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❹

コ
ロ
ナ
禍
で
の
ひ
な
飾
り

恒
例
の
雛
段
飾
り
は
縮
小
し
て

事
務
室
前
の
１
基
、
多
目
的
室
に
、

御
殿
飾
り
な
ど
を
展
示
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
も
、
季
節
の
行
事

を
大
切
に
思
い
、
館
長
と
主
事
で

展
示
を
行
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
後
期
に
は
、
添
え
人

形
や
道
具
が
増
え
、
江
戸
を
中
心

に｢

段
飾
り｣

が
発
展
す
る
一
方
、

上
方
で
は｢

御
殿
飾
り｣

が
優
勢
で

し
た
。
昭
和
30
年
代
後
半
に
入
る

と
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、

昭
和
40
年
代
に
な
る
と
、
段
飾
り

が
全
国
で
主
流
と
な
り
、
現
代
に

手前が接合井　真ん中に入口棟　南西より手前が接合井　真ん中に入口棟　南西より

至
っ
て
い
ま
す
。

御
殿
飾
り
と
は
、
京
都
の
人
た

ち
が
御
殿
を
御ご

所し
ょ

の
紫し

宸し
ん

殿で
ん

に
見

立
て
た
と
こ
ろ
か
ら
館
の
中
に
内

裏
雛
を
置
い
て
飾
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
３
人
官
女
、
随
身
等
の
人
形

を
添
え
飾
り
、
人
形
の
役
割
が
分

か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

御
殿
飾
り
は
、
沢
山
の
部
品
を

組
み
合
わ
せ
て
作
り
ま
す
。

公
民
館
の
御
殿
飾
り
は
内
裏
雛

の
み
で
す
が
、
向
か
っ
て
右
側
に

男
雛
、
左
側
に
女
雛
を
飾
っ
て
い

ま
す
。
当
時
の
飾
り
方
を
尊
重
し
、

一
般
的
な
飾
り
方
と
逆
に
な
っ
て

い
ま
す
。

旧
城
山
配
水
池
・
接せ
つ
ご
う合
井せ
い

城
山
公
園
入
り
口
近
く
に
、
水

道
局
の
城
山
配
水
地
が
あ
り
ま
す
。

６
０
０
０
㎥
の
配
水
池
２
個
に

隣
接
し
、
現
在
は
使
用
さ
れ
て
い

な
い
旧
配
水
池
が
あ
り
ま
す
。

旧
配
水
池
は
、
島
内
第
一
水
源

池
か
ら
接せ

つ
ご
う合
井せ

い

（
濾ろ

過か

池ち

と
配
水

池
を
つ
な
ぐ
た
め
に
、
そ
の
間
に

作
ら
れ
た
井
戸
）
に
送
ら
れ
た
水

を
市
街
地
へ
自
然
流
下
さ
せ
て
配

水
す
る
た
め
の
施
設
で
し
た
。
当

時
、
配
水
池
と
松
本
城
天
守
（
高

さ
29
・
４
ｍ
）
の
高
低
差
は
90
メ
ー

ト
ル
あ
り
、
天
守
閣
の
高
さ
を
優

に
超
え
る
水
圧
を
有
し
て
い
ま
し

た
。コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
り
で
、
上
部

に
屋
根
と
土
を
盛
っ
て
あ
り
、
大

き
さ
は
、
全
体
で
縦
約
36
ｍ
、
横

約
42
ｍ
、
中
に
壁
を
約
４
ｍ
お
き

に
設
け
て
い
ま
す
。 

東
面
と
西
面
に
は
レ
ン
ガ
造
り

の
壁
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

中
央
の
通
路
の
南
北
両
端
に
は
、

ア
ー
ル
・
デ
コ
調
の
入
口
棟
が
造

ら
れ
て
い
ま
す
。
大
正
11
（
１
９

２
２
）
年
か
ら
12
年
に
か
け
て
作

ら
れ
た
も
の
で
松
本
市
の
近
代
水

道
に
お
け
る
当
初
施
設
で
あ
り
、

松
本
市
の
水
道
の
歴
史
を
伝
え
る

貴
重
な
文
化
財
で
す
。

東
側
入
口
か
ら
は
、
レ
ン
ガ
造

り
の
壁
し
か
見
る
こ
と
が
出
来
ま

せ
ん
が
、
展
望
台
近
く
の
、
浅
井

洌
歌
碑
か
ら
少
し
下
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
入
口
棟
、
接
合
井
や
西
側
の

壁
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

平
成
27
（
２
０
１
５
）
年
８
月

に
国
の
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ

ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
ひ
な
ま
つ
り
会

３
月
３
日
（
水
）
須
坂
ア
ー
ト

パ
ー
ク
内
に
あ
る
世
界
の
民
俗
人

形
博
物
館
、
須
坂
版
画
美
術
館
、

歴
史
的
建
物
園
の
３
施
設
に
展
示

し
て
い
る
六
千
体
の
ひ
な
人
形
を

参
加
者
10
名
で
見
学
に
行
き
ま
し

た
。
い
つ
も
と
違
う
ひ
な
ま
つ
り

会
に
な
り
ま
し
た
。

世
界
の
民
俗
人
形
博
物
館
で
は
、

高
さ
６
ｍ
、
30
段
千
体
の
ひ
な
飾

り
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
よ

く
見
る
と
、
丑
年
に
ち
な
ん
で
、

牛
の
御
雛
様
が
幾
つ
か
飾
っ
て
あ

り
ま
し
た
。
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
江
戸
時
代
～
平
成
ま
で
の
様
々

な
年
代
の
雛
人
形
を
見
る
こ
と
が

で
き
感
動
し
ま
し
た
。
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白
板
歴
史
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
寺

社
編
で
、
昔
、
正
麟
寺
の
こ
と
を

木
沢
の
お
寺
と
い
っ
て
い
た
こ
と

を
思
い
出
し
、「
木
沢
」
に
つ
い
て

調
べ
て
み
ま
し
た
。

松
本
市
史　

第
一
章
「
風
土
と

歴
史
」
第
二
節
解
説
59
頁
に
は
、「
大

門
沢
川
沿
い
で
は
城
山
腰
・
木
沢
・

放
光
寺
・
峯
の
平
（
旧
市
・
放
光

寺
）
遺
跡
な
ど
で
あ
る
。」
と
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
又
、
長
野
県
内

私
た
ち
三
年
生
は
、
い
よ
い
よ

卒
業
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
三
年

間
が
過
ぎ
る
の
は
と
て
も
早
か
っ

た
け
ど
、
私
た
ち
は
た
く
さ
ん
成

長
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
一
、
二

年
の
頃
は
、
尊
敬
で
き
る
先
輩
た

ち
か
ら
丸
中
の
三
本
柱
「
挨
拶
・

清
掃
・
合
唱
」
を
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
学
芸
発
表

会
や
各
委
員
会
の
活
動
を
通
し
て

丸
中
の
伝
統
を
感
じ
、
学
び
ま
し

た
。
私
た
ち
も
次
第
に
三
本
柱
を

意
識
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
今
年
度
は

丸
中
の
最
高
学
年
と
な
り
、
私
た

ち
が
先
頭
に
立
っ
て
生
徒
会
活
動

を
行
い
ま
し
た
。
先
輩
た
ち
か
ら

学
ん
だ
三
本
柱
を
引
き
継
ぎ
、「
進
」

と
い
う
大
目
標
を
掲
げ
て
活
動
を

行
い
ま
し
た
。
例
え
ば
「
挨
拶
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
活
動
が
あ

り
、
校
内
で
す
れ
違
う
人
全
員
に

挨
拶
す
る
事
を
全
員
が
意
識
し
て

生
活
す
る
こ
と
で
、
丸
中
を
よ
り

明
る
く
し
、
新
た
な
伝
統
を
生
む

事
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
ど
ん

な
活
動
で
も
三
年
生
が
一
、
二
年

生
の
お
手
本
に
な
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
一
生
懸

命
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
た
、
地

域
の
方
々
か
ら
、
登
下
校
時
に

「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」「
お
か
え

の
遺
跡「
木
沢
」〝
所
在
地  

蟻
ヶ
崎・

木
沢
（
県
史
番
号
６　

文
化
庁
番

号
４
７
７
１
）、
立
地 

山
麓
〟
と
有

り
ま
す
。
又
、
松
本
市
史
の
地
字

帳
（
明
治
18
年
）
の
宮
淵
村
の
中

に
木
沢
西
が
字あ

ざ

名
で
表
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
地
名
と

推
察
さ
れ
ま
す
。

又
、
こ
の
場
所
か
ら
は
縄
文
時
代

～
平
安
時
代
の
打だ

石せ
き

斧ふ

、
凹
く
ぼ
み
い
し石、
磨ま

石せ
き

斧ふ

、
石
槍
、
石
包
丁
、
太ふ
と
が
た形
（
型
）

蛤は
ま
ぐ
り
ば刃
石せ
き

斧ふ

、
土は
じ
き
師
器
等
が
発
掘
さ
れ

て
い
ま
す
。

２
月
下
旬
、
梓
川
の
河
原
に
、

ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
を
見
に
出
か
け

ま
し
た
。
幹
が
白
い
粉
を
吹
き
、

ま
る
で
化
粧
を
し
て
い
る
よ
う
な

姿
を
と
ら
え
て
名
付
け
ら
れ
た
と

言
う
説
、
冬
芽
が
赤
く
染
ま
り
、

冬
芽
の
群
生
が
口
紅
を
指
し
た
よ

う
に
美
し
い
事
か
ら
名
づ
け
ら
れ

た
と
言
う
説
も
あ
り
ま
す
。

ど
ち
ら
に
し
て
も
、
白
と
赤
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
美
し
い
姿
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
の
は
こ
の
時
期

だ
け
で
す
。

上
高
地
で
は
、
河
童
橋
わ
き
に

大
木
が
あ
り
ま
す
が
、
主
と
し
て

中
ノ
瀬
園
地
（
田
代
橋
・
穂
高
橋

付
近
）
か
ら
横
尾
ま
で
の
河
原
・
川

岸
に
自
生
し
て
い
ま
す
。
ケ
シ
ョ
ウ

ヤ
ナ
ギ
の
種
子
が
飛
ぶ
の
は
上
高

地
で
は
６
月
初
旬
か
ら
７
月
初
旬

の
約
１
か
月
程
で
す
。
種
子
に
は

柳り
ゅ
う
じ
ょ
絮
と
呼
ば
れ
る
銀
色
に
輝
く
綿

毛
が
つ
い
て
お
り
、
風
に
乗
っ
て
柳

絮
が
飛
散
す
る
様
子
は
壮
観
で
す
。

ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
の
自
生
地
は

北
海
道
と
上
高
地
を
含
む
梓
川
流

域
の
み
で
す
。
こ
の
よ
う
に
貴
重

な
植
物
が
身
近
な
場
所
に
あ
る
の

は
、
あ
り
が
た
い
事
で
す
。

ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
の
、
新
緑
の

５
月
・
柳
絮
が
飛
散
す
る
６
月
の

上
高
地
が
楽
し
み
で
す
。（
Ｎ・Ｔ
）

ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ

２
月
18
日
（
木
）
白
板
地
区
福

祉
ひ
ろ
ば
の
「
１
０
０
円
カ
フ
ェ
」

に
合
わ
せ
て
企
画
さ
れ
、
未
編
集

で
音
声
の
無
い
映
像
を
使
用
し
て

館
長
と
主
事
が
寺
社
編
と
本
村
・

新
橋
編
に
つ
い
て
ト
ー
ク
セ
ッ

シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。
会
場
と

一
体
に
な
っ
て
の
ト
ー
ク
で
地
域

の
歴
史
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

参
加
者
は
14
名
で
、「
知
ら
な
い

こ
と
が
沢
山
あ
り
楽
し
め
ま
し
た
」

　
「
一
緒
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
し
て

い
る
気
分
に
な
っ
て
楽
し
か
っ
た
」

等
の
声
が
聴
か
れ
ま
し
た
。

講
座
で
の
お
披
露
目
は
３
月
15

日
で
す
。

館
長
は
、「
第
一
弾
の
犬い

ぬ

甘か
い

城
山

編
」
は
す
で
に
各
町
会
に
配
布
し

て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
皆
さ
ん

見
て
く
だ
さ
い
。
又
、
第
２
弾
以

降
は
お
披
露
目
後
貸
し
出
し
ま
す
」

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

是
非
、
身
近
な
文
化
財
や
歴
史

に
触
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

館長と主事のトークセッション館長と主事のトークセッション
福祉ひろば100円カフェにて福祉ひろば100円カフェにて

木
沢
の
お
寺

﹇
正
麟
寺
﹈の

木
沢
と
は

ひ
ろ
ば
１
０
０
円
カ
フ
ェ

白
板
歴
史
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
映
像 

ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

in

り
」
な
ど
挨
拶
を
し
て
い
た
だ
き
、

地
域
の
方
々
が
見
守
っ
て
く
れ
て

い
る
安
心
感
を
感
じ
な
が
ら
過
ご

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
三

年
間
を
丸
ノ
内
中
学
校
で
過
ご
せ

て
良
か
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

丸
ノ
内
中
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
、

経
験
し
た
こ
と
を
こ
れ
か
ら
先
も

活
か
し
て
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
地
域
の
方
々
に
支
え

て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
、

こ
れ
か
ら
は
私
た
ち
が
地
域
の
た

め
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
で
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。卒業に向けての一言卒業に向けての一言


