
（撮影 2017.5.3  千鹿頭神社）

　

5
月
3
日
、晴
天

に
恵
ま
れ
た
千
鹿

頭
神
社
で
御
柱
祭

り
が
盛
大
に
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

市
内
の
御
柱
祭

り
は
七
か
所
で
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

諏
訪
の
御
柱
祭
の

翌
年
に
あ
た
る
、

卯う
さ
ぎ

と
酉と

り

年
の
例
大

祭
に
合
わ
せ
て
執

り
行
わ
れ
ま
す
。

　

元
和
４（
一
六
一

八
）年
、こ
の
千
鹿

頭
山
の
尾
根
で
神

田
・
中
山
が
高
島

藩
領
に
、里
山
辺

が
松
本
藩
領
に
分

け
ら
れ
た
た
め
、

本
殿
が
並
立
し
拝

殿
も
二
棟
あ
り
ま

す
。

　

神
田
の
御
柱
は

第
一
位
と
四
位
、

林
・
大
嵩
崎
が
二

位
と
三
位
を
担
当

し
ま
す
。

　

時
代
が
変
わ
っ

て
も
、連
綿
と
引

き
継
が
れ
て
い
る

祭
り
で
す
。
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　若葉が美しい5月の花時計公園では、噴水の
ところで遊ぶ子どもたちを見守る保護者や、買
い物客の人たちが行き交う場所である。普段見
慣れている街並みも、赤外線カメラで撮影する
と異次元の写真になり、目に留まって新鮮だ。

松本さんぽ
～新鮮に映る花時計公園～

ちょこ
っと

松本城と桜

古木桜

　

明
治
以
降
、
日
本
で
は
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ
が
他
の
桜
を
圧
倒
す
る
人

気
種
で
す
。
河
川
敷
や
公
園
の
植

え
込
み
・
街
路
樹
な
ど
に
広
く
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
見
る

機
会
が
他
種
よ
り
多
く
、
花
見
で

も
特
に
目
に
し
ま
す
。

　

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
花
を
咲
か
す

時
期
が
早
く
、
散
ら
す
ま
で
の
時

間
が
短
い
た
め
、
学
校
な
ど
で
は

ヤ
エ
ザ
ク
ラ
も
植
え
て
、
入
学
式

に
は
い
ず
れ
か
の
桜
を
咲
か
せ
る

よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ

う
で
す
。

「
花
見
」＝「
桜
」
と
い
う

認
識
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

花
見
の
ル
ー
ツ
を
調
べ

る
と
『
古
今
和
歌
集
』
に

た
ど
り
つ
き
ま
す
。『
万

葉
集
』
に
は
、
春
の
花
で

は
桜
よ
り
梅
の
ほ
う
が
多

く
詠
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

平
安
時
代
に
な
る
と
、
貴

族
た
ち
は
桜
を
好
む
よ
う

（撮影 2017.5.5）

人
気
種
の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
寿
命

花
見
の
ル
ー
ツ

あ
る
ほ
か
、
街
路
樹
と
し
て
多
用

さ
れ
て
い
る
た
め
根
の
周
辺
ま
で

舗
装
さ
れ
て
い
た
り
、
排
気
ガ
ス

な
ど
で
傷
ん
だ
り
、
根
の
周
辺
を

踏
み
荒
ら
さ
れ
る
こ
と
も
寿
命
を

縮
め
る
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
筑
摩
野
中
学
校
で
も
、
桜
の
木
が

枯
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て

い
ま
す
。
道
行
く
人
々
の
目
を
楽
し

ま
せ
て
く
れ
る
桜
の
木
は
、
生
徒
た

ち
が
手
作
業
で
移
植
を
し
た
と
、
創

立
10
周
年
誌
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

お
よ
そ
50
年
以
上
た
つ
古
木
桜
で
、

今
は
美
し
く
咲
い
て
い
ま
す
が
、
寿

命
を
考
え
る
と
近
い
将
来
、
花
を
付

け
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
を
今
後
も
楽
し

む
た
め
に
も
、
早
い
時
期
の
植
え

替
え
や
、
他
品
種
へ
の
切
替
が
必

要
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
春
の
風
物
詩
と
い
え
ば

花
見
で
す
。
こ
の
花
見
、
花
は
限

定
さ
れ
て
い
な
い
の
に
誰
も
が

が
ク
ロ
ー
ン
な
の
で
生
物
学
的
に

弱
点
が
多
く
、
並
木
な
ど
に
人
為

的
に
植
樹
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
病
害
を
広
げ
る
原
因
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
し
い

耐
性
を
手
に
入
れ
る
能
力
も
低
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
で
は
、
衰
弱
し
た
木
が
増

え
て
き
て
い
る
よ
う
で
、
特
に
大

量
に
植
樹
さ
れ
て
い
る
場
所
の
被

害
が
著
し
く
、
回
復
不
能
な
ダ

メ
ー
ジ
を
受
け
て
伐
採
さ
れ
る
事

例
が
相
次
い
で
い
ま
す
。

　

こ
の
事
か
ら
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の

寿
命
は
60
年
と
い
う
説
が
あ
り
ま

す
。

　

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
成
長
が
早
い

の
で
、
老
化
も
早
い
と
い
う
説
が

花
見
と
い
え
ば
桜
、特
に
目
に
す
る
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
、今
危
機

に
瀕ひ
ん

し
て
き
て
い
ま
す
。

桜
並
木
道
が
危
機
に

憂
し
、
花
見
な
ど
し
て
い
る
余
裕

は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

花
見
の
宴
は
平
安
時
代
、
嵯
峨

天
皇
の
宮
中
で
行
わ
れ
た
も
の
が

最
初
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
安
貴
族
の
遊
び
だ
っ
た
も
の

が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
庶
民
の

間
に
も
浸
透
し
、
春
の
国
民
的
な

イ
ベ
ン
ト
へ
と
拡
大
し
て
い
き
ま

し
た
。

　

桜
の
木
は
、山
の
神
が
降
り
て
く

る
時
の
目
印
と
し
て
神
聖
視
さ
れ

て
い
ま
し
た
。ち
な
み
に
花
見
酒

は
、桜
に
供
え
た
お
酒
の
お
下
が
り

を
い
た
だ
い
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

　

こ
う
し
た
ル
ー
ツ
を
知
っ
て
お

く
と
、
日
本
人
と
し
て
の
品
格
を

ち
ょ
っ
と
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
、

エ
ド
ヒ
ガ
ン
系
の
桜

と
、
日
本
固
有
種
の
オ

オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
の
雑
種

と
の
交
配
で
生
ま
れ

た
、
日
本
産
の
園
芸
品

種
で
す
が
、
単
一
の
樹

を
始
原
と
す
る
ク
ロ
ー

ン
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
て
い
ま
す
。
全
固
体

に
な
り
、「
花
見
と
い
え
ば
桜
」
を

指
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
桜
の
花
が
あ
ま
り
観

賞
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
桜
が
そ

の
年
の
農
作
物
の
出
来
を
占
う
役

目
を
担
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

桜
の
花
の
量
が
収
穫
高
を
左
右

す
る
と
考
え
ら
れ
、
万
葉
の
人
々

は
毎
年
、
桜
の
花
の
量
に
一
喜
一
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笑
顔
と
あ
い
さ
つ
の
効
用

境
界
を
接
す
る
お
隣

と
の
関
係
は
、良
好
な

時
ば
か
り
で
は
な
い

▼
市
営
住
宅
の
住
空

間
で
も
、い
ろ
い
ろ
な

原
因
か
ら
も
め
ご
と

が
起
こ
る
。こ
の
４
月
に
、念
願
の

新
築
一
戸
建
て
に
引
っ
越
し
た
４

人
家
族
の
体
験
だ
。小
学
生
２
人
の

母
親
が
、住
宅
監
理
員
の
私
に「
年

長
者
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
よ

か
っ
た
」と
言
っ
た
▼
３
年
以
上
前

の
こ
と
だ
。こ
の
家
族
は
、下
の
階

に
住
む
一
人
暮
ら
し
の
60
歳
台
の

男
性
に
、子
ど
も
が
う
る
さ
い
と
、

怒
鳴
り
込
ま
れ
た
。元
気
な
子
ど

も
の
足
音
に
、男
性
は
我
慢
な
ら

な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
▼
そ
れ
か

ら
は
、そ
の
男
性
を
避
け
、無
言
で

や
り
過
ご
し
た
。そ
の
訴
え
と
相

談
に
、私
は
、対
応
を
ア
ド
バ
イ
ス

し
た
。ま
ず
は
謝
罪
し
、改
善
に
努

め
る
旨
を
話
す
。日
々
の
出
会
い

に
は
、強
い
て
笑
顔
で
あ
い
さ
つ

を
し
て
み
た
ら
、と
▼
そ
れ
か
ら
、

母
親
が
表
現
し
た
大
人
の
対
応
を

試
み
、事
態
は
一
変
し
た
そ
う
だ
。

下
の
階
の
男
性
は
、あ
い
さ
つ
に

応
え
て
く
れ
、２
人
の
小
学
生
に

お
菓
子
ま
で
く
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
▼
笑
顔
が
、相
手
を
思
い
や
る

き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

笑
顔
の
先
に
は
、世
界
の
平
和
も

待
っ
て
い
る
気
が
す
る
。

上
角
影
伝
統
芸
能
文
化
保
存
会

　

こ
の
神
社
は
、京
都
祇
園
社（
八

坂
神
社
）
か
ら
勧か

ん

請じ
ょ
う

さ
れ
、
生
活

に
密
着
し
、
健
康
祈
願
、
家
内
安

全
、
五
穀
豊
穣
を
祈
る
催
事
が
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ

ら
は
、
戦
後
大
き
く
変
貌
を
き
た

し
、舞
台
（
山
車
）
も
倉
庫
に
入
っ

た
ま
ま
で
し
た
。

　

近
年
、町
会
内
に
住
宅
が
増
え
、

40
戸
足
ら
ず
で
あ
っ
た
集
落
も
、

90
戸
を
超
え
ま
し
た
。す
る
と「
子

ど
も
た
ち
も
増
え
て
き
た
。
昔
の

よ
う
に
祭
り
を
通
し
て
、
も
っ
と

交
流
を
図
り
た
い
も
の
だ
」
と
の

声
が
あ
が
り
、
そ
の
昔
太
鼓
を
叩

復活した祭囃子

い
た
り
、
若
連
と
し
て
活
躍
し
た

60
代
70
代
の
仲
間
が
「
で
き
る
こ

と
か
ら
や
っ
て
み
よ
う
」
と
、
上

角
影
伝
統
芸
能
文
化
保
存
会
を
立

ち
上
げ
ま
し
た
。

　
昨
年
の
春
祭
り
に
舞
台
を
境
内
に

引
き
出
し
、
飾
り
つ
け
た
と
こ
ろ
、

多
数
の
人
が
や
っ
て
き
た
の
で
、
今

年
は
お
囃
子
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
新
し
い

人
た
ち
が
動
き
始
め
ま
し
た
。

　

笛
の
伝
承
者
の
録
音
テ
ー
プ
が

残
っ
て
い
た
の
で
、
放
送
局
に
勤

め
て
い
た
人
が
、
雑
音
を
除
去
し

て
デ
ジ
タ
ル
化
し
ま
し
た
。
今
年

は
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
子
ど
も
た

ち
が
太
鼓
を
叩
い
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
笛
の
経
験
者
が
演
奏
の
復

活
に
向
け
動
い
て
い
る
そ
う
で

す
。「
ゆ
く
ゆ
く
は
舞
も
復
活
さ

せ
た
い
」
と
皆
さ
ん
語
っ
て
い
ま

し
た
。

　

若
い
人
、
新
し
い
人
た
ち
が
進

ん
で
参
加
で
き
る
背
景
に
は
、
町

会
の
積
極
的
な
受
け
入
れ
が
あ
り

ま
し
た
。
新
し
く
来
た
人
を
、
町

会
行
事
に
ど
ん
ど
ん
誘
っ
た
そ
う

で
す
。
そ
し
て
２
〜
３
年
後
に
は

町
会
の

役
員
を

や
っ
て

も
ら
い

ま
す
。

も
ち
ろ

ん
こ
れ

は
押
し

付
け
で

は
な
く
、
ベ
テ
ラ
ン
の
サ
ポ
ー
ト

が
付
き
ま
す
。
町
会
の
こ
と
も
よ

く
わ
か
り
、
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ

た
人
と
の
信
頼
関
係
も
深
ま
っ
た

そ
う
で
す
。

　

新
旧
の
住
民
が
一
つ
に
な
り
、

住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
し
て

い
る
一
つ
の
事
例
だ
と
思
い
ま

す
。
お
祭
り
当
日
、
我
も
我
も
と

舞
台
の
綱
を
引
く
子
ど
も
た
ち

に
、未
来
へ
の
絆
を
感
じ
ま
し
た
。

写真でつづる
まつもとの今昔32まつもとの今昔32

　上土町の通りから東小路に入った一角に袋小
路の飲食店街があった。雨上がりで濡れた道に
ネオンが反射して、夕景にマッチしていた。

　左側の家は当時のまま残っているが、周りの
建物は取り壊されて有料駐車場になっている。

（1997.6  写真提供：日本報道写真連盟）

（2017.4.22  撮影）

昔

今

～ 上  土  町  ～

　
梓
川
地
区
の
上
角
影
八
王
子
社
の
祭
囃
子
が
、26
年
の
時
を
経

て
復
活
し
ま
し
た
。そ
の
大
き
な
力
に
な
っ
た
の
は
、上
角
町
会
に

新
し
く
移
っ
て
き
た
人
た
ち
で
し
た
。

か
み
つ
の
か
げ
は
ち
お
う
　
じ
　し
ゃ

か
み
つ
の
ち
ょ
う
か
い

伝
統
芸
能
復
活
へ

風
土
の
力

最後に叩いた人から指導を受ける
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材料：

３分でもう一品

磯辺揚げを揚げずに作る!!
ちくわ、マヨネーズ、青のり

地産地消のかんたんレシピ

1. ちくわを斜めに３等分に切る
2. フライパンにマヨネーズをひいて、ち
くわを炒める

3. 火が通ってふっくら・こんがりした
ら、青のりをふる

『ちくわの磯辺揚げ風』

34

本
郷
地
区
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス

本
郷
地
区
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス

　

豊
か
な
自
然
と
歴
史
・
文
化

　

最
初
に
見
え
る
の
は
標
高
８
６

０
ｍ
の
御
殿
山
で
す
。
往
復
２
時

間
の
「
急
坂
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
コ
ー

ス
」
が
あ
り
眺
望
抜
群
、
北
ア
ル

プ
ス
・
松
本
平
の
ビ
ュ
ー
ス
ポ
ッ

ト
で
す
。
温
泉
街
を
囲
む
よ
う
に

小
笠
原
家
廟
所
・
天
満
宮
・
薬
師

堂
な
ど
貴
重
な
歴
史
遺
産
が
点
在

し
、
与
謝
野
晶
子
歌
碑
・
芭
蕉
句

碑
を
は
じ
め
多
く
の
文
人
の
句
歌

碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　
温
泉
街
を
南
に
進
む
と
大
宮
神
社

が
有
り
ま
す
。
祀
ら
れ
た
の
は
鎌
倉

時
代
後
期
と
伝
え
ら
れ
、
５
月
の

例
祭
は
多
く
の
人
で
賑
わ
う
そ
う

で
す
。
途
中
で
コ
ー
ス
を
左
折
し
、

ぼ
た
ん
の
寺
と
し
て
有
名
な
玄
向

寺
に
向
か
い
ま
す
。
観
光
客
が
増

え
た
た
め
か
駐
車
場
や
案
内
版
が

充
実
し
て
お
り
、
見
学
者
に
優
し

い
名
所
で
す
。
ま
た
、
参
道
に
並

ぶ
石
仏
の
数
に
は
圧
倒
さ
れ
ま
す
。

松
本
城
主
水
野
氏
の
廟
所
と
し
て

も
知
ら
れ
、
外
屏
の
瓦
に
葵
の
御

紋
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
槍
ヶ

岳
開
山
の
幡
隆
上
人
立
像
、
上
人

書
の
念
仏
塔
も
あ
り
ま
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
充
実

　

か
つ
て
の
松
本
市
自
転
車
競
技

場
は
改
修
さ
れ
、
松
本
山
雅
F
C

の
優
先
練
習
コ
ー
ト
と
し
て
全
面

天
然
芝
と
人
工
芝
の
「
か
り
が
ね

サ
ッ
カ
ー
場
」
に
生
ま
れ
変
わ
り

ま
し
た
。
施
設
は
充
実
し
、
一
般

の
活
用
も
で
き
る
屋
根
付
フ
ッ
ト

サ
ル
場
が
併
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
北
へ
戻
る
と
、
外
観

を
見
た
だ
け
で
観
客
席
の
高
さ
、

大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
松
本
市
野

球
場
で
す
。
こ
の
グ
ラ
ン
ド
で
大

勢
の
観
客
の
な
か
で
対
戦
す
る
、

高
校
球
児
の
熱
戦
が
目
に
浮
か
び

ま
す
。
毎
年
６
月
末
に
行
わ
れ
る
、

激
坂
「
ツ
ー
ル
・
ド
・
美
ヶ
原
自

転
車
レ
ー
ス
」
は
こ
こ
が
ス
タ
ー

ト
地
点
で
す
。

　
地
区
で
は
こ
の
マ
ッ
プ
に
な
い
、

い
く
つ
か
の
新
し
い
コ
ー
ス
で
の

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
を
実
施
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　
今
回
、
南
半
分
は
紹
介
し
き
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
各
地
域
は
見
ど
こ

ろ
い
っ
ぱ
い
で
一
日
か
け
て
歩
い
て

み
た
い
思
い
に
駆
ら
れ
ま
し
た
。

　
本
郷
地
区
は
松
本
市
の
東
北
、広
大
な
森
林
と
女
鳥
羽
川
の
扇
状

地
に
あ
り
約
38
平
方
㎞
、そ
の
中
心
部
は
浅
間
温
泉
で
す
。北
は
福

祉
ひ
ろ
ば
か
ら
、南
は
横
田
ま
で
５・５
㎞
の
コ
ー
ス「
福
祉
ひ
ろ
ば

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
」を
約
２
時
間
か
け
て
歩
き
ま
し
た
。
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