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数十万株の花が咲き乱れる
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例
年
３
月
上
旬
か

ら
中
旬
に
か
け
て
見

頃
に
な
る
、
四
賀
地

区
に
あ
る
赤
怒
田
福

寿
草
公
園
。
今
年
は

早
い
春
の
訪
れ
で
、

２
月
か
ら
咲
き
出
し

ま
し
た
。

　

こ
こ
の
福
寿
草
は

整
備
さ
れ
た
公
園
で

は
な
く
、
自
然
の
土

手
に
咲
く
の
が
特

徴
。
特
に
雪
の
中
か

ら
顔
を
出
し
て
咲
く

姿
は
、
感
動
的
で
も

あ
り
ま
す
。

　

今
年
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

症
対
策
で
、
福
寿
草

ま
つ
り
の
イ
ベ
ン
ト

は
中
止
。
暖
冬
の
影

響
で
、
花
は
通
常
よ

り
早
め
に
咲
い
て
い

ま
し
た
。

　

来
年
は
「
福
寿
草

ま
つ
り
」
が
、
盛
大

に
開
催
で
き
る
こ
と

を
願
い
な
が
ら
…
。

自
然
の
土
手
に

　  

　
自
生
す
る
…

福寿草の里…



　

松
本
市
と
の
共
同
事
業
で
あ
る

「
多
世
代
参
画
型
地
域
共
生
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
モ
デ
ル
事
業
」

に
つ
い
て
、
東
京
大
学
大
学
院
教

育
学
研
究
科
牧
野
篤
教
授
の
お
話

と
、
牧
野
研
究
室
の
院
生
３
人
に

よ
る
研
究
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
で
は
昨
年
度
、
市
内

35
地
区
の
う
ち
20
地
区
56
町
会
を

調
査
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
旧
市

（
鷹
匠
町
町
会
）、
新
市
（
新
井
町

会
）、
中
山
間
部
（
橋
場
町
会
）

に
て
現
状
や
課
題
を
住
民
と
認

識
・
共
有
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
町
会
で
行
わ
れ
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
様
子
な
ど
を
院
生
が

一
人
ず
つ
説
明
し
ま
し
た
。

　

牧
野
先
生
は
「
町
会
に
よ
そ
者

（
東
大
）
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
が
当
事
者
と
な
る
。

問
題
と
思
っ
て
い
る
こ
と
の
裏
に

何
が
起
き
て
い
た
の
か
、
実
は
、

子
ど
も
た
ち
も
地
域
の
こ
と
を
意

識
し
て
い
る
、と
い
う
事
が
分
か
っ

て
く
る
。
そ
れ
に
気
づ
い
て
次
の

世
代
に
つ
な
い
で
い
く
。
そ
こ
に

あ
る
の
が
町
会
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
、
町
内
公
民
館
で
す
」
と
話

し
ま
し
た
。

　

今
回
は
11
の
分
科
会
で
市
民
か

ら
は
っ
き
り
と
し
た
テ
ー
マ
が
提

案
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
第

１
・
第
７
分
科
会
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
ま
し
た
。

●
第
１
分
科
会

松
本
の
歴
史
・
文
化
を

次
世
代
に
伝
え
て
い
く
た
め
に

　

古
い
８
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
を
掘
り

起
こ
し
地
域
映
画
づ
く
り
を
し
て

い
る
三
好
大
輔
さ
ん
、
地
区
の
歴

史
イ
ラ
ス
ト
マ
ッ
プ
の
製
作
を
進

め
た
第
三
地
区
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
副
会
長
の
降
旗
都
子
さ
ん
、
女

鳥
羽
川
の
三
九
郎
イ
ラ
ス
ト
マ
ッ

プ
を
作
製
し
た
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

タ
ー
の
高
田
美
果
さ
ん
の
３
名
が

話
題
提
供
者
と
し
て
、
伝
え
る
た

め
の
映
像
化
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
の

重
要
性
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
さ
ら
に
理

解
を
深
め
、
地
域
の
伝
統
や
行
事

を
次
世
代
に
つ
な
ぐ
た
め
に
欠
か

せ
な
い
「
小
学
生
の
参
加
」、
そ
し

て
そ
の
記
憶
に
「
楽
し
い
体
験
」

と
し
て
残
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
伝
承
や
記
録
を
残
す

際
に
「
見
た
だ
け
で
理
解
」
で
き

る
よ
う
に
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
す
る
こ

と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
活
発
に

令
和
２
年
２
月
16
日
に
松
本
市
中
央
公
民
館（
Ｍ
ウ
イ
ン
グ
）に
て
、

第
35
回
公
民
館
研
究
集
会・令
和
元
年
度
地
域
づ
く
り
市
民
活
動
研

究
集
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。聴講者も年々増えています

松本の未来につながる熱心な話し合い
がなされました

未
来
へ
つ
な
ぐ 

私
た
ち
の

ま
ち
づ
く
り
の
集
い

意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

●
第
７
分
科
会

理
想
の
交
通
っ
て
…
？ 

in
松
本

　

信
州
大
学
地
域
参
画
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
の
内
田
佑
香

さ
ん
と
市
建
設
部
交
通
安
全
・
都

市
交
通
課
大
塚
友
宏
さ
ん
か
ら
、

活
動
の
成
果
や
市
の
交
通
政
策
が

話
題
提
供
さ
れ
ま
し
た
。
市
の
進

め
る
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
や

シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
に
対
し
、
よ
り

使
い
や
す
く
、
そ
し
て
中
心
市
街

地
向
け
だ
け
で
な
く
、
他
の
地
区

同
士
も
結
べ
る
よ
う
に
進
め
て
ほ

し
い
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｎ

Ｇ
Ｅ
が
進
行
し
、
松
本
の
理
想
の

交
通
の
あ
り
方
を
、
現
在
・
30
年

後
・
1
0
0
年
後
と
考
え
ま
し
た
。

　
学
び
と
気
づ
き
の
共
有
の
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
科
会
の
ま
と
め
が

発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

牧
野
先
生
よ
り
、「
み
な
さ
ん

が
こ
の
松
本
市
を
、
未
来
に
つ
な

い
で
い
き
た
い
、
と
い
う
気
持
ち

が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
子
ど
も

た
ち
が
大
人
と
一
緒
に
地
域
に
か

か
わ
っ
て
い
る
と
、
40
代
に
な
っ

た
こ
ろ
地
元
に
戻
ろ
う
、
尽
く
そ

う
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
傾
向
が

強
い
と
わ
か
っ
て
い
る
。
子
ど
も

た
ち
と
一
緒
に
活
動
し
、
子
ど
も

た
ち
の
成
長
を
楽
し
む
。
そ
の
た

め
に
は
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
を
す
る
の
が
私
た
ち
の

自
治
、
自
分
た
ち
の
こ
と
を
自
分

た
ち
で
や
ろ
う
と
す
る
こ
と
で

す
。
そ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、

今
回
の
11
の
分
科
会
が
す
べ
て
つ

な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。」

と
講
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

市民活動
商店街
「未来へつなぐ　私たちのまちづくりの集
い」の一環として、Ｍウイング２階フロア
にて開催され、今回は14団体の展示があ
りました。活動内容に関心を寄せる来場
者も多く、説明に聞き入る姿が見られま
した。

町
内
公
民
館
か
ら
始
め
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

基
調
講
演

分

科

会

ま
と
め
の
会
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自慢の大型テレビ  活用しましょう

毎
年
一
月
半
ば
に
ラ

ン
ニ
ン
グ
仲
間
と「
初

詣
ラ
ン
」
を
行
っ
て

い
る
。
ア
ル
プ
ス
公

園
東
入
口
駐
車
場
を

ス
タ
ー
ト
し
、
二
つ

の
国
宝
、
十
か
所
の

神
社
仏
閣
を
巡
り
、
最
後
は
芥
子

坊
主
を
経
由
し
て
ア
ル
プ
ス
公
園

に
戻
る
約
三
十
キ
ロ
の
コ
ー
ス
を

走
る
▼
初
代
主
催
者
か
ら
私
が
引

き
継
ぎ
今
年
で
五
年
目
だ
が
、
毎

年
走
る
ル
ー
ト
を
少
し
ず
つ
変
え

て
き
て
い
る
。
こ
だ
わ
っ
て
い
る

の
は
路
地
や
小
路
と
い
っ
た
普
段

は
通
ら
な
い
よ
う
な
道
を
多
く
入

れ
る
こ
と
だ
▼
有
名
な
と
こ
ろ
で

は
外
濠
小
路
や
ナ
ワ
テ
横
丁
が
あ

る
が
、
松
本
城
近
辺
に
は
車
の
入

れ
な
い
小
路
が
今
で
も
多
く
残
っ

て
お
り
、
ど
の
ル
ー
ト
に
す
る
か

頭
を
悩
ま
せ
る
▼
意
外
な
と
こ
ろ

で
は
美
ヶ
原
温
泉
。
こ
こ
に
も
風

情
の
あ
る
路
地
が
残
る
。
お
湯
か

け
地
蔵
か
ら
の
路
地
は
旅
館
の
本

館
と
離
れ
の
間
に
あ
り
、
路
地
に

置
か
れ
た
離
れ
に
渡
る
た
め
の

「
す
の
こ
」
を
避
け
な
が
ら
走
る

こ
と
と
な
る
▼
日
々
の
ラ
ン
ニ
ン

グ
で
も
新
ル
ー
ト
を
開
拓
し
よ
う

と
見
知
ら
ぬ
道
を
選
ん
で
走
っ
て

い
る
が
、
そ
ろ
そ
ろ
ネ
タ
が
尽
き

そ
う
だ
。
浅
間
温
泉
あ
た
り
の
路

地
で
も
加
え
よ
う
か
、
い
や
距
離

が
延
び
る
と
仲
間
に
怒
ら
れ
る
。

　

昨
年
12
月
、
東
部
地
区
下
横
田

町
会
に
建
築
面
積
89
平
方
メ
ー
ト

ル
の
町
内
公
民
館
が
完
成
し
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
そ
の
完
成
ま
で
の

経
緯
な
ど
を
巣
山
篤
夫
町
会
長
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

松
本
城
の
東
に
位
置
し
、
飲
食

街
と
住
宅
地
と
が
混
在
す
る
町
会

で
す
。
ス
ナ
ッ
ク
な
ど
が
並
ぶ
裏

町
周
辺
と
聞
く
と
分
か
る
方
も
多

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
在
は
１

９
０
世
帯
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

公
民
館
が
完
成
す
る
以
前
は
、
裏

町
会
館
が
集
会
所
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
そ
れ
も

な
く
な
り
、
近
く
の
正
行
寺
や
恵

光
院
を
お
借
り
し
て
総
会
な
ど
を

開
い
て
い
ま
し
た
。

　

以
前
に
比
べ
ご
近
所
付
き
合
い

も
稀
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
常

づ
ね
感
じ
、皆
が
集
い
、話
し
合
い
、

絆
を
作
る
場
所
が
欲
し
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
す
る
と
平
成
30
年

９
月
、鯛
萬
の
井
戸
の
向
か
い
（
現

在
地
）
に
良
い
場
所
が
み
つ
か
り
、

公
民
館
建
設
の
具
体
的
な
話
し
合

い
が
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

建
設
地
と
し
て
決
定
す
る
ま
で
に

は
、
こ
の
場
所
が
最
も
公
民
館
に

ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
を
市
か
ら

も
問
わ
れ
、
町
内
29
か
所
を
候
補

地
と
し
て
比
較
検
討
し
、
こ
の
場

所
に
決
ま
り
ま
し
た
。
建
設
資
金

写真でつづる
まつもとの今昔47まつもとの今昔47

市役所南にある明治21（1888）年建築の洋館
で、赤レンガ造りの２階建て。平成８（1996）
年に国登録有形文化財に指定されていた。

平成23（2011）年６月30日松本市を襲った
地震で激しく損壊し、解体された。建物の
南東角に壁の一部などが残っている。

（2000.4 写真提供：日本報道写真連盟）

（2020.2.27  撮影）

昔

今

～ 赤レンガ造りの旧山崎歯科医院 ～

は
町
会
の
皆
様
か
ら
の
寄
付
と
、

松
本
市
か
ら
の
補
助
金
、
不
足
金

は
銀
行
の
融
資
を
も
っ
て
建
設
資

金
と
し
ま
し
た
。
銀
行
の
債
務
は

10
年
か
け
て
返
済
し
て
い
き
ま

す
。

　

利
用
計
画
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
と

の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
鯛
萬
の

井
戸
で
の
夏
祭
り
で
屋
内
も
使
用

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
や
、
料

理
教
室
、
空
手
や
ダ
ン
ス
教
室
な

ど
利
用
の
問
い
合
わ
せ
も
あ
り
、

寄
贈
さ
れ
た
85
イ
ン
チ
の
テ
レ
ビ

も
利
用
し
て
、
い
ず
れ
地
域
住
民

の
「
楽
し
い
我
が
家
」
と
な
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　
巣
山
町
会
長
は
、「
大
通
り
か
ら

少
し
入
っ
た
所
な
の
で
、
子
ど
も

た
ち
や
親
御
さ
ん
が
、
安
心
し
て

利
用
で
き
る
こ
と
を
一
番
喜
ん
で

く
れ
て
、
建
て
て
良
か
っ
た
と
思

い
ま
す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

令
和
元
年
の
節
目
に
小
さ
い
な

が
ら
も
公
民
館
が
完
成
し
、
新
た

な
時
代
の
進
展
と
相
呼
応
し
て
、

公
民
館
を
軸
と
し
た
新
た
な
活
動

が
発
展
す
る
こ
と
を
お
祈
り
し
ま

す
。

下
横
田
町
に
新
公
民
館
誕
生

鯛萬の井戸と公民館

下
横
田
町
会
と
は

建
設
ま
で
の
流
れ

公
民
館
の
こ
れ
か
ら
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第
二
地
区
は
松
本
市
街
地
の
中

心
部
に
位
置
し
、
令
和
２
年
３
月

１
日
現
在
、
１
４
０
９
世
帯
、
人

口
２
５
２
３
人
、
東
西
は
善
光
寺

街
道
が
通
っ
た
博
労
町
や
、
そ
れ

に
続
く
本
町
通
り
の
一
つ
東
、
飯

田
町
通
り
か
ら
源
地
界
隈
ま
で
、

南
北
は
、
北
は
中
町
の
南
側
か
ら

南
は
薄
川
ま
で
の
範
囲
で
す
。
現

行
の
住
居
表
示
で
は
本
町
１
〜
２

丁
目
、
深
志
２
〜
３
丁
目
・
中
央

２
〜
３
丁
目
と
埋
橋
１
丁
目
の
範

囲
に
及
ん
で
お
り
、
18
町
会
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
女
鳥
羽
川
と

薄
川
の
扇
状
地
上
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
地
下
水
が
豊
富
に
湧
き
出
て
、

今
も
生
活
用
水
と
し
て
井
戸
水
を

使
用
し
て
い
る
家
庭
も
あ
り
ま
す
。

地
区
内
に
相
澤
病
院
・
藤
森
病
院

と
比
較
的
規
模
の
大
き
な
医
療
機

関
が
あ
り
、
地
域
の
医
療
を
担
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
ま
つ
も
と
市

民
芸
術
館
は
芸
術
文
化
発
信
の
源

で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
防
災

拠
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
は
地
区
の
北
側
お
お

よ
そ
半
分
の
範
囲
が
城
下
町
で
し

た
。
天
神
様
と
し
て
親
し
ま
れ
る

深
志
神
社
は
天
満
宮
と
宮
村
大
明

神
の
両
社
が
祀
ら
れ
、
南
深
志
の

総
鎮
守
と
し
て
４
０
０
年
余
の
歴

史
を
誇
り
ま
す
。
江
戸
時
代
末
期

の
『
善
光
寺
道
名
所
図
会
』
に
当

国
一
の
名
水
と
紹
介
さ
れ
た
「
源

智
の
井
戸
」は「
平
成
の
名
水
百
選
」
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地
域
の
現
状
と
特
色

歴
史
と
文
化

ら
郊
外
へ
移
り
住
む
た
め
人
口
減

少
が
続
き
、
子
ど
も
の
出
生
率
も

低
く
地
区
内
に
子
ど
も
が
あ
ま
り

い
な
い
状
況
で
す
。　

　

さ
ら
に
、
第
二
地
区
に
は
学
校

が
１
校
も
な
く
、
小
中
学
校
は
６

校
に
分
か
れ
て
他
地
区
に
通
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
天
神
祭
り

の
舞
台
に
乗
る
子
ど
も
が
少
な

く
、
他
町
会
か
ら
の
応
募
に
よ
っ

て
お
囃
子
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

第
二
地
区
は
あ
が
た
の
森
通
り

が
中
央
に
走
り
、
地
区
を
南
北
に

分
断
し
て
い
る
う
え
、
地
区
公
民

館
・
福
祉
ひ
ろ
ば
が
地
区
の
最
南

端
に
あ
る
た
め
、
北
側
の
住
民
が

通
う
に
は
大
変
不
便
を
き
た
し
て

い
ま
す
。
ま
た
町
内
公
民
館
の
あ

る
町
会
は
三
分
の
一
に
留
ま
り
ま

す
。
将
来
的
に
は
町
会
の
合
併
も

模
索
し
つ
つ
、
地
域
づ
く
り
を
町

会
単
位
で
は
な
く
、
地
区
と
し
て

考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

源智の井戸

歴
史
や
文
化
の
薫
り
漂
う 

第
二
地
区

江
戸
時
代
か
ら
町
人
の
町
・
職
人
の
町
と
し
て
発
展
し
、
今
も
そ
の

伝
統
や
技
術
を
守
り
受
け
継
い
で
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
高
齢
化

や
住
民
の
減
少
で
、
新
た
な
地
域
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

松
本
さん
ぽ

〜
ト
ラ
ツ
グ
ミ
〜

ちょこっと

枯葉の中からクモを捕えて投げ上げ、パクッと食す瞬間
（撮影：2020.1.29  アルプス公園）

　
全
長
約
30
㎝
の

大
型
の
ツ
グ
ミ
。

名
前
の
由
来
の

「
ト
ラ
」は
、全
身
が

黒
と
黄
色
の
虎
斑

模
様
に
よ
る
。夜

に
笛
の
よ
う
な
声

で
ヒ
ー
、ヒ
ョ
ー
と

鳴
き
、
以
前
は
鵺

（
ぬ
え
）
と
呼
ば
れ

恐
れ
ら
れ
て
い
た
。

根
雪
の
無
い
地
域

で
越
冬
。松
本
の

ア
ル
プ
ス
公
園
で

は
、
こ
の
時
季
比

較
的
容
易
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

材料：

お洒落な

ちょっと手を加えて
スープをアレンジ!!
かぼちゃスープ、卵、パイシート

地産地消のかんたんレシピ

1. 器にかぼちゃスープを入れて、縁をぬ
らしてパイ皮でフタをする

2. パイ皮の表面に卵黄を薄く塗る
3. パイ皮にちょっと焦げ目がつくまで、
オーブンで焼く

『かぼちゃのパイ皮スープ』

に
選
ば

れ
、
暮

ら
し
に

根
差
し

た
代
表

的
な
文

化
財
に

な
っ
て

い
ま
す
。

　
第
二
地
区
は
旧
市
内
の
中
で
は

高
齢
化
率
が
一
番
高
く
、
高
齢
者

の
５
人
に
１
人
は
一
人
暮
ら
し
で

す
。
若
い
人
は
密
集
し
た
地
区
か

地
区
の
課
題

深志神社で盆踊り
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