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博
労
町
の
舞
台
は
、平
成
十
三

年
に『
松
本
市
重
要
有
形
民
俗
文

化
財
』に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。現
存

す
る
舞
台
の
中
で
最
古
・
最
大
で

あ
り
ま
す
。

　

建
造
は
江
戸
時
代
後
期
と
伝
え

ら
れ
、明
治
三
年
に
大
修
復
さ
れ
、

棟
梁
は
乾
原
治
平
眞
峯
、彫
刻
は
立

川
和
四
郎
と
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

構
造
は
四
輪
で
、二
層
の
構
成

で
あ
り
、二
階
の
柱
は
せ
り
上
が

り
式
と
な
っ
て
い
て
、木
の
枝
等

が
、屋
根
と
の
接
触
を
避
け
る
た

め
の
造
り
と
思
わ
れ
ま
す
。一
階
に

巻
き
上
げ
装
置
が
あ
り
、ロ
ー
プ

を
引
き
、
上
げ
下
げ
す
る
様
に

な
っ
て
い
ま
す
。近
年
は
下
げ
た
ま

ま
で
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
両
横
に

あ
る
庇
の
下
に
、更
に
蔀
型（
格
子

状
に
な
っ
て
い
る
）庇
が
あ
り
、そ

れ
を
跳
ね
上
げ
る
珍
し
い
構
造
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

車
輪
は
、木
を
組
み
合
わ
せ
、外

周
に
鉄
の
輪
を
嵌
め
る
、と
い
う

寄
せ
木
造
り
で
他
の
舞
台
と
は
異

な
っ
て
い
ま
す
。

　

彫
刻
は
、周
囲
に
神
仙
・
仙
人
、

水
鳥
・
お
し
ど
り
、前
部
庇
の
持
送

り
部
に
は
麒
麟
・
鳳
凰
、後
部
庇
は

亀
・
龍
の
透
か
し
彫
と
な
っ
て
お

り
、他
に
牡
丹
等
々

多
彩
で
豪
華
秀
逸

で
あ
り
ま
す
。

　

塗
り
は
、
耐
久

性
及
び
耐
水
性
の

た
め
、上
層
は
黒
漆

塗
り
、下
層
は
春
慶

塗
仕
上
げ
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た

上
高
欄
台（
二
階
床
の
四
方
）に

は
、黒
漆
表
面
に
波
千
鳥
の
金
色

の
飾
り
金
具
を
配
し
、躍
動
感
を

際
立
た
せ
て
い
ま
す
。

　

飾
り
人
形
は
、鍾
馗
様
で
、剣
を

持
ち
邪
気
・
疫
病
を
追
い
払
う
神

と
さ
れ
、周
囲
に
、睨
み
を
利
か
せ

て
い
ま
す
。ま
た
町
の
隆
盛
を
願

う
人
形
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
の
大
修
復
は
平
成
十
一
年

十
月
に
行
わ
れ
、当
時
は
市
の『
重

要
有
形
民
俗
文
化
財
』に
指
定
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、補
助
金
も

無
く
、修
復
費
用
は
全
て
町
会
の

皆
様
の
寄
付
で
賄
わ
れ
、創
建
当

時
の
輝
き
を
取
り
戻
し
、現
在
の

姿
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

修
復
し
て
か
ら
、出
動
時
、屋
根

の
一
部
が
看
板
に
当
た
り
破
損
し

た
事
が
あ
り
、以
降
は
新
設
の
看

板
・
案
内
板
、電
線
・
木
の
枝
等
、

特
に
注
意
し
て
い
ま
す
。

　

博
労
町
の
舞
台
は
大
き
く
重
い

た
め
、梶
棒
を
担
う
若
い
人
の
確

保
が
悩
み
の
種
で
す
。皆
で
知
恵

を
絞
り
、協
力
し
、受
継
い
だ
舞
台

を
、次
代
に
引
継
い
で
行
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

現在の舞台

昭和初期の様子

「
博
労
町
　
舞
台
の
由
来
と
特
徴
」

「
博
労
町
　
舞
台
の
由
来
と
特
徴
」

〜
松
本
市
重
要
有
形
民
俗
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
本
城
下
町
の
舞
台　

シ
リ
ー
ズ
②
〜

ひ
さ
し

し
と
み

は

し
ょ
う  

き

世帯数：
人　口：
　男　：
　女　：

781戸(-10)
1439人(-26)
681人(-11)
758人(-15)



昭
和
の
初
め
頃
、嫁
い
だ
ば
か
り
の

私
の
祖
母
と
バ
ス
の
広
告

　

御
嶽
山
の
噴
火
災
害
も
想
定
外

で
あ
っ
た
が
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で

驚
く
べ
き
こ
と
が
次
々
と
起
こ
る
。

松
本
山
雅
F
C
の
J
１
昇
格
も
、

そ
の
ひ
と
つ
。（
株
）
松
本
山
雅
の

前
身
で
あ
る
N
P
O
法
人
ア
ル
ウ
ィ

ン
ス
ポ
ー
ツ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
J

リ
ー
グ
を
目
指
し
て
活
動
を
開
始

し
た
の
が
平
成
16
年
の
こ
と
。
多
く

の
友
人
が
設
立
を
主
導
し
た
が
、

当
時
地
域
リ
ー
グ
の
２
部
で
プ

レ
ー
す
る
チ
ー
ム
が
J
リ
ー
グ
を

目
指
す
こ
と
自
体
正
気
の
沙
汰
と

は
思
え
な
か
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は

自
身
の
不
明
を
恥
じ
る
の
み
。

　
「
和
紙
」
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
に
、
日
本
人
と
し
て
の
自

尊
心
が
く
す
ぐ
ら
れ
た
が
、「
和
食
」

の
よ
う
に
「
日
本
の
和
紙
の
技
術
」

が
登
録
さ
れ
る
の
か
と
思
い
き
や
、

既
に
登
録
済
み
の
「
石
州
半
紙
」

に
他
の
二
つ
の
産
地
が
追
加
さ
れ
る

だ
け
な
の
だ
と
い
う
。
越
前
和
紙

を
始
め
と
し
た
国
内
の
多
く
の
手

す
き
和
紙
の
産
地
が
独
自
に
登
録

を
目
指
し
た
も
の
の
、
登
録
数
が

増
え
す
ぎ
て
個
別
の
登
録
が
難
し

く
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
国
は
「
山
・

鉾
・
屋
台
行
事
」
も
申
請
中
の
よ

う
だ
が
、
わ
が
街
の
「
深
志
舞
台
」

も
ぜ
ひ
加
え
て
い
た
だ
き
た
い
も
の

で
あ
る
。
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ヤ
マ
ザ
キ
屋
は
大
正
十
四
年
、

注
文
靴
の
製
造
販
売
業
の
店
を
東

町
三
丁
目
に
創
業
し
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
の
革
靴
作
り
は
当
時
と

し
て
は
最
先
端
産
業
の
ひ
と
つ
で

あ
り
、た
く
さ
ん
の
熟
練
し
た
職

人
を
必
要
と
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
当
時
の
靴
作
り
の
過
程

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

一
、靴
作
り
は
、ま
ず
店
に
お
見

え
に
な
っ
た
お
客
様
の
足
を
計
測

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。足

の
長
さ
、一
の
甲
と
い
っ
て
、足
の

ボ
ー
ル
部
の
回
り
寸
法（
足
幅
・
ウ

イ
ズ
）と
、ま
た
二
の
甲
と
い
っ
て
、

甲
の
回
り
寸
法（
甲
の
高
さ
）を
測

り
ま
す
。

　

足
の
計
測
は
実
際
に
木
型（
靴

型
）を
削
っ
た
り
、ア
ッ
パ
ー
と
靴

底
を
縫
い
合
わ
せ
る
底
付
け
職
人

が
自
分
で
計
測
す
る
こ
と
で
、よ

り
正
確
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
靴
を
作

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

足
の
計
測
の
後
は
、デ
ザ
イ
ン

や
革
質
に
つ
い
て
お
客
様
の
ご
要

望
を
お
聞
き
し
て
ご
注
文
通
り
の

靴
を
作
る
工
程
に
入
り
ま
す
。

　

二
、木
型（
靴
型
）作
り
は
、ナ

ラ
や
カ
シ
な
ど
の
か
た
い
木
材
を

採
寸
し
た
お
客
様
の
サ
イ
ズ
に
合

わ
せ
て
、靴
の
形
に
削
っ
て
い
き

ま
す
。

　

靴
を
履
き
良
く
す
る
た
め
に
は
、

「
捨
て
寸
」と
い
っ
て
、つ
ま
先
に
余

裕
あ
る
い
は
空
間
が
必
要
で
す
。

こ
の
つ
ま
先
に
丸
み
を
持
た
せ
た

り
、と
が
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
で

個
性
的
な
デ
ザ
イ
ン
が
出
来
る
わ

け
で
す
。

　

三
、デ
ザ
イ
ン
に
合
わ
せ
て
革

の
裁
断
を
し
ま
す
。

　

四
、製
甲
と
い
っ
て
、ア
ッ
パ
ー

（
靴
の
上
の
部
分
）を
作
る
職
人

が
裁
断
し
た
革
を
ミ
シ
ン
で
縫
い

合
わ
せ
ま
す
。

　

五
、底
付
け
職
人
が
、靴
底
と
、

ア
ッ
パ
ー
を
、二
本
の
針
と
麻
糸

を
使
っ
て
手
縫
い
で
縫
い
合
わ
せ

ま
す
。（
一
度
仮
縫
い
を
し
て
お
客

様
の
足
に
合
わ
せ
ま
す
。）

　

六
、底
材
を
染
め
た
り
、ク
リ
ー

ム
を
塗
っ
た
り
し
て
、靴
を
磨
き

あ
げ
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
し
て
何
人
も
の

職
人
が
手
作
り
で
靴
を
製
造
し
て

い
ま
し
た
。

　

大
正
や
昭
和
の
初
め
で
す
か
ら

靴
は
高
額
で
、現
在
に
換
算
し
て

一
足
二
十
万
円
か
ら
三
十
万
円
ぐ

ら
い
し
た
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、ヤ
マ
ザ
キ
屋
は
戦
前
に

東
町
か
ら
大
名
町
に
移
転
し
ま
し

た
。戦
争
中
は
将
校
さ
ん
の
長
靴

を
注
文
で
お
作
り
し
ま
し
た
。

　

戦
後
は
昭
和
二
十
五
年
に
株

式
会
社
と
な
り
、店
舗
は
本
町
の

現
在
の
場
所
と
な
り
ま
し
た
。

　

戦
後
し
ば
ら
く
は
注
文
靴
も
扱

っ
て
い
ま
し
た
が
、大
工
場
に
よ
る

機
械
化
が
進
み
、大
量
生
産
に
よ

っ
て
靴
が
廉
価
に
な
る
と
と
も
に
、

昭
和
四
十
年
ご
ろ
ま
で
に
は
、ヤ

マ
ザ
キ
屋
も
既
製
品
だ
け
の
店
と

な
り
ま
し
た
。高
価
な
手
作
り
の

注
文
靴
は
需
要
が
な
く
な
っ
て
い

っ
た
か
ら
で
す
。

　

そ
の
頃
に
長
野
市
東
後
町
に
支

店
を
出
店
し
ま
し
た
。

　

現
在
は
、な
が
の
東
急
百
貨
店
の

一
階
と
四
階
の
靴
売
り
場
、北
長
野

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
二
階
な
ど

に
支
店
が
あ
り
、Ｆ
Ｃ
と
し
て
、リ
ー

ガ
ル
シ
ュ
ー
ズ
長
野
店
と
リ
ー
ガ
ル

シ
ュ
ー
ズ
松
本
店
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
町
の
本
店
で
は
、革
靴
専
門

店
と
し
て
、紳
士
婦
人
の
既
製
革

靴
を
お
取
り
扱
い
す
る
と
と
も
に
、

創
業
時
の
注
文
靴
に
近
い
業
態
と

し
て
、セ
ミ
・
オ
ー
ダ
ー
も
承
っ
て

お
り
ま
す
。

山
崎
眞
生
夫


