
　

去
る
令
和
３
年
６
月

４
日
の
市
民
タ
イ
ム
ス

に
松
本
市
の
画
家
中
村

石
浄
さ
ん
岡
田
音
頭
の

挿
絵
を
公
民
館
に
寄
贈

と
い
う
記
事
が
あ
り
ま

し
た
。

　

編
集
委
員
会
で
話
が

出
た
の
で
す
が
岡
田

音
頭
を
知
っ
て
い
た

の
は
９
名
中
２
名
だ

け
で
し
た
。

【
岡
田
音
頭
と
は
？
】

　

岡
田
音
頭
は
昭
和
28

年
に
公
民
館
の
公
募
に

よ
り
作
成
さ
れ
た
岡
田

全
域
の
風
物
が
歌
い
こ

ま
れ
た
民
謡
で
す
。
い

つ
し
か
歌
わ
れ
な
く

な
っ
て
い
き
知
っ
て
い
る
人
も
少

な
く
な
っ
て
き
た
こ
の
歌
に
つ
い

て
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
、
ど

の
様
に
繋
が
っ
て
き
た
の
か
は

残
っ
て
お
ら
ず
、
唯
一
記
録
と
し

て
残
っ
て
い
た
の
が
平
成
24
年
に

廃
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
、
も
う

一
度
復
刻
さ
せ
よ
う
と
当
時
の
岡

田
地
区
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
の
方

が
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
製
作
し
ま
し

た
。
こ
の
時
の
も
の
が
今
回
公
民

館
に
寄
贈
さ
れ
た
水
彩
画
に
な
り

ま
す
。

　

当
時
の
記
録
と
し
て
「
娯
楽
の

少
な
か
っ
た
時
代
に
盆
踊
り
は
庶

きれいな
環境づくりに
努めよう

民
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た

が
、
時
の
流
れ
と
と
も
に
盆
踊
り

や
運
動
会
も
行
わ
れ
な
く
な
り
踊

る
機
会
も
減
り
、
テ
ー
プ
の
劣
化

や
紛
失
な
ど
で
一
部
の
高
齢
者
が

歌
や
踊
り
を
受
け
継
ぐ
だ
け
で
あ

る
。
住
民
の
手
で
企
画
、
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
後
世
に
残

し
て
い
き
た
い
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

【
岡
田
音
頭
の
現
状
】

　

世
代
に
よ
り
認
知
の
差
が
あ
り

ま
し
た
が
年
配
の
方
が
知
っ
て
い

る
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

生
ま
れ
も
育
ち
も
岡
田
と
い
う

60
代
か
ら
50
代
の
方
数
名
に
お
話

を
聞
き
ま
し
た
が
、
首
を
傾
げ
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
40

代
か
ら
30
代
の
方
の
認
知
度
が
高

く
「
小
学
校
で
教
わ
っ
た
。
１
番

２
番
く
ら
い
な
ら
な
ん
と
な
く
覚

え
て
い
る
よ
」
と
そ
れ
が
い
つ
し

か
小
学
校
で
教
わ
ら
な
く
な
り
若

い
世
代
の
認
知
度
は
低
く
な
っ
て

い
ま
す
。
今
で
は
唯
一
、
東
区
民

踊
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん
が
継
承
す
る

の
み
と
な
り
、
夏
祭
り
の
際
に
一

部
の
小
学
生
に
指
導
し
て
い
ま
し

た
が
、
近
年
は
夏
祭
り
自
体
の
中

止
な
ど
も
あ
り
そ
の
機
会
も
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ

を
機
会
に
皆
さ
ん
に
興
味
を
も
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
ら
嬉
し

く
思
い
ま
す
。　　
　
　
　
（
浅
輪
）

♬岡田音頭をご存じですか？

かつての資料を見る塩倉の大澤さん

東区民踊クラブの皆様

歌詞二番の挿絵歌詞七番の挿絵歌詞　 番の挿絵一四

一
、

二
、

三
、

四
、

五
、

六
、

七
、

八
、

九
、

一
〇

、
一
一

、
一
二

、
一
三

、
一
四

、
一
五

、
一
六

、
一
七

、
一
八

、
一
九

、
二
〇

、
岡
田
民
謡
（
岡
田
音
頭
）

岡
田
音
頭
に
　
揃
い
の
浴
衣

　
月
も
ま
ん
丸
　
月
も
ま
ん
丸

　
　
ヨ
イ
ト
サ
ノ
サ
ー

　
　
見
て
ご
ざ
る
　
サ
ノ
エ
ー

　
　
見
て
ご
ざ
る

踊
り
上
手
と
　
評
判
さ
れ
て

　
雨
の
降
る
程
　
嫁
ば
な
し

延
喜
式
内
　
氏
神
様
へ

　
晴
れ
て
添
わ
れ
た
　
礼
参
り

川
じ
ゃ
女
鳥
羽
よ
　
堤
は
田
溝

　
共
に
岡
田
の
　
い
の
ち
綱

岡
田
山
あ
い
　
棚
田
の
畦
に

　
春
を
覗
い
た
　
蕗
の
と
う

反
目
雲
雀
の
　
す
が
し
い
声
を

　
聞
い
て
美
須
々
へ
　
朝
詣
で

昔
殿
様
　
お
駕
籠
を
止
め
て

　
聞
い
た
反
目
の
　
揚
げ
ひ
ば
り

日
本
ア
ル
プ
ス
　
一
目
お
い
て

　
花
に
酒
く
む
　
芥
子
坊
主

伊
深
城
山
　
名
残
り
の
桜

　
里
じ
ゃ
祭
の
　
笛
太
鼓

踊
り
ま
し
ょ
う
よ
　
宮
大
門
で

　
月
が
並
木
に
　
沈
む
ま
で

昔
な
つ
か
し
　
岡
田
の
宿
場

　
町
に
ゃ
桝
型
　
茶
屋
の
跡

夜
桑
や
る
灯
が
ち
ら
ち
ら
見
え
て

　
岡
田
音
頭
が
　
洩
れ
て
出
る

河
鹿
ホ
ロ
ホ
ロ
　
女
鳥
羽
の
川
で

　
君
を
待
つ
夜
の
　
月
見
草

昔
な
つ
か
し
　
馬
飼
峠

　
峯
と
ふ
も
と
に
　
茶
屋
の
跡

波
が
涼
し
い
　
塩
倉
池
に

　
う
つ
る
恋
の
灯
　
蚕
飼
の
灯

秋
の
神
沢
　
リ
ン
ゴ
が
た
わ
わ

　
恋
を
知
る
娘
の
　
頬
の
色

バ
ス
の
窓
か
ら
　
指
さ
し
な
が
ら

　
あ
れ
は
芝
宮
　
松
並
木

蚕
か
た
つ
け
　
稲
刈
り
終
え
て

　
岡
田
発
つ
の
日
の
　
高
島
田

岡
田
よ
い
と
こ
　
冬
山
日
向

　
浅
間
湯
の
町
　
よ
こ
に
抱
く

岡
田
よ
い
と
こ
　
桜
の
岡
田

今
日
も
日
が
出
る
　
歌
が
出
る

館
報
お
か
だ
合
冊
版
よ
り

譜面は裏ページにあります
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　6月26日土曜日、南佐久郡川上村文化センターにて、
長野県公民館報関係者研修会が開催された。塩倉地区の
Ｙ委員と参加した。全県から集まるというのに県の東の端
の川上村とは・・・と思いながら、高速道路で山梨県・長
坂ＩＣへ、そこから北上、再び長野県へ。
　川上村は黒曜石の豊富な産地でもあり、旧石器時代か
らの沢山の遺跡が出土する村。見ごたえのある考古博物
館が文化センター内に併設されていた。また、この時期は
高原野菜の見事な畑が延々と道路の脇を埋め尽くす。貴
重な研修と、美しく爽やかな空気の中に浸る事が出来た嬉
しい１日となった（Ｓ）

　

岡
田
に
住
ん
で
２
年
が
経
っ
た
。

家
を
建
て
る
前
の
埋
蔵
文
化
財
の
調

査
で
、『
岡
田
田
中
遺
跡
・
岡
田
松

岡
遺
跡　

地
表
下
約
25
ｃｍ
で
縄
文
時

代・古
墳
時
代
～
平
安
時
代
の
遺
構・

遺
物
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
平
安
時

代
と
考
え
ら
れ
る
遺
物
（
土は
じ
き
師
器
・

須す
え
き
恵
器
・
灰か
い
ゆ
う釉
陶と
う
き器
）
を
伴
う
竪
穴

住
居
跡
が
１
件
確
認
さ
れ
ま
し
た
。』

と
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。

　

な
ん
と
、
竪
穴
住
居
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
に
家
を
建
て
る
の
だ
。
さ

ら
に
、
土
器
も
出
る
と
い
う
こ
と

だ
。
ま
さ
か
と
思
っ
て
、
基
礎
工

事
の
時
に
掘
ら
れ
た
土
を
じ
っ
く

り
見
て
い
た
ら
、
教
科
書
で
見
た

こ
と
あ
る
よ
う
な
赤
茶
色
の

器
の
破
片
が
あ
っ
た
。「
こ

れ
、
土
器
？
」
誰
に
聞
い
た

ら
い
い
の
か
悩
ん
だ
末
、「
そ

う
い
え
ば
中
山
に
考
古
博
物

館
が
あ
る
！
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
聞
き
に
行
っ
た
。

す
る
と
、
ま
さ
に
う
ち
の
調

査
を
担
当
さ
れ
た
方
が
出
て

き
て
、「
こ
れ
は
平
安
時
代

の
土
師
器
で
す
。」
と
教
え

● 東 区 ●

ー
移
住
者
あ
る
あ
る
ー

庭
か
ら
土
器
が
出
て
き
て

驚
愕
！

て
く
れ
た
。「
す
ご
い
！
」

　

家
が
完
成
し
た
後
も
、
庭
の
畑
を

耕
す
と
、
出
て
く
る
出
て
く
る
。
土

器
が
気
に
な
っ
て
畑
仕
事
が
進
ま
な

い
。
何
度
か
考
古
博
物
館
に
聞
き
に

行
っ
て
い
た
あ
る
日
、
隣
に
住
ん
で

い
る
小
林
秀
行
さ
ん
に
「
土
師
器
と

か
須
恵
器
と
か
出
て
る
ね
～
」
と
声

を
か
け
て
も
ら
っ
た
。「
小
林
さ
ん
、

土
器
に
詳
し
い
ん
で
す
か
！
」以
前
、

遺
跡
調
査
の
仕
事
を
さ
れ
て
い
た
と

い
う
。

　

わ
ざ
わ
ざ
中
山
に
行
か
な
く
て

も
、
実
は
近
い
と
こ
ろ
に
詳
し
い
人

が
い
た
の
だ
。
都
会
で
は
近
所
の
方

に
聞
い
て
み
よ
う
と
い
う
感
覚
は

な
い
。
他
愛
も
な
い
話
が
ご
近
所
さ

ん
と
で
き
る
こ
と
、
と
て
も
幸
せ
な

こ
と
だ
と
思
う
。
ち
な
み
に
近
所

の
畑
で
も
土
器
が
落
ち
て
い
る
の

が
見
え
る
。
岡
田
で
は
ま
だ
ま
だ

土
器
が
出
る
か
も
知
れ
な
い
。是
非
、

皆
さ
ん
も
。（

東
区　

西
田
さ
や
か
）

小林さんの畑から出た土器
右上：古墳～平安時代の須恵器の蓋

右下：平安時代の灰釉陶器
中央二つ：古墳～平安時代の砥

と  い し

石
左二つ：縄文土器

　

天
ぷ
ら
で
美
味
し
い
。
焼
き
芋

で
美
味
し
い
。
そ
ん
な
素
晴
ら

し
い
食
材
サ
ツ
マ
イ
モ
。
よ
し
！

サ
ツ
マ
イ
モ
を
作
ろ
う
。
毎
年

作
っ
て
い
る
け
れ
ど
今
年
は
芋

か
ら
芽
出
し
を
し
よ
う
。

　

動
画
サ
イ
ト
で

見
た
い
ろ
ん
な
方

の
芽
出
し
の
方

法
。よ
し
、こ
れ
だ
。

ふ
む
ふ
む
、
温
度

が
あ
が
ら
な
い
と
芽
が
出
な
い

の
か
。
と
言
う
事
で
、
息
子
が

食
べ
散
ら
か
し
て
あ
っ
た
大
き

な
カ
ッ
プ
焼
き
そ
ば
の
容
器
に
、

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
買
っ
て
き

た
バ
ー
ミ
キ
ュ
ラ
イ
ト
を
湿
ら

せ
て
か
ら
入
れ
て
、
こ
こ
に
ス
ー

パ
ー
で
買
っ
て
き
た
芋
を
埋
め
る
。

さ
ら
に
、段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
た
り
、

保
温
シ
ー
ト
で
く
る
ん
だ
り
、
と
に

か
く
温
度
が
上
が
る
よ
う
に
す
る
。

　

こ
れ
が
、
４
月
の
終
わ
り
頃
。

　

い
つ
も
収
穫
の
時
に
腰
が
痛
く
て

大
変
だ
か
ら
少
し
だ
け
、
３
本
も

で
き
れ
ば
良
い
か
な
、
と
考
え
て

い
た
の
だ
が
、
全
然
芽
が
出
な
い
。

６
月
に
な
っ
て
も
ま
だ
出
な
い
。

　

そ
こ
い
ら
で
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ

サ
・
ツ
・
マ
・
イ
・
モ

神
沢
地
区

坂
西
　
敬
子 の

苗
が
出
始
め
て
焦
る
。
３
日
悩

ん
で
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
10
本
１

束
の
苗
を
買
っ
た
。
多
い
な
、
芋

堀
り
は
娘
に
や
ら
せ
よ
う
と
企
み

つ
つ
畑
に
植
え
た
。
萎
れ
て
、
枯

れ
そ
う
な
苗
、
頑
張
っ
て
生
き
て

ね
。
５
日
後
、
植
え
た

苗
の
葉
っ
ぱ
は
、
元
気

そ
う
に
艶
々
し
て
き

た
。
偉
い
ね
、
大
き
く

な
れ
よ
と
声
を
か
け
、

そ
う
い
え
ば
、
芽
出
し
の
芋
は
？

と
覗
い
て
み
る
と
、
可

愛
い
芽
が
チ
ョ
コ
ン
と

出
て
い
た
。
嗚
呼
、
こ

の
子
た
ち
を
植
え
る
場

所
を
作
ら
ね
ば
。

編集後記

第 385 号 ④【岡田版】2021 （令和３）年７月 30 日（金）


