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千
曲
市
日
本
遺
産
推
進
協
議
会
で
は

２
０
２
６
年
、
千
年
以
上
前
に
詠
ま
れ
、
古

今
和
歌
集
に
載
る
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
さ

ら
し
な
や
姨
捨
山
に
て
る
月
を
見
て
」
の
歌

碑
を
、
建
立
す
る
計
画
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
は
当
地
が
「
月
の
都
」
と
な
る
「
は

じ
ま
り
の
歌
」
で
あ
り
、
当
地
を
全
国
に
知

ら
し
め
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
か

ら
、
建
立
場
所
も
「
月
の
都
」
の
景
観
の
魅

力
が
さ
ら
に
ア
ッ
プ
す
る
と
こ
ろ
に
な
る
予

定
で
す
。

　

さ
ら
し
な
堂
で
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
歌
の

魅
力
に
刺
激
さ
れ
た
古
人
に
つ
い
て
紹
介
し

て
き
ま
し
た
が
、
現
代
の
作
家
た
ち
が
こ
の

歌
を
ど
う
読
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
も
書
い
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
著
名
人
た
ち
は
こ

の
歌
に
関
す
る
散
文
や
エ
ッ
セ
ー
を
残
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
で
き
る
限
り
引
用
し
、

著
名
人
た
ち
が
こ
の
歌
に
ど
の
よ
う
な
魅
力

を
感
じ
て
き
た
の
か
読
み
解
き
ま
す
。
１
回

目
は
、
朝
日
新
聞
１
面
の
連
載
「
折
々
の
う

た
」
で
よ
く
知
ら
れ
る
詩
人
の
大
岡
信
さ
ん

（
２
０
１
７
年
86
歳
で
死
去
）。

　
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
に
つ
い
て

大
岡
さ
ん
が
書
い
た
も
の
が
大
活
字
本
シ

リ
ー
ズ
「
四
季
の
歌　

恋
の
歌　

古
今
集
を

読
む　

下
」（
底
本
は
ち
く
ま
文
庫
）
に
あ

り
ま
す
。
こ
の
本
は
近
代
俳
句
の
創
始
者
正

岡
子
規
が
古
今
和
歌
集
に
対
し
て
行
っ
た
ダ

メ
出
し
に
つ
い
て
、
本
当
に
そ
う
か
と
修
正

を
迫
る
論
考
で
、
大
岡
さ
ん
は
古
今
和
歌
集

を
代
表
す
る
歌
を
選
び
出
し
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ

オ
講
座
（
１
９
７
６
年
、
計
13
回
）
で
話
し

た
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で

大
岡
さ
ん
は
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
」
の
歌

を
秀
歌
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
、「
絶
唱

の
ひ
と
つ
」と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
の「
絶

唱
」
と
い
う
の
が
こ
の
歌
の
魅
力
を
ひ
も
と

く
一
つ
の
鍵
だ
と
思
い
ま
す
。

　

全
文
は
文
尾
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

そ
こ
で
お
読
み
い
た
だ
く
と
し
て
、「
絶
唱
」

と
と
ら
え
る
理
由
と
し
て
大
岡
さ
ん
は
、
歌

い
ぶ
り
を
挙
げ
て
い
ま
す
。「
わ
が
心
」
と

ズ
バ
ッ
と
歌
い
だ
す
の
は
、
古
今
和
歌
集
で

は
珍
し
い
歌
い
ぶ
り
で
、
自
分
の
実
感
、
主

観
、
溢
れ
て
く
る
想
い
を
一
息
に
吐
き
出
す

よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

で
は
な
ぜ
、
そ
う
い
う
歌
い
ぶ
り
に
な
っ

た
の
か
。
大
岡
さ
ん
は
心
に
「
激
情
」
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
月
の
景
色
が
あ
っ
た
か
ら

だ
と
指
摘
し
ま
す
。

　
こ
の
歌
の
作
者
は
多
分
、
姨
捨
山
と
い
う

月
の
名
所
に
行
っ
て
月
を
賞
で
よ
う
、
そ
の

月
の
美
し
さ
、
哀
れ
さ
に
旅
心
を
慰
め
よ
う

と
楽
し
み
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
月
が
、
あ
ま
り
に
も
美
し
く
、
冷
た
く
澄

み
す
ぎ
て
い
る
。
な
お
か
つ
都
を
離
れ
て
旅

を
し
て
き
た
旅
愁
も
切
な
い
。
そ
の
た
め
に

月
を
見
て
、
心
慰
め
よ
う
と
い
う
よ
う
な
一

種
美
的
な
余
裕
を
保
っ
た
観
照
の
態
度
な
ど

と
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

む
し
ろ
月
を
見
て
一
種
の
激
情
が
心
に
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
、そ
れ
を
う
た
っ
て
い
る
。

　

大
岡
さ
ん
に
よ
る
と
、
古
今
和
歌
集
の
歌

は
、
や
や
余
裕
を
も
っ
て
、
美
的
に
構
成
し

て
い
く
歌
が
主
流
を
占
め
て
い
る
そ
う
で
す

が
、
こ
の
歌
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当

地
に
や
っ
て
き
た
都
人
に
と
っ
て
は
、
想
像

を
超
え
る
月
の
美
し
さ
が
あ
り
、
月
を
楽
し

む
と
い
う
よ
う
な
余
裕
の
あ
る
心
持
ち
で
は

い
ら
れ
な
い
ほ
ど
心
が
揺
れ
動
き
、
そ
の
こ

こ
ろ
の
激
し
い
動
き
を
一
気
に
歌
に
詠
み
あ

げ
た
―
と
大
岡
さ
ん
は
推
察
し
て
い
ま
す
。

　

自
分
で
も
詩
を
作
る
大
岡
さ
ん
な
の
で
、

こ
の
歌
の
作
者
の
心
持
ち
に
敏
感
で
あ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詩
人
の
感
性
で
こ
の
和
歌

の
魅
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
考

察
だ
と
思
い
ま
す
。
旅
人
の
心
を
そ
の
よ
う

に
動
か
す
ほ
ど
、
さ
ら
し
な
の
里
姨
捨
山
の

月
は
す
ご
い
月
だ
っ
た
の
で
す
。

　

「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
に
つ
い
て

大
岡
信
さ
ん
が
書
い
て
い
る
部
分
の
抜
粋

　

こ
れ
は
古
今
和
歌
集
に
お
け
る
絶
唱
の
ひ

と
つ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
よ
み
人
し
ら
ず
、

題
し
ら
ず
の
歌
が
あ
り
ま
す
。

　わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
更
級
や
を
ば
す
て

山
に
て
る
月
を
見
て
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　　
こ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
人
が
、
ど
う

い
う
と
き
に
う
た
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
の

で
す
け
れ
ど
、
都
の
人
が
信
濃
ま
で
旅
し
て

の
実
感
を
う
た
っ
た
歌
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

　

初
句
に
、「
わ
が
心
」
と
い
う
ふ
う
に
、

ま
ず
ズ
バ
ッ
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
古
今
集

の
歌
を
し
て
は
比
較
的
珍
し
い
歌
い
ぶ
り

で
、
自
分
の
実
感
、
主
観
と
い
う
も
の
、
溢

れ
て
く
る
想
い
を
一
息
に
打
ち
出
す
よ
う
な

形
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
を
ば
す
て
（
姨
捨
）

山
」
と
い
う
の
は
、
善
光
寺
平
の
南
の
ほ
う

に
あ
っ
て
、
平
を
一
望
に
納
め
る
山
で
す
。

眼
下
に
は
千
曲
川
が
流
れ
て
い
て
、
中
秋
の

月
の
眺
め
の
名
所
と
し
て
古
い
時
代
か
ら
知

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
歌
の
作
者
は
多

分
、
姨
捨
山
と
い
う
月
の
名
所
に
行
っ
て
月

を
賞
で
よ
う
、
そ
の
月
の
美
し
さ
、
哀
れ
さ

に
旅
心
を
慰
め
よ
う
と
楽
し
み
に
や
っ
て
き

た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
月
が
、
あ
ま
り
に
も

美
し
く
、
冷
た
く
澄
み
す
ぎ
て
い
る
。
な
お

か
つ
都
を
離
れ
て
旅
を
し
て
き
た
旅
愁
も
切

な
い
。
そ
の
た
め
に
月
を
見
て
、
心
慰
め
よ

う
と
い
う
よ
う
な
一
種
美
的
な
余
裕
を
保
っ

た
観
照
の
態
度
な
ど
と
る
こ
と
が
出
来
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
む
し
ろ
月
を
見
て
一
種

の
激
情
が
心
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、
そ

れ
を
う
た
っ
て
い
る
。

　
古
今
集
の
歌
と
い
う
の
は
、
大
体
、
ひ
と

つ
の
も
の
を
歌
う
の
に
も
、
そ
れ
を
や
や
余

裕
を
も
っ
て
歌
う
、美
的
に
構
成
し
て
い
く
、

そ
う
い
う
歌
が
主
流
を
占
め
て
い
ま
す
が
、

こ
の
歌
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
い
ろ
ん

な
人
が
こ
の
歌
を
愛
誦
し
て
い
ま
す
の
で
、

有
名
な
歌
で
す
。
近
年
で
は
、
亡
く
な
っ
た

小
説
家
の
堀
辰
雄
さ
ん
が
、
こ
の
歌
を
愛
し

て
い
ま
し
た
。
堀
さ
ん
は
更
級
日
記
の
訳
と

い
い
ま
す
か
翻
案
の
よ
う
な
も
の
を
や
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
歌
を
自
分
は
昔
か
ら
愛

誦
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
で
更
級
日
記
に
魅

か
れ
た
の
だ
と
、
い
く
つ
か
の
文
章
で
書
か

れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
、
こ
の
信
州
更
級

に
あ
る
姨
捨
山
は
姨
捨
伝
説
が
か
ら
ん
だ
地

名
で
、
平
安
時
代
の
大
和
物
語
な
ど
に
も
あ

る
そ
の
話
は
有
名
で
す
。
親
同
様
に
仕
え
て

き
た
姨
を
、
妻
に
せ
ま
ら
れ
て
山
に
捨
て
に

い
っ
た
男
が
、
悲
し
み
に
耐
え
ら
れ
ず
、
こ

の
「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
」
の
歌
を
詠

ん
で
再
び
連
れ
て
か
え
り
、
孝
養
を
つ
く
し

た
と
い
う
伝
説
で
、
こ
の
歌
は
す
で
に
そ
の

前
か
ら
有
名
だ
っ
た
わ
け
で
す
。（「
四
季
の

歌　

恋
の
歌　

古
今
集
を
読
む
」
か
ら
）

「溢れる想い、ひと息の絶唱」―詩人の大岡信さん
著
名
人
の
心
を
つ
か
ん
だ
「
慰
め
か
ね
つ
」
歌
①


