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長
野
市
観
光
文
化
部
観
光
振
興
課

（
公
財
）

長
野
市

善
光
寺
平
を
見
下
ろ
す
三
登
山
、髻
（
も
と
ど
り
）山
は
、戦
国
時
代
は

北
国
街
道
沿
い
の
要
衝
で
し
た
。往
時
を
し
の
び
な
が
ら
山
城
跡
を

め
ぐ
る
歴
史
散
策
コ
ー
ス
で
す
。

こ
の
印
刷
物
は
、大
豆
油
イン
ク
お
よ
び
、古
紙

配
合
率
 10
0％
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

カ
タ
クリ
の
群
生
、満
開
の
桜
、
 

頂
上
付
近
の
ツ
ツ
ジ
、山
ぼ
うし
 

ま
た
、山
麓
の
リン
ゴ
な
ど
、
 

四
季
折々
の
表
情
を
楽
し
む
こと
が
 

で
き
ま
す
。
 

山
頂
付
近
の
V
IE
W
 P
O
IN
T
か
ら

旧
山
千
寺
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

コ
ー
ス
案
内
看
板

カ
タ
ク
リ
の
花

リン
ゴ
の
実

髻
山
城
跡
　

　
越
後
か
ら
川
中
島
へ
の
通
路
を
握
す
る
地
に
有
り
、
上
杉
勢
の
拠
点
で
あ
っ
た
後
に
武

田
勢
に
占
拠
さ
れ
た
。
北
か
ら
西
に
か
け
て
戦
国
の
遺
構
が
多
く
残
る
。
南
と
東
は
急
峻

な
地
形
で
あ
り
近
年
の
採
石
跡
が
見
ら
れ
る
。

　
本
郭
内
に
一
等
三
角
点
、
髻
神
社
、
抜
け
穴
と
言
わ
れ
る
凹
地
な
ど
が
あ
り
、
北
側
に

は
カ
タ
ク
リ
の
お
花
畑
が
あ
る
。

　
南
麓
の
宇
佐
美
沢
は
上
杉
軍
の
後
退
に
際
し
、
勇
将
宇
佐
美
定
行
が
武
田
軍
の
攻

撃
を
死
守
し
た
所
と
伝
え
ら
れ
る
。

蚊
里
田
八
幡
宮

　
ご
神
体
は
神
功
皇
后
が
朝
鮮
征
伐
の
折
肌
身
に
帯
せ
ら
れ
た
鎮
懐
石
で
あ
る
。
後
に

八
幡
太
郎
源
義
家
が
陸
奥
討
伐
に
際
し
て
八
幡
大
神
と
し
て
陣
中
に
奉
戴
し
て
勝
利
し

た
。
12
世
紀
に
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
職
と
し
て
こ
の
地
に
赴
任
し
た
義
家
の
孫
、
源
頼
隆

が
社
殿
を
創
建
し
て
こ
の
霊
石
を
奉
納
し
た
。

　
5
月
5
日
の
例
大
祭
に
は
佐
久
間
象
山
筆
の
大
幟
が
立
ち
、
伝
統
の
相
撲
大
会
な
ど

も
あ
り
境
内
は
善
男
善
女
で
賑
わ
う
。

若
槻
山
城
番
所
跡

　「
ば
ん
ど
こ
」と
呼
び
、
山
城
本
郭

の
北
の
備
え
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で

来
る
と
山
頂
の
ア
ン
テ
ナ
を
指
呼

の
間
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
よ
り
北
に
は
更
に
幾
つ
か

の
堀
切
と
郭
が
連
な
り
北
か
ら
の

守
り
に
意
を
注
い
だ
様
子
が
覗
え

る
。
こ
れ
ら
の
機
能
は
明
確
で
は

な
い
が
、
甲
越
合
戦
に
際
し
て
稜
線
や
そ
の
北
部
の
越
後
勢
の
動
静
を
探
り「
ば
ん
ど
こ
」

で
ノ
ロ
シ
に
よ
り
本
隊
に
通
報
し
た
の
で
は
な
い
か
、と
も
思
わ
れ
て
い
る
。

若
槻
山
城
堂
沢
出
城
跡
　

　
若
槻
里
城
と
山
城
を
結
ぶ
尾
根
の
中
間

に
位
置
し
て
い
る
。
平
成
15
年
5
月
9
日

に
若
槻
小
学
校
で
実
施
し
た
若
槻
山
城
全

校
探
訪
の
帰
り
に
当
時
の
6
年
1
組
の

児
童
36
名
が
発
見
し
た
遺
構
で
あ
り
、
南

東
の
険
し
い
崖
が
堂
沢
地
に
落
ち
込
む
堅

固
の
地
で
あ
る
。

　
里
城
と
山
城
の
中
継
点
で
あ
り
、
何
ら
か

の
機
能
を
持
っ
た
遺
構
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
場
所
で
あ
る
。
こ
の
遺
構
の
東
北

部
に
も
人
工
的
な
地
形
が
見
ら
れ
る
。

土
京
山
城
跡
　

　
三
登
山
か
ら
流
れ
て
き
た
尾

根
が
平
坦
部
に
届
く
寸
前
に
聳

え
る
独
立
峰
の
頂
上
に
あ
る
。

史
実
は
不
明
で
あ
り
機
能
も
明

確
で
は
な
い
が
周
辺
に
釣
鐘
堂

池
、
厩
窪
な
ど
の
地
名
が
あ
り

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
城
跡
は
木
立
に
囲
ま
れ
て
い

る
が
、
か
つ
て
は
眺
望
に
富
む
所
と
言
わ
れ
た
。
は
る
か
北
の
髻
山
城
と
西
の
若
槻
山
城

を
中
継
す
る
ノ
ロ
シ
台
の
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。

髻
山
観
音
清
水
　

　
髻
山
城
に
出
陣
し
た
上
杉
謙
信
が
水
を
求

め
て
井
戸
を
掘
ら
せ
た
が
兵
を
養
う
水
量
が
な

く
、
守
り
本
尊
と
し
て
大
切
に
し
て
い
た
黄
金
の

千
手
観
音
像
を
投
じ
て
祈
願
し
た
と
こ
ろ
、こ
ん

こ
ん
と
清
水
が
湧
き
だ
し
た
。

　
そ
の
後
村
人
が
泉
の
ほ
と
り
に
堂
を
建
て
、

泉
か
ら
す
く
い
上
げ
た
観
音
様
を
奉
っ
た
が
、
い

つ
し
か
お
堂
も
倒
れ
観
音
様
は
村
の
お
寺
に

移
し
た
と
さ
れ
る
も
の
の
現
在
そ
の
行
方
は
不

明
で
あ
る
。

笠
松
地
蔵

　
土
京
山
の
西
、
釣
鐘
堂
山
の
西
北
麓
に
穏
や
か

な
表
情
で
た
た
ず
む
座
像
が
お
ら
れ
る
。
か
つ
て
は

こ
こ
に
松
の
大
木
が
あ
り
、
上
部
の
枝
が
笠
状
に
広

が
り
お
地
蔵
様
を
風
雨
か
ら
お
守
り
し
笠
松
と
言
わ

れ
て
い
た
が
、
残
念
な
事
に
平
成
初
年
代
に
枯
れ
て

現
在
は
大
き
な
切
り
株
が
お
地
蔵
さ
ん
の
裏
に
そ
の

跡
を
留
め
て
い
る
。

　
昭
和
28
年
ま
で
に
は
こ
こ
か
ら
北
に
伸
び
る
道

の
突
き
当
り
に
圓
龍
寺
と
い
う
古
刹
が
あ
り
、
参
道

と
し
て
賑
わ
っ
た
。

吉
古
墳
群
　

　
10
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
の
地
域
に
古
墳

63
基
、ら
し
き
も
の
32
基
、
計
95
基

が
密
集
す
る
大
古
墳
群
で
あ
る
。
6
世

紀
の
造
築
で
渡
来
人
の
も
の
と
思
わ
れ

る
。
　
最
大
の
古
墳
は
第
75
号
墳
で
羨
道

の
あ
る
横
穴
式
石
室
を
有
し
高
さ
は

4m
に
及
ぶ
。
北
方
の
第
31
号
、
33

号
墳
は
竪
穴
式
の
大
型
古
墳
で
あ
る
が
、
共
に
2
個
の
石
室
を
持
っ
て
い
る
。
コ
ー
ス
に

近
い
第
3
号
墳
の
横
穴
式
石
室
の
奥
壁
に
は
合
掌
し
て
い
る
座
像
の
線
刻
が
あ
り
注
目

さ
れ
る
。

若
槻
山
城
本
郭
跡
（
長
野
市
指
定
文
化
財
）

　
12
世
紀
に
こ
の
地
に
赴
任
し
て
若
槻

氏
を
名
乗
っ
た
源
頼
隆
が
構
築
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
室
町
か
ら
戦
国
期

に
か
け
て
増
改
築
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
主
郭

と
付
随
す
る
五
つ
の
郭
群
の
規
模
は
抜
群

で
あ
り
、
北
側
の
大
小
の
堀
切
と
中
核
土

塁
な
ど
大
掛
か
り
な
山
城
で
あ
る
。

　
遺
構
は
古
さ
と
共
に
、
残
存
状
況
が
良

く
山
城
の
典
型
を
示
し
、
歴
史
的
価
値
を

有
し
て
い
る
。

旧
山
千
寺
（
長
野
市
指
定
文
化
財
）　

　
山
千
寺
は
天
文
12
年（
1543）に

戸
隠
山
顕
光
寺
の
末
寺
と
し
て
開
基
さ
れ
た
後

焼
失
し
た
が
、
武
田
信
玄
家
臣
丸
子
直
久
が
本
尊
を
奉
戴
し
て
観
音
堂
を
建
立
し
た
。

　
観
音
堂
は
見
上
げ
る
崖
の
上
に
石
垣
を
組
み
入
母
屋
造
り
の
堂
に
縁
を
張
り
出

し
、
京
都
清
水
寺
を
模
し
た
懸
崖
造
り
で
、
規
模
造
作
共
に
見
事
で
あ
る
。

馬
頭
観
音
 

清
水
 

民
家
 

観
音
堂
 

至
三
登
山
三
角
点
 

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
 

地
蔵
菩
薩
 

信
玄
 

駒
つ
な
ぎ
の
桜
 

無
縫
塔
 

五
輪
塔
 

三
登
山
神
社
 

　
観
音
堂
を
見
上
げ
る
広

場
に
し
だ
れ
桜
の
大
樹
が

あ
り
、
甲
越
戦
の
勝
利
を

祈
願
し
て
武
田
信
玄
が
参

詣
し
、
馬
を
繋
い
だ
と
さ
れ

「
信
玄
駒
つ
な
ぎ
の
桜
」と

言
わ
れ
て
い
る
。

　
観
音
堂
の
東
側
の
、
歴

代
住
職
の
墓
塔
が
並
ぶ

周
辺
や
西
側
の
コ
ー
ス
沿
い
は
カ
タ
ク
リ
の
群
生
地
で
あ
り
3
月
下
旬
に
は
そ
の

可
憐
な
花
が
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。

旧
山

千
寺

周
辺

図




