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❖主な内容❖

さかきふれあい大学の
講座が開講しました！
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防
のため延期していた、さかきふれあい大学講
座を 7月１日（水）から開講しました。
　詳細は 6ページから

「リトミック教室　七夕飾り」

　
こ
の
夏
も
、
と
て
も
暑
く
な
り

ま
し
た
ね
。
今
年
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
防
止
の
た
め

マ
ス
ク
を
し
て
い
た
の
で
、
暑
さ

が
一
段
と
厳
し
く
感
じ
ま
し
た
。

　
夏
に
咲
く
代
表
的
な
花
に
、
朝

顔
が
あ
り
ま
す
。
小
学
校
で
は
、

一
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
、
春
に

種
ま
き
を
し
て
、
朝
顔
の
成
長
を

観
察
し
ま
す
。
そ
し
て
、
夏
休
み

に
は
家
に
持
ち
帰
り
、
い
く
つ
花

が
咲
い
た
か
を
調
べ
た
こ
と
を
思

い
出
す
方
も
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
朝

顔
で
す
が
、
い
つ
ご
ろ
の
時
期
か

ら
花
を
咲
か
せ
る
の
で
し
ょ
う

か
？

　
普
通
に
外
で
育
て
い
る
朝
顔
は
、

あ
る
時
期
を
す
ぎ
な
い
と
花
を
咲

か
せ
ま
せ
ん
。
早
く
花
を
咲
か
せ

た
い
と
、
早
く
種
ま
き
を
し
て
も
、

あ
る
時
期
を
す
ぎ
な
い
と
花
芽
を

つ
け
ま
せ
ん
。

　
そ
の
理
由
は
、
朝
顔
の
葉
は
、

お
日
様
が
沈
ん
で
い
る
暗
い
時
間

が
一
定
以
上
に
な
る
と
、
花
芽
の

形
成
を
う
な
が
す
ア
ブ
シ
ジ
ン
酸

と
い
う
植
物
ホ
ル
モ
ン
を
作
り
ま

す
。
そ
の
植
物
ホ
ル
モ
ン
が
ツ
ル

に
移
動
し
て
、
花
の
芽
を
作
る
よ

う
に
命
令
し
、
花
が
つ
き
ま
す
。
普

通
に
外
で
育
て
て
い
る
朝
顔
が
花
を

つ
け
る
の
は
、
ど
ん
な
に
早
く
て
も
、

夜
の
時
間
が
９
時
間
以
上
に
な
る
6

月
の
終
わ
り
に
な
り
ま
す
。
８
月
に

な
る
と
夜
の
時
間
は
10
時
間
以
上
に

な
る
の
で
、
つ
ぼ
み
が
た
く
さ
ん
つ

き
、
花
を
た
く
さ
ん
咲
か
せ
ま
す
。

た
だ
し
、
夜
も
照
明
が
つ
い
て
い
る

な
ど
明
る
い
場
所
で
は
、
花
が
咲
く

の
が
遅
か
っ
た
り
咲
か
な
か
っ
た
り

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
お
日
様
が
沈
ん
で

い
る
暗
い
時
間
が
一
定
以
上
に
な
る

と
花
を
咲
か
せ
る
植
物
を
「
短
日

植
物
」
と
い
い
ま
す
。
短
日
植
物

は
、「
暗
い
時
間
が
一
定
以
上
に
な

る
」
こ
と
を
き
っ
か
け
に
花
を
つ
け

ま
す
の
で
、夏
至
（
６
月
20
日
前
後
）

が
過
ぎ
る
ま
で
つ
ぼ
み
が
で
き
ま
せ

ん
。
朝
顔
の
他
に
も
短
日
植
物
の
仲

間
は
、
こ
れ
か
ら
き
れ
い
な
花
を
咲

か
せ
る
キ
ク
や
コ
ス
モ
ス
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　
朝
顔
の
花
が
き
れ
い
に
咲
く
た
め

に
は
、
暗
い
時
間
が
続
か
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。
今
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
症
が
広
が
り
、
世
界
中
が

暗
い
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
暗
闇
の
先
に
は
、
必
ず
明
る
い
未

来
が
待
っ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
で
今

の
厳
し
い
現
状
に
耐
え
、
そ
の
後
に

待
っ
て
い
る
明
る
い
未
来
に
大
き
な

花
を
咲
か
せ
ま
し
ょ
う
。
（
Ｔ
・
Ｔ
）

期　日　10月7日～２月24日　毎週水曜日
　　　　午前10時～11時30分
会　場　文化センター 大会議室
指導者　中沢敏江さん
　　　　（リトミック研究センター特別講師）
対　象　１歳半～３歳児とその保護者
受講料　4,000円

お　知　ら　せ

　リトミック教室後期受講生を募集します。音楽（リ
ズム）を用いて人間形成に欠かせない「社会性」、「創
造性」、「感受性」を育てる楽しい講座です。親子で参
加して下さい。

　新型コロナウィルス感染防止のため、次の行事を中
止することになりました。ご理解いただきますようお
願いします。

　文化センターの1階・2階のギャラリーに、サーク
ル活動等の作品を展示しませんか。展示を希望される
方は、文化センターまでお問い合わせください。

・第60回町民運動会　　　　10月  4日（日）
・第42回交通安全町民大会　10月  4日（日）
・第49回坂城町文化祭　　　10月24日（土）・25日（日）

第１部　「山城を歩く」
講　師　中嶋　豊 先生
第２部　顕在化する温暖化の影響
       ―ライチョウをいかに守るか
講　師　中村　浩志 先生

リトミック教室後期受講者募集

行事中止のお知らせ

作品展示の募集

山と私たちの生活

◆ウォークラリー大会 10月 17日 （土） 
◆スポーツ少年団交流大会 12月 13日 （日）
◆元旦マラソン １月 １日 （元日・金）
◆席書大会書初展 １月 ４日 （月）～６日（水）
◆スキー・スノボー教室　 １月 17日 （日）
◆分館対抗球技大会　 ２月 21日 （日）
◆子ども茶の湯教室　 ３月 ６日 （土）
◆坂城町囲碁大会　　 ３月 14日 （日）
◆坂城町将棋大会　　 ３月 21日 （日）

※ 新型コロナウィルス感染防止のため、変更になる場
合があります。

今後の行事予定

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、
　事前申込み制、定員 70名となります。

中嶋　豊 先生

中村 浩志 先生

さかきふれあい大学教養講座

期　日　10月24日（土）　午後2時～4時
会　場　文化センター 大会議室
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味
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
食
べ

な
が
ら
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
あ
い
つ
ら
（
Ａ
Ｉ
）
は

カ
レ
ー
食
い
て
ぇ
な
ん
て
思
わ

な
い
よ
な
、と
。
今
の
と
こ
ろ
、

あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
に
は
、
何

か
を
し
た
い
と
い
う
自
発
的
な

動
機
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
思

う
と
、
ち
っ
ぽ
け
で
く
だ
ら
な

い
こ
の
欲
求
も
、
非
常
に
重
要

な
価
値
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
た
の
で
す
。

　
科
学
が
ど
ん
な
に
発
展
し
よ

う
と
、
斜
陽
と
カ
レ
ー
の
匂
い

が
も
た
ら
し
た
こ
の
感
覚
を
、

私
た
ち
人
間
に
残
さ
れ
た
最
後

の
希
望
だ
と
信
じ
て
い
た
い
。

そ
ん
な
こ
と
を
願
う
夕
暮
れ
で

し
た
。

　
次
は
、宮
嶋
一
浩
さ
ん
で
す
。

　
私
は
現
在
大
学
院
で
生
命
科

学
に
関
す
る
研
究
を
し
て
い
ま

す
。
研
究
を
通
じ
て
Ａ
Ｉ
と
人

間
の
違
い
や
、
人
間
の
持
つ
尊

さ
に
つ
い
て
も
よ
く
議
論
を

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
環
境

に
身
を
お
く
私
が
感
じ
た
「
人

間
に
し
か
な
い
も
の
」
に
つ
い

て
。

　
あ
る
日
の
家
路
、
斜
陽
の
時

刻
で
し
た
。
近
所
の
家
か
ら
微

か
に
カ
レ
ー
の
匂
い
が
。
そ
の

家
庭
で
は
ど
ん
な
カ
レ
ー
が
出

て
く
る
の
だ
ろ
う
、
家
族
団
欒

で
食
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と

い
ろ
ん
な
こ
と
を
想
起
し
ま
し

た
が
、
圧
倒
的
に
感

じ
た
こ
と
は
「
俺
も

カ
レ
ー
食
い
て
ぇ
」

で
し
た
。
そ
の
日

の
夕
食
は
カ
レ
ー
を

作
り
ま
し
た
。
一
人

暮
ら
し
の
僕
が
作
っ

た
そ
れ
は
、
昔
母
が

作
っ
て
く
れ
た
カ

レ
ー
に
敵
う
は
ず
も

な
く
、
少
し
寂
し
い

５
０
０
字
リ
レ
ー
ト
ー
ク

「
カ
レ
ー
食
い
て
ぇ
」

藤
岡
　慧

写真１　埴科頭首工付近から見た葛尾城跡

写真２　千曲市方面

写真３　上田市方面

葛
尾
城
跡
は
ど
こ
に
あ
る
？

　
ま
ず
は
葛
尾
城
の
立
地
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
町
の
右
岸
側
（
東
側
）
か
ら

千
曲
市
方
面
を
向
く
と
、
屏
風

の
よ
う
な
山
並
み
が
目
に
入
り

ま
す
。
千
曲
川
か
ら
生
え
て
き

た
よ
う
な
山
は
矢や

ば

さ

ま

場
佐
間
山や

ま

、

そ
の
隣
に
見
え
る
大
き
な
山
が

葛
尾
山
で
す
。
そ
の
頂
上
、
標

高
八
〇
五
ｍ
の
場
所
に
あ
る
の

が
葛
尾
城
跡
で
、
麓
の
坂
城
神

社
か
ら
の
比
高
は
三
七
〇
ｍ
ほ

ど
あ
り
ま
す
。
今
か
ら
四
〇
〇

年
ぐ
ら
い
前
、
主
に
戦
国
時
代

後
半
に
使
わ
れ
た
山
城
で
す
。

城
跡
と
は
、城
で
あ
っ
た
場
所
、

今
は
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

～ 坂城の山城 （葛尾城跡編） ～
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　この秋、第 27回全国山城サミット　上田・坂城大会（主催：全国山城サミット上田・坂城大会実行
委員会）が開催されます。全国の山城研究者、愛好家が注目するこの大会は、2日間の日程で、第 1日
目に山城ガイドツアーが予定されています。坂城町内では、千曲川右岸の葛尾城跡、和合城跡がコース
となっています。今回の「ふるさと探訪」では、葛尾城跡について探っていきます。

指
し
て
い
ま
す
。
当
然
な
こ
と

の
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
と
て

も
大
事
な
こ
と
で
す
。

【
写
真
１
】

　
み
な
さ
ん
は
葛
尾
城
跡
へ

登
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

か
。
主し
ゅ
か
く郭
か
ら
は
千
曲
市
・
長

野
市
方
面
、
上
田
市
方
面
の
両

方
へ
眺
望
が
あ
り
、
他
の
山
城

と
の
連
絡
が
よ
い
こ
と
や
、
千

曲
川
の
幅
が
狭
ま
り
、
街
道
・

水
運
を
抑
え
る
立
地
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
敵

軍
の
動
き
も
容
易
に
捉
え
ら
れ

た
で
し
ょ
う
。
た
く
さ
ん
の
利

点
に
気
付
き
ま
す
。
逆
に
言
え

ば
、
こ
の
城
を
敵
に
奪
わ
れ
る

と
目
が
行
き
届
か
ず
、防
衛
上
、

大
変
不
利
に
な
り
ま
す
。

【
写
真
２
、３
】

い
つ
、
誰
が
築
い
た
城
か

　
葛
尾
城
が
い
つ
ご
ろ
築
か
れ

た
の
か
、
よ
く
分
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
村
上
郷
に
拠
点
を
置
い

て
い
た
村
上
氏
が
、
坂
城
郷
に

居き
ょ
か
ん館
を
構
え
て
い
た
地
頭
の
薩

摩
氏
を
討
ち
破
っ
た
の
が
、
建

武
二
年
（
一
三
三
五
）
の
こ
と

で
す
。
築
城
し
た
の
が
薩
摩
氏

で
あ
れ
ば
そ
れ
以
前
で
あ
り
、

村
上
氏
で
あ
れ
ば
そ
れ
以
後
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

長
く
居
城
と
し
て
使
用
し
た
の

は
村
上
氏
で
あ
り
、
一
般
的
に

は
村
上
氏
の
城
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
平
時
は
麓
に
あ
る

居
館
で
活
動
し
、
非
常
時
に
山

城
へ
籠こ
も

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
居
館
跡あ
と

（
現
・
満
泉
寺
）

と
合
わ
せ
て
、「
村
上
氏
城じ
ょ
う

館か
ん

跡せ
き

」
と
し
て
長
野
県
史
跡
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
矢
場
佐
間

山
の
頂
上
に
あ
る
姫
城
と
、
千

曲
市
磯
部
と
の
境
に
あ
る
岩
崎

城
を
含
め
て
葛
尾
城
と
呼
ぶ
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は

葛
尾
山
上
の
本
城
の
み
に
つ
い

て
言
及
し
ま
す
。

村
上
義
清
の
時
代

　
戦
国
時
代
の
城
主
、
村
上
義

清
の
時
代
は
、
敵
が
攻
め
て
き

た
ら
山
城
に
籠
っ
て
し
の
ぎ
、

敵
の
兵ひ
ょ
う

粮ろ
う

や
体
力
が
消
耗
し

て
、
自
ら
去
る
の
を
待
ち
ま
し

た
。
攻
撃
側
も
、
山
に
籠
っ
た

相
手
を
深
追
い
は
し
な
い
慣
習

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
ろ

信
濃
国
内
で
は
、
豪
族
同
士
の

争
い
は
あ
り
ま
し
た
が
、
信
濃

一
国
を
制
圧
し
て
領
国
化
す
る

大
名
は
お
ら
ず
、
激
し
い
衝
突

に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
甲

斐
の
戦
国
大
名
・
武
田
信
玄
が

侵
攻
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
信

濃
の
情
勢
は
一
変
し
ま
す
。
葛

　

　文化センター大会議室で体を動かしながら、楽しく音感が身につくリトミッ
ク教室が今年も開講しました。中沢敏江先生の指導により、元気な声が響いて
いました。７月８日（水）には、七夕にあわせて飾り付けを行いました。みん

なのお願い叶
うといいな。
　後期受講
者を募集して
います。詳し
くは８ページ
をご覧くださ
い。

　キッズスポーツ教室は、幼少期のお子
様が、いつもと違うお友達と運動をした
り、楽しいレクリエーションゲームを通
じてスポーツに親しみ、豊かな想像力を
育んでいきます。長野体育指導センター
の市村先生の指導のもと、１年間元気よ
く活動していきます。

リトミック
教室

キッズ
スポーツ教室
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尾
城
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

武
田
氏
侵
攻
と
葛
尾
城
の
自
落

　
義
清
や
葛
尾
城
に
つ
い
て
の

記
録
は
、
武
田
氏
と
の
攻
防
の

中
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
天て
ん
ぶ
ん文

二
十
二
年
（
一
五
五
三
）、
武
田

氏
は
諏
訪
、
松
本
方
面
を
制
圧

し
、
川
中
島
方
面
へ
と
軍
を
進

め
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
よ
り
前

に
佐
久
を
攻
め
て
勢
力
下
に
し

て
い
た
た
め
、
村
上
勢
は
武
田

勢
に
挟
ま
れ
る
よ
う
な
状
況
で

す
。
信
濃
の
豪
族
同
士
の
争
い

と
違
い
、
武
田
軍
は
領
土
拡
大

を
目
指
し
て
お
り
、
佐
久
の
志

賀
城
攻
め
で
は
抵
抗
し
た
相
手

方
に
凄せ
い
さ
ん惨
な
殺さ
つ
り
く戮
も
行
い
ま
し

た
。
天
文
十
七
年
の
上
田
原
、

十
九
年
の
砥
石
城
の
戦
い
で
は

武
田
軍
を
追
い
返
し
た
義
清
で

し
た
が
、
国
力
・
兵
力
を
増
し

て
攻
め
て
き
た
武
田
軍
に
周
辺

豪
族
が
次
々
と
味
方
し
て
い
く

中
、
四
月
九
日
、
自
ら
葛
尾
城

を
落
城
さ
せ
、
坂
城
を
抜
け
出

し
ま
し
た
。

義
清
の
あ
と
も
使
わ
れ
て
い
た

葛
尾
城

　
自
分
の
城
を
壊
し
て
去
る

の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
葛
尾

城
は
軍
事
的
に
よ
い
立
地
で
す

か
ら
、
敵
に
利
用
さ
れ
に
く
く

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

あ
と
葛
尾
城
は
武
田
氏
の
家

臣
が
入
り
ま
す
が
、
同
じ
月
の

二
十
三
日
、
村
上
勢
に
よ
っ
て

討
ち
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
義
清
は
葛
尾
城
を
拠
点
に
は

せ
ず
、
建
武
年
間
か
ら
村
上
氏

が
領
有
し
て
い
た
塩
田
（
上
田

市
）
へ
動
き
、
八
月
に
は
信
濃

を
出
て
越
後
の
上
杉
氏
を
頼
り

ま
し
た
。
こ
の
後
、
し
ば
ら
く

葛
尾
城
の
こ
と
は
文
献
に
出
て

こ
な
く
な
り
ま
す
が
、
川
中
島

地
域
を
め
ぐ
る
甲
越
の
戦
い
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
城
と
し
て
、

後
世
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な

り
ま
し
た
。

　
義
清
が
葛
尾
城
を
去
っ
て
か

ら
、
上
杉
氏
と
の
争
い
を
経
て

信
濃
は
主
に
武
田
氏
の
領
地
と

な
り
、
し
ば
ら
く
安
定
し
ま

し
た
。
武
田
氏
が
天て
ん
し
ょ
う正
十
年

（
一
五
八
二
）
に
織
田
氏
に
亡

ぼ
さ
れ
る
と
、
織
田
氏
の
領
地

と
な
り
ま
す
。
同
年
、
本
能
寺

の
変
で
織
田
信
長
が
死
去
す
る

　今年度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため４月
からの開講を延期していた「公民館文化講座」、「リトミック教室」、
「キッズスポーツ教室」が７月１日（水）より開講しました。
　新型コロナウィルス感染症の予防のため、各講座において新し
い生活様式の中で対策を講じながら、楽しく講座を行っています。
さかきふれあい大学の後期講座の申し込みが、９月23 日（水）
から始まります。まだまだ新型コロナウィルス感染症は予断を許
さない状況ですが、ご参加をお待ちしています。

と
、
織
田
氏
は
撤
退
し
、
今
度

は
上
杉
氏
が
信
濃
を
治
め
よ
う

と
し
ま
し
た
。
そ
こ
へ
徳
川
氏

や
北
条
氏
も
入
っ
て
き
た
た
め
、

信
濃
は
義
清
の
頃
よ
り
も
激
し

い
戦
場
と
な
り
ま
し
た
。
特
に

坂
城
郷
・
村
上
郷
は
埴
科
郡
・

更
級
郡
と
小
県
郡
と
の
境
目
で
、

上
杉
氏
と
北
条
氏
の
勢
力
の
せ

め
ぎ
合
い
の
地
で
し
た
。
今
回

ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
の
コ
ー
ス
と
な

る
和
合
城
は
、
そ
の
と
き
上
杉

氏
の
前
線
と
し
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
城
な
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
中
、
葛
尾
城
も
戦
に

使
用
さ
れ
、
改
変
さ
れ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

関
ヶ
原
の
戦
い
と
葛
尾
城

　
さ
て
、
義
清
が
去
っ
て
半

世
紀
ほ
ど
経
っ
た
慶
長
五
年

（
一
六
〇
〇
）
に
、「
葛
尾
と
い

う
山
の
取
出
（
砦
）」
で
真
田

昌
幸
の
家
臣
が
、
徳
川
秀
忠

の
配
下
に
い
た
森
忠
政
の
兵
と

戦
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま

す
。
秀
忠
軍
は
関
ケ
原
へ
向
か

う
途
中
、
上
田
城
を
攻
め
た
も

の
の
落
と
せ
ず
、
真
田
氏
を
監

視
す
る
た
め
坂
城
の
山
城
に
兵

を
置
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
記

録
に
は
二
の
丸
、
三
の
丸
の
言

葉
が
見
え
、
柵
や
木
戸
が
あ
っ

た
こ
と
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
砦
は
葛
尾
城
の
こ
と

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
城

よ
り
小
規
模
な
砦
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
戦
い

の
頃
の
城
が
大
規
模
な
近
世
城

郭
（
海
津
城
や
松
本
城
の
よ
う

な
城
）
と
な
っ
て
い
て
、
葛
尾

城
の
よ
う
な
山
城
は
小
規
模
な

砦
と
捉
え
ら
れ
た
た
め
で
す
。

現
在
残
る
姿
は
、
こ
の
頃
の
も

の
で
し
ょ
う
。
こ
の
後
、
元げ
ん
な和

元
年
（
一
六
一
五
）
に
江
戸
幕

府
が
一
国
一
城
令
を
出
し
、
大

名
の
居
城
以
外
の
城
は
破
却
さ

れ
、
葛
尾
城
も
役
目
を
終
え
ま

し
た
。【
写
真
４
】

い
よ
い
よ
散
策
、
葛
尾
城
跡

　
こ
こ
か
ら
は
構
造
を
探
り
ま

し
ょ
う
。
山
城
は
、
そ
の
立
地

か
ら
開
発
の
手
が
入
り
に
く
く
、

比
較
的
当
時
の
姿
を
残
し
て
い

る
史
跡
で
す
。「
当
時
」
と
は
、

先
に
述
べ
た
と
お
り
戦
国
末
期

の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

○
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
…

　
堀
切
を
越
え
て
歩
く

　
葛
尾
城
は
主
郭
を
中
心
に
し

て
、
尾
根
上
に
堀
切
や
郭く
る
わ

が
連

続
し
て
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
堀

切
と
は
山
を
切
り
取
っ
て
敵
の

動
き
を
遮
る
施
設
で
、
葛
尾
城

で
は
、
深
い
も
の
は
一
〇
ｍ
ほ

ど
あ
り
ま
す
。
堀
切
は
主
に
五

里
ヶ
峰
方
面
か
ら
続
く
北
尾
根

に
見
ら
れ
ま
す
。
大
小
い
く
つ

も
造
ら
れ
、
主
郭
へ
の
侵
入
を

写真４　三の郭周辺から主郭を望む

さかきふれあい大学各種講座が
スタートしました !!

坂城町公民館文化講座

俳
　
　句

陶
　
　芸

短
　
　歌

古 

文 

書

茶
　
　道

（
表
千
家
）

絵
　
　画

茶
　
　道

（
裏
千
家
）

盆
　 栽

木
　
　彫

詩 

を
楽 

し 

む

季
節
の

郷
土
料
理

NEW

自主講座

NEW

書
　
　道

コ
ー
ラ
ス

　

　７月１日（水）、「令和２年度坂城町公民館文化講座開講式」を開催しました。13講座 15 教室の学び
が始まりました。
　今年度は「季節の郷土料理」「詩を楽しむ」の講座を新たに開講しました。皆さんも何か始めてみませ
んか。今回は、いくつかの講座の風景を紹介します。

文化講座

茶道　裏千家

季節の郷土料理

俳句講座

詩を楽しむ
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困
難
に
し
て
い
ま
す
。

【
写
真
５
】

　
現
在
は
登
山
道
を
歩
け
ま
す

が
、
当
時
は
急
な
斜
面
を
甲
冑

を
着
て
攻
め
上
が
ら
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
し
、
上
か
ら
槍
や
弓
矢

で
攻
撃
さ
れ
た
こ
と
を
想
像
す

る
と
、
非
常
に
危
険
な
場
所
だ

と
分
か
り
ま
す
。
改
め
て
こ
こ

が
戦
場
だ
っ
た
と
思
い
知
り
ま

す
。

　
山
を
切
る
と
言
っ
て
も
葛
尾

山
は
岩
が
多
い
山
で
す
か
ら
、

相
当
な
労
働
力
が
必
要
だ
っ
た

で
し
ょ
う
。

○
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
…

　
郭
を
探
し
て
歩
く

　
主
郭
か
ら
矢
場
佐
間
山
方
面

に
は
郭
が
続
き
ま
す
。
郭
と
は
、

山
の
一
部
を
平
ら
に
削
り
、
兵

を
何
人
も
置
い
て
お
け
る
空
間

で
す
。
主
郭
の
下
に
二
の
郭
、

三
の
郭
が
残
っ
て
い
ま
す
。
一

見
、
自
然
の
地
形
に
見
え
ま
す

が
、
よ
く
観
察
す
る
と
気
が
付

き
ま
す
。
そ
の
先
の
小
さ
な
郭

も
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
郭
の

端
は
土
手
を
作
っ
て
防
御
を
固

め
ま
し
た
。
こ
の
土
手
を
土
塁

と
呼
び
ま
す
。
主
郭
の
北
側
に
、

今
も
は
っ
き
り
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。【
写
真
６
】

　
秋
か
ら
早
春
の
落
葉
期
に

は
、
麓
か
ら
も
堀
切
や
郭
の
形

が
よ
く
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
ど

の
山
城
に
も
言
え
ま
す
。
冬
に

な
っ
た
ら
周
囲
の
山
を
よ
く
見

て
み
ま
し
ょ
う
。

○
こ
れ
は
何
？
…

分
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
る

　
葛
尾
城
の
構
造
は
あ
ま
り
複

雑
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、五
里
ヶ

峰
方
面
に
進
む
と
、
不
可
思
議

な
構
造
物
が
あ
り
ま
す
。

【
写
真
７
】

　
尾
根
の
上
に
、
平
ら
な
石
が

積
み
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
葛

尾
城
跡
の
中
に
一
箇
所
だ
け
の

施
設
で
す
。
こ
れ
が
い
つ
作
ら

れ
た
の
か
、
何
の
た
め
な
の
か
、

ま
だ
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
こ
の
遺
構
を
き
ち
ん
と

保
存
し
後
世
に
つ
な
げ
て
い
け

ば
、
歴
史
学
・
考
古
学
・
土
木

工
学
な
ど
の
知
見
を
得
て
、
い

つ
か
解
明
さ
れ
る
日
も
来
る
で

し
ょ
う
。

百
姓
に
と
っ
て
の
葛
尾
城

　
こ
こ
ま
で
、
武
士
の
側
か
ら

葛
尾
城
の
歴
史
や
構
造
を
み
て

き
ま
し
た
。
私
た
ち
の
先
祖
・

百
姓
（
農
民
）
に
と
っ
て
は
ど

ん
な
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
義
清
の
時
代
は
、
敵
が
来
た

ら
山
城
に
籠
っ
て
や
り
す
ご
し

た
、と
先
に
述
べ
ま
し
た
。
籠
っ

た
の
は
兵
だ
け
で
な
く
、
百
姓

も
で
す
。
敵
兵
が
収
穫
前
の
農

作
物
を
刈
り
取
っ
て
し
ま
っ
た

り
、
田
畑
や
家
に
火
を
放
っ
た

り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、

里
に
い
る
こ
と
は
危
険
で
し
た
。

籠
る
、
と
は
日
常
生
活
を
一
旦

や
め
て
逃
げ
込
む
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
避
難
で
す
。
避
難
す

る
場
所
は
、
多
少
不
便
で
も
安

全
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

高
い
山
の
上
で
あ
れ
ば
、
敵
か

ら
の
距
離
が
保
て
る
だ
け
で
も

安
全
で
す
。

　
ま
た
、
神
仏
に
護
ら
れ
た
土

地
と
し
て
、
宗
教
的
な
場
に
山

城
を
築
い
た
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。
葛
尾
山
も
麓
に
坂
城
神

社
な
ど
寺
社
を
多
く
擁
し
て
お

り
、
宗
教
的
な
場
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。『
ふ

る
さ
と
坂
城
の
地
名
』
に
よ

れ
ば
、
周
辺
に
は
虚こ
く空
蔵ぞ
う
さ
ん山
、

愛あ
た
ご
や
ま

宕
山
、
飯い
い
づ
な
や
ま

縄
山
な
ど
の
宗
教

的
な
地
名
も
見
ら
れ
ま
す
。
飯

縄
山
（
飯
綱
山
）
は
葛
尾
山
中

腹
の
石
英
斑は
ん
が
ん岩
が
大
き
く
飛
び

出
て
い
る
山
で
、
岩
の
根
元
に

祠ほ
こ
ら

が
祀ま
つ

ら
れ
て
い
る
の
を
登
山

道
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
古
代
か
ら
中
世
の

人
々
は
、
山
に
対
し
て
畏お
そ

れ
を

感
じ
、
非
日
常
空
間
＝
人
間
以

外
の
世
界
と
み
な
し
て
い
ま
し

た
。
戦
国
時
代
の
坂
城
の
人
々

も
、
葛
尾
山
の
霊
威
に
守
ら
れ

た
葛
尾
城
を
、
安
心
で
き
る
避

難
所
だ
と
見
て
い
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
以
降
の
葛
尾
城
跡

　
江
戸
時
代
に
は
、「
古
城
」
と

し
て
北
国
街
道
を
行
く
人
々
に

記
録
さ
れ
ま
し
た
。
坂
木
宿
ふ

る
さ
と
歴
史
館
で
展
示
し
て
い

る
絵
図
に
は
、「
か
つ
ら
を
」
の

山
の
上
に
「
村
上
義
清
、
山
城
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
武
田
、

織
田
、
上
杉
と
領
主
が
入
れ
替

わ
っ
て
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
江
戸
時
代
に
は
村
上
氏
の
、

特
に
義
清
の
城
と
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

【
写
真
８
】

　
主
郭
の
北
側
に
「
明
治
十
八

年
三
月
再
建
」
の
銘
が
入
っ
た

祠
が
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も

こ
れ
以
前
か
ら
、
義
清
を
祀
る

葛
尾
神
社
が
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。

写真５　大きな堀切

写真６　主郭。奥の盛り上がりが土塁跡

写真７　尾根上にある石積み

写真８　延宝 6年「幕府裁許絵図」（部分）

　
時
代
が
下
っ
て
昭
和
の
初
め

に
は
、
葛
尾
城
跡
で
「
村
上
義よ
し

光て
る

公
六
百
年
祭
」
が
執
り
行
わ

れ
、
義
清
に
限
ら
ず
、
村
上
氏

の
顕
彰
の
場
と
な
り
ま
し
た
。

鎌
倉
幕
府
倒
幕
の
際
、
後
醍
醐

天
皇
に
忠
誠
を
尽
し
た
村
上
義

光
・
義
隆
父
子
が
、
昭
和
の
軍

国
主
義
の
高
ま
り
の
中
で
注
目

さ
れ
た
の
で
す
。
祠
の
手
前
に

拝
殿
や
記
念
塔
が
建
て
ら
れ
、

大
勢
の
人
が
詰
め
か
け
ま
し
た
。

【
写
真
９
】

　
こ
の
よ
う
に
、
義
清
が
去
っ

た
あ
と
も
、
葛
尾
城
は
村
上
氏

の
居
城
と
し
て
語
り
継
が
れ
て

き
ま
し
た
。

未
来
へつ
な
ぐ
努
力

　
現
在
、
み
な

さ
ん
に
と
っ
て

は
ど
の
よ
う
な

存
在
で
し
ょ
う

か
。
い
つ
も
見

て
い
る
山
、
近

場
の
登
山
コ
ー

ス
、
展
望
ス

ポ
ッ
ト
、
遠
足

で
登
っ
た
思
い

出
の
場
所
…
な

ど
、
人
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　
毎
年
四
月
下
旬
か
ら
五
月

初
め
の
八
十
八
夜
祭
に
は
、
大

宮
区
で
葛
尾
祭
と
葛
尾
登
山
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
主
郭

周
辺
の
整
備
を
、大
宮
区
の
「
葛

尾
城
跡
保
存
会
」
の
み
な
さ
ん

が
担
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

地
元
の
方
々
が
努
力
し
、
関
わ

り
続
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
葛

尾
城
跡
と
し
て
私
た
ち
の
時
代

に
も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

町
内
の
他
の
山
城
で
も
、
各
団

体
が
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
山
城
保
存
に
関
わ
る

方
々
の
活
動
を
広
く
知
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
も
、
全
国
山
城
サ

ミ
ッ
ト
上
田
・
坂
城
大
会
の
開

催
目
的
の
ひ
と
つ
で
す
。

お
わ
り
に

　
冒
頭
で
「
今
は
使
わ
れ
て
い

な
い
」
こ
と
を
少
し
述
べ
ま
し

た
。
そ
れ
は
今
は
こ
の
国
の
中

で
戦
争
を
し
て
い
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
当
た

り
前
で
し
ょ
う
か
。
戦
国
時
代

以
前
に
も
、
日
本
国
内
で
戦
乱

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
政

治
的
な
敵
対
が
、
武
力
に
よ
る

衝
突
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
す
。

戦
国
時
代
に
は
、
不
安
定
な
気

候
で
凶
作
続
き
だ
っ
た
こ
と
も

争
い
の
要
因
と
な
り
ま
し
た
。

同
じ
言
葉
を
話
す
、
同
じ
神
仏

を
信
仰
す
る
、
同
じ
国
の
人
同

士
が
戦
争
を
し
た
時
代
が
、
私

た
ち
の
暮
ら
す
土
地
に
あ
っ
た

の
で
す
。
物
語
で
は
な
く
、
私

た
ち
の
先
祖
が
体
験
し
た
こ
と

で
す
。
私
た
ち
の
身
に
起
き
な

い
と
言
い
切
れ
る
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
先
祖
は
勇

気
を
出
し
て
武
器
を
手
放
し
、

城
を
離
れ
、
争
い
の
な
い
社
会

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
を
、
山
城
は
教
え
て

く
れ
ま
す
。
史
跡
を
学
び
保
存

　
村
上
義
清
と
葛
尾
城
に
つ

い
て
、
一
番
詳
し
く
、
一
番

や
さ
し
く
記
し
た
本
で
す
。

全
編
に
わ
た
っ
て
父
と
子
の

問
答
に
よ
る
記
述
に
な
っ
て

お
り
、
会
話
を
楽
し
む
う
ち

に
理
解
が
深
ま
っ
て
い
き
ま

す
。
葛
尾
城
を
歩
き
な
が
ら

解
説
し
て
い
る
の
で
、
山
城

の
入
門
書
と
し
て
も
読
め
ま

す
。（
一
二
七
頁
）

笹
本
正
治
　著
　

『
葛
尾
城
を
歩
く
』

　（坂
城
町
教
育
委
員
会

　一
九
九
三
）

　定
価
：
千
円

文
化
財
セ
ン
タ
ー
、

坂
木
宿
ふ
る
さ
と
歴
史
館
、

鉄
の
展
示
館
で
頒
布
中
！

し
て
い
く
こ
と
は
、
豊
か
で
安

心
な
郷
土
の
未
来
に
つ
な
が
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

（
本
間
美
麻
）

写真９　義光公六百年祭の様子


