
　

千
曲
市
の
観
光
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

が
「
芭
蕉
も
恋
す
る
月
の
都
」
に
決
ま
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
中
の
「
芭
蕉

も
恋
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ

い
て
シ
リ
ー
ズ
102
で
紹
介
し
ま
し
た
。

残
る
言
葉
の
「
月
の
都
」
と
は
何
か
に

つ
い
て
で
す
。
も
と
も
と
は
旧
更
級
郡
、

現
在
の
川
西
地
区
の
人
た
ち
が
自
分

た
ち
の
住
む
地
域
を
呼
ぶ
の
に
好
ん
で

使
っ
た
言
葉
で
し
た
。

　

し
か
し
、「
月
の
都
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
が
包
含
す
る
空
間
は
、
千
曲
川
を
挟

ん
で
対
岸
の
旧
埴
科
郡
を
含
め
た
方
が

実
態
に
近
く
な
り
ま
す
。
両
郡
域
に

あ
っ
た
三
市
町
の
合
併
で
成
立
し
た
現

在
の
千
曲
市
が
そ
の
空
間
で
す
。

�

�
定
家
��
月
�
都
�

　

さ
ら
し
な
・
姨
捨
を
「
月
の
都
」
と

称
し
た
句
歌
は
古
く
か
ら
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
当
た
れ
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
が
、
信
濃
に
つ
い
て

詠
ま
れ
て
き
た
和
歌
を
特
集
し
た
「
信

濃
古
歌
集
」（
平
林
富
三
編
、
郷
土
出
版

社
）
の
中
で
見
つ
か
っ
た
一
番
古
い
の

は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
歌
人
で
「
新
古

今
和
歌
集
」
選
者
の
一
人
、
藤ふ

じ

わ

ら

て

い

か

原
定
家

の
次
の
歌
の
中
で
す
。

　

は
る
か
な
る
月
の
都
に
契

ち
ぎ

り
あ
り
て

　
　
　
　
　

秋
の
夜
す
が
ら
更
級
の
月

　

こ
の
歌
は
、
定
家
の
詠
ん
だ
歌
の
大

半
を
収
載
し
た
私
家
集
「
拾
遺
愚
草
」

に
載
っ
て
い
る
も
の
だ
そ
う
で
す
。
い

つ
詠
ん
だ
の
か
現
段
階
で
は
突
き
止
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
定
家

は
六
十
六
歳
の
晩
年
、
信
濃
国
司
の
任

に
就
い
た
こ
と
が
あ
る
（
シ
リ
ー
ズ
41

参
照
）
の
で
、
そ
の
こ
と
と
、
こ
の

歌
が
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま

す
。
と
す
る
と
、
歌
の
意
味
は―

京
の

都
か
ら
遠
く
離
れ
た
さ
ら
し
な
・
姨
捨

と
い
う
月
の
都
の
地
と
縁
が
あ
っ
て
信

濃
国
司
の
任
を
引
き
受
け

た
、
秋
の
夜
の
月
を
都
で

眺
め
て
い
て
も
、
更
級
の

月
の
こ
と
が
思
わ
れ
て
な

ら
な
い
…
。

　

次
は
俳
句
で
す
。
俳
句

は
俳
諧
か
ら
発
展
し
、
松

尾
芭
蕉
の
登
場
を
も
っ
て

現
在
の
俳
句
の
土
台
が
築

か
れ
る
の
で
、
そ
ん
な
古

い
も
の
は
な
い
の
で
す
が
、

古
く
は
江
戸
時
代
の
天
保

七
年
（
一
八
三
六
）
に
詠
ま
れ
た
次
の

句
を
見
つ
け
ま
し
た
。

　

旅
な
れ
や
月
の
都
に
月
の
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
鴫

し
き
た
つ
あ
ん
ち
た
く

立
庵
雉
啄
）

　

�
初
代
更
級
村
長
��
月
�
都
�

　

当
た
れ
た
句
歌
の
資
料
で
は
、
月
を

詠
ん
だ
も
の
は
あ
ま
た
あ
る
の
で
す

が
、ず
ば
り
「
月
の
都
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
は
、
江
戸
時
代

ま
で
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
い
う
印

象
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
以

降
に
な
る
と
多
く
な
っ
た
感
じ
を
受
け

ま
す
。

　

頻
繁
な
使
い
手
の
一
人
が
旧
更
級
村

初
代
村
長
の
塚つ

か

だ

ま

さ

た

け

田
雅
丈
さ
ん
で
す
。
雅

丈
さ
ん
に
つ
い
て
は
シ
リ
ー
ズ
13
、
51
、

52
、
53
な
ど
で
「
更
級
」
の
復
興
に
生

涯
を
駆
け
た
方
だ
と
紹
介
し
て
き
ま
し

た
が
、「
月
の
都
」
と
い
う
言
葉
を
村
お

こ
し
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
積

極
的
に
使
っ
た
先
駆
け
の
人
で
あ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

雅
丈
さ
ん
の
歌
に
「
月
の
都
」
に
ま

つ
わ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

　

君
が
代
に
月
の
都
と
言
ふ
べ
き
は

　
　
　
　
　
　

こ
の
更
級
の
姨
捨
の
山

　

久
ひ
さ
か
た方

の
月
の
都
は
信
濃
な
る

　
　
　
　
　

冠
着
山
の
峯
に
こ
そ
あ
れ

　

最
初
の
「
君
が
代
に
…
」
の
歌
は
、

シ
リ
ー
ズ
89
で
紹
介
し
た
よ
う
に
信
濃

毎
日
新
聞
に
投
稿
し
て
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
）
三
月
に
載
っ
た
「
実

ま
こ
と

の
姨

捨
山
」
と
い
う
論
文
の
末
尾
に
そ
え
た

も
の
で
す
。こ
の
歌
は「
日
本
の
歴
史
上
、

月
の
都
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
更
級

の
姨
捨
山
で
あ
る
」
と
い
う
宣
言
で
も

あ
り
、「
月
の
都
」
と
し
て
の
更
級
を
村

外
に
訴
え
た
も
の
で
す
。
明
治
二
十
二

年
の
三
月
は
、
翌
月
に
な
る
全
国
的
な

市
町
村
合
併
の
直
前
で
す
か
ら
、
そ
の

機
を
狙
っ
た
も
の
で
す
。

　

「
月
の
都
」
と
し
て
更
級
の
復
活
に

力
を
入
れ
た
雅
丈
さ
ん
に
つ
い
て
、
ま

だ
紹
介
し
て
い
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一

つ
が
、「
月
の
都
」
と
い
う
提

ち
ょ
う
ち
ん灯

を
作
っ

て
い
た
こ
と
で
す
。「
汽
笛
一
声
新
橋
を

…
」
の
鉄
道
唱
歌
の
作
詞
者
で
国
学
者

の
大
和
田
建
樹
が
明
治
二
十
九
年
に
当

地
の
郷

ご
う
れ
い
や
ま

嶺
山
（
シ
リ
ー
ズ
92
参
照
）
で

お
月
見
を
し
た
際
の
紀
行
文
の
中
で
、

「（
更
級
村
に
着
い
た
ら
）
馬
は
月
の
都

と
し
る
せ
る
提
灯
あ
ま
た
灯
し
つ
づ
け

て
…
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
大
和
田
を

迎
え
る
た
め
、
村
で
飼
っ
て
い
る
馬
た

ち
に
「
月
の
都
」
と
書
い
た
提
灯
を
た

く
さ
ん
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
の
で
す
。

　

大
和
田
は
雅
丈
さ
ん
に
お
月
見
の
世

話
に
な
り
ま
す
。
帰
り
際
に
は
「
今
�

�
�
人
�
誇
�
�
�
�
�
�
�
月
�
都

�
月
�
見
�
�
�
」
と
、「
月
の
都
」
と

い
う
フ
レ
ー
ズ
を
入
れ
た
書
を
し
た
た

め
ま
し
た
。

　

雅
丈
さ
ん
は
当
地
に
や
っ
て
く
る
著

名
人
を
た
く
さ
ん
自
宅
に
泊
め
る
な
ど

し
て
も
て
な
す
の
で
す
が
、
泊
ま
っ
た

人
た
ち
が
残
し
た
和
歌
や
俳
句
の
中
に

実
は
「
月
の
都
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が

よ
く
出
て
き
ま
す
。

　

�
�
舟
�
�
�
�
�
月
�
都
�
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
水
野
竜
孫
）

　　

久
方
�
月
�
都
�
人
�
�
�

�
�
�
�
�

雲
�
上
�
�
冠
着
�
山

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
佐
藤
寛
）

　

更
級
�
月
�
都
�
来
�
�
�
�

�
�

名
�
�
勝
�
�
�
�
思
�
�
�

　
　
　
　
　
　
　

   　

（
交
野
時
萬
）

　

こ
れ
ら
の
歌
は
雅
丈
さ
ん
が
残
し

た
さ
ら
し
な
・
姨
捨
に
関
す
る
古
今

の
句
歌
を
ま
と
め
た
冊
子
に
記
さ
れ

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
裏
扉
に
は

「
月げ

っ

と都
古
今
歌
集
」
と
も
書
い
て
お
り

（
写
真
上
右
）、
当
地
が
「
月
の
都
」
で

あ
る
こ
と
に
強
烈
な
自
尊
心
を
覚
え

て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。

　

雅
丈
さ
ん
が
「
月
の
都
」
と
い
う

言
葉
を
積
極
的
に
使
っ
た
の
は
、
雅

丈
さ
ん
の
家
が
羽
尾
と
い
う
千
曲
川

を
見
下
ろ
す
地
区
に
あ
っ
た
こ
と
も

関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
鏡
台
山
付
近
か
ら
昇
る
月

を
い
つ
で
も
眺
め
ら
れ
る
高
地
に
暮

ら
し
て
い
た
の
で
、当
地
を
「
月
の
都
」

と
称
し
て
い
い
確
信
を
得
て
い
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

�

�
姨
捨
駅
�
�
��
月
�
都
�

　

雅
丈
さ
ん
が
「
月
の
都
」
と
表
明

し
て
か
ら
約
百
二
十
年
が
過
ぎ
ま
し

た
。
二
十
世
紀
の
後
半
は
シ
リ
ー
ズ

61
で
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
成
長
、

若
者
、
新
し
さ
、
強
さ
が
時
代
の
精

神
に
な
り
、
太
陽
が
も
て
は
や
さ
れ
、

月
の
文
化
は
廃
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
再
び
月
の
時

代
で
す
。「
月
の
都
」
と
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
の
再
登
場
は
理
に
も
か
な
っ
て

い
ま
す
。

　

一
つ
雅
丈
さ
ん
の
時
代
と
異
な
る

の
は
、「
月
の
都
」
は
旧
更
級
郡
だ
け

で
は
な
く
、
鏡
台
山
も
含
め
た
埴
科
、

更
埴
両
域
、
千
曲
川
を
は
さ
ん
で
山

並
み
に
囲
ま
れ
た
だ
両
岸
の
地
域
で

あ
る
こ
と
で
す
。
昨
年
の
中
秋
十
月

三
日
に
JR
姨
捨
駅
で
開
催
し
た
ト
ー

ク
シ
ョ
ー
で
そ
れ
を
実
感
し
ま
し
た

（
詳
し
く
は
シ
リ
ー
ズ
104
）。

　

「
月
の
名
所
」
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ

は
全
国
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
同

時
に
「
月
の
都
」
と
も
名
乗
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
か
。「
鏡
台
山
に
月
が
現

れ
る
と
き
の
当
地
は
極
楽
浄
土
、
月

の
都
で
も
あ
っ
た
」
と
い
う
趣
旨
の

こ
と
を
シ
リ
ー
ズ
106
で
書
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
も
合
わ
せ
当
地
に
は
「
月

の
都
」
と
し
て
の
景
観
、
地
理
、
歴

史
な
ど
の
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。

　

「
月
の
都
」
は
、
漫
画
家
の
す
ず
き

大
和
さ
ん
が
作
っ
た
松
尾
芭
蕉
と
随

行
者
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
と
と
も
に
、
装

い
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

更

級

へ

の

旅

明治時代に活気づいた「月の都」
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装
い
新
た
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