
奥
村 

信
夫
さ
ん　
社
会
科
教
員
の

有
志
で「
守
山
か
ら
日
本
の
歴
史
を

見
る
」を
編
さ
ん
し
て
い
る
時
で
す
。

教
育
委
員
会
か
ら「
金
森 

長
近
の
話

を
入
れ
ら
れ
な
い
か
な
」と
相
談
さ

れ
ま
し
た
。
３
市
が
交
流
に
向
け
て

動
き
は
じ
め
た
頃
で
し
ょ
う
。

松
村 

太
平
さ
ん　
私
は
金
森
町
に

住
ん
で
60
年
に
な
る
の
で
す
が
、
奥
村

さ
ん
が
出
版
さ
れ
た
本
を
読
ん
で
、
初

め
て
金
森 

長
近
公
を
知
り
、
興
味
を

持
っ
て
い
ろ
い
ろ
調
べ
は
じ
め
ま
し
た
。

青
谷 

正
史
さ
ん　
私
は
高
山
出
身

で
す
か
ら
、
初
代
藩
主
で
あ
る
金
森

長
近
公
の
こ
と
は
、
子
ど
も
の
時
に

郷
土
史
と
し
て
勉
強
し
ま
し
た
。
歴

史
に
詳
し
い
友
人
か
ら
守
山
に
長
近

公
が
い
た
こ
と
を
聞
い
た
の
は
12
年

前
。
驚
き
ま
し
た
が
、
当
時
の
思
い

出
が
よ
み
が
え
っ
て
う
れ
し
か
っ
た
。

金か
な

森も
り 

長な
が

近ち
か 

公

生
誕
５
０
０
年

時
を
超
え
未
来
へ
物
語
を
つ
む
ぐ

　
令
和
6
年
は
、
本
市
ゆ
か
り
の
戦
国
武
将
・
金
森 

長
近

公
の
生
誕
５
０
０
年
と
な
る
記
念
の
年
で
す
。

　
長
近
公
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
本
市
と
美
濃
市
、築
城
し
た

高
山
市
、大
野
市
は
、時
を
超
え
て
長
近
公
を
縁
と
し
た

交
流
を
し
て
い
ま
す
。

　
飛
騨
の
国
主
と
し
て
高
山
の
発
展
の
礎
を
築
き
、
今

も
市
民
に
愛
さ
れ
て
い
る
戦
国
武
将
・
金
森 

長
近
公
の

城
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
は
、公
が
少
年
期
を
過
ご
し
た

本
市
の
金
森
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
年
頭
に
あ
た
り
、
3
人
の
市
民
が
金
森 

長
近
公
の
魅

力
と
交
流
の
未
来
を
語
り
合
い
ま
し
た
。

守
山
に
偉
人
あ
り

金
森 

長
近
公
と
の
出
会
い

武
よ
り
人
を
大
切
に
す
る

ま
ち
づ
く
り
に
見
る
人
物
像

奥
村　
土と

岐き

氏（
美
濃
）の
跡
目
争
い

に
敗
れ
た
勢
力
、大お
お
畑は

た 

定さ
だ
近ち

か
の
二
男

と
し
て
生
ま
れ
、
金
森
に
移
り
住
ん

で
地
名
か
ら「
金
森
」の
名
字
を
名

乗
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た

境
遇
か
ら
織お

田だ 

信の
ぶ

長な
が

の
母ほ

衣ろ

武む

者し
ゃ
※

と
な
り
、
城
持
ち
大
名
に
な
り
ま
し

た
。
長
近
公
の
人
生
は
一
つ
の
出
世

物
語
で
す
よ
ね
。

松
村　
長
近
公
は
城
や
ま
ち
づ
く

り
に
大
き
な
功
績
を
残
し
ま
し
た
。

一
方
で
織
田 

信
長
、
豊と

よ

臣と
み 

秀ひ
で

吉よ
し

、

徳と
く

川が
わ 

家い
え

康や
す

の
3
人
に
仕
え
ま
し
た
。

天
下
人
に
な
っ
た
英
傑
3
人
が
信
頼

し
た
の
は
、
覇
業
よ
り
も
民
衆
の
安

寧
を
考
え
る
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

青
谷　
高
山
の
城
下
町
は
、
川
を
利

用
し
た
環か
ん

濠ご
う

で
ま
ち
を
守
り
、
道
を

整
備
し
て
発
展
を
支
え
、
城
の
正
面

に
民
衆
が
信
仰
す
る
寺
院（
金
森
家

が
信
仰
す
る
宗
派
と
は
違
い
ま
し

た
）を
築
い
て
人
を
守
り
ま
し
た
。守

山
の
歴
史
を
考
え
る
会
が
発
行
し
た

「
守
山
昔
ば
な
し
」で
も
少
年
期
の
創

作
物
語
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

長
近
公
の
ま
ち
づ
く
り
の
構
想
は
、

環
濠
集
落
の
寺
内
町
で
あ
る
金
森
で

過
ご
し
た
少
年
期
に
そ
の
ル
ー
ツ
が

あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

松
村　
金
森
町
の
善ぜ
ん
立り

ゅ
う

寺じ

の
門
前
に
、

長
近
公
を
紹
介
す
る
立
て
看
板
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
金
森
町
に
住
む

ど
れ
だ
け
の
人
が
知
っ
て
い
る
か
と

い
う
と
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
市

観
光
ボ
ラ
ン
ティ
ア
ガ
イ
ド
の
一員
で

も
あ
り
ま
す
の
で
、
高
山
市
の
金
森 

長
近
を
訪
ね
る
観
光
ツ
ア
ー
で
ガ
イ

ド
を
し
て
み
た
い
で
す
ね
。

青
谷　

長
近
公
が
城
を
築
い
た
大

野
市
と
高
山
市
、
ル
ー
ツ
と
な
っ
た

守
山
市
の
皆
さ
ん
に
、金
森 

長
近
を

ど
ん
ど
ん
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
。
歴
史

大
好
き
な
大
人
だ
け
で
は
な
く
、
未

来
を
築
い
て
い
く
子
ど
も
た
ち
に

も
長
近
公
を
知
っ
て
ほ
し
い
。
守
山

か
ら
来
て
く
れ
る
人
に
は
、
初
代
藩

主
で
あ
る
長
近
公
に
思
い
を
寄
せ
な

が
ら
観
光
し
て
ほ
し
い
で
す
。

奥
村　
私
は
教
員
で
す
か
ら
、
そ
れ

こ
そ
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い
。
守

山
に
ゆ
か
り
の
偉
人
た
ち
の
物
語
を

創
作
し
た「
守
山
昔
ば
な
し
」を
発
行

し
た
の
も
、そ
の
一
点
に
尽
き
ま
す
。

青
谷
さ
ん
と
高
山
市
の
人
た
ち
が
協

力
し
た「
金
森
長
近
公
も
の
が
た
り
」

の
朗
読
劇（
紙
芝
居
）D
V
D
も
活
用

し
な
が
ら
長
近
公
を
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
っ
て
、
市
民
や
子
ど
も

た
ち
に
よ
っ
て
交
流
が
広
が
っ
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
金
森
氏
初
代
長
近
は
大
永
４

（
１
５
２
４
）年
に
生
ま
れ
、
令

和
６（
２
０
２
４
）年
は
誕
生
後

５
０
０
年
に
あ
た
り
ま
す
。
守

山
市
金
森
町
は
、金
森 

長
近
が

幼
少
・
青
年
時
代
を
過
ご
し
た

大
事
な
場
所
で
、
隣
の
矢
島
集

落
か
ら
町
年
寄
と
し
て
招
か
れ

た
矢や

嶋じ
ま

氏
は
、
高
山
の
商
人
経

済
を
大
き
く
発
展
さ
せ
ま
し
た
。

守
山
市
と
高
山
市
に
は
深
い
縁

が
あ
り
ま
す
。

　
一
般
財
団
法
人
金
森
公
顕
彰

会
で
は
、
ゆ
か
り
の
あ
る
守
山

市
、
大
野
市（
福
井
県
）、
美
濃

市（
岐
阜
県
）な
ど
の
自
治
体
、

寺
院
、
神
社
、
関
係
団
体
の
協

力
の
も
と
、生
誕
記
念
事
業
を
展

開
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

金
森
氏
の
冊
子
作
成
、
講
演
会
、

各
地
域
の
団
体
交
流
、茶
会
、命

日
法
要
な
ど
を
順
次
実
施
い
た

し
ま
す
の
で
守
山
市
の
皆
さ
ま

に
も
記
念
事
業
を
通
し
て
、金
森

長
近
公
の
人
と
な
り
や
功
績
を

知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

左：「守山から日本の歴史を見る」の編さんに関わった、教員の奥
おく

村
むら

 信
のぶ

夫
お

さん
中：「守山の歴史を考える会」代表で「守山昔ばなし」の編さんに関わった、地元金森町に住む松

まつ
村
むら

 太
た

平
へい

さん
右：「守山市・高山市・大野市の交流を推進する会」高山市出身で守山在住の青

あお
谷
たに

 正
まさ

史
し

さん

金森長近公
ものがたり

DVD（紙芝居）上映会

時1月28日（日）午後2時～
所市立図書館 多目的室

　「守山昔ばなし」の物語をもとに制作
され、F Mラジオで放送された朗読劇で
す。高山市の高校生も声優として出演して
います。

金森 長近公 銅像（高山市・城山公園）

「天空の城」として知られる越前大野城

一
般
財
団
法
人
金
森
公
顕
彰
会

　
事
務
局
長
　
田た

中な
か 

彰あ
き
ら

さ
ん（
高
山
市
）

金森 長近公　年譜
大永4（1524）年　
　 美濃の多治見大畑で大畑 定近の

二男として誕生する
　 家族で多治見から金森に移り住む

地名を取り「金森」の苗字を名乗
る

天文10（1541）年　
　織田 信長の養育係となる
天正3（1575）年
　 長篠の戦功により信長より大野

城を与えられる
天正14（1586）年　
　 豊臣 秀吉より飛騨国主に封じら

れる
慶長5（1600）年
　 関ケ原の戦功により徳川 家康か

ら美濃上有知と金田を加増され
る

慶長13（1608）年
　京都で逝去する

長
近
公
の
縁
が
結
ぶ
交
流
を

長
近
公
の
縁
が
結
ぶ
交
流
を

生
誕
記
念
に
寄
せ
る
未
来
構
想

生
誕
記
念
に
寄
せ
る
未
来
構
想

※
母
衣
武
者
…
補
助
武
具
で
あ
る
母
衣
を
着
け
る
名
誉
あ
る
武
将
。
信
長
の
赤
母
衣
衆
の
中
に
金
森 

長
近
が
い
ま
し
た
。

金森時代後期 
高山城下町絵図（部分）

（飛騨高山まちの博物館所蔵）

文化7年　越前国大野城石垣破損之覚
絵図［部分］（大野市博物館所蔵）

「守山から日本の歴史を見る」（副教材）
「守山昔ばなし」と同著の金森長近公
ものがたりを朗読劇にして収録した
DVD

金森町の善立寺前に立つ看板

新
春
特
集
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