
干
支
の
押
絵
を
つ
く
る

のはたち 抱負
2019新成人祝

経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

就
職
し
た
当
初
は
、
初

め
て
の
仕
事
や
社
会
人
と

し
て
の
マ
ナ
ー
の
難
し
さ
に

直
面
し
、
毎
日
が
分
か
ら

な
い
こ
と
だ
ら
け
で
、
日
々

辛
く
大
変
な
思
い
を
抱
え

て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
周
囲
の
方
々
の

温
か
な
助
け
を
借
り
、
最

近
や
っ
と
少
し
仕
事
に
慣

れ
て
き
ま
し
た
。
と
は
言

え
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
、
一
日

　

私
は
、
平
成
最
後
と
な

る
今
年
、
成
人
式
を
迎
え

ま
す
。

　

18
歳
で
高
校
を
卒
業
し
、

人
の
役
に
立
て
る
仕
事
に
就

き
た
い
と
の
思
い
を
抱
き
、

警
察
官
の
道
を
選
ん
で
か

ら
す
で
に
約
２
年
の
月
日
が

で
も
早
く
一
人
前
に
な
れ
る

よ
う
勉
強
の
毎
日
で
す
。

　

今
で
も
大
学
に
進
ん
だ

友
人
た
ち
を
見
て
い
る
と
、

大
学
生
活
に
多
少
の
未
練

を
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま

す
が
、
取
り
組
ん
だ
仕
事
の

成
果
が
出
て
や
り
が
い
を
感

じ
る
時
、
２
年
前
に
私
が
選

ん
だ
道
は
間
違
っ
て
い
な
か

っ
た
と
思
え
ま
す
。

　

そ
し
て
成
人
と
な
っ
た

こ
と
で
、
よ
り
一
層
社
会
人

と
し
て
の
責
任
を
自
覚
し

つ
つ
、
与
え
ら
れ
た
役
割
を

果
た
す
こ
と
で
社
会
に
貢

献
で
き
る
よ
う
、
こ
れ
か

ら
も
精
進
し
て
い
こ
う
と

思
い
ま
す
。

で
看
護
の
現
場
の
厳
し
さ

を
目
の
当
た
り
に
し
、
一
年

で
退
学
を
選
択
し
ま
し
た
。

こ
れ
以
上
親
に
高
額
な
学

費
を
支
払
っ
て
も
ら
っ
て
も

看
護
師
に
な
る
自
信
が
な

か
っ
た
か
ら
で
す
。
両
親
か

ら
は
「
自
分
で
決
め
た
こ

と
な
ら
自
分
の
思
う
よ
う

に
し
な
さ
い
。
二
人
と
も

あ
な
た
を
応
援
し
て
い
る
」

と
、
私
を
責
め
る
言
葉
は
一

言
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
就
職
活
動
を
し
、

　

成
人
式
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
今
ま
で
の
自
分
を

振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。
高

校
卒
業
後
、
担
任
の
先
生

と
両
親
の
強
い
勧
め
で
短

大
の
看
護
科
に
進
学
し
ま

し
た
。

　

学
校
が
始
ま
る
と
学
習

面
で
行
き
詰
ま
り
、
実
習

今
の
会
社
に
入
り
ま
し
た
。

社
会
人
と
し
て
責
任
の
重

さ
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

新
し
い
仕
事
を
覚
え
る
の
は

日
々
勉
強
で
す
。
上
司
や

先
輩
は
、
こ
ん
な
未
熟
な
私

を
温
か
く
時
に
は
厳
し
く

指
導
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

今
ま
で
私
に
関
わ
っ
て

く
だ
さ
っ
た
全
て
の
人
と
両

親
に
感
謝
の
気
持
ち
を
忘

れ
ず
、
自
分
の
行
動
に
責

任
を
持
て
る
社
会
人
に
な

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

小林　知
ち

弘
ひろ

弥生町

佐藤　琢郎
井川城中区

祝成人

明
治
中
期
に
は
松
本
の
一
大
特
産

品
と
し
て
各
地
で
売
ら
れ
て
い
た

人
気
商
品
で
し
た
。
生
産
量
を
上

げ
る
た
め
の
粗
製
濫
造
や
鉄
道
の

開
通
に
よ
り
東
京
方
面
か
ら
座
雛

が
流
通
し
た
こ
と
で
大
正
期
に
は

途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
昭

和
40
年
代
に
講
師
の
ご
両
親
が
中

心
と
な
っ
て
押
絵
雛
の
製
作
技
法

が
復
活
さ
れ
、
今
日
で
は
再
び
節

句
で
飾
っ
た
り
、
松
本
の
土
産
品

と
し
て
も
人
気
が
あ
り
、
そ
の
価

値
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

作
品
は
、
金
の
筍
を
掘
る
２
匹

の
瓜
坊
の
図
柄
。
26
も
の
パ
ー
ツ

毎
に
型
紙
と
薄
綿
を
布
で
包
み
、

小
さ
な
色
紙
に
貼
っ
て
い
き
ま
す
。

　

参
加
者
全
員
が
押
絵
は
初
め
て

で
「
細
か
い
作
業
が
大
変
だ
っ
た

が
、
ふ
っ
く
ら
と
可
愛
ら
し
い
」

と
ご
満
悦
で
し
た
。
作
っ
た
人
は

今
年
金
運
に
恵
ま
れ
る
そ
う
で
す
。

　

押
絵
で
今
年
の
干
支
「
亥
」
の

壁
飾
り
を
つ
く
る
講
座
を
、
鎌
田

地
区
公
民
館
の
主
催
で
昨
年
12
月

20
日
に
初
め
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
講
師
の
三
村
隆
彦
さ
ん

（
べ
ラ
ミ
人
形
店
）
か
ら
、
明
治
期

の
七
夕
人
形
と
押
絵
雛
を
見
な
が

ら
、
松
本
の
伝
統
工
芸
に
つ
い
て

学
び
ま
し
た
。

　

押
絵
雛
は
、
江
戸
時
代
末
期
に

松
本
藩
の
殖
産
興
業
政
策
の
一
つ

と
し
て
藩
士
の
家
庭
で
作
ら
れ
、

押絵雛の歴史を学ぶ

手順を教わりながら各パーツを作成

松
本
の

伝
統
工
芸

　
　
講
座
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雑感
略
称
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
赤
色

は
愛
情
、
白
色
は
深
い
尊
敬
、
ピ

ン
ク
色
は
し
と
や
か
、
黄
色
は
友

情
な
ど
、
色
別
の
花
言
葉
も
多
く

あ
り
ま
す
▼
こ
の
素
敵
な
花
を
育

て
よ
う
と
、
数
年
前
に
３
株
植
え

ま
し
た
。
花
は
咲
き
ま
し
た
が
、

葉
っ
ぱ
が
黒
く
な
り
、
あ
っ
と
い

う
間
に
落
葉
し
惨
め
な
姿
と
な
り

ま
し
た
。
書
物
を
購
入
し
て
栽
培

方
法
な
ど
を
調
べ
た
ら
、
バ
ラ
の

成
長
を
妨
げ
る
黒
星
病
に
は
適
切

な
消
毒
が
不
可
欠
と
書
か
れ
て
い

ま
し
た
▼
あ
る
日
、
葉
っ
ぱ
に
青

い
虫
が
び
っ
し
り
と
張
り
付
き
、

葉
脈
だ
け
に
な
っ
て
い
て
、
バ
ラ

特
有
の
「
チ
ュ
ウ
レ
ン
ジ
ハ
バ
チ
」

と
い
う
害
虫
で
し
た
。
こ
の
他
に

も
、
色
々
な
病
気
が
あ
り
害
虫
が

い
ま
す
。
き
れ
い
な
花
が
咲
く
た

め
に
は
、
冬
の
剪
定
作
業
も
重
要

で
す
▼
現
在
我
が
家
に
35
株
の
バ

ラ
が
植
え
て
あ
り
ま
す
。
病
気
も

な
く
５
月
に
は
き
れ
い
に
咲
く
よ

う
に
、
日
々
手
入
れ
に
努
力
し
つ

つ
、
将
来
は
皆
さ
ん
に
見
学
し
て

も
ら
え
る
よ
う
な
バ
ラ
園
に
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 　（松

本 

捷
幸
）

　

多
く
の
皆
さ
ん
が
魅

せ
ら
れ
、
一
度
は
育
て

て
見
た
い
と
思
う
花
に

バ
ラ
が
あ
り
ま
す
。
和

名
の
「
ば
ら
」
は
と
げ

の
あ
る
「
い
ば
ら
」
の

　

昨
年
11
月
29
日
、
鎌
田
地
区
公

民
館
文
化
委
員
会
の
主
催
で
開
催

し
ま
し
た
。

　

ま
ず
公
民
館
で
映
像
を
見
な
が

ら
予
習
を
し
た
後
、
徒
歩
で
現
地

へ
向
か
い
ま
し
た
。
両
島
の
足
半

草
履
や
征
矢
野
の
道
祖
神
・
馬
頭

観
音
、
鎌
田
の
北
向
観
音
堂
、
井

川
城
の
井
川
城
跡
な
ど
を
巡
り
、

最
後
に
鎌
田
周
辺
の
段
差
地
形
を

確
認
し
ま
し
た
。

　

鎌
田
地
区
の
歴
史
や
地
理
に
詳

し
い
講
師
の
小
山
淳
一
さ
ん
の
て

い
ね
い
な
説
明
は
分
か
り
や
す
く
、

地
元
に
住
ん
で
い
な
が
ら
見
落
と

し
て
い
た
も
の
や
初
め
て
知
る
こ

と
も
多
く
、「
膝
打
ち
、
腑
に
落

ち
、
目
か
ら
鱗
」
の
連
続
で
し
た
。

大
切
な
地
元
の
歴
史
や
文
化
な
ど
、

　

平
成
28
年
12
月
に
発
生
し
た

「
糸
魚
川
市
駅
北
大
火
」
の
状
況
や

復
興
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
学

び
災
害
に
備
え
よ
う
と
の
目
的
で

現
地
を
視
察
す
る
講
座
が
、
鎌
田

地
区
町
内
公
民
館
長
会
の
主
催
で

昨
年
11
月
12
日
に
開
催
さ
れ
、
地

域
住
民
も
含
め
29
名
が
参
加
し
ま

し
た
。

　

火
災
は
、
ラ
ー
メ
ン
店
の
大
型

こ
ん
ろ
の
消
し
忘
れ
に
よ
り
出
火
、

南
か
ら
の
強
風
に
あ
お
ら
れ
て
数

カ
所
に
飛
び
火
し
燃
え
広
が
っ
た

も
の
で
、
焼
失
面
積
は
約
4
万
㎡

に
お
よ
び
ま
し
た
。

　

糸
魚
川
市
と
消
防
署
の
職
員
か

ら
火
災
時
の
消
火
状
況
の
概
要
や

復
興
5
カ
年
計
画
の
概
要
説
明
を

受
け
、
火
災
現
場
を
回
り
ま
し
た
。

　

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
し
、
延
焼
を
遮
断
す
る
た
め
の

道
路
拡
幅
、
消
火
設
備
を
備
え
た

防
災
公
園
の
整
備
、
消
火
栓
の
地

上
設
置
な
ど
復
旧
が
着
実
に
進
ん

で
い
る
と
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
の
質
問
も
多
く
あ

り
、
関
心
の
高
さ
が
伺
え
ま
し
た

し
、「
火
を
扱
う
時
は
そ
の
場
を
離

れ
な
い
」「
コ
ン
ロ
の
近
く
に
は
燃

え
や
す
い
も
の
を
置
か
な
い
」
こ

と
な
ど
を
再
認
識
し
た
講
座
と
な

り
ま
し
た
。

ま
さ
に
「
お
宝
」
が
変
革
の
波
に

飲
み
込
ま
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
失
わ

れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
語

り
継
ぎ
守
っ
て
い
く
こ
と
の
大
切

さ
を
痛
感
し
ま
し
た
。

　

ほ
ど
よ
い
距
離
を
歩
き
な
が
ら

　

昨
年
12
月
に
運
営
委
員

会
（
11
名
）
と
ス
ポ
ー
ツ

委
員
会
（
8
名
）
が
結
成

さ
れ
ま
し
た
。

　

従
来
か
ら
あ
る
編
集
・

文
化
・
図
書
視
聴
覚
の
３

つ
の
委
員
会
に
加
え
て
、

今
後
は
5
つ
の
専
門
委
員

会
が
互
い
に
連
携
し
な
が

ら
鎌
田
地
区
公
民
館
の
事

業
を
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

の
学
習
は
、
体
と
頭
の
健
康
に
も

ほ
ど
よ
い
効
果
の
あ
っ
た
ひ
と
時
で

し
た
。

・�

今
回
の
講
座
資
料
は
公
民
館
ロ
ビ
ー

の
チ
ラ
シ
コ
ー
ナ
ー
に
備
え
置
き

し
て
い
ま
す
。

・�
第
４
回
鎌
田
お
宝
講
座
「
両
島
の

お
八
日
念
仏
と
足
半
見
学
会
」
は

２
月
11
日
に
開
催
し
ま
す
。

「
鎌
田
地
区
を
知
ろ
う

～
両
島･

征
矢
野･

鎌
田
界
隈
の
旧
道
を
歩
く
」

鎌
田
お
宝
講
座

ー
第
３
回
ー

鎌田地区公民館に
新たな専門委員会を設置

住宅が建設されるなど復興が進む現地を歩く

両島の足半草履

　両島川端の
　馬頭観音像

井川城の
井川城跡

糸
魚
川
市
駅
北
大
火
に
学
ぶ

防
災
講
座
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