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山
城
と
は
、
松
本
城
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
石
垣
も
天
守
も
無
く
、
山
の
地
形

を
利
用
し
土
塁
と
空
堀
と
い
う
た
だ
の

土
で
造
ら
れ
た
城
の
こ
と
を
い
う
。
地

上
の
構
築
物
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
大
地

を
整
地
し
た
跡
が
風
化
し
な
が
ら
残
っ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。

　

明
科
地
域
に
は
武
士
や
土
豪
の
屋
敷

跡
が
多
く
、
城
や
見
張
り
場
所
、
館
に

関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
地
名
が
多
く
あ

る
。
城じ

ょ
う
の
み
ね峯
や
木
戸
、
物
見
岩
な
ど
で
あ

る
。
光
氏
、塔と

う
の
は
ら原
氏
、仁に

し
な科
氏
、大お

お
あ
し葦（
大

足
）
氏
、
日ひ

き岐
（
丸
山
）
氏
、
会あ

い
だ田
氏
、

青
柳
氏
な
ど
が
勢
力
を
張
っ
て
い
た
様

子
が
う
か
が
え
る
。

　

12
月
６
日
、
明
科
公
民
館
と
明
科
い

い
ま
ち
つ
く
ろ
う

か
い
!!
が
開
催
し

た
明
科
再
発
見
ウ

オ
ー
キ
ン
グ
は
、

市
内
最
大
規
模
の

戦
国
山
城
遺
構
で

あ
る
塔
原
城じ

ょ
う
し趾

（
城
跡
）
を
約
30

人
が
歩
い
た
。

　

吐と
っ
ち
ゅ
う中
地
区
の
大

手
口
か
ら
登
り
始

め
、
標
高
差
は
１

５
０
㍍
ほ
ど
だ

が
、
登
山
道
と

は
言
え
な
い
道

を
1
時
間
ほ
ど

か
け
歩
い
た
。

事
前
に
主
催
者

で
整
備
し
た
も

の
の
、
滑
り
や

す
い
落
ち
葉
の

積
も
っ
た
足
場

の
悪
い
斜
面
を
、

戦
国
武
士
に
な

っ
た
つ
も
り
で
ひ

た
す
ら
主
郭
を

目
指
し
た
。

　

北
風
が
頬
に
冷
た
く
感
じ
る
ウ
オ
ー

キ
ン
グ
で
あ
っ
た
が
、
心
が
熱
く
な
る

出
来
事
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
88
歳
の
女

性
が
完
歩
さ
れ
た
事
だ
。「
普
段
か
ら

歩
く
事
を
心
が
け
て
い
る
。
過
去
に
公

民
館
講
座
で
塔
原
城
趾
の
事
を
学
ん
だ

の
で
、
そ
の
時
の
学
び
を
自
分
の
足
で

確
か
め
る
事
が
で
き
、感
慨
深
か
っ
た
」

と
話
さ
れ
る
姿
に
、
い
く
つ
に
な
っ
て

も
学
び
、
体
を
鍛
え
る
事
の
大
切
さ
を

教
え
ら
れ
た
。

　

今
回
、
定
員
を
超
え
る
申
し
込
み
が

あ
っ
た
山
城
巡
り
は
、
豊
か
な
安
曇
野

の
自
然
の
中
で
免
疫
力
を
高
め
る
活
動

の
ひ
と
つ
と
し
て
続
け
て
い
き
た
い
。

「
Ｙ′
ｓ　

Ｇ
ｅ
ｍ
」

は
、
プ
ロ
の
ジ
ャ
ズ

ボ
ー
カ
リ
ス
ト
で
あ

る
Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
さ
ん
の

ボ
ー
カ
ル
教
室
の
生

徒
が
結
成
し
た
ユ
ニ

ッ
ト
だ
。
男
性
も
Ｙ

Ｏ
Ｋ
Ｏ
さ
ん
の
生
徒

で
あ
る
。
モ
ダ
ン
・

デ
ュ
ー
ク
ス
の
伴
奏

に
乗
っ
て
代
わ
る
代

わ
る
艶
や
か
に
歌
う

４
人
の
女
性
ボ
ー
カ

リ
ス
ト
の
歌
声
や
、
男
性
の
渋
い
歌
声

が
会
場
の
観
客
を
魅
了
し
た
。

　

最
後
に
は
サ
プ
ラ
イ
ズ
で
Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ｏ

さ
ん
が
特
別
出
演
し
、
２
曲
歌
っ
た
。

さ
す
が
プ
ロ
、
そ
の
歌
声
に
会
場
は
乗

り
乗
り
に
盛
り
上
が
っ
て
コ
ン
サ
ー
ト

を
終
了
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
コ
ロ
ナ
禍
の
自
粛

ム
ー
ド
を
吹
き
飛
ば
す
開
放
感
が
あ
ふ

れ
て
お
り
、心
地
よ
く
う
れ
し
か
っ
た
」

「
楽
し
い
時
間
を
あ
り
が
と
う
！
緊
張

が
取
れ
た
。
ま
た
頑
張
ろ
う
」「
生
で

ジ
ャ
ズ
が
聴
け

て
幸
せ
で
す
。

歌
手
の
方
の
哀

愁
の
あ
る
歌
声

が
素
晴
ら
し
か

っ
た
。
プ
ロ
の

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
さ
ん

の
歌
が
聴
け
て

感
激
」
な
ど
の

感
想
が
あ
っ

た
。

　

穂
高
公
民
館
で
は
、10
月
10
日
に「
オ

ー
タ
ム
・
ジ
ャ
ズ
コ
ン
サ
ー
ト
」
を
開

催
し
た
。
当
初
、
7
月
に
「
夕
涼
み
ジ

ャ
ズ
コ
ン
サ
ー
ト
」
を
予
定
し
て
い
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
拡

大
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
、
秋
に
延
期
し

た
も
の
で
あ
る
。コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
、

先
着
50
人
限
定
の
申
込
制
と
し
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
は
、
2
部
構
成
で
行
わ

れ
、
第
1
部
は
「
モ
ダ
ン
・
デ
ュ
ー
ク

ス
」
の
演
奏
か
ら
始
ま
っ
た
。

　

モ
ダ
ン
・
デ

ュ
ー
ク
ス
は
、

50
数
年
前
、
信

州
大
学
の
学
生

が
結
成
し
た
モ

ダ
ン
・
ジ
ャ
ズ

の
サ
ー
ク
ル

で
、
13
年
前
に

老
後
の
生
き
が

い
に
と
再
結
成

し
た
バ
ン
ド
で

あ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
シ
ル
バ
ー
エ
イ

ジ
の
皆
さ
ん
で
あ
る
。
ジ
ャ
ズ
の
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
曲
を
中
心
と
し
た
演
奏
で
あ

っ
た
が
、
魔
女
の
宅
急
便
よ
り
「
海
の

見
え
る
街
」
な
ど
の
ア
ニ
メ
曲
も
織
り

交
ぜ
な
が
ら
の
軽
快
な
演
奏
に
、
体
で

リ
ズ
ム
を
と
り
な
が
ら
聴
い
て
い
る
人

も
い
た
。

　

第
２
部
は
ボ
ー
カ
ル
特
集
で
、
ア
マ

チ
ュ
ア
の
女
性
ジ
ャ
ズ
ボ
ー
カ
ル
ユ
ニ

ッ
ト
「
Ｙ′ｓ　

Ｇｅｍ
」
の
４
人
と
１

人
の
男
性
ボ
ー
カ
リ
ス
ト
が
歌
っ
た
。

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ズ
コ
ン
サ
ー
ト

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ズ
コ
ン
サ
ー
ト

山山  
城城  
巡巡  

りり

明
科
再
発
見
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

明
科
再
発
見
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

穂
高
公
民
館

穂
高
公
民
館

ジャズボーカリストの YOKO さん

Y's Gem のボーカル

モダンデュークスの演奏

安曇野市

中央公民館
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安
藤
登
志
子
さ
ん
が
代
表
を
務
め
る

「
安
曇
野
お
こ
と
の
会
」
は
、
数
年
前

ま
で
は
３
団
体
で
活
動
し
て
い
た
が
、

現
在
は
安
藤
箏
曲
教
室
だ
け
に
な
っ

た
。
安
藤
さ
ん
は
「
箏
を
皆
に
楽
し
ん

で
も
ら
う
」
を
信
条
に
し
て
お
り
、
た

と
え
会
が
１
団
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

も
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
、
機
会

あ
る
ご
と
に
精
力
的
に
箏
曲
の
魅
力
を

伝
え
続
け
て
い
る
。

　

安
藤
箏
曲
教
室
に
は
、
10
数
人
の
お

弟
子
さ
ん
が
い
て
、
火
・
水
・
金
曜
日

の
午
後
に
稽
古
を
し
て
い
る
。
小
学
生

の
お
弟
子
さ
ん
も
い
て
、
大
人
と
共
に

発
表
の
場
に
立
っ
て
い
て
将
来
が
楽
し

み
で
あ
る
。

　

安
曇
野
お
こ
と
の
会
は
、
45
年
前
か

ら
現
在
ま
で
名
前
を
守
り
続
け
、
多
岐

に
わ
た
り
活
動
し
て
い
る
。
福
祉
施
設

の
訪
問
も
し
て
い
る
が
、
特
に
地
域
が

発
展
す
る
事
や
地
域
の
方
々
と
の
つ
な

が
り
を
作
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
る
。
吉

野
地
区
の
文
化
祭
、
あ
づ
み
の
市
民
活

動
フ
ェ
ス
タ
な
ど
に
も
積
極
的
に
参
加

し
て
い
る
。
豊
科
地
域
文
化
祭
の
芸
能

発
表
会
に
は
30
年
以
上
参
加
し
続
け
、

地
域
の
芸
能
発
展
に
多
大
な
貢
献
を
し

て
い
る
。
活
動
で
思
い
出
深
い
の
は
、

友
好
都
市
で
あ
る
武
蔵
野
市
と
の
交
流

で
、
武
蔵
野
市
の
箏
の
グ
ル
ー
プ
と
箏

や
尺
八
で
合
奏
し
演
奏
交
流
を
行
っ
た

こ
と
だ
そ
う
だ
。

　

会
で
は
、
小
・
中
学
校
の
体
験
教
室

に
も
出
向
き
、
指
導
を
し
て
い
る
。
体

験
教
室
や
フ
ェ
ス
タ
な
ど
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
理
由
で
今
は
使
わ
れ
な
く
な
っ

た
箏
を
生
か
し
て
ほ
し
い
と
託
さ
れ
た

も
の
や
、
安
藤
さ
ん
が
も
と
も
と
所
有

し
て
い
た
も
の
、
合
わ
せ
て
10
数
面
の

箏
を
持
参
し
て
多
く
の
人
に
演
奏
を
体

験
し
て
も
ら
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
箏
は

演
奏
者
が
調
律
師
と
な
っ
て
調
弦
す
る

た
め
確
か
な
耳
が
必
要
で
あ
る
。
安
藤

さ
ん
は
幼
少
の

頃
か
ら
箏
を
習

っ
て
お
り
、
長

年
の
経
験
を
生

か
し
た
指
導
を

し
て
い
る
。

　

会
は
、45
年

前
か
ら
豊
科
芸

術
文
化
協
会
に

加
盟
し
て
い
る
。

安
藤
さ
ん
は
過

去
に
会
長
を
務

め
た
こ
と
も
あ

り
、協
会
の
発

展
に
尽
力
さ
れ

た
。
協
会
の
高

齢
化
を
心
配
し

つ
つ
、特
に
芸
能

部
門
の
衰
退
が

著
し
い
こ
と
を

懸
念
さ
れ
、横
の

つ
な
が
り
を
も

っ
と
重
視
し
て

い
き
た
い
と
語
っ

て
い
た
。

　

小
学
校
で
の
教
員
生
活
を
終
え
25
年

余
り
、
こ
の
間
、
三
郷
公
民
館
講
座
で

「
陶
芸
教
室
」「
ま
な
び
隊
」
の
講
師
と

し
て
活
動
を
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
安

曇
野
市
総
合
芸
術
展
実
行
委
員
と
し
て

も
長
年
活
動
し
て
い
る
。
活
動
を
続
け

る
た
め
に
、
健
康
づ
く
り
の
一
環
と
し

て
早
起
き
、
畑
仕
事
や
趣
味
の
盆
栽
、

陶
芸
、
食
事
の
支
度
な
ど
に
い
そ
し
ん

で
い
る
。

　

先
輩
に
誘
わ
れ
て
始
め
た
陶
芸
だ

が
、
三
郷
公
民
館
に
陶
芸
用
の
窯
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら
陶
芸
教
室
の
指
導
を
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
陶
芸
は
無
か
ら
有

を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
な
か
な
か
難
し

く
、
私
自
身
、
満
足
の
い
く
も
の
が
で

き
ず
追
い
求
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。
陶

芸
教
室
体
験
者
が
中
心
と
な
っ
て
結
成

さ
れ
た
陶
芸
ク
ラ
ブ
で
も
指
導
を
し
て

い
る
が
、
ク
ラ
ブ
の
み

な
さ
ん
は
、
作
陶
の
た

び
に
絵
付
け
や
釉
薬

を
変
え
な
が
ら
、
技
術

も
考
え
方
も
進
歩
し

て
お
り
う
れ
し
い
限

り
で
あ
る
。
教
師
生
活

で
培
っ
た
「
人
の
良
い

と
こ
ろ
を
見
つ
け

て
伸
ば
す
こ
と
」

を
心
掛
け
、
ク

ラ
ブ
の
皆
さ
ん
と

楽
し
く
作
品
作
り

を
行
い
、
三
郷
文

化
産
業
展
な
ど
へ

出
品
を
続
け
て
い

る
。

　

子
ど
も
向
け
の
公
民
館
講
座
「
ま
な

び
隊
」
の
指
導
は
、
教
職
や
公
民
館
活

動
の
先
輩
で
あ
る
故
木
船
清
先
生
の
誘

い
も
あ
り
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
活
動

内
容
は
、
た
こ
、
こ
ま
な
ど
の
遊
び
道

具
の
製
作
や
自
然
探
索
な
ど
を
中
心

に
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
で
考
え
、
作

り
、
遊
ぶ
な
ど
の
体
験
活
動
を
行
う
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
毎
回
、
子
ど
も
た

ち
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
資
料
の
準

備
を
行
う
が
、
地
域
や
自
然
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
私
自
身
も
良
い
勉
強
の
機

会
に
な
っ
て
い
る
。
今
は
土
地
の
歴
史

が
移
り
変
わ
り
、
暮
ら
し
が
便
利
に
な

っ
て
き
た
一
方
で
、
壊
れ
て
い
く
も
の

や
失
わ
れ
て
い
く
自
然
が
あ
る
こ
と
を

子
ど
も
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
い
、
自
分

た
ち
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
持
っ
て

生
き
て
い
く
べ
き
か
を
考
え
て
い
っ
て

ほ
し
い
。
そ
し
て
、
自
然
と
と
も
に
育

つ
環
境
を
大
切
に
し
な
が
ら
成
長
し
て

も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

　

こ
の
先
、
私
が
関
わ
っ
て
い
る
公
民

館
活
動
の
規
模
は
縮
小
さ
れ
て
い
く
か

も
し
れ
な
い
が
、
興
味
を
持
っ
て
く
れ

る
人
が
い
れ
ば
、
ぜ
ひ
参
加
し
、
維
持

し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

グ
ル
ー
プ
紹
介

箏
の
魅
力
を
伝
え
続
け
る

箏
の
魅
力
を
伝
え
続
け
る

安
曇
野
お
こ
と
の
会（
豊
科
）

安
曇
野
お
こ
と
の
会（
豊
科
）

三原さんが焼いた作品

令和元年度の豊科地域文化祭芸能発表会

私
は
一
生
懸
命

私
は
一
生
懸
命

三原好
よしきよ

清さん
（三郷）
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地
区
公
民
館
だ
よ
り

地
区
公
民
館
だ
よ
り

大
足
地
区
公
民
館（
明
科
）

古
き
を
尋
ね
て

古
き
を
尋
ね
て

こ
れ
は
平
面
の
外

陣
部
隅す

み
ば
し
ら柱
間
を
始

末
す
る
た
め
に
な

し
た
も
の
で
、
全

国
に
例
の
な
い
も

の
で
あ
る
。
屋
根

の
地じ

だ
る
き

垂
木
は
曲
線

の
反
り
が
強
く
美

し
い
。
巻ま

き
と斗
が
正

方
形
で
あ
り
不
思

議
に
思
わ
れ
る

が
、
室
町
時
代
の

こ
の
地
方
に
お
け

る
巻
斗
の
地
方
色

に
よ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

屋
根
上
に
見
え

る
鬼
板
の
彫
刻

な
ど
多
く
の
面
で

同
時
期
の
優
れ
た

特
徴
を
有
し
、
信

州
に
お
け
る
室
町

時
代
建
築
を
知
る

も
っ
と
も
貴
重
な

物
の
一
つ
で
あ
る
。

※
丸
桁　

垂
木
（
屋
根
を
支
え
る
棟
か

ら
軒
先
に
渡
す
長
い
木
材
）
を
支
え
る

桁
の
う
ち
、
最
も
軒
先
近
く
に
あ
る
も

の　
　
　
（
参
考
文
献
・
穂
高
町
誌
他
）

　

大
足
地
区
は
会
田
川
沿
い
に
位
置

し
、
全
戸
数
１
１
２
戸
、
人
口
２
６
４

人
で
あ
る
。
公
民
館
行
事
は
、
公
民
館

長
、
主
事
、
総
務
部
、
体
育
部
、
婦
人

部
の
計
22
人
の
役
員
が
中
心
と
な
り
計

画
し
、
開
催
し
て
い
る
。

　

昨
年
度
は
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
、
ゲ
ー

ト
ボ
ー
ル
大
会
、
敬
老
の
お
祝
い
、
人

権
学
習
、
社
協
と
共
催
の
健
康
教
室
な

ど
定
例
の
行
事
を
行
っ
た
。
明
科
地
域

市
民
運
動
会
は
雨
で
中
止
に
な
っ
た

が
、
人
口
が
少
な
い
た
め
、
他
の
地
区

と
同
じ
よ
う
に
選
手
集
め
に
は
苦
労
を

し
て
お
り
、
区
民
の
積
極
的
な
参
加
を

希
望
し
て
い
る
。

　

本
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
ほ
と

ん
ど
の
行
事
を
中
止
と
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
１
年
お
き
に
行
わ
れ
て
い
る

公
民
館
研
修
旅
行
も
中
止
と
な
っ
た
。

毎
回
大
勢
の

方
に
参
加
し

て
い
た
だ
い

て
お
り
、
近

く
に
い
て
も

会
う
事
が
少

な
い
方
た

ち
と
の
良
い

交
流
の
機
会

で
も
あ
り
大

変
残
念
だ
っ

た
。

　

も
う
一
つ

残
念
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
御
宝
田

の
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場
が
大
雨
に
よ
り

使
用
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
だ
。
公
民

館
主
催
で
大
会
を
開
催
し
て
い
る
が
、

若
い
人
か
ら
年
配
の
方
々
ま
で
が
大
勢

参
加
し
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
に
、
ぜ

ひ
と
も
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場
が
再
開
す

る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　

行
事
が
少
な
か
っ
た
分
、
施
設
に
目

を
向
け
る
事
が
で
き
た
こ
と
は
良
か
っ

た
。
前
々
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
大
足

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
集
会
施
設
の
誘
導
灯

の
チ
ェ
ッ
ク
や
業
者
に
よ
る
消
防
設
備

の
点
検
、
非
常
警
報
装
置
の
取
り
換
え

を
行
い
、
消
防
署
の
最
終
検
査
も
終
え

る
事
が
で
き
た
。
昨
年
度
、
地
区
に
お

い
て
火
災
が
発
生
し
、
改
め
て
防
災
や

災
害
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

　

ま
だ
ま
だ
行
事
が
制
限
さ
れ
る
中
、

で
き
る
事
を
見
つ
け
、
安
全
に
楽
し
く

皆
さ
ん
が
交
流
で
き
る
場
を
作
っ
て
い

け
た
ら
と
思
う
。

（
大
足
地
区
公
民
館
館
長　

瀧
澤
進
）

松
尾
寺
本
堂
は
、
市
内
に
あ
る
３
つ

の
国
指
定
重
要
文
化
財
の
１
つ
で
、
信

州
に
お
け
る
室
町
時
代
の
貴
重
な
建
築

物
と
し
て
、
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年

に
指
定
を
受
け
た
。   

松
尾
寺
は
、
山
麓
線
沿
い
の
う
っ
そ

う
と
し
た
林
の
中
に
鐘
の
な
る
丘
集
会

所
と
隣
接
し
て
あ
る
。

本
堂
は
薬
師
堂
で
、
室
町
時
代
に
北

安
曇
か
ら
南
安
曇
の
一
部
を
治
め
て
い

た
仁
科
氏
の
支
族
、
古ふ

る
ま
や厩
氏
に
よ
っ
て

大
永
8（
１
５
２
８
）年
に
建
立
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
る
。
桁け

た
ゆ
き行
三
間
、
梁は

り
ま間
三

間
の
寄よ

せ
む
ね棟
造
り
の
お
堂
と
し
て
建
て
ら

れ
て
い
る
が
、
軒
の
出
を
非
常
に
深
く

し
、
軒
支
柱
を
建
立
当
初
か
ら
立
て
て

五
間
堂
の
形
式
と
も
思
わ
れ
る
構
法
を

も
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
全
国
的
に
例

が
少
な
い
。

　

ま
た
屋
根
の
角
の
化
粧
隅す

み

木
正
面

の
左
右
２
本
は
下
か
ら
見
上
げ
た
時
、

丸が
き
ょ
う桁（
※
）を
境
に
内
部
と
外
方
と
に
お

い
て
「
く
」
の
字
型
を
な
し
て
い
る
。

�松尾寺本堂
（穂高・国指定重要文化財）

　

公
民
館
報
第
58
号
の
堀
金
の
記

事
中
「
短
歌
会
会
長
」
と
あ
る
の

は「
俳
句
会
会
長
」の
誤
り
で
し
た
。

　

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

丸
がきょう

桁

肘
ひ じ き

木

巻
ま き と

斗

鬼板の彫刻
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堀
金
公
民
館

は
１
月
15
日
と

29
日
に
「
Ｉ
Ｃ

Ｔ
（
情
報
通
信

技
術
）
講
座
」

を
同
館
講
堂
で

開
催
し
た
。
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
グ
ル

ー
プ
Ｈ
Ｉ
Ｙ
Ｏ

Ｋ
Ｏ
か
ら
吉
江

千
恵
子
さ
ん
、

白
澤
美
由
紀
さ

ん
の
２
人
を
講
師
に
迎
え
、
各
回
10
人

が
参
加
し
た
。

　

15
日
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ

ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）
の
説
明
と

閲
覧
、
29
日
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
ア
プ
リ
を
使

っ
た
会
議
の
説
明
と
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

を
使
っ
た
演
習
を
行
っ
た
。
慣
れ
な
い

タ
ブ
レ
ッ
ト
操
作
に
と
ま
ど
う
参
加
者

の
姿
も
あ
っ
た
が
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
た
。
初
め
て
ビ
デ
オ
会
議
を
体
験

し
た
参
加
者
は
「
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
と
い
う
ソ

フ
ト
の
良
さ
や
使
い
や
す
さ
が
わ
か
っ

た
。
今
後
、
ぜ
ひ
使
っ
て
み
た
い
」
と

話
し
て
い
た
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
充
実
し
て
、
オ

ン
ラ
イ
ン
ツ
ー
ル
も
普
及
し
、
コ
ロ
ナ

禍
で
テ
レ
ワ
ー
ク
（
遠
隔
地
業
務
）
や

在
宅
勤
務
が
増
加
す
る
中
、
時
勢
に
即

し
た
内
容
の
講
座
で
あ
っ
た
。
山
田
公

民
館
長
は
「
時
代
の
波
に
乗
り
、
自
分

磨
き
の
旅
に
出
て
下
さ
い
」
と
エ
ー
ル

を
送
っ
て
い
た
。

　

１
月
５
日
、
三
郷
公
民
館
で
は
３
年

生
以
上
の
小
学
生
を
対
象
に
「
書
き
初

め
教
室
」
を
開
催
し
た
。
先
生
は
書
道

家
の
片
寄
蒼そ

う
き
ゅ
う
穹
（
伸
裕
）
さ
ん
。

　

縦
に
長
い
書
き
初
め
用
紙
に
文
字
を

バ
ラ
ン
ス
良
く
書
く
こ
と
は
難
し
い

が
、
子
ど
も
た
ち
は
書
く
と
き
の
注
意

点
な
ど
、
先
生
の
話
を
よ
く
聞
き
、
筆

を
進
め
た
。
練
習
の
書
を
先
生
と
共
に

手
本
と
見
比
べ
、
良
い
と
こ
ろ
と
注
意

す
る
と
こ
ろ
を
自
分
で
知
る
。
先
生
か

ら
書
き
方
の
指
導
を
受
け
、
と
め
、
は

ね
、
は
ら
い
に
気
を
つ
け
な
が
ら
何
枚

も
練
習
し
た
。

　
「
書
く
ご
と
に
う
ま
く
な
っ
て
う
れ

し
か
っ
た
」「
う
ま
く
書
く
コ
ツ
が
わ

か
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
、
清
書
を
手
に

皆
満
足
気
な
表

情
を
見
せ
て
い

た
。
清
書
３
枚

の
う
ち
、
冬
休

み
の
宿
題
と
家

に
飾
る
物
を
持

ち
帰
り
、
も
う

１
枚
は
三
郷
公

民
館
の
ロ
ビ
ー

に
展
示
し
た
。

　

穂
高
公
民
館
は
１
月
20
日
・
27
日
に

「
プ
ロ
が
教
え
る
家
で
作
れ
る
そ
ば
打

ち
教
室
」
を
開
催
し
、
６
人
が
受
講
し

た
。
講
師
は
、
穂
高
有
明
の
そ
ば
処
・

志
水
庵
店
主
清
水
明
さ
ん
で
、
そ
ば
の

プ
ロ
認
定
国
家
資
格
「
麺
料
理
専
門
調

理
師
」
を
持
つ
。
こ
ね
こ
ね
ハ
ウ
ス
他

で
勤
務
後
、
鰹
節
専
門
店
で
だ
し
を
学

び
、
独
立
し
た
。

　

そ
ば
打
ち
は
、
水
ま
わ
し
と
こ
ね
の

作
業
か
ら
始
ま
る
。
そ
ば
粉
８
割
・
小

麦
粉
２
割
の
１
２
５
グ
ラ
ム
を
鉢
に
入

れ
て
か
き
混

ぜ
た
後
、
粉

の
重
量
の
50

％
の
水
を

徐
々
に
加
え

な
が
ら
、
乾

燥
し
な
い
よ

う
に
素
早
く

こ
ね
て
、
円

盤
形
に
す

る
。
こ
の
過

程
が
味
を
左
右
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
、
水

の
量
は
粉
の
質
・
そ
の
日
の
湿
度
・
季

節
な
ど
に
よ
っ
て
変
え
る
と
い
う
。

　

次
に
円
盤
形
に
し
た
生
地
を
の
し
板

に
置
き
、
打
ち
粉
を
振
り
な
が
ら
麺
棒

で
伸
ば
し
、
８
枚
重
ね
に
畳
み
、
そ
れ

を
包
丁
で
丁
寧
に
切
る
と
そ
ば
の
完
成

で
あ
る
。

　

受
講
者
は
大
変
熱
心
に
取
り
組
み
、

講
師
へ
の
質
問
が
続
出
し
た
。「
ぜ
ひ

家
族
に
食
べ
さ
せ
た
い
」と
も
語
っ
た
。

　

明
科
公
民
館
と
明
科
い
い
ま
ち
つ
く

ろ
う
か
い
‼
は
、
１
月
26
日
に
蝶
ヶ
岳

ヒ
ュ
ッ
テ
代
表
取
締
役
の
中
村
梢
さ
ん

を
講
師
に
迎
え
「
蝶
ヶ
岳
か
ら
の
山
小

屋
だ
よ
り
」
と
い
う
演
題
で
講
座
を
開

催
し
た
。

　

四
季
折
々
の
風
景
や
植
物
の
魅
力
、

安
曇
野
産
の
お
米
を
使
っ
た
こ
だ
わ
り

の
ご
は
ん
や
味
噌
汁
の
紹
介
な
ど
が
あ

っ
た
。
一
方
、
母
が
急
逝
し
小
屋
を
引

き
継
い
だ
が
、
い
き
な
り
見
舞
わ
れ
た

コ
ロ
ナ
禍
、
地
震
や
大
雨
で
苦
境
に
あ

る
山
小
屋
運
営
や
登
山
道
整
備
の
在
り

方
も
語
っ
た
。

　

難
局
に
立
ち
向
か
う
べ
く
、
登
山
者

や
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
使
っ

た
広
い
支
援
の
お
願

い
の
他
、
来
年
、
１

０
０
年
目
を
迎
え
る

山
小
屋
の
周
辺
情
報

の
提
供
を
求
め
た
。

　

当
日
は
予
想
を
超

え
る
82
人
が
集
ま

り
、
山
に
対
す
る
関

心
の
高
さ
が
う
か
が

え
た
。

　
コロ
ナ
の
季
節
は
長
い
。
今

も
コ
ロ
ナ
禍
に
苦
し
む
国
も

あ
れ
ば
、
克
服
し
た
か
の
よ

う
な
国
も
あ
る
よ
う
だ
。そ
の
違
い
は
ど

う
や
ら
政
策
の
違
い
ら
し
い
。
政
治
が
生

活
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
を
今
更
な

が
ら
知
っ
た
。　
　
　
　
　
　
（
Ｙ
・
Ｉ
）

Ｉ
Ｃ
Ｔ
講
座

Ｉ
Ｃ
Ｔ
講
座

小
学
３
～
６
年
対
象

小
学
３
～
６
年
対
象

　

書
き
初
め
教
室

　

書
き
初
め
教
室

プ
ロ
が
教
え
る　
　

プ
ロ
が
教
え
る　
　

家
で
作
れ
る
そ
ば
打
ち
教
室

家
で
作
れ
る
そ
ば
打
ち
教
室

蝶
ケ
岳
ヒ
ュ
ッ
テ
の

蝶
ケ
岳
ヒ
ュ
ッ
テ
の

　
　
　
　

    

魅
力
と
課
題

魅
力
と
課
題

欅欅


