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     （35）7740

２
月
22
日
（
火
）
に
公
民
館
職

員
で
事
務
所
前
に
七
段
飾
り
１
基
、

多
目
的
室
に
は
御
殿
飾
り
、
１
階

ホ
ー
ル
に
松
本
押
絵
雛
等
の
飾
り

付
け
を
行
い
ま
し
た
。

今
回
の
七
段
飾
り
は
、
貝
桶
が

つ
い
て
い
る
も
の
で
す
。
貝
桶
は

「
貝
合
わ
せ
」
と
い
う
遊
び
に
使

う
貝
殻
を
し
ま
う
た
め
の
も
の
で
、

内
裏
雛
と
一
緒
に
一
段
目
に
飾
り

ま
す
。
貝
合
わ
せ
と
は
、
平
安
時

代
に
起
源
が
あ
る
と
さ
れ
る
遊
び

の
一
種
で
、
古
く
は
旧
暦
の
日
数

に
合
わ
せ
た
３
６
０
個
も
の
貝
殻

の
中
か
ら
、
同
じ
装
飾
・
同
じ
形

の
片
割
れ
を
探
し
合
わ
せ
て
遊
ん

で
い
ま
し
た
。

松
本
押
絵
雛
は
、
歴
史
は
古
く
、

江
戸
時
代
に
は
庶
民
の
お
雛
様
と

し
て
地
方
を
中
心
に
全
国
各
地
で

作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
松
本

は
全
国
的
な
産
地
と
し
て
有
名
で
、

士
族
の
妻
女
が
製
作
し
て
商
人
が

売
り
歩
く
形
で
県
内
の
み
な
ら
ず

県
外
に
も
販
売
し
て
お
り
、
明
治

初
期
に
は
生
産
の
最
盛
期
を
迎
え

ま
し
た
。
そ
の
後
、
立
体
的
な
雛

人
形
が
全
国
に
流
通
す
る
等
し
て
、

明
治
後
期
に
な
る
と
生
産
が
衰
え
、

つ
い
に
は
生
産
者
が
途
絶
え
て
し

ま
い
ま
し
た
。
明
治
期
の
生
産
だ

と
思
わ
れ
る
押
絵
雛
も
展
示
し
て

い
ま
す
。

う
に
見
え
た
。
城
壁
の
白
壁
は
か

な
り
剥
げ
て
い
る
が
、
古
い
天
守

閣
は
荒
廃
し
な
が
ら
も
な
お
威
容

を
保
っ
て
い
て
、
最
上
階
に
立
つ

と
、
平
野
の
西
に
聳
え
る
雄
大
な

山
々
が
す
ぐ
目
の
前
に
迫
っ
て
き

た
。」》
と
あ
り
ま
す
。

翌
８
月
３
日
（
月
）
午
前
９
時

に
松
本
を
出
発
し
徳
本
峠
を
経
て

横
尾
本
谷
経
由
で
槍
ヶ
岳
を
目
指

し
ま
し
た
。（
天
候
悪
化
に
よ
り
登

頂
を
断
念
し
ま
し
た
）

こ
の
写
真
、
天
守
閣
か
ら
西
方

の
写
真
で
す
が
、
城
山
か
ら
遠
く

常
念
岳
や
北
ア
ル
プ
ス

の
山
々
が
写
っ
て
い

ま
す
。
ウ
ェ
ス
ト
ン

は
、
保
福
寺
峠
で
観

た
槍
ヶ
岳
を
こ
こ
で

も
見
た
と
推
察
し
ま

す
。水

田
や
桑
畑
が
広

が
っ
て
い
る
よ
う
で

す
が
、
写
真
中
央
右

上
の
建
物
は
木
澤
の

お
寺
「
正
麟
寺
」
で 

す
。
そ
の
周
辺
に
は

集
落
が
あ
り
ま
す
。

右
下
に
松
本
城
の
若

宮
八
幡
社
が
写
っ
て

い
ま
す
。
現
在
は
松

本
神
社
境
内
の
西
側

松
本
市
史
研
究
第
25
号
の
「
松

本
城
天
守
閣
か
ら
撮
影
さ
れ
た
明

治
古
写
真
に
つ
い
て　

丸
山
哲
治
」

の
文
中
に
天
守
閣
よ
り
西
方
を
写

し
た
写
真
が
あ
り
ま
す
。
年
代
は

明
治
26
年
春
か
ら
29
年
春
ま
で
の

間
の
撮
影
（
南
方
を
写
し
た
写
真

か
ら
推
測
）
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

撮
影
時
期
は
不
明
で
す
。

明
治
24
年
８
月
２
日
（
日
）、 

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
は 

松
本
城
の
最
上
階
で
景
観
を
楽
し

ん
で
い
ま
す
。
写
真
の
よ
う
な
景

色
を
見
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

明
治
29
年
（
１
８
９
６
）
イ
ギ
リ

ス
で
刊
行
し
た
『
日
本
ア
ル
プ
ス

の
登
山
と
探
検
』
の
96
ペ
ー
ジ
に

松
本
城
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
松
本
城
天
守
の
姿
が
海
外

に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
初

め
て
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

又
、
18
頁
に
は
松
本
城
に
つ
い

て
こ
ん
な
記
述
が
、（
ウ
ェ
ス
ト
ン

は
こ
の
時
、
上
田
か
ら
保
福
寺
峠

を
越
え
て
松
本
に
到
着
し
て
い
ま

す
。）

《「
町
の
北
は
ず
れ
に
古
い
城
が

あ
っ
て
、
パ
ゴ
ダ
の
よ
う
な
塔
が

ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
水
田
と
桑
畑
の

中
に
聳そ

び

え
て
い
る
。
そ
れ
は
巨
大

な
チ
ェ
ス
ボ
ー
ド
の
上
に
置
か
れ

た
城
の
駒
（
キ
ャ
ッ
ス
ル
）
の
よ

に
移
築
さ
れ
て
い
ま
す
。
左
上
は
、

現
在
は
住
宅
地
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
ま
だ
人
家
な
ど
無
く
広
々
と

し
て
い
ま
す
。

明
治
35
年
３
月
に
、
長
野
県
立

代
用
松
本
町
立
高
等
女
学
校 （
現
長

野
県
松
本
蟻
ヶ
崎
高
等
学
校
）
が

校
舎
新
築
移
転
し
て
い
ま
す
が
や

は
り
水
田
の
中
に
ポ
ツ
ン
と
校
舎

が
建
っ
て
い
る
の
を
別
の
写
真
で

確
認
で
き
ま
す
。

時
が
経
過
し
て
も
変
わ
ら
な
い

山
の
風
景
が
私
た
ち
の
目
の
前
に

存
在
し
て
い
ま
す
。

公
民
館
で
は
「
明
治
・
大
正
時

代
の
古
写
真
展
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

明治26年春から29年春頃の撮影　天守閣より西方を望む明治26年春から29年春頃の撮影　天守閣より西方を望む
ウェストンは、「雄大な山々がすぐ目の前に迫ってきた」と表現ウェストンは、「雄大な山々がすぐ目の前に迫ってきた」と表現

有明山有明山大天井岳大天井岳横通岳横通岳常念岳常念岳

松本押絵雛松本押絵雛

事務所前の七段飾り事務所前の七段飾り

コ
ロ
ナ
禍
の
雛
飾

ウ
ェ
ス
ト
ン
と
松
本
城

１
枚
の
写
真

白
板
地
区
公
民
館
　
館
長
　
内
藤
哲
夫
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９
月
の
水
め
ぐ
り
講
座
の
参
加

者
か
ら
、
蟻
ケ
崎
に
異
人
屋
敷
が

あ
っ
た
が
詳
細
に
つ
い
て
知
ら
な

い
か
と
言
う
。
質
問
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

ふ
と
、
松
本
市
美
術
館
所
蔵
の

奥
田
郁
太
郎
『
城
の
見
え
る
町
雪

景 

註
１
』（
１
９
５
９
年
）
を
見
て

「
外
国
人
が
建
て
た
家
が
蟻
ケ
崎
に

あ
っ
た
」
と
来
館
者
か
ら
感
想
を

い
た
だ
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、

当
該
、
奥
田
作
品
を
当
た
っ
て
み

ま
し
た
が
洋
館
の
よ
う
な
も
の
は

確
認
で
き
ず
、
結
局
詳
細
は
分
か

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

先
日
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
活
動
と

し
て
地
域
資
料
の
整
理
を
し
て
い

る
と
『
松
本
平
の
近
代
美
術
展 

註

２
』
の
図
録
説
明
に
中
村
善
策
と

い
う
画
家
が
「
城
山
マ
リ
ア
館
を

写
生
し
た
作
品
を
展
覧
会
に
出
品

し
入
選
し
た
。」
と
の
記
述
を
見
つ

け
ま
し
た
。

早
速
、
中
村
の
記
念
室
が
あ
る

市
立
小
樽
美
術
館
へ
問
い
合
わ
せ

た
と
こ
ろ
、「
画
友
宮
田
熊
雄
に
誘

わ
れ
、
彼
の
郷
里
松
本
で
制
作
す

る
。
松
本
城
山
に
て
、
マ
リ
ア
館

を
写
生
、『
風
景
』
と
題
し
て
第
12

回
二
科
展
（
１
９
２
５
年
）
に
出

品
す
る
。」
と
記
述
を
確
認
し
、「
小

樽
美
術
館
は
『
城
山
マ
リ
ア
館
の

２
月
７
日
（
月
）、
松
本
城
案
内

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
山
本
英
男
さ
ん

（
白
板
南
）
を
通
じ
て
、
マ
ッ
チ
棒

で
製
作
さ
れ
た
松
本
城
が
寄
贈
さ

れ
ま
し
た
。

昭
和
40
年
代
に
赤
宏
昌
一
さ
ん

が
制
作
し
た
も
の
を
妻
の
陽
子
さ

丸
ノ
内
中
学
校
で
は
、
三
年
生

か
ら
二
年
生
へ
、
生
徒
会
運
営
の

バ
ト
ン
が
渡
さ
れ
、
新
生
徒
会
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
度
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
、「
発
」
を
大
目
標
に
掲
げ
、

丸
中
三
本
柱
で
あ
る
「
挨
拶
」「
清

掃
」「
合
唱
」
を
意
識
し
て
、
日
々

生
活
し
て
き
た
こ
と
が
思
い
出
さ

れ
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
が
、

目
標
に
向
か
っ
て
様
々
な
活
動
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
特
に
印
象
的
だ
っ

た
の
は
、
十
月
に
行
わ
れ
た
学
芸

発
表
会
で
す
。
体
育
大
会
の
協
力

リ
レ
ー
で
は
、
仲
間
と
協
力
し
合

い
、
全
力
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
大
縄
跳
び（
８
の
字
跳
び
）

で
は
、
ど
の
ク
ラ
ス
も
仲
間
同
士

で
声
を
掛
け
合
い
な
が
ら
一
生
懸

命
自
分
た
ち
の
記
録
に
挑
戦
し
ま

し
た
。
勝
ち
負
け
は
も
ち
ろ
ん
あ

り
ま
す
が
、
ク
ラ
ス
が
団
結
す
る
、

と
て
も
素
晴
ら
し
い
機
会
に
な
り

ま
し
た
。

ま
た
、
十
一
月
に
延
期
さ
れ
た

音
楽
会
で
は
、
ク
ラ
ス
で
力
を
合

わ
せ
て
練
習
し
て
き
た
一
つ
の
曲

を
、
本
番
の
緊
張
感
の
中
歌
い
上

げ
、
達
成
感
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
特
に
、
三
年
生
の
合
唱

に
は
、
全
校
が
感
動
し
ま
し
た
。

音
の
強
弱
が
あ
り
、
一
つ
一
つ
の

歌
詞
に
想
い
を
込
め
て
歌
っ
て
い

る
こ
と
が
よ
く
伝
わ
り
、
三
年
生

の
合
唱
に
か
け
る
思
い
の
強
さ
を

感
じ
ま
し
た
。

そ
ん
な
三
年
生
を
含
め
た
今
ま

で
の
先
輩
方
が
受
け
継
ぎ
、
守
っ

て
き
て
く
だ
さ
っ
た
伝
統
あ
る
丸

中
生
徒
会
を
、
今
度
は
私
た
ち
が

引
き
継
ぐ
番
で
す
。

私
た
ち
は
今
ま
で
、
学
年
目
標

「
想
・
奏
・
創
」
の
も
と
、
学
年
生

徒
会
を
組
織
し
て
活
動
し
て
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
は
、
自
分
た
ち
で

課
題
を
考
え
、
課
題
解
決
の
た
め

の
計
画
を
立
て
、
友
達
と
意
見
を

交
わ
し
な
が
ら
学
年
を
創
っ
て
き

ま
し
た
。

こ
の
経
験
を
も
と
に
、
一
人
ひ

と
り
の
意
見
を
尊
重
し
、
み
ん
な

で
創
る
『
全
員
参
加
の
開
か
れ
た

生
徒
会
』
を
目
指
し
て
い
き
た
い

で
す
。

丸
ノ
内
中
学
校
の
生
徒
に
よ
っ

て
、
代
々
受
け
継
が

れ
て
い
る
「
自
治
の

精
神
」
の
も
と
、
全

校
み
ん
な
で
一
致
団

結
し
、
よ
り
良
い
学

校
創
り
が
で
き
る
よ

う
努
め
て
い
き
ま
す
。

治
自

の
鐘

治
自

の
鐘

校
学
中
内
ノ
丸

㉑

小
樽
美
術
館
か
ら
い
た
だ
い
た

図
版
は
公
民
館
に
あ
り
ま
す
の
で
、

興
味
の
あ
る
方
は
お
越
し
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
マ
リ
ア
館
に
つ
い
て

ご
存
知
の
方
が
お
り
ま
し
た
ら
、

お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

註
１　

 

城
山
公
園
入
口
・
開
松
古
墳
周
辺

か
ら
松
本
城
を
展
望
し
た
作
品

註
２　

 『
松
本
平
の
近
代
美
術　

美
術
館

を
夢
見
た
作
家
た
ち
』
松
本
市
美

術
館
２
０
０
７
年

ん
が
保
持
し
て
い
ま
し
た
が
、
亡

く
な
り
甥
の
川
久
保
さ
ん
が
展
示

場
所
を
探

し
て
い
ま

し
た
。

多
目
的

室
に
展
示

し
て
い
ま

す
。

　
開
か
れ
た
生
徒
会

寄
贈
さ
れ
た

マ
ッ
チ
棒
で
製
作
の
松
本
城
　

講
座
か
ら
の
探
究 

城
山
マ
リ
ア
館
に
つ
い
て

白
板
地
区
公
民
館
　
主
事
　
岩
垂
宏
直

現在は当時の面影はありません現在は当時の面影はありません

あ
る
風
景
』
を
所
蔵
し
、
そ
の
建

物
を
描
い
た
作
品
で
間
違
い
な
い

と
思
い
ま
す
。」
と
回
答
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

こ
の
建
物
の
正
式
名
は
聖
マ
リ

ア
館
で
、
周
辺
の
住
民
が
異
人
屋

敷
（
異
人
館
）、
城
山
マ
リ
ア
館
な

ど
と
呼
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

明
治
期
、
カ
ナ
ダ
人
宣
教
師
Ｆ
・

Ｗ
ケ
ネ
デ
ィ
司
祭
の
住
宅
と
信
者

の
寮
を
兼
ね
た
２
階
建
て
２
棟
の

洋
館
で
バ
ル
コ
ニ
ー
や
敷
地
に
は

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
ま
で
あ
り
ま
し
た
。

松
本
聖
十
字
教
会
が
１
９
５
７
年

に
大
名
町
か
ら
現
地
の
鷹
匠
町
へ

移
築
さ
れ
た
際
、
マ
リ
ア
館
の
一

部
も
そ
ち
ら
へ
移
さ
れ
蟻
ケ
崎
に

は
そ
の
痕
跡
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

参
加
者
の
質
問
か
ら
地
域
を
紐

解
き
、
遠
く
函
館
の
地
に
白
板
地

区
の
風
景
作
品
が
収
蔵
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
感
慨
を
覚
え
ま
し
た
。
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