
 

 

 
 

 
 

宮
本
鐵
雄 

 

松
本
市
は｢
が
く
と｣

と
称
し
、
学
都
・
岳
都
・
楽
都
と
い
ろ
い
ろ
な
文
字
を
当
て

て
い
ま
す
。
中
で
も
、
小
澤
征
爾
総
監
督
の
サ
イ
ト
ー
・
キ
ネ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
が
定
着
し
て
、「
楽
都
」
と
し
て
名
を
揚
げ
て
い
ま
す
が
、
歌
謡
曲
好
き
と
し
て

は
一
寸
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
ん
な
折
、
知
り
合
い
の
歌
手
が
、
作
曲
・
発
表
し
た
唄
を
聞
い
て
楽
し
く
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
松
本
城
の
太
鼓
門
復
元
の
記
念
祭
り
に
因
ん
で
作
ら
れ
た
も
の
で

す
が
、
松
本
城
と
加
藤
清
正
と
駒
つ
な
ぎ
の
桜
を
主
題
と
し
た
詩
吟
入
り
の
叙
情
的

な
歌
謡
曲
で
す
。 

 

加
藤
清
正
の
一
行
が
松
本
城
に
立
ち
寄
っ
た
時
、
城
主
の
石
川
玄
蕃
頭
康
長
が
手

厚
く
も
て
な
し
た
後
「
二
頭
の
駒
の
う
ち
、
お
気
に
召
し
た
一
頭
を
献
上
し
ま
す
」

と
申
し
出
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
加
藤
清
正
は
「
目
利
き
で
も
な
い
の
に
選

ぶ
の
は
失
礼
と
考
え
る
の
で
、
二
頭
共
に
頂
戴
す
る｣

と
答
え
、
傍
ら
の
桜
に
駒
を

つ
な
い
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
今
も
城
内
に
残
る｢

駒
つ
な
ぎ
の
桜｣
の
い
わ
れ
で
す

が
、
こ
の
と
き
の
振
舞
い
を
伝
え
聞
い
た
人
々
は
、
さ
す
が
加
藤
清
正
公
と
感
じ
入

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
私
は
好
意
に
甘
え
す
ぎ
て
自
分
勝
手
で
強
欲
で

あ
る
と
い
う
見
方
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
、
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
こ
の
話
で
興
味
が
湧
く
の
は
、「
手
厚
く
も
て
な
し
た
」
の
部
分
で
す
。

さ
ぞ
か
し
、
贅
沢
な
酒
肴
だ
け
で
な
く
、
笛
太
鼓
な
ど
華
や
か
に
演
奏
さ
れ
、
今
の

｢

楽
都｣

の
名
に
恥
じ
な
い
宴
会
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
唄
の
よ
う
に
、
そ
の
内
容
・
背
景
を
想
い
な
が
ら
鑑
賞
す
る
と
、
ク
ラ
シ
ッ

ク
と
は
趣
を
異
に
す
る
楽
し
み
方
が
生
ま
れ
て
、「
楽
都
松
本
市
」
の
内
容
や
イ
メ

ー
ジ
も
広
が
る
の
で
は
な
い
か
と
、
歌
謡
曲
フ
ァ
ン
と
し
て
考
え
て
い
ま
す
。 

  

 

駒つなぎの桜 


