
一
世
を
風
靡
し
た
「
上
を

向
い
て
歩
こ
う
」
の
作
詞
家

で
著
名
な
永
六
輔
さ
ん
は
、

東
京
浅
草
の
お
寺
に
生
ま
れ
、

十
六
歳
の
時
に
太
平
洋
戦
争

開
戦
の
為
に
小
諸
の
隣
村
三

岡
に
疎
開
し
ま
し
た
。
当
時

旧
制
の
中
学
生
で
す
か
ら
上

田
中
学
に
編
入
し
、
三
岡
か

ら
小
梅
線
小
諸
乗
り
換
え
で

上
田
ま
で
汽
車
通
学
し
て
い

ま
し
た
。

そ
の
頃
小
諸
に
は
女
学
校

と
商
業
校
だ
け
だ
っ
た
為
に
、

旧
制
の
中
学
が
開
校
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
我
々
は
上
田

ま
で
汽
車
通
学
せ
ず
に
済
ん

だ
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の

二
年
後
に
学
制
改
正
が
施
行

さ
れ
た
為
に
小
諸
中
学
は
廃

校
と
な
っ
て
し
ま
い
、
上
田

松
尾
高
校
の
二
年
に
編
入
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
編
入
し
た
ク
ラ
ス
に
永
六

輔
さ
ん
が
お
り
出
会
い
の
始

ま
り
で
す
。

授
業
が
終
わ
り
、
い
つ
も

の
数
人
の
仲
間
と
上
田
駅
発

午
後
三
時
三
十
五
分
の
上
り

列
車
に
乗
り
約
三
十
分
、
小

諸
駅
で
下
車
。
我
々
小
諸
在

住
者
は
そ
の
ま
ま
家
に
帰
る

が
、
永
さ
ん
は
小
梅
線
乗
り

換
え
の
待
ち
時
間
潰
し
の
為
、

懐
古
園
の
馬
場
を
散
歩
す
る

の
が
日
課
で
し
た
。
東
屋
で

寛
い
だ
り
、
歩
い
た
り
し
て

い
る
う
ち
に
、
今
日
一
日
学

校
で
苛
め
ら
れ
た
事
な
ど
が

脳
裏
に
浮
か
び
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
目
に
涙
が
に

じ
み
、
歌
詞
の
始
ま
り
で
す
。

作
曲
は
中
村
八
大
さ
ん
、
歌

は
坂
本
九
ち
ゃ
ん
で
発
売
さ

れ
た
ら
、
瞬
く
間
に
一
世
を

風
靡
し
た
こ
と
は
皆
さ
ん
よ

く
ご
存
じ
の
通
り
で
す
。

平
成
二
十
一
年
（
２
０
０

９
年
）
小
諸
市
が
市
制
施
行

五
十
五
周
年
を
記
念
し
て
、

「
小
諸
わ
が
思
い
出
」
と
題

し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
施
行

さ
れ
、
作
曲
家
の
小
林
亜
星

さ
ん
、
放
送
作
家
の
永
六
輔

さ
ん
、
小
諸
市
長
の
芹
沢
勤

さ
ん
の
三
人
が
パ
ネ
リ
ス
ト

と
し
て
登
壇
さ
れ
た
。

小
林
亜
星
さ
ん
は
、
お
母

さ
ん
が
南
佐
久
出
身
だ
っ
た

為
に
、
小
学
校
六
年
の
時
、

小
諸
に
疎
開
さ
れ
て
お
り
、

坂
の
上
小
学
校
に
通
わ
れ
て

い
た
経
験
か
ら
、
小
諸
に
新

幹
線
が
通
ら
な
く
て
よ
か
っ

た
・
・
・
な
ど
話
さ
れ
た
。

一
方
、
永
六
輔
さ
ん
は
、

小
諸
の
「
小
」
は
、
小
さ
い

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
優

れ
て
い
る
、
立
派
で
あ
る
と

い
う
意
味
だ
。
「
諸
」
は
多

く
の
も
の
が
混
ざ
っ
て
い
る

と
い
う
意
味
が
あ
る
。

小
諸
は
小
の
つ
く
小
海
線

沿
線
の
小
海
、
小
淵
沢
な
ど

小
の
つ
く
全
国
の
市
町
村
や

２
面
に
続
く
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作
詞
家
永
六
輔
さ
ん
と
の

青
年
期
わ
た
し
の
思
い
出

東京小諸会第6代会長
相談役 小山洋之介

「
上
を
向
い
て
歩
こ
う
」
記
念
碑

観
光
の
繁
栄
に
建
立
を
願
う

Ꭿ

上
を
向
い
て
歩
こ
う

に
じ
ん
だ
星
を
か
ぞ
え
て

思
い
出
す
夏
の
日

一
人
ぼ
っ
ち
の
夜

幸
せ
は
雲
の
上
に

幸
せ
は
空
の
上
に

上
を
向
い
て
歩
こ
う

涙
が
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に

泣
き
な
が
ら
歩
く

一
人
ぼ
っ
ち
の
夜

Ꭿ
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江
戸
期
庶
民
の
暮
ら
し
・
知

恵
に
魅
了
さ
れ
て
き
た
縁
あ
っ

て
「
四
季
報
」
編
集
の
お
手
伝

い
メ
ン
バ
ー
に
加
え
て
い
た
だ

い
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
世
の
中
動

揺
し
て
い
る
今
は
、
古
く
は
奈

良
（
大
仏
建
立
）
平
安
（
祇
園

祭
）
時
代
な
ど
、
そ
の
都
度
人
々

が
疫
病
や
災
害
を
乗
越
え
て
き

た
歴
史
の
一
つ
だ
と
も
い
え
る
。

世
に
「
天
明
の
浅
間
焼
け
」
と

称
さ
れ
る
大
災
害
で
は
、
北
山

麓
で
大
打
撃
を
う
け
人
口
が
１

／
４
に
な
っ
た
そ
の
某
村
の
復

興
に
向
け
て
、
幕
府
・
熊
本
藩

等
の
支
援
を
得
て
、
村
民
・
近

隣
住
民
が
力
を
合
わ
せ
て
新
し

い
家
族
を
作
っ
た
と
伝
わ
る
。

ご
縁
を
繋
ぎ
直
し
た
話
は
感
動

的
で
さ
え
あ
る
。
今
を
生
き
る

者
と
し
て
、
徒
に
人
と
の
距
離

を
避
け
る
の
で
は
な
く
、
人
と

人
を
繋
ぐ
縁
の
大
切
さ
を
思
い

直
し
た
い
。
こ
の
編
集
の
お
手

伝
い
で
、
小
諸
と
東
京
の
間
を

少
し
で
も
繋
ぐ
「
ご
縁
」
の
き
っ

か
け
や
手
助
け
に
な
れ
ば
幸
せ

と
思
っ
て
い
る
。（

石
井
晃
）

豊
か
な
自
然
と
情
緒
あ
ふ
れ

る
人
と
の
ふ
れ
あ
い
の
町
小
諸
。

小
諸
市
で
は
「
住
み
た
い
、
行

き
た
い
、
帰
っ
て
き
た
い
ま
ち

小
諸
」
を
合
言
葉
に
「
小
諸
ふ

る
さ
と
市
民
」
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
小
諸
市
民
以
外
は
誰
で

も
登
録
で
き
ま
す
。
数
々
の
特

典
が
あ
り
、
東
京
小
諸
会
又
は

小
諸
市
の
H
P
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
東
京
小
諸
会
を
通
じ
て
ふ

る
さ
と
市
民
に
登
録
し
て
い
た

だ
い
た
会
員
に
は
東
京
小
諸
会

か
ら
も
行
事
等
の
ご
案
内
を
い

た
し
ま
す
。
東
京
小
諸
会
の
会

員
登
録
と
合
わ
せ
て
い
た
だ
く

と
便
利
で
す
。
登
録
は
東
京
小

諸
会
H
P
か
ら
で
き
ま
す
。
ま

た
東
京
小
諸
会
で
は
小
中
高
生

を
対
象
に
「
小
諸
こ
ど
も
ふ
る

さ
と
市
民
」
の
組
織
を
展
開
中

で
す
。
第
２
第
３
の
ふ
る
さ
と

と
し
て
四
季
折
々
に
小
諸
で
の

ふ
る
さ
と
生
活
を
体
験
す
る
企

画
で
す
。
「
小
諸
こ
ど
も
ふ
る

さ
と
市
民
」
の
中
か
ら
「
小
諸

こ
ど
も
ふ
る
さ
と
大
使
（
Y
A

C
K
）
」
を
任
命
し
、
小
諸
の

行
事
に
参
加
し
た
り
、
小
諸
の

宣
伝
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Y
A
C
K
の
活
躍
は
、
四
季
報

や
H
P
等
で
配
信
し
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
は
、
個
人

の
住
民
税
の
範
囲
内
の
金
額
を

自
分
が
望
む
自
治
体
（
主
に
ふ

る
さ
と
）
に
寄
贈
す
る
こ
と
に

よ
り
、
ふ
る
さ
と
の
財
政
に
寄

与
す
る
制
度
で
す
。
自
治
体
か

ら
は
お
礼
に
自
治
体
特
産
品
の

返
礼
が
あ
り
ま
す
。
小
諸
の
返

礼
品
に
は
魅
力
的
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
税
法
上
の
優

遇
処
置
が
あ
り
、
確
定
申
告
で

支
払
額
相
当
の
税
額
控
除
が
あ

り
、
実
質
的
な
負
担
無
く
ふ
る

さ
と
の
特
産
品
を
味
わ
い
、
故

郷
へ
の
貢
献
に
も
な
り
ま
す
。

東
京
小
諸
会
や
小
諸
市
の
H
P

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
東
京
小
諸

会
で
は
「
ふ
る
さ
と
納
税
O
N

E
H
U
N
D
R
E
D
C
L
U

B
」
の
会
員
を
募
集
し
て
お
り

ま
す
。
ふ
る
さ
と
納
税
10
万
円

以
上
の
会
員
で
、
税
額
控
除
、

返
礼
品
等
の
他
に
、
東
京
小
諸

会
主
催
の
特
別
小
諸
探
訪
旅
行

や
特
別
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
等
の
他

小
諸
市
の
幹
部
と
の
懇
談
会
も

あ
わ
せ
た
特
別
企
画
等
へ
の
ご

案
内
を
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
：

東
京
小
諸
会
事
務
局

ዻ
ᨼ
ࢸ
ᚡ

小諸市キャラクター（こもろん）

東
京
小
諸
会

ふ
る
さ
と
納
税

美
味
し
い
と
今
人
気
の
返
礼
品

返
礼
を
活
用
し
て
ゴ
ル
フ
を

 ONE HUNDRED
CLUB

ဨເ㞟



１
面
か
ら
続
く

『
コ
モ
ロ
』
（
タ
ン
ザ
ニ
ア

近
く
の
イ
ン
ド
洋
に
浮
か
ぶ

島
）
と
連
携
を
と
っ
た
ら
ど

う
か
、
な
ど
提
案
さ
れ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
、
そ

ろ
そ
ろ
終
わ
り
に
差
し
掛
か
っ

た
こ
ろ
、
突
然
場
内
か
ら
手

が
上
が
り
「
懐
古
園
に
永
さ

ん
作
詞
の
『
上
を
向
い
て
歩

こ
う
』
の
歌
碑
を
建
て
て
欲

し
い
」
と
の
声
が
あ
が
り
、

永
さ
ん
は
建
立
に
前
向
き
な

考
え
を
示
め
さ
れ
「
あ
の
歌

は
懐
古
園
で
涙
し
た
時
に
作
っ

た
歌
」
と
話
さ
れ
た
。

そ
の
後
を
受
け
て
芹
澤
市

長
は
「
ご
主
旨
は
分
か
り
ま

し
た
。
皆
さ
ん
の
浄
財
を
お

願
い
し
ま
す
」
と
結
ば
れ
た
。

残
念
乍
ら
様
々
な
要
因
か
ら

歌
碑
は
実
現
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
現
在
は
、
地
域
の
特
性

を
生
か
し
た
観
光
資
源
を
活

用
し
て
、
観
光
客
を
呼
び
込

み
、
街
の
発
展
に
つ
な
げ
よ

う
と
懸
命
で
す
。

小
諸
に
は
藤
村
碑
が
あ
り

ま
す
新
た
に
「
上
を
向
い
て

歩
こ
う
」
の
碑
を
建
て
、
小

諸
の
発
展
に
役
立
て
て
は
と

提
案
し
ま
す
。
（
市
町
出
身
）
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果
た
し
て
出
来
る
の
だ
ろ
う

か
。
開
催
ま
で
２
カ
月
を
切
っ

た
が
賛
否
両
論
が
定
ま
ら
な
い
。

国
際
行
事
だ
け
に
各
国
の
方
針

や
経
済
活
動
な
ど
に
影
響
は
必

至
で
あ
る
。
ま
た
生
死
に
影
響

す
る
だ
け
に
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

の
生
産
や
接
種
の
動
向
は
気
に

な
る
。

さ
て
お
き
、
一
昨
年
来
突
然

に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が

流
行
り
だ
し
た
。
世
界
中
約
３

５
２
万
人
（
５
・
30
現
在
）
の

犠
牲
者
だ
と
い
う
。
し
か
も
衰

え
る
兆
し
は
な
く
増
え
つ
つ
あ

る
と
聞
く
。
国
内
で
は
、
ワ
ク

チ
ン
接
種
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
の
進
め
方
は
最
高
年
齢
者
か

ら
順
番
と
な
っ
て
い
る
。
小
生

は
３
週
間
後
の
６
月
12
日
が
2

回
目
の
予
定
で
あ
る
が
、
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
開
催
ま
で
残
り
１
月

余
と
な
る
。
現
在
日
本
は
接
種

が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
報
道
で

あ
る
が
間
に
合
う
の
で
あ
ろ
う

か
。
効
き
目
が
あ
る
と
良
い
が

祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

堀

英
毅＝

与
良
町
出
身

坂
の
町
小
諸
、
浅
間
山
の
裾

野
に
広
が
る
小
諸
。
い
つ
も
白

い
煙
を
吐
く
美
し
い
浅
間
山
、

清
ら
か
な
流
れ
の
千
曲
川
は
時

に
は
濁
流
が
渦
を
ま
く
事
も
あ

り
ま
し
た
。
大
自
然
の
中
の
懐

古
園
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
自
然

の
中
の
小
諸
で
生
ま
れ
育
ち
ま

し
た
事
、
本
当
に
う
れ
し
く
幸

せ
な
心
の
財
産
で
あ
り
宝
で
す
。

何
処
ま
で
行
っ
て
も
坂
の
町
、

私
が
野
岸
小
学
校
の
入
学
式
に

祖
父
に
袴
姿
で
連
れ
て
行
っ
て

頂
い
た
時
、
坂
道
の
遠
か
っ
た

思
い
出
は
今
も
心
に
残
っ
て
い

ま
す
。
三
年
生
か
ら
は
坂
の
上

小
学
校
に
変
わ
っ
た
。
中
央
通

り
も
坂
、
相
生
町
も
坂
、
市
町

も
坂
、
新
町
と
登
り
下
っ
た
。

今
思
う
と
雨
の
日
も
雪
の
日
も

と
ん
で
も
な
い
距
離
だ
っ
た
。

下
駄
の
人
、
草
履
の
人
も
い
た
。

坂
道
は
砂
利
道
や
砂
道
で
、
雨

の
日
も
雪
の
日
も
元
気
に
歩
い

て
い
た
事
が
源
と
な
り
今
日
ま

で
八
十
年
健
康
で
元
気
で
い
ら

れ
る
事
を
思
い
ま
す
。
う
れ
し

く
感
謝
の
心
で
一
ぱ
い
で
す
。

我
が
心
の
ふ
る
さ
と
小
諸
に
信

州
に
誇
り
を
持
ち
懐
し
い
楽
し

か
っ
た
坂
の
町
信
州
小
諸
が
ま

す
ま
す
発
展
す
る
事
を
信
じ
願
っ

て
お
り
ま
す
。

白
鳥
ひ
さ
じ
（
旧
姓
広
瀬
）

＝

新
町
出
身

袴
姿
で
入
学
式

祖
父
に
つ
れ
ら
れ

昭
和
２
年
に
千
曲
川
を
見
下

ろ
す
懐
古
園
の
高
台
に
藤
村
の

詩
碑
が
建
立
さ
れ
て
か
ら
１
世

紀
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
か
っ

て
「
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
」

の
タ
イ
ト
ル
で
教
科
書
に
も
載
っ

た
小
諸
人
に
と
っ
て
は
思
い
が

深
い
詩
で
あ
り
、
記
念
碑
で
あ

る
。
藤
村
は
こ
の
「
小
諸
な
る
」

を
「
千
曲
川
旅
情
の
歌
（
一
）
」

と
し
て
更
に
「
千
曲
川
旅
情
の

歌
（
二
）
」
と
あ
わ
せ
て
「
千

曲
川
旅
情
の
歌
」
と
し
た
。
当

初
藤
村
は
「
千
曲
川
旅
情
の
歌

（
二
）
」
を
記
念
碑
に
望
ん
で

い
た
が
小
諸
と
の
関
係
で
「
千

曲
川
旅
情
の
歌
（
一
）
」
が
詩

碑
と
な
っ
た
。
今
回
約
１
０
０

年
ぶ
り
に
「
千
曲
川
旅
情
の
歌

（
二
）
」
が
建
設
さ
れ
る
。
第

一
藤
村
詩
碑
と
一
対
の
今
回
の

第
二
藤
村
詩
碑
の
建
設
は
新
た

な
小
諸
の
名
所
と
し
て
期
待
さ

れ
る
。
現
在
建
設
費
の
募
金
中

で
す
。
東
京
小
諸
会
の
皆
様
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳

細
は
東
京
小
諸
会
事
務
局
（
０

４
８
・
７
９
６
・
５
３
９
１
）

Ϥ

ᥢ

ᬖ

Ҽ

→
Ⅿ

↓

↴

「
第
二
藤
村
詩
碑
」

建
設
の
ご
協
力
を

懐古園の藤村碑
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小
山
亮
（
ま
こ
と
、
明
治
28

年
生
ま
れ
）
は
小
山
宗
家
の
息

子
で
あ
り
、
父
の
久
之
助
は
自

由
民
権
運
動
家
で
中
江
兆
民
の

高
弟
で
あ
っ
た
。
亮
は
五
島
慶

太
と
旭
海
運
を
作
り
、
代
議
士

も
務
め
た
。
子
供
心
に
も
偉

い
人
と
思
っ
て
い
た
。
男
度

胸
、
い
つ
も
野
に
あ
っ
て
、

一
匹
狼
、
常
に
弱
者
の
味
方
、

お
ご
る
者
、
不
正
な
者
は
震
え

上
が
っ
た
と
い
う
。

昭
和
20
年
代
の
頃
、
何
か
用

事
が
あ
り
、
母
に
連
れ
ら
れ
本

家
の
裏
手
に
あ
っ
た
亮
さ
ん
の

家
に
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
奥

様
が
お
茶
を
い
れ
て
く
だ
さ
り
、

お
茶
請
け
に
動
物
の
形
を
し
た

ビ
ス
ケ
ッ
ト
が
出
さ
れ
た
。

（
ク
マ
、
キ
リ
ン
、
ニ
ワ
ト
リ
、

ゾ
ウ
な
ど
の
形
を
し
た
も
の
）

恥
知
ら
ず
に
も
私
は
そ
れ
ら
の

ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
御
代
わ
り
ま
で

し
て
、
頂
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

奥
様
は
快
く
御
代
わ
り
を
聞
い

て
く
だ
さ
り
ま
し
た
。
そ
の
と

き
亮
さ
ん
は
一
言
、
「
子
供
は

こ
う
で
な
く
て
は
い
け
な
い
・
・
・
」

と
お
っ
し
ゃ
た
こ
と
を
い
ま
で

も
記
憶
し
て
い
る
。

帰
り
道
、
母
か
ら
ひ
ど
く
叱

ら
れ
ま
し
た
。
「
あ
あ
・
・
、

恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
た
。
家

で
は
な
に
も
食
べ
さ
せ
て
い
な

い
様
に
思
わ
れ
て
し
ま
っ
た
」

と
。小

山
亮
に
つ
い
て
書
か
れ
た

著
作
「
反
骨
一
代

ー
回
想

の
小
山
亮
ー
」
が
全
日
本
船
舶

職
員
協
会
に
あ
り
ま
す
。
是
非

ご
一
読
を
。

小
山
平
六＝

与
良
町
出
身

今
か
ら
30
年
余
り
前
、
私
は

Ｔ
都
市
銀
行
日
本
橋
支
店
に
勤

め
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
取

引
先
の
社
長
さ
ん
が
来
訪
さ
れ

応
接
室
に
ご
案
内
し
た
と
こ
ろ
、

部
屋
に
入
ら
れ
た
途
端
、
壁
に

か
か
っ
た
絵
画
を
じ
っ
と
凝
視

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
絵
は
素
人

目
に
は
な
ん
の
変
哲
も
な
い
ど

こ
か
の
お
城
を
描
い
た
油
絵
で

し
た
。
「
こ
の
絵
の
作
者
を
ご

存
知
で
す
か
」
と
問
わ
れ
た
の

で
、
正
直
に
「
知
り
ま
せ
ん
」

と
答
え
る
と
、
「
こ
の
絵
は
銀

行
の
頭
取
室
か
役
員
室
に
飾
る

の
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
す
よ
」

と
穏
や
か
に
話
さ
れ
ま
し
た
。

絵
の
作
者
は
文
化
勲
章
を
受
章

さ
れ
た
小
山
敬
三
画
伯
で
、
小

諸
の
出
身
で
あ
る
こ
と
や
姫
路

城
と
浅
間
山
の
絵
が
多
い
こ
と

な
ど
詳
し
い
説
明
を
お
聞
き
し

ま
し
た
。
私
は
絵
画
な
ど
芸
術

方
面
に
全
く
無
知
で
あ
っ
た
こ

と
に
恥
じ
入
り
、
そ
の
後
、
休

暇
を
利
用
し
て
小
諸
の
懐
古
園

内
に
在
る
小
山
敬
三
美
術
館
を

訪
問
し
ま
し
た
。
く
だ
ん
の
絵

は
応
接
室
か
ら
支
店
長
室
に
移

し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
２
度
の

銀
行
合
併
を
経
て
支
店
は
統
合

さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、

今
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
不
明

で
す
。内

藤
徹
雄＝

元
共
栄
大
学

副
学
長
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糠塚山の中腹に建立（内堀功：作）されて
いる 小山亮像


