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七
尾
城
跡
は
、
戦
国
時
代
の
山
城
（
城

郭
）
と
城
下
（
町
並
み
）
の
遺
構
が
セ
ッ
ト

と
な
っ
て
良
好
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て
き
た
、

全
国
的
に
も
数
少
な
い
遺
跡
で
す
。

　
一
方
で
、
将
来
に
向
け
て
保
存
や
活
用
を
し

て
い
く
上
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
て

い
ま
す
。
地
震
や
大
雨
な
ど
の
自
然
災
害
で

石
垣
が
崩
れ
る
被
害
や
野
生
動
物
（
イ
ノ
シ

シ
）
に
よ
る
被
害
が
た
び
た
び
発
生
し
、
遺
構

の
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
城

下
の
遺
構
が
地
域
住
民
の
生
活
圏
に
及
ぶ
こ
と
も

あ
り
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
に
伴
う
開
発
行
為
の

影
響
で
、
地
形
が
徐
々
に
変
化
し
遺
構
が
失
わ
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ

か
、
山
林
の
荒
廃
や
ご
み

の
不
法
投
棄
に
よ
り
、
七

尾
城
跡
の
魅
力
の
1
つ
で

あ
る
本
丸
か
ら
の
眺
望
や

山
林
の
景
観
保
全
に
も
影

響
が
出
て
い
ま
す
。

　
七
尾
城
跡
を
安
定
的
か
つ
長
期
的
に
守
っ
て

い
く
た
め
に
は
、
市
民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ

て
保
存
と
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
く
仕
組
み
を

作
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
自
然
災
害
な
ど
に
よ
る
遺
構
損
傷
の
進
行
を
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防
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、
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域
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連
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し

て
遺
構
を
保
護
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
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。

ま
た
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
は
、

日
頃
か
ら
遺
構
の
現
状
や
変
化
を
的
確
に
把
握

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
行

政
に
よ
る
日
常
的
な
パ
ト
ロ
ー
ル
だ
け
で
は
な

く
、
地
域
住
民
や
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
目
も

不
可
欠
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
七
尾
城
跡
の
景
観
を
守
る
た
め
に
、

除
草
や
樹
木
管
理
な
ど
の
日
常
管
理
も
実
施
し

て
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な
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は
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一
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や
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あ
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住
民
の
生
活
圏
に
及
ぶ
こ
と
も

あ
り
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
に
伴
う
開
発
行
為
の

影
響
で
、
地
形
が
徐
々
に
変
化
し
遺
構
が
失
わ
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ

か
、
山
林
の
荒
廃
や
ご
み

の
不
法
投
棄
に
よ
り
、
七

尾
城
跡
の
魅
力
の
1
つ
で

あ
る
本
丸
か
ら
の
眺
望
や

山
林
の
景
観
保
全
に
も
影

響
が
出
て
い
ま
す
。

　
七
尾
城
跡
を
安
定
的
か
つ
長
期
的
に
守
っ
て

い
く
た
め
に
は
、
市
民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ

て
保
存
と
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
く
仕
組
み
を

作
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
自
然
災
害
な
ど
に
よ
る
遺
構
損
傷
の
進
行
を

防
ぐ
た
め
に
は
、
地
域
住
民
と
行
政
が
連
携
し

て
遺
構
を
保
護
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
は
、

日
頃
か
ら
遺
構
の
現
状
や
変
化
を
的
確
に
把
握

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
行

政
に
よ
る
日
常
的
な
パ
ト
ロ
ー
ル
だ
け
で
は
な

く
、
地
域
住
民
や
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
目
も

不
可
欠
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
七
尾
城
跡
の
景
観
を
守
る
た
め
に
、

除
草
や
樹
木
管
理
な
ど
の
日
常
管
理
も
実
施
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
は
、

木
製
チ
ッ
プ
を
散
布
し
た
チ
ッ
プ
道
は
歩
き
や

す
さ
や
雑
草
対
策
の
面
で
も
評
判
が
良
い
の
で

今
後
延
伸
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
す
が
、

年
一
回
取
り
替
え
る
必
要
が
あ
る
な
ど
管
理
や

経
費
の
面
で
課
題
が
あ
り
ま
す
。

　
七
尾
城
跡
は
市
の
宝
で
あ
る
と
共
に
、
郷
土

の
証
し
で
も
あ
り
ま
す
。
七
尾
城
跡
の
価
値
を

将
来
に
わ
た
っ
て
守
り
伝
え
て
い
く
た
め
に
は
、

こ
れ
ま
で
実
施
い
た
だ
い
て
い
る
市
民
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
取
り
組
み
を
拡
大
し
な
が
ら
、
よ
り

多
く
の
人
に
七
尾
城
跡
の
魅
力
に
触
れ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
が
楽

し
み
な
が
ら
学
び
や
気
付
き
を
深
め
、
七
尾
城

跡
の
価
値
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
今
後
も
幅
広
く
情
報
を
発
信

し
て
い
き
ま
す
。
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携
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。
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や
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光
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の
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不
可
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。
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、
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た
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に
、

除
草
や
樹
木
管
理
な
ど
の
日
常
管
理
も
実
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し
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い
か
な
け
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ば
な
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ま
せ
ん
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具
体
的
に
は
、

木
製
チ
ッ
プ
を
散
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し
た
チ
ッ
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道
は
歩
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や

す
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や
雑
草
対
策
の
面
で
も
評
判
が
良
い
の
で

今
後
延
伸
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
す
が
、

年
一
回
取
り
替
え
る
必
要
が
あ
る
な
ど
管
理
や

経
費
の
面
で
課
題
が
あ
り
ま
す
。

　
七
尾
城
跡
は
市
の
宝
で
あ
る
と
共
に
、
郷
土

の
証
し
で
も
あ
り
ま
す
。
七
尾
城
跡
の
価
値
を

将
来
に
わ
た
っ
て
守
り
伝
え
て
い
く
た
め
に
は
、

こ
れ
ま
で
実
施
い
た
だ
い
て
い
る
市
民
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
取
り
組
み
を
拡
大
し
な
が
ら
、
よ
り

多
く
の
人
に
七
尾
城
跡
の
魅
力
に
触
れ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
が
楽

し
み
な
が
ら
学
び
や
気
付
き
を
深
め
、
七
尾
城

跡
の
価
値
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
今
後
も
幅
広
く
情
報
を
発
信

し
て
い
き
ま
す
。

　
七
尾
城
跡
は
、
戦
国
時
代
に
能
登
畠
山
氏

が
築
い
た
山
城
で
、
日
本
五
大
山
城
、
日
本

１
０
０
名
城
に
も
選
ば
れ
た
本
市
が
誇
る
歴

史
遺
産
で
す
。

　
市
で
は
、
今
後
の
七
尾
城
跡
の
保
存
や
活

用
、
整
備
の
方
針
を
示
し
た
「
史
跡
七
尾
城
跡

保
存
活
用
計
画
」（
以
下「
計
画
」
と
す
る
）
を

今
年
3
月
に
策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
、

市
民
と
行
政
が
連
携
し
て
、
七
尾
城
跡
の
価

値
を
「
守
り
」・「
学
び
」・「
楽
し
み
」
な
が
ら
、

次
世
代
に
確
実
に
伝
え
る
こ
と
を
目
指
す
も

の
で
す
。

　
今
、
七
尾
城
跡
の
来
訪
者
数
は
、
交
通
ア

ク
セ
ス
の
向
上
や
近
年
の
城
ブ
ー
ム
な
ど
に

よ
り
大
幅
に
増
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
能

登
立
国
１
３
０
０
年
の
今
年
10
月
に
開
館
す

る
「
の
と
里
山
里
海
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
、
航

空
レ
ー
ザ
測
量
の
成
果
を
活
用
し
た
七
尾
城

跡
の
ジ
オ
ラ
マ
模
型
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
ま
す
ま
す
注
目
を
浴
び
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
市
の
宝
で
あ

る
七
尾
城
跡
が
持
つ
史
跡
や
自
然
な
ど
の
価

値
を
守
り
、
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら

う
た
め
に
も
、
七
尾
城
跡
が
ど
の
よ
う
な
課

題
を
抱
え
て
お
り
、
何
を
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と

で
す
。
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よ
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。
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に
、
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に
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「
の
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、
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た
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さ
れ
る
こ
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、
ま
す
ま
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を
浴
び
る
こ
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が
予
想
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れ
ま
す
。
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で
、
市
の
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で
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る
七
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が
持
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や
自
然
な
ど
の
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値
を
守
り
、
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら

う
た
め
に
も
、
七
尾
城
跡
が
ど
の
よ
う
な
課

題
を
抱
え
て
お
り
、
何
を
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
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こ
と

で
す
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先人が残した宝
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先人が残した宝
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遺
構
保
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に
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構
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存
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鐘
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は
ろ
う
な
な
お
は
結
成
し
て
今
年
で
24

年
目
を
迎
え
ま
す
。
会
員
の
大
半
は
70
歳

前
後
で
、
24
人
の
ガ
イ
ド
が
年
間
1
万
4

千
人
以
上
の
観
光
客
に
市
内
の
名
所
の
魅

力
を
伝
え
て
い
ま
す
。

城
山
へ
の
来
訪
者
は
大
河
ド
ラ
マ
や
城

ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
一
気
に
増
加
し
、
私
た

ち
が
案
内
し
た
お
客
さ
ま
の
人
数
も
、
平

成
28
年
度
は
約
3
9
0
0
人
だ
っ
た
の
が
、

平
成
29
年
度
は
8
8
0
0
人
を
超
え
ま
し

た
。
毎
年
4
月
か
ら
6
月
に
か
け
て
来
訪

者
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
今
年
の
大
型
連
休

の
う
ち
5
月
5
日
は
1
日
で
3
0
0
人
以

上
も
訪
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
七
尾
城
跡
の
素
晴
ら
し
さ
を
よ

り
多
く
の
人
に
伝
え
よ
う
と
、
4
月
下
旬
か

ら
10
月
末
ま
で
の
土
・
日
、
祝
日
の
無
料
ガ

イ
ド
を
始
め
た
の
は
4
年
前
で
す
。
男
女
問

わ
ず
幅
広
い
年
齢
層
の
人
が
訪
れ
、
歴
史
や

城
に
ど
れ
だ
け
精
通
し
て
い
る
か
も
さ
ま
ざ

ま
で
す
か
ら
、
お
客
さ
ま
の
様
子
を
見
な
が

ら
話
し
方
や
内
容
な
ど
を
変
え
ら
れ
る
ス
キ

ル
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
能
登
全
体

の
歴
史
や
地
理
、
城
山
の
生
態
系
も
知
ら
な

け
れ
ば
深
み
の
あ
る
話
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

学
習
を
重
ね
て
そ
れ
ぞ
れ
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を

図
っ
て
い
ま
す
。
大
手
旅
行
会
社
か
ら
の
ガ

イ
ド
要
請
も
年
々
増
え
、
ガ
イ
ド
一
人
一
人

の
向
上
心
と
熱
意
が
届
い
て
い
る
の
か
な
と

感
じ
て
い
ま
す
。

私
自
身
が
感
じ
る
七
尾
城
跡
の
魅
力
と
い

え
ば
、
本
丸
か
ら
の
景
観
は
も
ち
ろ
ん
、
従

来
の
城
跡
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
ま
ま
に
、
何
ら

手
が
加
え
ら
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う

歴
史
的
価
値
で
し
ょ
う
か
。
遺
構
の
配
置
か

ら
も
11
代
1
6
9
年
続
い
た
能
登
畠
山
氏
の

安
定
し
た
治
世
が
垣
間
見
え
、
大
小
の
石
が

バ
ラ
ン
ス
よ
く
、
か
つ
耐
久
性
も
十
分
に
考

慮
さ
れ
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
4
層
4
段
の
石

垣
は
、
当
時
、
石
工
な
ど
の
優
秀
な
職
人
や

文
化
人
が
京
都
か
ら
こ
ぞ
っ
て
や
っ
て
き
た

畠
山
文
化
の
栄
華
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
こ
の

魅
力
を
限
ら
れ
た
時
間
で
余
す
こ
と
な
く
伝

え
る
た
め
に
、
分
か
り
や
す
さ
や
気
を
引
く

会
話
、
ア
ド
リ
ブ
も
取
り
入
れ
な
が
ら
案
内

し
、
最
後
に
お
客
さ
ま
か
ら
「
あ
り
が
と
う
」

と
握
手
を
求
め
ら
れ
た
り
「
ま
た
家
族
や
友

達
を
連
れ
て
来
る
ね
」
と
言
っ
て
い
た
だ
け

た
り
す
る
と
ガ
イ
ド
冥
利
に
尽
き
る
も
の
で

す
。
こ
れ
か
ら
も
観
光
客
の
皆
さ
ん
に
良
い

思
い
出
を
作
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
私
た
ち

と
の
ひ
と
と
き
を
飽
き
さ
せ
ず
い
か
に
楽
し

く
過
ご
し
て
も
ら
え
る
か
を
考
え
な
が
ら
、

ガ
イ
ド
を
続
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

ガイドは観光地という材料をおいしくする調味料のような存在
という佐野さん。高齢化によるガイド不足は観光地のにぎわい
の衰退につながりかねないと危機感を募らせている。

気さくな人柄と高い向上心でまちの誇りを伝える

笑顔とおもてなしの心で
七尾城跡の魅力を届けたい
七尾市観光ボランティアガイドはろうななお　会長　佐野　藤博さん

青
壮
年
会
協
議
会
は
公
民
館
（
現
ま
ち
づ

く
り
協
議
会
）
が
行
っ
て
い
る
清
掃
活
動
へ

の
協
力
の
ほ
か
、
毎
年
9
月
中
旬
に
開
催
し

て
い
る
七
尾
城
ま
つ
り
で
は
主
力
と
な
っ
て

企
画
や
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
七
尾
城
ま

つ
り
は
昭
和
17
年
か
ら
住
民
有
志
が
受
け
継

い
で
き
た
伝
統
あ
る
祭
り
で
す
。
地
域
住
民

が
城
山
へ
の
愛
着
を
深
め
る
機
会
に
な
る
よ

う
に
と
、
本
丸
付
近
を
主
会
場
に
大
人
か
ら

子
ど
も
ま
で
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
数
年
は
悪
天
候
の
た
め
城

山
体
育
館
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
が
、
お

年
寄
り
や
小
さ
な
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
訪
れ
、

展
示
ブ
ー
ス
も
多
く
設
営
で
き
る
な
ど
「
城

下
町
の
に
ぎ
わ
い
を
再
現
す
る
ま
つ
り
」
と

い
う
新
た
な
構
想
が
芽
生
え
る
き
っ
か
け
と

な
り
ま
し
た
。
時
代
の
流
れ
や
ニ
ー
ズ
に
合

わ
せ
て
内
容
を
少
し
ず
つ
変
え
な
が
ら
、
よ

り
多
く
の
人
が
城
山
に
訪
れ
る
機
会
を
作
っ

て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

私
個
人
と
し
ま
し
て
は
、
5
年
程
前
か
ら

ト
レ
イ
ル
ラ
ン
を
始
め
、
週
1
〜
2
回
城
山

を
登
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
体
力
を
付
け

る
目
的
で
始
め
て
、
多
い
時
は
6
〜
7
往
復

し
て
い
る
の
で
す
が
、
四
季
折
々
に
変
化
す

る
城
山
の
景
観
や
自
然
に
心
打
た
れ
て
い
ま

す
。
春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
緑
の
濃
淡
が
美

し
く
、
秋
が
深
ま
っ
て
空
気
が
澄
ん
で
く
る

と
同
じ
景
色
も
違
っ
て
見
え
て
き
ま
す
。
水

ぶ
き
や
タ
ラ
の
芽
な
ど
の
山
菜
を
探
し
た
り
、

鳥
の
さ
え
ず
り
に
耳
を
澄
ま
せ
た
り
と
、
自

然
と
対
話
す
る
と
い
う
新
た
な
楽
し
み
を
得

た
こ
と
で
、
協
議
会
活
動
へ
の
思
い
も
一
段

と
深
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

七
尾
城
跡
の
調
査
は
今
後
も
進
め
て
ほ
し

い
で
す
し
、
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
さ
ら
な

る
活
用
が
必
要
だ
と
思
う
一
方
で
、
地
元
住

民
と
し
て
は
大
切
な
地
域
の
宝
が
む
や
み
に

踏
み
荒
ら
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
思
い
も
あ

り
ま
す
。
観
光
地
と
し
て
の
部
分
と
保
護
す

る
べ
き
部
分
を
し
っ
か
り
分
け
て
、
変
わ
ら

な
い
城
山
の
心
地
よ
さ
も
残
る
と
良
い
な
と

思
い
ま
す
。

77回目を迎える七尾城まつりの企画・運営を受け継ぐ

変わる城山、変わらない城山
どちらも大事にしたい
矢田郷地区青壮年会協議会　会長　田中　孝昌さん

本丸駐車場までしか車は乗り入れられず、
会場の設営は大変な作業。メンバーの結束
力が欠かせない。

第74回七尾城まつり。住民有志が多彩なイベントを繰り広げ、城山ににぎわいを生み出してきた。

七尾城跡の価値を守り伝える

4七尾ごころ



は
ろ
う
な
な
お
は
結
成
し
て
今
年
で
24

年
目
を
迎
え
ま
す
。
会
員
の
大
半
は
70
歳

前
後
で
、
24
人
の
ガ
イ
ド
が
年
間
1
万
4

千
人
以
上
の
観
光
客
に
市
内
の
名
所
の
魅

力
を
伝
え
て
い
ま
す
。

城
山
へ
の
来
訪
者
は
大
河
ド
ラ
マ
や
城

ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
一
気
に
増
加
し
、
私
た

ち
が
案
内
し
た
お
客
さ
ま
の
人
数
も
、
平

成
28
年
度
は
約
3
9
0
0
人
だ
っ
た
の
が
、

平
成
29
年
度
は
8
8
0
0
人
を
超
え
ま
し

た
。
毎
年
4
月
か
ら
6
月
に
か
け
て
来
訪

者
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
今
年
の
大
型
連
休

の
う
ち
5
月
5
日
は
1
日
で
3
0
0
人
以

上
も
訪
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
七
尾
城
跡
の
素
晴
ら
し
さ
を
よ

り
多
く
の
人
に
伝
え
よ
う
と
、
4
月
下
旬
か

ら
10
月
末
ま
で
の
土
・
日
、
祝
日
の
無
料
ガ

イ
ド
を
始
め
た
の
は
4
年
前
で
す
。
男
女
問

わ
ず
幅
広
い
年
齢
層
の
人
が
訪
れ
、
歴
史
や

城
に
ど
れ
だ
け
精
通
し
て
い
る
か
も
さ
ま
ざ

ま
で
す
か
ら
、
お
客
さ
ま
の
様
子
を
見
な
が

ら
話
し
方
や
内
容
な
ど
を
変
え
ら
れ
る
ス
キ

ル
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
能
登
全
体

の
歴
史
や
地
理
、
城
山
の
生
態
系
も
知
ら
な

け
れ
ば
深
み
の
あ
る
話
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

学
習
を
重
ね
て
そ
れ
ぞ
れ
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を

図
っ
て
い
ま
す
。
大
手
旅
行
会
社
か
ら
の
ガ

イ
ド
要
請
も
年
々
増
え
、
ガ
イ
ド
一
人
一
人

の
向
上
心
と
熱
意
が
届
い
て
い
る
の
か
な
と

感
じ
て
い
ま
す
。

私
自
身
が
感
じ
る
七
尾
城
跡
の
魅
力
と
い

え
ば
、
本
丸
か
ら
の
景
観
は
も
ち
ろ
ん
、
従

来
の
城
跡
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
ま
ま
に
、
何
ら

手
が
加
え
ら
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う

歴
史
的
価
値
で
し
ょ
う
か
。
遺
構
の
配
置
か

ら
も
11
代
1
6
9
年
続
い
た
能
登
畠
山
氏
の

安
定
し
た
治
世
が
垣
間
見
え
、
大
小
の
石
が

バ
ラ
ン
ス
よ
く
、
か
つ
耐
久
性
も
十
分
に
考

慮
さ
れ
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
4
層
4
段
の
石

垣
は
、
当
時
、
石
工
な
ど
の
優
秀
な
職
人
や

文
化
人
が
京
都
か
ら
こ
ぞ
っ
て
や
っ
て
き
た

畠
山
文
化
の
栄
華
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
こ
の

魅
力
を
限
ら
れ
た
時
間
で
余
す
こ
と
な
く
伝

え
る
た
め
に
、
分
か
り
や
す
さ
や
気
を
引
く

会
話
、
ア
ド
リ
ブ
も
取
り
入
れ
な
が
ら
案
内

し
、
最
後
に
お
客
さ
ま
か
ら
「
あ
り
が
と
う
」

と
握
手
を
求
め
ら
れ
た
り
「
ま
た
家
族
や
友

達
を
連
れ
て
来
る
ね
」
と
言
っ
て
い
た
だ
け

た
り
す
る
と
ガ
イ
ド
冥
利
に
尽
き
る
も
の
で

す
。
こ
れ
か
ら
も
観
光
客
の
皆
さ
ん
に
良
い

思
い
出
を
作
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
私
た
ち

と
の
ひ
と
と
き
を
飽
き
さ
せ
ず
い
か
に
楽
し

く
過
ご
し
て
も
ら
え
る
か
を
考
え
な
が
ら
、

ガ
イ
ド
を
続
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

ガイドは観光地という材料をおいしくする調味料のような存在
という佐野さん。高齢化によるガイド不足は観光地のにぎわい
の衰退につながりかねないと危機感を募らせている。

気さくな人柄と高い向上心でまちの誇りを伝える

笑顔とおもてなしの心で
七尾城跡の魅力を届けたい
七尾市観光ボランティアガイドはろうななお　会長　佐野　藤博さん

青
壮
年
会
協
議
会
は
公
民
館
（
現
ま
ち
づ

く
り
協
議
会
）
が
行
っ
て
い
る
清
掃
活
動
へ

の
協
力
の
ほ
か
、
毎
年
9
月
中
旬
に
開
催
し

て
い
る
七
尾
城
ま
つ
り
で
は
主
力
と
な
っ
て

企
画
や
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
七
尾
城
ま

つ
り
は
昭
和
17
年
か
ら
住
民
有
志
が
受
け
継

い
で
き
た
伝
統
あ
る
祭
り
で
す
。
地
域
住
民

が
城
山
へ
の
愛
着
を
深
め
る
機
会
に
な
る
よ

う
に
と
、
本
丸
付
近
を
主
会
場
に
大
人
か
ら

子
ど
も
ま
で
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
数
年
は
悪
天
候
の
た
め
城

山
体
育
館
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
が
、
お

年
寄
り
や
小
さ
な
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
訪
れ
、

展
示
ブ
ー
ス
も
多
く
設
営
で
き
る
な
ど
「
城

下
町
の
に
ぎ
わ
い
を
再
現
す
る
ま
つ
り
」
と

い
う
新
た
な
構
想
が
芽
生
え
る
き
っ
か
け
と

な
り
ま
し
た
。
時
代
の
流
れ
や
ニ
ー
ズ
に
合

わ
せ
て
内
容
を
少
し
ず
つ
変
え
な
が
ら
、
よ

り
多
く
の
人
が
城
山
に
訪
れ
る
機
会
を
作
っ

て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

私
個
人
と
し
ま
し
て
は
、
5
年
程
前
か
ら

ト
レ
イ
ル
ラ
ン
を
始
め
、
週
1
〜
2
回
城
山

を
登
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
体
力
を
付
け

る
目
的
で
始
め
て
、
多
い
時
は
6
〜
7
往
復

し
て
い
る
の
で
す
が
、
四
季
折
々
に
変
化
す

る
城
山
の
景
観
や
自
然
に
心
打
た
れ
て
い
ま

す
。
春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
緑
の
濃
淡
が
美

し
く
、
秋
が
深
ま
っ
て
空
気
が
澄
ん
で
く
る

と
同
じ
景
色
も
違
っ
て
見
え
て
き
ま
す
。
水

ぶ
き
や
タ
ラ
の
芽
な
ど
の
山
菜
を
探
し
た
り
、

鳥
の
さ
え
ず
り
に
耳
を
澄
ま
せ
た
り
と
、
自

然
と
対
話
す
る
と
い
う
新
た
な
楽
し
み
を
得

た
こ
と
で
、
協
議
会
活
動
へ
の
思
い
も
一
段

と
深
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

七
尾
城
跡
の
調
査
は
今
後
も
進
め
て
ほ
し

い
で
す
し
、
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
さ
ら
な

る
活
用
が
必
要
だ
と
思
う
一
方
で
、
地
元
住

民
と
し
て
は
大
切
な
地
域
の
宝
が
む
や
み
に

踏
み
荒
ら
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
思
い
も
あ

り
ま
す
。
観
光
地
と
し
て
の
部
分
と
保
護
す

る
べ
き
部
分
を
し
っ
か
り
分
け
て
、
変
わ
ら

な
い
城
山
の
心
地
よ
さ
も
残
る
と
良
い
な
と

思
い
ま
す
。

77回目を迎える七尾城まつりの企画・運営を受け継ぐ

変わる城山、変わらない城山
どちらも大事にしたい
矢田郷地区青壮年会協議会　会長　田中　孝昌さん
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平
成
21
年
か
ら
市
の
不
法
投
棄
監
視
員
と

し
て
矢
田
郷
地
区
を
月
2
回
パ
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
ま
す
。
地
域
の
方
か
ら
不
法
投
棄
情
報

を
収
集
す
る
中
で
、
平
成
28
年
3
月
に
七
尾

城
山
を
愛
す
る
会
の
国
分
事
務
局
長
（
現
会

長
）
か
ら
、
城
山
の
不
法
投
棄
が
大
変
多
い

と
い
う
相
談
を
受
け
ま
し
た
。
早
速
見
に

行
っ
た
と
こ
ろ
、
脇
道
や
崖
下
に
想
像
を
は

る
か
に
超
え
る
量
の
不
法
投
棄
物
が
散
在
し

て
い
た
の
で
す
。

こ
の
悲
惨
な
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
、

永
田
公
民
館
長
（
現
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
長
）
と
大
河
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
長
に
、

毎
年
4
月
の
第
3
週
に
行
わ
れ
て
い
る
城
山

開
山
祭
の
前
日
に
、
地
域
を
挙
げ
て
清
掃
活

動
を
行
い
ま
せ
ん
か
と
提
案
し
ま
し
た
。

「
き
れ
い
に
な
っ
た
城
山
へ
た
く
さ
ん
の
人

に
訪
れ
て
も
ら
い
た
い
」。
そ
の
思
い
の
輪

が
広
が
っ
て
、
関
係
者
が
重
機
や
軽
ト
ラ
ッ

ク
を
出
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ク
リ
ー

ン
大
作
戦
の
企
画
に
至
り
ま
し
た
。
地
区
の

さ
ま
ざ
ま
な
総
会
で
参
加
協
力
を
依
頼
し
、

天
神
山
小
学
校
や
七
尾
東
部
中
学
校
に
も
チ

ラ
シ
を
作
っ
て
声
掛
け
し
、
当
日
は
初
回
に

も
関
わ
ら
ず
2
0
0
人
近
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
集
ま
り
ま
し
た
。

作
業
で
集
ま
っ
た
不
法
投
棄
物
は
タ
イ
ヤ

約
2
0
0
本
、
そ
の
他
の
ご
み
を
合
わ
せ
る

と
ト
ラ
ッ
ク
十
数
台
分
に
も
な
り
ま
し
た
。

1
日
で
全
て
回
収
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
2
年
3
年
と
続
け
て
き
た
こ
と

で
徐
々
に
量
が
減
っ
て
き
た
の
が
目
に
見
え

て
分
か
り
、
参
加
者
全
員
が
手
応
え
を
感
じ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
た
め
に
役
立
と

う
と
、
崖
下
を
果
敢
に
下
り
て
ご
み
を
拾
う

生
徒
や
、
き
び
き
び
と
分
別
作
業
に
当
た
る

児
童
の
姿
は
見
て
い
て
頼
も
し
く
、
と
て
も

感
心
し
て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
を
完
全
に
取
り
締
ま
っ
た
り
、

ご
み
を
ゼ
ロ
に
し
た
り
す
る
こ
と
は
難
し

い
で
す
が
、
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
き

れ
い
に
し
た
城
山
に
た
く
さ
ん
の
観
光
客

が
訪
れ
て
い
る
様
子
を
見
る
と
、
や
り
が

い
を
感
じ
ま
す
。
私
た
ち
地
域
住
民
が
昔

か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
城
山
の
美
し
い

景
観
を
保
て
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
活
動

を
継
続
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

事前に下見をして、ごみ
の多いポイントを手作り
の地図に書き示している

地域住民一丸となった清掃活動
七尾城山道路愛護クリーン大作戦を実施

地域を挙げて
美しい城山を取り戻す
七尾市不法投棄監視員　川淵　正さん七尾城山道路愛護クリーン大作戦に参加

城山を守る地域の
皆さんの力になれた
天神山小学校　5年生
呉山　優太さん　矢田　栞音さん

かのん

あ ゆ み

呉
山

　優
太
さ
ん

　
3
年
生
の
時
か
ら
家
族
と
ク
リ
ー
ン
大
作
戦
に

参
加
し
て
い
ま
す
。
城
山
は
地
域
の
皆
さ
ん
が
協

力
し
て
き
れ
い
に
し
て
い
る
大
事
な
も
の
な
の
で
、

自
分
も
頑
張
る
ぞ
と
い
う
気
持
ち
で
今
年
も
取
り

組
み
ま
し
た
。
冷
蔵
庫
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
粗
大
ご

み
は
重
た
く
て
、
持
ち
運
ぶ
の
に
苦
労
し
ま
し
た
。

中
学
生
に
な
っ
て
も
参
加
し
続
け
て
き
れ
い
な
城

山
を
守
り
た
い
で
す
。

矢
田

　栞
音
さ
ん

　
金
属
の
ご
み
が
さ
び
て
い
た
り
、
虫
も
た
く
さ
ん

く
っ
つ
い
て
い
た
り
し
て
作
業
は
大
変
で
し
た
が
、

ご
み
が
片
付
く
と
城
山
が
き
れ
い
に
な
っ
た
ん
だ
な

と
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
冷
蔵
庫
な
ど

の
大
き
な
ご
み
が
捨
て
ら
れ
て
い
て
、
何
で
こ
ん
な

こ
と
を
す
る
の
か
な
と
信
じ
ら
れ
な
い
気
持
ち
で
す
。

地
域
の
人
が
一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
、
こ

れ
か
ら
七
尾
城
ま
つ
り
や
あ
か
つ
き
登
山
で
城
山
の

こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
初
め
て
七
尾
城
跡
を
訪
れ
ま
し
た
が
、

登
山
中
に
山
の
隙
間
か
ら
見
え
る
市
街
地

が
と
て
も
き
れ
い
で
、
自
然
の
豊
か
さ
も

楽
し
み
な
が
ら
登
り
ま
し
た
。
木
製
の

チ
ッ
プ
は
香
り
が
良
く
、
散
布
す
る
こ
と

で
歩
き
や
す
く
な
る
の
で
、
た
く
さ
ん
の

人
に
訪
れ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
七
尾
城
跡
の
素
晴
ら
し
さ
が
も
っ
と
広

ま
る
こ
と
で
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
力
に
な

れ
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。

冷蔵庫やテレビなどの大型家電のほか、タイヤなど処分費の掛かる
ごみが崖下に捨てられている。足場の悪い場所での作業は危険と隣
り合わせだ。

2年前の8月11日(山
の日)には、ごみの
多いところに児童が
描いたポスターを
使った看板を設置し
た。

分別作業に汗を
流す5年生。腐臭
や舞い上がる砂
ぼこりにも臆せず
作業に当たる。

2年生240人が遊
歩道約54メートル
にぬかるみを解消
する木製チップ
700キログラムを
敷き詰めた。

遊歩道の木製チップ散布に参加

たくさんの人に七尾
城跡を訪れてほしい
七尾高等学校　2年生
白江　惠さん  山本　早恵さん
安田　有容弥さん

七尾城跡の価値を守り伝える
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平
成
21
年
か
ら
市
の
不
法
投
棄
監
視
員
と

し
て
矢
田
郷
地
区
を
月
2
回
パ
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
ま
す
。
地
域
の
方
か
ら
不
法
投
棄
情
報

を
収
集
す
る
中
で
、
平
成
28
年
3
月
に
七
尾

城
山
を
愛
す
る
会
の
国
分
事
務
局
長
（
現
会

長
）
か
ら
、
城
山
の
不
法
投
棄
が
大
変
多
い

と
い
う
相
談
を
受
け
ま
し
た
。
早
速
見
に

行
っ
た
と
こ
ろ
、
脇
道
や
崖
下
に
想
像
を
は

る
か
に
超
え
る
量
の
不
法
投
棄
物
が
散
在
し

て
い
た
の
で
す
。

こ
の
悲
惨
な
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
、

永
田
公
民
館
長
（
現
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
長
）
と
大
河
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
長
に
、

毎
年
4
月
の
第
3
週
に
行
わ
れ
て
い
る
城
山

開
山
祭
の
前
日
に
、
地
域
を
挙
げ
て
清
掃
活

動
を
行
い
ま
せ
ん
か
と
提
案
し
ま
し
た
。

「
き
れ
い
に
な
っ
た
城
山
へ
た
く
さ
ん
の
人

に
訪
れ
て
も
ら
い
た
い
」。
そ
の
思
い
の
輪

が
広
が
っ
て
、
関
係
者
が
重
機
や
軽
ト
ラ
ッ

ク
を
出
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ク
リ
ー

ン
大
作
戦
の
企
画
に
至
り
ま
し
た
。
地
区
の

さ
ま
ざ
ま
な
総
会
で
参
加
協
力
を
依
頼
し
、

天
神
山
小
学
校
や
七
尾
東
部
中
学
校
に
も
チ

ラ
シ
を
作
っ
て
声
掛
け
し
、
当
日
は
初
回
に

も
関
わ
ら
ず
2
0
0
人
近
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
集
ま
り
ま
し
た
。

作
業
で
集
ま
っ
た
不
法
投
棄
物
は
タ
イ
ヤ

約
2
0
0
本
、
そ
の
他
の
ご
み
を
合
わ
せ
る

と
ト
ラ
ッ
ク
十
数
台
分
に
も
な
り
ま
し
た
。

1
日
で
全
て
回
収
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
2
年
3
年
と
続
け
て
き
た
こ
と

で
徐
々
に
量
が
減
っ
て
き
た
の
が
目
に
見
え

て
分
か
り
、
参
加
者
全
員
が
手
応
え
を
感
じ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
た
め
に
役
立
と

う
と
、
崖
下
を
果
敢
に
下
り
て
ご
み
を
拾
う

生
徒
や
、
き
び
き
び
と
分
別
作
業
に
当
た
る

児
童
の
姿
は
見
て
い
て
頼
も
し
く
、
と
て
も

感
心
し
て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
を
完
全
に
取
り
締
ま
っ
た
り
、

ご
み
を
ゼ
ロ
に
し
た
り
す
る
こ
と
は
難
し

い
で
す
が
、
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
き

れ
い
に
し
た
城
山
に
た
く
さ
ん
の
観
光
客

が
訪
れ
て
い
る
様
子
を
見
る
と
、
や
り
が

い
を
感
じ
ま
す
。
私
た
ち
地
域
住
民
が
昔

か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
城
山
の
美
し
い

景
観
を
保
て
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
活
動

を
継
続
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

事前に下見をして、ごみ
の多いポイントを手作り
の地図に書き示している

地域住民一丸となった清掃活動
七尾城山道路愛護クリーン大作戦を実施

地域を挙げて
美しい城山を取り戻す
七尾市不法投棄監視員　川淵　正さん七尾城山道路愛護クリーン大作戦に参加

城山を守る地域の
皆さんの力になれた
天神山小学校　5年生
呉山　優太さん　矢田　栞音さん

かのん

あ ゆ み

呉
山

　優
太
さ
ん

　
3
年
生
の
時
か
ら
家
族
と
ク
リ
ー
ン
大
作
戦
に

参
加
し
て
い
ま
す
。
城
山
は
地
域
の
皆
さ
ん
が
協

力
し
て
き
れ
い
に
し
て
い
る
大
事
な
も
の
な
の
で
、

自
分
も
頑
張
る
ぞ
と
い
う
気
持
ち
で
今
年
も
取
り

組
み
ま
し
た
。
冷
蔵
庫
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
粗
大
ご

み
は
重
た
く
て
、
持
ち
運
ぶ
の
に
苦
労
し
ま
し
た
。

中
学
生
に
な
っ
て
も
参
加
し
続
け
て
き
れ
い
な
城

山
を
守
り
た
い
で
す
。

矢
田

　栞
音
さ
ん

　
金
属
の
ご
み
が
さ
び
て
い
た
り
、
虫
も
た
く
さ
ん

く
っ
つ
い
て
い
た
り
し
て
作
業
は
大
変
で
し
た
が
、

ご
み
が
片
付
く
と
城
山
が
き
れ
い
に
な
っ
た
ん
だ
な

と
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
冷
蔵
庫
な
ど

の
大
き
な
ご
み
が
捨
て
ら
れ
て
い
て
、
何
で
こ
ん
な

こ
と
を
す
る
の
か
な
と
信
じ
ら
れ
な
い
気
持
ち
で
す
。

地
域
の
人
が
一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
、
こ

れ
か
ら
七
尾
城
ま
つ
り
や
あ
か
つ
き
登
山
で
城
山
の

こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
初
め
て
七
尾
城
跡
を
訪
れ
ま
し
た
が
、

登
山
中
に
山
の
隙
間
か
ら
見
え
る
市
街
地

が
と
て
も
き
れ
い
で
、
自
然
の
豊
か
さ
も

楽
し
み
な
が
ら
登
り
ま
し
た
。
木
製
の

チ
ッ
プ
は
香
り
が
良
く
、
散
布
す
る
こ
と

で
歩
き
や
す
く
な
る
の
で
、
た
く
さ
ん
の

人
に
訪
れ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
七
尾
城
跡
の
素
晴
ら
し
さ
が
も
っ
と
広

ま
る
こ
と
で
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
力
に
な

れ
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。

冷蔵庫やテレビなどの大型家電のほか、タイヤなど処分費の掛かる
ごみが崖下に捨てられている。足場の悪い場所での作業は危険と隣
り合わせだ。

2年前の8月11日(山
の日)には、ごみの
多いところに児童が
描いたポスターを
使った看板を設置し
た。

分別作業に汗を
流す5年生。腐臭
や舞い上がる砂
ぼこりにも臆せず
作業に当たる。

2年生240人が遊
歩道約54メートル
にぬかるみを解消
する木製チップ
700キログラムを
敷き詰めた。

遊歩道の木製チップ散布に参加

たくさんの人に七尾
城跡を訪れてほしい
七尾高等学校　2年生
白江　惠さん  山本　早恵さん
安田　有容弥さん

七尾城跡の価値を守り伝える
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