
「
岡
目
一
目
」

　

大
河
ド
ラ
マ
「
お
ん
な
城
主
直

虎
」
が
終
っ
た
。
浜
松
に
行
っ
て

井
伊
家
ゆ
か
り
の
井
戸
を
覗
い
た

ら
、
観
光
客
達
の
投
げ
た
小
銭
が

い
っ
ぱ
い
光
っ
て
い
た
。

　

今
川
、
武
田
、
織
田
、
北
条
等

列
強
の
権
力
闘
争
。
そ
の
渦
の
中

で
い
じ
め
ら
れ
つ
つ
の
弱
小
の
生

き
残
り
。
勝
ち
残
っ
た
徳
川
も
や

が
て
幕
末
で
滅
び
、
最
後
ま
で
屋

台
骨
を
支
え
た
井
伊
直
弼
大
老
も

死
ぬ
。
驕
れ
る
人
も
猛
き
者
も
つ

い
に
は
…
。

　

あ
の
戦
国
乱
世
と
い
う
の
は
ひ

ど
い
も
の
で
、
生
き
抜
く
た
め
に

は
親
で
も
子
で
も
、
母
で
も
妻
で

も
犠
牲
に
し
て
い
っ
た
。
飛
騨
で

も
武
田
か
上
杉
か
で
、
父
子
が
殺

し
合
っ
て
江
馬
氏
は
滅
び
た
。
そ

れ
を
元
に
し
た
田
中
大
秀
の
謡
曲

「
藤
橋
」
が
、
薪
能
と
し
て
江
馬

館
で
上
演
さ
れ
た
。
文
化
財
は
、

た
だ
管
理
し
て
残
せ
ば
い
い
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。上
手
に
使
い
、

生
き
て
光
っ
て
文
化
を
後
世
に
伝

え
た
い
。

　

去
年
の
天
下
分
け
目
の
総
選
挙

は
、
一
強
の
圧
勝
で
終
わ
っ
た
。

惨
敗
し
た
弱
小
野
党
は
、
逆
境
に

耐
え
忍
ん
で
再
び
天
下
を
狙
え
る

か
。
お
江
戸
の
方
で
は
、
女
城
主

も
苦
戦
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

　

過
去
に
学
ん
で
明
日
に
生
か
す

の
が
歴
史
。
も
う
「
平
成
」
の
次

の
年
号
が
待
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
〈
ガ
ン
モ
ン
モ
筆
〉

文化協会会員の平成２９年入賞・受賞

（敬称略・順不同）

小森 丈一（桐生町4）
秋の叙勲・
旭日単光章受賞

山口 明彦（山口鈴俉・石浦町9）
岐阜県伝統文化継承者顕彰

（邦楽・尺八）

大門 孝藏（新宮町）
板画院展・
サクラクレパス賞
作品名「春まだ遠き里山」

瀨川 賢一（新宮町）
改組 新 日展 書部門

「かな」入選（11回目）
作品名「春」

元田 木山（大新町2）
改組 新 日展 彫刻部門
特選（2度目）
作品名「夢を持って、自信持って」

野畑 国久（大新町1）
秋の叙勲・
瑞宝双光章受賞

周 雅子（若柳雅華・岡本町1）
岐阜県伝統文化継承者顕彰

（日本舞踊）

市
長
と
語
る
会
開
催
報
告

り
、
来
館
し
た
市
民
が
展
示
会
な

ど
に
立
ち
寄
る
な
ど
の
効
果
が
生

ま
れ
る
。

　

市
制
九
十
周
年
の
式
典
を
新
し

い
会
館
で
開
催
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
幸
い
。

（
市
）
時
期
は
決
め
ず
、
場
所
や

規
模
を
含
め
、
色
々
な
視
点
か
ら

考
え
、
十
分
な
議
論
を
尽
く
し
、

出
来
る
だ
け
早
く
取
り
掛
か
り
た

い
。
た
だ
何
も
な
し
に
議
論
す
る

の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
た
た

き
台
が
必
要
で
、
そ
の
中
心
的
な

役
割
を
文
化
協
会
に
期
待
す
る
。

使
う
人
の
側
に
立
っ
た
施
設
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

（
協
会
）
高
山
市
図
書
館
を
建
て

る
際
、
色
々
な
人
々
の
意
見
を
集

約
し
、
構
想
立
案
の
上
で
建
設
さ

れ
た
。
新
し
い
文
化
会
館
も
、
一

般
の
人
に
加
え
、
ソ
フ
ト
面
、
ハ

ー
ド
面
の
専
門
家
を
入
れ
た
委
員

会
を
作
っ
て
ほ
し
い
。市
民
は「
文

化
会
館
は
駅
西
」
と
思
っ
て
い
る

し
、
現
在
の
場
所
が
利
用
し
や
す

い
。

（
市
）
駅
西
の
整
備
計
画
の
中
の

交
流
施
設
が
保
留
と
な
っ
て
い

る
。
文
化
会
館
や
福
祉
セ
ン
タ
ー

も
含
め
て
考
え
た
い
。

（
協
会
）
駐
車
場
に
関
し
て
は
将

来
の
話
し
で
は
な
く
、
今
現
在
困

っ
て
い
る
。
今
後
も
近
く
に
合
同

庁
舎
が
建
設
さ
れ
る
な
ど
、
更
に

困
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

（
市
）
会
館
に
隣
接
し
た
場
所
は

な
い
の
で
、
な
る
べ
く
近
く
で
利

便
性
の
良
い
場
所
を
探
し
た
い
。

（
協
会
）
現
状
の
展
示
施
設
は
国

際
展
な
ど
を
行
う
に
は
お
粗
末
で

あ
り
、
ま
た
搬
入
出
の
際
に
作
品

が
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
入
ら
な
い
な

ど
、
改
善
す
べ
き
点
は
多
い
。
新

文
化
会
館
に
は
、
こ
れ
ら
の
点
も

考
慮
さ
れ
た
い
。

（
市
）
現
状
の
三
階
講
堂
は
、
展

示
室
と
し
て
は
お
粗
末
で
あ
り
、

手
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
早
急

に
実
施
す
る
。

　
　
　
　

＊
＊
＊
＊

そ
の
他
の
意
見
交
換

（
協
会
）
従
来
か
ら
の
市
民
歴
史

散
歩
、
文
化
協
会
特
別
展
へ
の
支

援
に
加
え
、
新
規
事
業
「
私
の
あ

し
な
が
お
じ
さ
ん
」
へ
の
支
援
を

お
願
い
し
た
い
。
こ
の
事
業
は
、

要
保
護
の
子
ど
も
た
ち
と
そ
の
保

護
者
に
、
文
化
芸
術
鑑
賞
事
業
を

無
料
で
観
て
も
ら
い
、
文
化
に
触

れ
る
機
会
を
持
っ
て
も
ら
う
も
の

で
、教
育
委
員
会
の
協
力
が
必
要
。

（
市
）「
私
の
あ
し
な
が
お
じ
さ
ん
」

事
業
に
は
協
力
さ
せ
て
も
ら
い
た

い
。

（
協
会
）
先
日
、
世
界
的
に
活
躍

さ
れ
て
い
る
バ
レ
エ
ダ
ン
サ
ー
の

岩
田
守
弘
さ
ん
を
迎
え
て
子
ど
も

向
け
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
い

た
。
単
発
で
な
く
、
今
後
も
続
け

た
い
。
文
化
芸
術
鑑
賞
事
業
で
も

子
ど
も
料
金
を
設
け
て
、
多
数
来

場
さ
れ
て
い
る
。
学
校
で
も
薦
め

て
も
ら
い
た
い
。

（
市
）
一
定
の
中
だ
け
で
は
偏
っ

て
く
る
の
で
、
色
々
な
ジ
ャ
ン
ル

や
外
か
ら
の
刺
激
は
好
ま
し
い
。

　
　
　
　

＊
＊
＊
＊

　

そ
の
他
、
松
本
家
住
宅
の
公
開

延
長
や
、
高
山
市
美
術
展
覧
会
の

運
営
な
ど
に
つ
い
て
、
意
見
交
換

を
し
ま
し
た
。

　

八
月
二
十
八
日
に
市
役
所
に
お

い
て
文
化
協
会
主
催
の
「
市
長
と

語
る
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
市

か
ら
は
國
島
市
長
を
は
じ
め
、
中

野
谷
教
育
長
と
幹
部
職
員
を
含
む

市
職
員
八
名
と
、
文
化
協
会
か
ら

は
小
林
会
長
を
は
じ
め
役
員
十
名

が
出
席
し
、
活
発
に
意
見
を
交
換

し
ま
し
た
。

　
　
　
　

＊
＊
＊
＊

新
高
山
市
民
文
化
会
館
（
仮
称
）

建
設
に
つ
い
て

（
協
会
）
高
山
市
で
は
『
高
山
市

民
文
化
会
館
整
備
基
金
』
を
整
備

し
て
い
た
だ
き
、
当
協
会
は
平
成

二
十
八
年
度
末
ま
で
に
二
千
万
円

を
寄
付
し
た
。
ま
た
市
内
各
所
に

募
金
箱
を
設
置
し
、
一
般
市
民
か

ら
も
募
っ
て
い
る
。当
協
会
で
は
、

本
年
度
よ
り
「
新
文
化
会
館
建
設

計
画
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
、

建
設
に
向
け
て
の
基
本
コ
ン
セ
プ

ト
と
し
て
以
下
の
三
点
を
ま
と
め

た
。

・
高
機
能
の
複
合
施
設
と
す
る
こ

　

と
・
利
便
性
を
考
え
、
建
設
は
現
在
地

　

も
し
く
は
隣
接
地
と
す
る
こ
と

・
現
行
施
設
と
の
役
割
分
担
を
明

　

確
化
す
る
こ
と

　

他
地
域
の
文
化
会
館
を
視
察

し
、
ホ
ー
ル
及
び
公
民
館
の
利
用

ニ
ー
ズ
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ

と
を
感
じ
た
。
一
般
市
民
の
発
表

会
で
は
現
在
の
規
模
の
ホ
ー
ル
は

大
き
す
ぎ
る
の
で
、
二
階
席
を
設

け
る
こ
と
な
ど
で
ニ
ー
ズ
に
合
わ

せ
た
使
い
方
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
複
合
施
設
と
す
る
こ
と
に
よ

 　　　　 「父、江黒美
よ し た ね

胤」

江黒憲子

　

江
黒
美
胤
は
、
明
治
三
十
八
年

六
月
、
高
山
市
上
川
原
町
で
江
黒

家
の
長
男
と
し
て
誕
生
し
ま
し

た
。

　

父
は
、
幼
少
の
頃
は
丈
夫
な
子

供
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、

教
育
熱
心
な
両
親
の
も
と
斐
太
中

学
を
卒
業
し
、
岐
阜
師
範
学
校
を

経
て
金
山
の
小
学
校
の
教
員
と
し

№ 69

て
赴
任
し
ま
し
た
。
不

馴
れ
な
土
地
で
初
め
て

の
教
員
生
活
は
さ
ぞ
か

し
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う

と
想
像
し
ま
す
が
、
親

切
に
面
倒
を
見
て
く
れ

た
の
が
妻
と
な
る
知
津

子
で
し
た
。
そ
の
後

六
十
年
余
、
穏
や
か
な

年
に
鎌
手
白
映
氏
主
宰
の「
裸
形
」

同
人
に
な
る
な
ど
作
歌
活
動
を
続

け
、
昭
和
二
十
二
年
に
は
「
飛
騨

学
し
た
大
正
七
年
に
同
校
へ
赴
任

さ
れ
た
、
歌
人
の
松
田
常つ

ね
の
り憲
先

生
か
ら
の
指
導
を
受
け
「
有
斐
」

に
作
品
五
首
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
と
な
り
始
め
た
よ
う

で
す
。
教
員
に
な
っ
て
か
ら
も
、

教
職
の
傍
ら
短
歌
研
究
に
傾
倒
し

て
い
き
ま
し
た
。

　

松
田
先
生
は
、
斐
太
高
校
退
職

後
も
何
度
か
来
高
さ
れ
、
父
の
家

に
も
よ
く
立
ち
寄
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
当
時
、
私
は
江
黒
家
へ
嫁
い

だ
ば
か
り
で
、
短
歌
に
は
縁
遠
い

状
況
で
し
た
が
、
案
内
役
と
し
て

市
内
各
所
を
一
緒
に
廻
り
ま
し

た
。
そ
の
道
す
が
ら
、
城
山
か
ら

市
街
を
一
望
し
て
い
る
時
に
、
松

田
先
生
の
奥
様
の
襟
足
に
桜
の
木

か
ら
毛
虫
が
落
ち
て
来
て
、
大
騒

ぎ
し
て
払
い
除
け
た
出
来
事
が
懐

か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

父
は
、
母
と
結
婚
し
た
昭
和
五

家
庭
を
築
き
一
女
四
男
の
子
に
恵

ま
れ
ま
し
た
。

　

短
歌
は
、
父
が
斐
太
中
学
に
入

昭和34年、市立第四中学校校長室にて

松田常憲歌碑

短
歌
会
」
同
人
と
な
り
、
翌
年
逝

去
さ
れ
た
福
田
夕
咲
先
生
に
弔

歌
を
捧
げ
ま
し
た
。
ま
た
昭
和

三
十
二
年
に
、
松
田
先
生
と
同
じ

く
短
歌
結
社
「
水
甕
社
」
同
人
と

な
り
、
昭
和
三
十
五
年
に

は
、
前
年
逝
去
さ
れ
た
松

田
先
生
の
歌
碑
建
立
に
奔

走
し
、
城
山
二
の
丸
公
園

に
完
成
し
ま
し
た
。
こ
の

歌
碑
建
立
に
は
、
父
を
は

じ
め
松
田
先
生
の
指
導
を

歌
集
の
編
纂
な
ど
も
行
い
、
平
成

五
年
に
高
山
市
文
化
功
労
者
顕
彰

を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

父
の
生
涯
を
顧
み
れ
ば
、明
治
、

大
正
、
昭
和
、
平
成
と
ま
さ
に
激

動
の
時
代
を
生
き
抜
き
、
そ
の
時

代
の
中
で
、
生
き
が
い
を
求
め
、

風
情
を
楽
し
み
、
幽
玄
な
短
歌
の

世
界
に
入
り
、
生
命
や
自
然
の
営

み
の
神
秘
に
触
れ
え
た
こ
と
は
、

歓
び
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
い

つ
も
穏
や
か
で
、
腕
白
盛
り
の
孫

を
背
負
っ
て
度
々
寝
か
し
つ
け
て

く
れ
た
父
の
姿
が
思
い
出
さ
れ
ま

す
。

　

父
は
平
成
十
二
年
五
月
、

九
十
五
歳
で
永
眠
し
ま
し
た
。
絶

筆
と
な
っ
た
歌
集
「
沙
羅
の
樹
」

の
中
の
短
歌
か
ら
、
父
の
人
柄
を

読
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

年
老
ひ
て
日
々
に
無
事
な
り
天あ

め
つ
ち地

の
囁
く
ご
と
く
雨
の
音
す
る

山
寺
の
十
一
時
の
鐘
は
わ
が
一
生

聞
き
た
り
し
音
あ
あ
今
日
も
鳴
る

受
け
ら
れ
た
荒
垣
秀
雄
さ
ん
、
古

池
信
三
さ
ん
、
小
林
幹
さ
ん
ら

十
四
人
の
方
々
が
尽
力
さ
れ
ま
し

た
。

　

父
は
教
師
と
し
て
定
年
を
迎
え

る
ま
で
教
育
一
筋
に
務
め
ま
し
た

が
、
優
し
く
て
子
ど
も
を
叱
る
こ

と
が
大
嫌
い
な
人
で
し
た
。
孫
も

一
緒
の
三
世
代
同
居
の
家
族
で
し

た
が
、
孫
や
私
た
ち
に
う
る
さ
い

と
叱
る
こ
と
も
な
く
、
自
分
が
静

か
な
所
へ
移
動
す
る
よ
う
な
思
い

遣
り
の
あ
る
優
し
い
父
で
し
た
。

　

昭
和
三
十
七
年
、
山
王
小
学
校

校
長
を
最
後
に
教
職
を
退
い
て
か

ら
は
、
創
設
以
来
所
属
し
て
い
た

「
飛
騨
短
歌
会
」
で
同
好
の
皆
様

と
研
鑽
を
積
み
、
地
域
婦
人
会
な

ど
で
指
導
に
あ
た
り
、
短
歌
の
道

一
筋
に
余
生
を
過
ご
し
ま
し
た
。

こ
の
他
、
宮
村
村
歌
、
江
名
子
小

学
校
校
歌
の
作
詞
、
牧
野
英
一
遺




