
　

千
曲
市
の
観
光
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が

「
芭
蕉
も
恋
す
る
月
の
都
」
と
な
っ
た
の
を

機
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ
「
坂
の
上
の
雲
」
に

登
場
す
る
近
代
俳
句
の
創
設
者
、
正
岡
子
規

の
「
月
の
都
」
と
い
う
小
説
に

目
を
通
し
て
み
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
世
に
打
っ
て
出
よ
う

と
し
た
子
規
の
最
初
の
小
説
で
、

シ
リ
ー
ズ
86
で
少
し
触
れ
た
よ

う
に
、
ま
だ
俳
句
に
本
格
的
に

打
ち
込
む
前
の
明
治
二
十
五
年

（
一
八
九
二
）、
子
規
が
二
十
六

歳
の
と
き
の
作
品
で
す
。
文
語

調
な
の
で
幾
度
と
な
く
読
み
直

し
、
大
筋
が
分
か
り
ま
し
た
。

当
地
さ
ら
し
な
・
姨
捨
に
ま
つ

わ
る
こ
と
は
何
も
書
か
れ
て
い

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
子
規
が
「
月

の
都
」
と
い
う
言
葉
に
ど
ん
な

世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
か

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
現

代
の
「
月
の
都
」
千
曲
市
に
参

考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
で

三
十
枚
弱
の
中
編
小
説
。
好
き

に
な
っ
た
女
性
が
別
の
男
と
歩

い
て
い
る
の
を
見
て
、
出
家
す

る
男
が
主
人
公
。
し
か
し
、
実

は
女
性
も
主
人
公
の
男
性
が
好

き
だ
っ
た
…
。
恋
愛
な
ら
ぬ
悲

恋
の
お
話
と
も
言
え
ま
す
。

　

物
語
の
筋
を
簡
潔
に
要
約
す

る
と
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す

が
、「
美
の
象
徴
」
と
み
な
し
て

い
た
女
性
の
不
義
に
絶
望
し
た

男
は
、
美
を
「
月
の
都
」
に
求

め
ま
す
。「
月
の
都
」
へ
の
旅
に

出
る
の
で
す
。
旅
立
つ
に
当
た
っ

て
「
理
想
の
美
人
を
人
間
に
求

め
し
こ
と
第
一
の
不
覚
」
と
言
っ

て
い
る
の
が
印
象
的
で
す
。

�

�
�
�
�
「
月
の
都
」
に
と

は
ど
ん
な
所
か
。
具
体
的
な
地

名
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
道
中
の
男
の
心

境
の
大
半
を
仏
教
の
用
語
や
世

界
観
を
引
い
て
描
い
て
お
り
、

子
規
は
仏

ほ
と
け

で
あ
る
阿
弥
陀
如
来

の
い
る
「
西

さ
い
ほ
う
じ
ょ
う
ど

方
浄
土
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
極

ご
く
ら
く
じ
ょ
う
ど

楽
浄
土
、
単

に
浄
土
と
も
言
い
、
現
代
人
に
な
じ
み
の
あ

る
言
葉
で
は
天
国
の
こ
と
で
す
。

　

芸
術
の
本
質
は
美
で
す
。
文
学
も
芸
術
の

一
つ
で
す
。
明
治
に
な
っ
て
文
学
の
美
と
は

何
か
と
い
う
こ
と
に
、
多
く
の
小
説
家
た
ち

が
関
心
を
深
め
て
お
り
、
子
規
も
そ
の
一
人

で
し
た
。
二
十
六
歳
の
時
点
で
の
子
規
が

持
っ
て
い
た
美
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
こ
の

小
説
に
反
映
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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で
は
、
な
ぜ
子
規
は
月
の
都
を
浄
土
と
み

な
し
た
か
。
浄
土
は
山
の
中
に
あ
る
と
い
う

日
本
独
特
の
浄
土
観
が
関
係
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

　

仏
教
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
、
浄
土

は
光
に
満
ち
た
は
る
か
西
の
か
な

た
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
日
本
に
入
っ
て
き
て
平
安
時

代
、
源
信
と
い
う
お
坊
さ
ん
が

樹
木
な
ど
日
本
の
山
の
要
素
を

加
え
た
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
浄

土
の
世
界
を
打
ち
立
て
ま
し
た
。

「
往

お
う
じ
ょ
う
よ
う
し
ゅ
う

生
要
集
」
と
い
う
源
信
の
書

物
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
そ
う

で
す
。「
日
本
人
の
他
界
観
の
構

造
」（
大
東
俊
一
著
、
彩
流
社
刊
）

と
い
う
本
の
中
で
、
詳
し
く
解
説
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
浄
土
観
を
受
け
平
安
時
代
末
期
か

ら
、
阿あ

み

だ

に

ょ

ら

い

弥
陀
如
来
が
い
る
極
楽
浄
土
の
画え

が

た
く
さ
ん
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
代
表
的
か
つ
先
駆
的
な
な
も
の
が
、
左

の
写
真
、
京
都
市
左
京
区
の
永
観
堂
禅
林
寺

に
あ
る
国
宝
「
山や

ま

ご

え

の

あ

み

だ

ず

越
阿
弥
陀
図
」
で
す
（
縦

約
140
㌢
、
横
約
120
㌢
）。

　

山
の
端は

の
く
ぼ
み
の
向
こ
う
側
に
、
月
を

背
景
に
し
た
阿
弥
陀
如
来
が
い
ま
す
。
こ
の

画
を
見
て
何
か
感
じ
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
は
当

地
の
鏡

き
ょ
う
だ
い
さ
ん

台
山
か
ら
の
ぼ
る
中
秋
の
月
の
構
図

と
よ
く
似
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
北
と
南

の
二
つ
の
峰
が
あ
る
た
め
真
中
が
凹
ん
で
見

え
る
の
が
鏡
台
山
の
特
徴
で
す
が
、
こ
の
画

で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
山
に
勢
至
菩
薩
（
左
）
と

観
音
菩
薩
（
右
）
が
い
て
、
阿
弥
陀
如
来
の

脇
を
固
め
て
い
ま
す
。
手
前
に
は
水
の
流
れ

が
見
え
ま
す
。
千
曲
川
を
思
い
浮
か
べ
ま
し

た
。

　

阿
弥
陀
如
来
の
お
わ
す
画
は
、
死
ん
だ
後

の
浄
土
の
世
界

を
イ
メ
ー
ジ
し

や
す
い
よ
う
に

描
か
れ
て
き
ま

し
た
。
現
代
と

違
い
、
昔
、
人
々

は
信
仰
心
が
深

か
っ
た
の
で
、

そ
れ
こ
そ
命
が

け
で
死
後
の
浄

土
と
い
う
世
界

を
具
体
的
に
知

り
た
い
と
思
っ
て

い
た
は
ず
で
す
。
こ

の
画
を
眺
め
て
い
る

と
、
月
が
仏
さ
ま
そ
の
も

の
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
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子
規
が
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
の
画
の
よ

う
に
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
の
直
接
の
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
二
十
六
歳
ご

ろ
の
旅
を
す
る
と
き
に
被
っ
て
い
た
菅

す
げ
が
さ笠

に

は
「
西
方
十
万
億
土
巡
礼
」
と
墨
書
き
し
て

い
ま
す(

写
真
中
央
）。「
西
方
十
万
億
土
」

と
は
経
典
の
一
つ
「
阿
弥
陀
教
」
の
中
に
登

場
す
る
言
葉
で
、「
十
万
億
土
」
と
い
う
は

る
か
か
な
た
に
あ
る
極
楽
浄
土
と
い
う
意
味

で
す
か
ら
、
子
規
は
浄
土
と
自
分
の
目
指
す

美
の
世
界
を
関
係
付
け
て
旅
を
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。
最
初
の
小
説
を
書
い

た
と
き
の
子
規
に
と
っ
て
の
文
学
の
美
と
は

浄
土
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

浄
土
信
仰
が
日
本
に
広
ま
り
、
約
千
年
に

わ
た
っ
て
日
本
人
が
念
じ
て
き
た
極
楽
浄

土
。
の
ち
に
俳
句
を
革
新
す
る
子
規
で
す
が
、

最
初
の
小
説
で
は
伝
統
に
忠
実
に
月
の
都
を

描
き
出
そ
う
と
し
た
と
言
え
ま
す
。
子
規
は

文
学
の
美
を
浄
土
と
い
う
身
近
な
世
界
観
に

な
ぞ
ら
え
、
そ
の
ま
ま
で
は
仏
教
書
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
、
日
本
人
が
句
歌
で
な
じ
ん

で
き
た
「
月
の
都
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出

し
て
、
自
分
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
美
を
描
き
出

そ
う
と
し
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

昨
年
の
中
秋
（
十
月
三
日
）、
JR
姨
捨
駅

で
「
ま
ん
が
松
尾
芭
蕉
の
更
科
紀
行
」
著
者

の
す
ず
き
大
和
さ
ん
を
招
き
観
月
ト
ー
ク

シ
ョ
ー
を
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
見
た
鏡

台
山
と
月
の
光
景
も
、
今
に
し
て
思
え
ば
永

観
堂
禅
林
寺
の
「
山
越
阿
弥
陀
図
」
と
そ
っ

く
り
で
す
。
中
秋
の
月
を
見
る
こ
と
は
、
浄

土
を
体
感
す
る
経
験
に
近
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
姨
捨
駅
は
な
だ
ら
か
な
山
の
中
腹
に
位

置
す
る
の
で
、
下
界
が
眺
め
ら
れ
ま
す
。
下

界
を
眺
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
極
楽
に

い
る
よ
う
な
錯
覚
も
覚
え
ま
す
。（
ト
ー
ク

シ
ョ
ー
の
様
子
は
シ
リ
ー
ズ
104
を
参
照
）。

　

子
規
の
小
説
の
中
で
は
「
さ
ら
し
な
・
姨

捨
」
こ
そ
登
場
し
ま
せ
ん
が
、
子
規
の
お

か
げ
で
千
曲
市
が
「
月
の
都
」
と
名
乗
っ

て
い
い
大
き
な
根
拠
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
当
地
で
、
月
の
都
に
ひ
た
る
こ

と
は
、
死
後
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と

で
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
感
受
性
の
強

い
人
な
ら
、
生
き
な
が
ら
浄
土
に
い
る
よ
う

な
感
覚
を
覚
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

右
の
写
真
は
、
小
説
「
月
の
都
」
の
挿
絵
。

子
規
が
自
分
で
描
い
た
も
の
で
す
。
菅
笠
の

写
真
は
、「
松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館
が

編
集
し
た
「
子
規
100
年
祭
in
松
山
特
別
企
画

展
・
子
規
の
文
学
」
か
ら
複
写
し
ま
し
た
。

山
越
阿
弥
陀
図
は
、
同
図
を
紹
介
す
る
龍
谷

大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
ま
し
た
。

更
級
へ
の
旅

正岡子規が描こうとした「月の都」とは？
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（
旧
更
級
郡
更
級
村
）

理
想
美
の
浄
土
に
似
る
鏡
台
山
の
月
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更
科
紀
行
街
道
�

今
�
�
�
10

日
本
独
特
の
浄
土
観
が
関
係
し
て
い
る
と
思

　

仏
教
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
、
浄
土

は
光
に
満
ち
た
は
る
か
西
の
か
な

と
い
う
本
の
中
で
、
詳
し
く
解
説
さ

　

こ
の
浄
土
観
を
受
け
平
安
時
代
末
期
か

は
信
仰
心
が
深

か
っ
た
の
で
、

そ
れ
こ
そ
命
が

け
で
死
後
の
浄

土
と
い
う
世
界

を
具
体
的
に
知

り
た
い
と
思
っ
て

い
た
は
ず
で
す
。
こ

の
画
を
眺
め
て
い
る

と
、
月
が
仏
さ
ま
そ
の
も


