

議
な
ご
縁
を
感
じ
ま
す
。
「
光

秀
（
お
と
こ
）
の
意
地
」
は
今

後
私
た
ち
の
運
動
に
は
大
き
な

宣
伝
手
段
と
考
え
て
、
引
き
続

き
歌
っ
て
行
こ
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。

JR
比
叡
山
坂
本
駅
で
下
車
し
、

出
札
口
の
階
段
下
の
廊
下
に

「
忘
己
利
他
」
二
百
五
十
四
世

の
天
台
座
主
梅
山
猊
下
の
額
と

「
世
界
文
化
遺
産
へ
登
録
」
祝

の
横
断
幕
が
あ
り
、
出
る
と
前

が
坂
本
石
積
み
の
郷
公
園
で
あ

る
。
帝
王
学
や
王
道
を
忘
れ
た

暴
君
狂
法
師
信
長
は
比
叡
の
焼

打
ち
と
無
差
別
徹
底
的
殺
人
の

厳
命
を
こ
の
地
点
か
ら
下
し
た
。

配
下
の
光
秀
・
秀
吉
の
忠
告
も

聞
か
ず
、
後
世
に
禍
根
を
残
し

た
の
で
あ
る
。

光
秀
は
焼
打
ち
後
抜
擢
さ
れ

坂
本
城
主
に
就
き
仁
政
を
行
い
、

治
水
用
水
灌
漑
の
利
水
工
事
、

山
門
復
活
の
監
視
を
名
目
に
焼

か
れ
た
社
寺
へ
陣
地
補
強
と
称

し
て
城
の
用
材
を
廻
し
、
地
域

慣
習
の
「
敬
神
崇
祖
」
の
精
神

を
培
養
し
た
。
又
伝
統
技
術
の

穴
太
衆
石
積
み
を
保
護
し
諸
公

の
城
普
請
の
参
加
を
奨
励
し
喜

ば
れ
た
。
農
作
物
は
実
栽
培
面

積
の
み
課
税
し
て
畦
畔
・
水
路

は
免
除
し
た
。
中
で
も
焼
打
ち

後
の
山
野
の
復
興
は
家
臣
・
領

民
の
一
体
に
な
っ
て
の
共
同
作

業
で
あ
っ
た
。
「
波
間
よ
り
重
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光
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ね
お
け
る
や
峰
の
雲
磯
山
伝
い

に
茂
る
杉
村
」
坂
本
城
で
の
茶

会
を
終
え
た
堺
の
茶
人
が
安
土

城
へ
向
か
う
船
中
で
の
作
を
見

て
も
う
な
づ
け
る
。

公
園
よ
り
直
線
距
離
５
０
米

の
東
南
に
日
吉
中
学
校
創
立
６

２
年
が
建
つ
。
そ
の
間
卒
業
生

は
各
卒
業
年
度
毎
に
強
固
な
学

年
同
窓
会
を
結
成
す
る
と
共
に

ふ
さ
わ
し
い
名
称
を
公
募
し
決

定
し
、
更
に
全
員
同
窓
会
「
高

嶺
」
へ
入
会
登
録
す
る
。
共
通

目
標
は
地
域
の
活
力
振
興
に
貢

献
す
る
こ
と
と
後
輩
生
徒
会
を

激
励
し
愛
校
心
を
発
揮
す
る
こ

と
で
、
具
体
的
に
は
、
各
卒
業

年
度
毎
に
校
訓
ど
お
り
「
切
磋

琢
磨
」
し
合
い
事
業
を
興
し
推

進
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
８
回
卒
「
二
九
（
福
）

友
会
」
は
学
校
シ
ン
ボ
ル
に
花

は
朝
顔
（
暑
さ
に
負
け
な
い
、

実
は
薬
草
と
し
て
生
徒
会
資
金
）

木
は
杉
（
光
秀
公
の
植
林
が
前

校
舎
の
建
築
材
）
鳥
は
時
鳥

（
ほ
と
と
ぎ
す
、
焼
打
ち
当
朝

攻
撃
軍
船
を
急
報
す
る
た
め
乱

打
し
生
源
寺
の
釣
り
鐘
が
破
れ

た
の
を
血
の
叫
び
に
模
擬
っ
た
）

と
、
当
時
生
徒
会
長
杉
村
邦
彦

君
提
案
（
彼
は
後
に
５
代
目
高

嶺
会
長
に
就
任
し
益
々
発
展
に

寄
与
し
現
在
も
国
立
大
学
院
教

授
と
し
て
「
絶
望
の
中
の
楽
観
」

顔
真
卿
の
学
説
「
弘
裕
の
精
神
」

を
説
い
て
い
る
）
に
よ
り
定
め
、

ま
た
15
回
卒
「
三
十
六
（
認
む
）

会
」
は
前
記
坂
本
石
積
み
の
郷

公
園
の
設
計
に
鐘
楼
建
立
を
採

り
入
れ
、
多
く
の
高
嶺
会
員
が

自
発
的
に
参
加
し
日
吉
山
王
み

こ
し
駕
篭
丁
姿
で
生
源
寺
か
ら

担
ぎ
入
れ
て
、
除
夜
の
鐘
を
鳴

ら
し
た
。
40
回
卒
「
つ
く
し
ん

ぼ
会
」
は
会
長
三
日
月
大
造
君

提
案
で
駅
の
プ
ラ
ッ
と
ホ
ー
ム

か
ら
見
え
る
よ
う
校
舎
屋
上
の

壁
に
「We

Lov
e

日
吉
」
横
断

幕
（
現
存
）
を
掲
げ
て
、
愛
校

心
を
顕
現
し
た
。
55
回
卒
「
平
！

み
ん
な
元
気
（
亀
）
会
」
時
に

学
校
象
徴
の
破
れ
鐘
が
楼
内
に

納
ま
り
高
嶺
会
員
は
喜
ん
だ
。

現
在
も
学
校
の
プ
ラ
ン
タ
26
個

に
花
を
植
え
、
光
秀
公
の
仁
徳

を
偲
び
駅
周
辺
を
美
化
し
て
い

る
。日

吉
学
区
で
は
明
智
光
秀
公

顕
彰
会
が
天
台
真
盛
宗
総
本
山

西
教
寺
を
基
盤
に
全
国
組
織
で

結
成
さ
れ
、
呼
応
し
て
本
会

（
坂
本
城
を
考
え
る
会
）
が
３

回
卒
「
み
そ
ら
会
」
会
員
の
天

田
省
三
氏
（
光
秀
公
の
重
臣
の

子
孫
）
を
中
心
に
、
高
嶺
会
現

会
長
藤
本
一
也
君
や
十
回
卒

「
十
和
会
」
会
員
河
村
益
孝
君

等
等
が
活
躍
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
に
日
吉
中
学
校
長
退
職
後

坂
本
児
童
委
員
を
務
め
ら
れ
る

本
田
彰
先
生
が
本
部
役
員
と
し

て
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
事
に
は

感
謝
し
て
い
る
。

弘
仁
１
４
（8

2
3

）
年
嵯
峨

天
皇
の
勅
命
に
よ
り
初
代
の
天

台
宗
戒
壇
院
別
当
に
な
っ
た
大

伴
国
道
の
在
世
以
来
坂
本
に
居

住
し
栄
枯
盛
衰
・
存
亡
興
廃
の

郷
土
史
の
中
で
明
智
光
秀
公
か

ら
受
け
た
恩
恵
「
使
節
公
人
」

と
明
智
家
の
遺
品
の
中
で
育
っ

た
私
は
大
正
１
２
（19

23

）
年

生
ま
れ
で
す
。
日
吉
中
学
校
に

は
22
年
間
勤
務
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

な
お
、
駅
前
の
坂
本
石
積
み

の
郷
公
園
に
あ
る
伝
統
教
育
大

師
（
伝
教
大
師
）
像
と
光
秀
公

に
も
深
い
関
係
が
あ
り
、
い
つ

か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

明
智
光
秀
の
名
を
始
め
て
知
っ

た
の
は
何
時
頃
で
あ
ろ
う
か
。

小
学
校
五
年
生
に
な
っ
て
、
新

し
く
増
え
た
科
目
の
一
つ
に
国

史
が
あ
っ
た
。
所
謂
、
日
本
の

歴
史
で
あ
る
。
日
本
の
国
の
成

り
立
ち
が
遠
く
神
代
の
時
代
か

ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
奈
良
時

代
、
平
安
時
代
を
経
て
、
や
が

て
武
士
の
世
と
な
り
室
町
時
代

の14
67

年
に
は
応
仁
の
乱
が
起

こ
り
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
日

本
の
国
中
を
巻
き
込
ん
だ
お
よ

そ
百
年
に
及
ぶ
戦
国
時
代
が
到

来
し
た
の
で
あ
る
。
全
国
が
麻

の
糸
の
如
く
乱
れ
た
そ
の
中
で
、

や
が
て
頭
角
を
現
し
た
の
が
今

川
義
元
を
桶
狭
間
で
討
っ
た
尾

張
の
織
田
信
長
で
あ
っ
た
。

や
が
て
信
長
は
全
国
統
一
の

野
望
を
抱
き
、
次
々
と
近
隣
の

諸
国
に
攻
め
入
っ
た
の
で
あ
る
。
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光
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に
あ
る
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と
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そ
の
頃
に
な
っ
て
数
あ
る
織
田

家
の
譜
代
の
家
臣
を
差
し
置
い

て
目
覚
ま
し
い
働
き
を
し
て
功

を
立
て
た
の
が
木
下
藤
吉
郎
と

明
智
光
秀
で
あ
っ
た
。
二
人
は

そ
の
働
き
を
主
君
信
長
に
認
め

ら
れ
次
第
に
重
く
取
り
立
て
ら

れ
、
遂
に
藤
吉
郎
は
長
浜
の
地

を
拝
領
し
て
城
持
ち
大
名
と
な

り
羽
柴
秀
吉
と
名
を
改
め
や
が

て
筑
前
守
を
賜
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
他
方
、
光
秀
は
近
江
国
滋

賀
郡
と
丹
波
一
国
の
領
主
と
ま

で
な
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
光

秀
は
天
正
３
年
（157

5

年
）
の

叙
任
の
際
、
姓
の
「
惟
任
（
こ

れ
と
う
）
」
と
官
職
の
両
方
を

賜
り
、
従
五
位
下
惟
任
日
向
守

と
な
っ
た
。
こ
の
事
は
他
の
家

臣
の
大
方
が
官
職
だ
け
で
あ
っ

た
事
を
思
う
と
い
か
に
信
長
の

信
任
が
厚
か
っ
た
か
を
窺
え
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
様
な
状

態
は
そ
う
長
く
は
続
か
ず
、
次

第
に
二
人
の
立
場
が
明
・
暗
に

岐
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
秀
吉

は
相
変
わ
ら
ず
信
長
の
信
任
も

厚
く
今
ま
で
通
り
に
否
そ
れ
以

上
に
活
躍
の
場
を
与
え
ら
れ
て

信
長
の
覚
え
も
良
か
っ
た
が
、

他
方
光
秀
は
ど
う
し
た
事
か
次

第
に
信
長
に
疎
ん
じ
ら
れ
数
々

の
堪
え
難
い
仕
打
ち
を
さ
れ
る

様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
遂
に

は
多
年
培
っ
て
き
て
軌
道
に
乗
っ

て
き
た
領
地
の
滋
賀
郡
と
丹
波

一
国
を
信
長
に
召
し
上
げ
ら
れ
、

代
わ
り
に
未
だ
敵
国
の
毛
利
の

領
土
で
あ
る
出
雲
、
岩
見
の
二

国
を
「
己
の
手
で
攻
め
取
れ
」

と
ま
で
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

遂
に
進
退
窮
ま
っ
た
光
秀
は
天

正
十
年
（1

582

年
）
六
月
二
日

早
朝
、
秀
吉
の
毛
利
討
伐
の
支

援
を
命
じ
ら
れ
て
丹
波
亀
山
城

か
ら
出
陣
す
る
途
上
、
急
に
道

を
変
え
桂
川
を
渡
っ
て
本
能
寺

に
宿
泊
し
て
い
る
信
長
を
急
襲

し
て
首
を
討
ち
取
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
世
に
言
う
「
本
能

寺
の
変
」
で
あ
る
。

一
時
は
天
下
を
取
っ
た
か
に

見
え
た
光
秀
で
あ
っ
た
が
、
１

１
日
後
の
６
月
１
３
日
、
毛
利

か
ら
急
遽
軍
を
返
し
た
秀
吉
軍

と
天
王
山
の
麓
、
山
崎
で
戦
い

武
運
拙
く
一
敗
地
に
ま
み
れ
て

敢
え
な
く
露
と
消
え
た
の
で
あ
っ

た
。
所
謂
「
明
智
の
三
日
天
下
」

で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
ま
で
辿
り
着
い
た

と
き
、
あ
る
一
つ
の
疑
問
が
生

ま
れ
た
の
で
あ
る
。
秀
吉
と
光

秀
は
同
じ
様
な
働
き
を
し
な
が

ら
何
故
明
と
暗
に
岐
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
、
な
ぜ
光
秀
独
り
が

信
長
の
勘
気
に
触
れ
堪
え
難
き

仕
打
ち
の
数
々
を
受
け
、
追
い

詰
め
ら
れ
た
の
か
と
言
う
こ
と

で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
と
思
い
巡

ら
し
て
見
る
と
き
心
に
浮
か
ん

だ
事
が
あ
る
。

秀
吉
は
尾
張
中
村
在
の
百
姓

の
生
ま
れ
で
日
吉
丸
と
言
っ
た

が
幼
く
し
て
生
家
を
飛
び
出
し
、

野
武
士
の
蜂
須
賀
小
六
に
拾
わ

れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、

織
田
家
の
足
軽
と
な
り
主
君
信

長
の
草
履
取
り
か
ら
身
を
起
こ

し
た
が
、
持
ち
前
の
明
る
さ
と

才
智
に
富
み
主
君
大
事
と
仕
え

た
。
そ
の
誠
実
さ
が
信
長
に
認

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
秀
吉
は

ど
の
様
な
と
き
で
も
「
お
館
様
！
」

と
言
っ
て
信
長
の
懐
に
飛
び
込

ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
た

か
も
幼
子
が
泣
き
な
が
ら
母
親

の
胸
元
に
し
が
み
つ
く
様
に
良

い
時
も
悪
い
時
も
信
長
の
胸
へ

飛
び
込
ん
で
行
っ
て
信
長
の
心

を
揺
さ
ぶ
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
光
秀
は
美
濃
国
明
智
庄

の
城
主
を
父
に
持
ち
清
和
源
氏

の
美
濃
の
守
護
職
、
土
岐
氏
の

支
族
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

名
門
の
生
ま
れ
に
加
え
諸
学
に

通
じ
和
歌
、
茶
の
湯
に
も
通
じ

る
当
時
の
戦
国
武
将
に
は
珍
し

い
文
化
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
教

養
の
深
さ
が
、
や
が
て
粗
暴
で

天
を
恐
れ
ぬ
主
君
信
長
を
見
る

眼
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

天
下
布
武
の
名
の
元
に
勝
つ
た

め
に
は
手
段
を
選
ば
ず
、
果
て

は
比
叡
山
の
焼
打
ち
や
朝
廷
を

朝
廷
と
も
思
わ
ぬ
信
長
の
狂
気

じ
み
た
行
為
に
、
何
時
し
か
光

秀
は
秀
吉
の
様
に
何
が
何
で
も

我
武
者
ら
に
付
い
て
行
け
な
く

な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、

信
長
を
見
る
眼
が
変
わ
っ
た
の

で
あ
る
。
今
ま
で
と
違
う
或
る

種
の
覚
め
た
眼
で
信
長
を
見
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
光
秀
の
心
変
わ
り
を

以
心
伝
心
、
敏
感
な
信
長
が
見

逃
す
筈
が
な
く
腹
立
ち
の
余
り

光
秀
に
対
し
て
、
あ
の
様
な
狂

気
じ
み
た
行
為
を
重
ね
て
行
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う

の
で
あ
る
。
畢
竟
、
光
秀
の
心

の
内
を
読
ん
だ
信
長
の
行
為
で

あ
っ
た
の
だ
と
自
分
な
り
に
結

論
付
け
て
此
の
稿
を
終
わ
る
こ

と
に
す
る
。

光
秀
を
讃
ふ
盆
唄
月
走
る

益
雄

（
師
走
の
比
叡
山
麓
に
て
）
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織
田
信
長
の

全
国
統
一

本
能
寺
の
変
へ

秀
吉
の
生
い
立
ち

光
秀
の
生
い
立
ち

山麓より比叡を仰ぐ

光
秀
の
心
の
内
と
は



私
達
坂
本
城
を
考
え
る
会
も

三
年
目
を
迎
え
ま
し
て
、
新
た

な
気
持
ち
で
こ
の
一
年
を
精
一

杯
頑
張
り
た
い
と
願
っ
て
お
り

ま
す
。

昨
年
は
十
一
月
に
地
元
の
日

吉
中
学
校
生
徒
に
坂
本
城
の
歴

史
に
出
前
講
座
に
出
か
け
ま
し

た
。ま

た
地
元
下
阪
元
学
区
の
文

化
祭
に
も
初
め
て
出
展
す
る
事

が
出
来
ま
し
て
大
き
な
反
響
を

呼
び
ま
し
た
。

私
達
の
活
動
が
着
実
に
地
元

に
密
着
し
た
運
動
と
な
り
ま
し

た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宣
教
師
ル
イ

ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、
そ
の
著
書

「
日
本
史
」
の
中
で
、
こ
う
記

し
て
い
る
。
「
琵
琶
湖
の
ほ
と

り
に
あ
る
坂
本
と
呼
ば
れ
た
地

に
邸
宅
と
城
砦
を
築
い
た
が
、

そ
れ
は
日
本
人
に
と
っ
て
豪
壮

華
麗
な
も
の
で
、
信
長
が
安
土

山
に
建
て
た
も
の
に
つ
ぎ
、
こ

の
明
智
の
城
ほ
ど
有
名
な
も
の

は
天
下
に
は
な
い
ほ
ど
で
あ
っ

た
。確

か
に
か
っ
て
琵
琶
湖
の
ほ

と
り
に
は
、
大
天
守
と
小
天
守

を
備
え
た
、
堂
々
た
る
坂
本
城

が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
豪
壮
な
水
城
も
、
天
正
十

年
六
月
、
本
能
寺
に
信
長
を
襲

撃
し
た
光
秀

が
、
そ
の
後

に
起
き
た
山

崎
の
戦
で
秀

吉
に
敗
れ
、

堀
秀
政
に
攻

め
ら
れ
て
、

廃
墟
と
化
し

た
。
私
が
訪

れ
た
際
も
、
た
だ
城
址
に
、
標

識
が
ポ
ツ
ン
と
淋
し
げ
に
立
っ

て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
ん

な
坂
本
城
を
復
興
さ
せ
よ
う
と

い
う
動
き
が
今
、
地
元
の
方
々

の
間
か
ら
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。

か
っ
て
光
秀
は
、
こ
の
坂
本
城

に
堺
の
商
人
津
田
宗
及
を
招
い

て
、
茶
会
を
催
し
た
後
、
御
座

舟
に
乗
っ
て
琵
琶
湖
の
対
岸
に

あ
る
、
主
君
信
長
の
住
む
、
安

土
城
に
向
か
っ
た
と
い
う
記
録

が
あ
る
。

そ
の
と
き
光
秀
は
い
っ
た
い
、

何
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

お
そ
ら
く
坂
本
城
を
復
興
し
ょ

う
と
す
る
地
元
の
方
々
は
、
そ

の
時
の
光
秀
の
気
持
ち
を
、
少

し
で
も
分
か
り
た
い
が
た
め
に
、

再
建
運
動
を
思
い
描
い
た
に
相

違
な
い
。
夢
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
夢
で
も
い
い
で
は
な
い

か
。
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
が
称

賛
し
た
光
秀
の
居
城
を
、
も
う

一
度
眺
め
た
い
と
思
う
の
は
、

何
も
地
元
の
方
々
ば
か
り
で
は

あ
る
ま
い
。
夢
が
実
現
す
る
こ

と
を
祈
り
た
い
…
。
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新
年
の
抱
負

会
長

天
田

省
三

光
秀
の
意
地
鳥
羽
一
郎

お

と

こ

（セ
リ
フ
）

こ
れ
が
光
秀
の
本
音
に
ご
ざ

り
ま
す

一
寸
の
虫
に
も
五
分
の
魂

や
ら
ね
ば
や
ら
れ
る

戦
国

の
掟

わ
し
は
主
を
間
違
え
た
よ
う

じ
ゃ

編集後記
今号より新聞形式で

編集しました。都合に

より記事が後先になり

ました。今後とも読み

やすくしていきますの

で、ご意見や記事をお

寄せください。（ふ）

坂
本
城
雑
感

東
京
都

斎
藤

秀
夫

新
年
は
更
に
地
元
の
学
区

民
に
広
く
認
知
さ
れ
る
運
動

と
な
る
事
を
願
っ
て
お
り
ま

す
。出

来
得
れ
ば
私
達
の
運
動

に
行
政
が
手
を
貸
し
て
く
れ

る
よ
う
に
な
れ
ば
、
大
き
な

前
進
と
な
る
筈
で
す
。

坂
本
城
を
考
え
る
会
が
更

に
大
き
な
力
と
な
る
事
を
夢

見
つ
つ
、
今
年
も
頑
張
り
ま

し
ょ
う
。

今
年
に
入
り
最
初
の
嬉
し

い
ニ
ュ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て

思
い
掛
け
な
い
チ
ャ
ン
ス
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
二
月
十
五

日
大
津
市
民
会
館
でN

H
K

の

ぞ
自
慢
大
会
に
出
場
す
る
事

と
な
り
ま
し
た
。

ゲ
ス
ト
の
鳥
羽
一
郎
が
昨

年
夏
「
光
秀
（
お
と
こ
）
の

意
地
」
を
発
表
し
て
い
ま
す

の
で
、
こ
の
歌
を
私
が
代
表

し
て
唄
い
ま
す
。

又
と
な
い
宣
伝
の
機
会
と

し
て
全
国
に
発
信
し
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

勇
気
を
奮
っ
て
…
、
ご
声

援
く
だ
さ
い
。

昨年乗船した一番丸


