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した 

む
ら

や

人
々
の
心
を
は
げ
ま
し
ひ
と
つ
に
す
る
唄

茅
野
の
民
謡

ダ
ン
チ
ョ
ネ
節

〈
茅
野
ふ
る
さ
と
祭
調
べ
〉

江
戸
時
代
か
ら
祭
り
や
行
事
の
時

に
人
々
に
よ
っ
て
唄
わ
れ
た
エ
ー

ヨ
ー
節
・
天
屋
節
・
ド
ッ
コ
イ
サ
イ

ト
節
、
ダ
ン
チ
ョ
ネ
節
・
コ
チ
ャ

か
ま
や
せ
ぬ
節
な
ど
い
く
つ
か
の

民
謡
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

昔
は
、
田
植
え
唄
や
糸
取
り
歌
な

ど
の
作
業
に
合
わ
せ
て
唄
っ
た
も

の
で
す
。
エ
ー
ヨ
ー
節
、
天
屋
節

は
保
存
会
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

エ
ー
ヨ
ー
節
は
江
戸
時
代
か
ら
唄

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
歌
詞
は
そ
の

ま
ま
次
の
流
行
の
唄
に
引
き
継
が

れ
ま
し
た
。
明
治
か
ら
大
正
時
代

初
期
に
は「
ド
ッ
コ
イ
サ
イ
ト
節
」

が
唄
わ
れ
ま
し
た
。「
ダ
ン
チ
ョ
ネ

節
」は
日
露
戦
争
後
に
兵
隊
た
ち

が
各
地
に
持
ち
帰
っ
た
旋
律
に
の

せ
て
歌
わ
れ
た
も
の
で
、
元
の
唄

と
は
や
や
趣
の
違
う
も
の
と
し
て

広
ま
り
、
昭
和
30
年
代
ま
で
村
の

「
灯
篭
祭
り
」や
盆
踊
り
、
月
夜
の

晩
の
踊
り
の
会
で
盛
ん
に
唄
い
踊

ら
れ
ま
し
た
。

娯
楽
の
少
な
か
っ
た
時
代
、
村
の

祭
り
は
男
女
の
交
流
の
場
で
も
あ

り
ま
し
た
。
娘
た
ち
は
自
分
の
村

で
踊
り
、
男
衆
は
他
の
村
に
出
か

け
て
行
っ
て
踊
り
、
遠
く
下
諏
訪

や
富
士
見
ま
で
行
っ
た
と
い
う
話

も
あ
り
ま
す
。

唄
は
一
人
が
唄
う
と
、
そ
れ
に
返

す
歌
が
唄
わ
れ
、
さ
ら
に
唄
問
答

の
よ
う
に
次
々
に
歌
わ
れ
ま
す
。

即
興
の
唄
を
上
手
に
歌
う
人
は
注

目
を
浴
び
ま
し
た
。
歌
い
始
め
の

唄
、
最
後
に
歌
わ
れ
る
唄
も
あ
り
、

１
０
０
０
を
超
え
る
そ
の
歌
詞
の

記
録
が
あ
り
ま
す
が
、
７
・
７
・
７
・

５
の
少
な
い
文
字
の
中
に
い
ろ
ん

な
ド
ラ
マ
が
垣
間
見
え
ま
す
。

て
ん  

や  

ぶ
し

と
う
ろ
う



　

祝
い
唄
め
で
た

め
で
た
嬉
し
や　

思
う
こ
と
叶
う
て　

末
は
鶴
亀
五
葉
の
松

蝶
よ
花
よ
と
育
て
た
娘　

今
日
は
他
人
の
嫁
と
な
る　
　
　
　
　
　
　

こ
の
家
の
家
は　

福
徳
さ
ま
よ　

屋
根
は
小
判
の
柿
ぶ
き　
　
　
　
　

め
で
た
嬉
し
や
と
来
て
舞
う
鶴
は　

須
栗
平
の
小
野
子
松　
　
　
　
　

御
座
の
敷
き
初
め　

主
と
の
寝
初
め　

共
に
寝
御
座
の
切
れ
る
ま
で　
　

　

ド
ッ
コ
イ
サ
イ
ト
節　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昔
馴
染
み
と
ベ
ン
ガ
ラ
染
め
は　
　

色
は
落
ち
て
も
木
︵
気
︶
が
残
る

意
見
せ
ら
れ
て
た
だ
う
つ
む
い
て　

泣
い
て
い
な
が
ら
主
の
こ
と

峠
下
れ
ば
夕
日
は
暮
れ
て　

笠
は
時
雨
に
ぬ
れ
て
行
く

堅
い
豆
で
も
焙
烙
や
ろ
う
に　

あ
つ
く
な
ら
れ
り
ゃ
帯
を
解
く

た
し
か
泣
︵
鳴
︶
い
た
と
空
な
が
む
れ
ば　

雲
を
よ
こ
ぎ
る
ほ
と
と
ぎ
す

久
し
ぶ
り
だ
と
深
酒
呑
ん
で　

可
愛
あ
の
子
︵
娘
︶
と
朝
寝
す
る

　

コ
チ
ャ
か
ま
や
せ
ぬ
節　
　
　
　
　
　
　
　
　

韮
崎
ょ
出
た
の
は
日
の
七
つ　

勝
沼
へ
つ
い
た
は
夜
の
九
つ

コ
チ
ャ
か
ま
や
せ
の

奥
山
入
り
の
姫
小
松　

ほ
し
け
れ
ど
高
く
て
お
手
が
届
か
ぬ

コ
チ
ャ
か
ま
や
せ
の

お
江
戸
日
本
橋
七
つ
立
ち
八
つ
山
へ　

行
列
そ
ろ
え
て
ア
レ
ワ
イ
サ
ト

コ
チ
ャ
か
ま
や
せ
の

大
川
端
で
葭
刈
れ
ば
葭
し
ゃ
な
び
く　

よ
し
鳥
鳴
い
て
か
ら
み
つ
く

コ
チ
ャ
か
ま
や
せ
の

し
ん
と
ろ
と
ろ
と
出
る
水
は　

裏
の
田
の　

新
田
の
水
が
と
ろ
と
ろ

コ
チ
ャ
か
ま
や
せ
の

し
ん
た

よ

あ
ん
こ
ろ
餅
小
僧

ち
の
本
町
に
伝
わ
る
む
か
し
話

む
か
し
な
あ
。
永
明
寺
山
の
ふ
も

と
に
、お
も
し
れ
え
小
僧
が
い
た
っ

て
。年
が
ら
年
中
、ま
っ
ぱ
だ
か
で
、

ふ
ん
ど
し
い
っ
ち
ょ
う
だ
け
、
仕

事
は
、
ち
っ
と
も
し
な
ん
で
、
ほ
っ

つ
き
あ
い
っ
て
た
と
。

あ
ん
こ
ろ
餅
が
す
き
で
な
あ
。
腹

が
へ
り
ゃ
、「
お
っ
か
あ
、
あ
ん
こ

ろ
餅
」っ
て
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
せ

が
ん
で
た
と
。（
中
略
・
以
下
概
略
）

お
っ
か
あ
が
死
ん
だ
後
も
、「
あ
ん

こ
ろ
餅
を
食
い
て
え
な
あ
」と
言
っ

て
い
た
ら
、
夢
ん
中
で「
二
回
だ

け
あ
ん
こ
ろ
餅
を
や
る
が
、ほ
れ
っ

き
り
だ
ぞ
え
。
い
ま
、
お
っ
か
あ

は
天
に
い
る
で
、
ふ
ん
ど
し
を
な

げ
ろ
や
。
ほ
ん
中
へ
、
い
れ
て
や

る
で
」と
言
っ
た
。
小
僧
が
ふ
ん

ど
し
を
投
げ
る
と
、
あ
ん
こ
ろ
餅

が
つ
ま
っ
た
重
箱
が
天
か
ら
降
っ

て
き
た
。

あ
る
日
、
諏
訪
の
殿
様
が
村
の
み

ま
わ
り
に
き
て
、
小
僧
の「
あ
ん

こ
ろ
餅
食
い
て
え
な
あ
」の
声
を

聞
き
つ
け
、「
村
ん
中
を
さ
が
し
て

す
ぐ
持
っ
て
ま
い
れ
。」と
命
令
が

下
っ
た
。
小
僧
は
天
に
向
か
っ
て

「
お
っ
か
あ
、
あ
ん
こ
ろ
餅
を
く

り
ょ
う
。」と
ふ
ん
ど
し
を
投
げ
、

降
り
て
き
た
ふ
ん
ど
し
の
中
に
は

重
箱
が
・・・
。

「
諏
訪
の
む
か
し
話
」竹
村
良
信 

著　

 

よ
り

茅
野
市
内
に
は
他
に
も
多
く
の
む

か
し
話
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
語

り
部
の
活
動
も
盛
ん
で
す
。

茅
野
市
本
町
出
身
で
小
学
校
の
教

師
だ
っ
た
竹
村
良
信
さ
ん
は
民
俗

学
研
究
者
で
も
あ
り
、
次
世
代
の

子
ど
も
に
お
話
を
伝
え
た
い
と
地

域
の
民
話
を
記
録
し
ま
し
た
。「
諏

訪
の
で
ん
せ
つ
」「
諏
訪
の
む
か
し

話
」「
諏
訪
の
民
話
」が
信
濃
教
育
会

出
版
部
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

語
り
継
が
れ
て
き
た
伝
説
や
い
ま
し
め
、
人
の
や
さ
し
さ

茅
野
の
む
か
し
話

や

く
だ

ほ
う
ろ
く

い
え

こ
け
ら

お  

の  

こ

す 

ぐ
り
だ
い
ら
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〈
北
山
芹
ヶ
沢
〉

※

（　
　

）＝
掛
け
声

お
ん
ば
し
ら
ど
し

こ  

み
や
さ
い

長
持
ち
は
、
長
い
竿
の
つ
い
た
も

の
を
い
れ
る
箱
と
そ
れ
を
運
ぶ
行

列
を
指
す
。
古
く
か
ら
現
在
の
宅

配
便
の
よ
う
に
荷
物
を
運
ん
だ
り
、

祭
の
時
は
弁
当
を
入
れ
た
運
ん
だ

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
諏

訪
地
方
で
は
祭
の
時
の
賑
わ
い
を

演
出
す
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て

い
ま
す
。 

 

 

茅
野
で
は
６
年
に
一
度
の
御
柱
年

に
各
地
で
行
わ
れ
る
小
宮
祭（
諏

訪
大
社
の
末
社
な
ど
、
各
地
区
に

あ
る
大
小
の
お
宮
で
行
う
御
柱
祭
）

で
多
く
行
な
わ
れ
る
ま
す
。
各
地

区
ご
と
若
い
衆
や
保
存
会
が
、
お

祝
い
ご
と
が
あ
っ
た
家
な
ど
に
振

り
込
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
長
持
ち

唄
と
と
も
に
練
り
歩
き
ま
す
。

特
長
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
以
下

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ま
す
。
後
唄
の「
ト
コ
ド
ッ
コ
イ

ド
ッ
コ
イ
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
」の
ハ

ヤ
シ
詞
で
長
持
ち
は
進
み
ま
す
。

鳴
り
も
の
な
ど
は
な
く
、
地
域
性

の
あ
る
も
の
、
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
、

え
げ
つ
な
い
も
の
、
様
々
な
唄
で

盛
り
上
げ
ま
す
。 

 

金
沢
宿
の「
雲
助
道
中
長
持
ち
」は
、

峠
を
越
え
て
荷
物
を
運
ん
だ「
雲

助
」の
動
き
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

北
山
湯
川
の
歴
史
は
古
く
、
昔
は

嫁
入
り
の
荷
物
を
運
ん
だ
と
云
わ

れ
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
唄
で
長
持

ち
が
行
わ
れ
ま
す
。

茅
野
上
原
で
は
長
持
ち
の
他
梯
子

乗
り
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

中
に
は
、
御
柱
祭
に
関
係
な
く
神

社
の
例
祭
で
行
っ
て
い
る
地
区
も

あ
り
ま
す
。
御
柱
年
だ
け
の
と
こ

ろ
は
終
わ
っ
た
後
で
お
か
め
飾
り

を
競
り
に
か
け
る
な
ど
し
て
手
放

し
た
り
し
ま
す
。

明
治
頃（
ま
た
は
そ
れ
以
前
）か
ら

ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
地
区
、

一
度
途
絶
え
た
が
復
活
し
た
り
、

他
地
区
に
教
わ
り
受
け
継
が
れ
て

い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

長
持
ち
唄

長
持
ち
唄
に
は
、
前
唄
・
甚
句
・
後

唄（
ハ
ヤ
シ
唄
）が
あ
り
ま
す
。
前

唄
は
準
備
の
唄
で
、
甚
句
の
時
に

長
持
ち
を
揺
す
り
そ
の
場
で
練
り

祭
を
彩
る
、
粋
な
練
り
歩
き

〈
市
内
各
地
区
〉

長
持
ち

長持ち勢揃い（民俗芸能フェスティバル）

ハ
ア
〜
め
で
た
な
〜
め
で
た
の
〜　

︵
ヤ
レ
ヤ
レ
〜
︶

　

若
松
様
よ　

枝
も
な
〜
栄
え
る　

葉
も
茂
る
な
よ
〜

　
　

︵
ト
コ
ド
ッ
コ
イ
ド
ッ
コ
イ
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
ト
︶

ハ
ア
〜
め
で
た
な
〜
め
で
た
の
〜　

︵
ヤ
レ
ヤ
レ
〜
︶

　

三
つ
四
つ
五
つ　

七
つ
な
〜
重
な
り
ゃ　

お
め
で
た
い
な
よ
〜

　
　

︵
ト
コ
ド
ッ
コ
イ
ド
ッ
コ
イ
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
ト
︶

ハ
ア
〜
立
て
ば
な
〜
芍
薬
〜　

︵
ヤ
レ
ヤ
レ
〜
︶

　

座
れ
ば
牡
丹
よ　

歩
く
な
〜
姿
は　

百
合
の
花
だ
よ
〜

　
　

︵
ト
コ
ド
ッ
コ
イ
ド
ッ
コ
イ
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
ト
︶

ハ
ア
〜
こ
こ
は
な
〜
○
○
〜　

︵
ヤ
レ
ヤ
レ
〜
︶

　

商
売
繁
盛　

皆
で
な
〜
祝
い
ま
す　

お
め
で
た
い
な
よ
〜

　
　

︵
ト
コ
ド
ッ
コ
イ
ド
ッ
コ
イ
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
ト
︶

長
持
ち
唄

こ
と
ば



神
楽
は
元
々
神
を
祀
る
の
に
奏
し

た
舞
楽
で
す
。
茅
野
で
は
か
つ
て

　

地
区
で
神
楽
や
獅
子
舞
を
や
っ

た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

湖
東
新
井
に
は
安
政
７
年（
１
８

６
０
年
）に
男
児
出
生
祈
願
と
し

て
行
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、

伊
勢
大
神
楽
の
様
式
の
古
い
獅
子

舞
の
道
具
が
残
っ
て
お
り
、
新
井

太
神
楽
獅
子
舞
保
存
会
が
三
番
叟
、

幕
の
舞
、
幣
の
舞
、
五
尺
の
舞
、

狂
の
舞
の
五
つ
を
継
承
し
て
い
ま

す
。
毎
年
７
月
の
胡
桃
澤
神
社
例

祭
で
奉
納
す
る
ほ
か
、
２
月
に
悪

魔
っ
払
い
を
行
い
ま
す
。

他
に
も
江
戸
時
代
の
獅
子
頭
が

残
っ
て
い
る
地
区
も
あ
り
、
現
在

は
22
地
区
で
小
学
生
や
消
防
団
な

ど
の
青
年
組
織
が
悪
魔
っ
払
い
や

神
楽
の
呼
び
方
で
無
病
息
災
を
祈

り
獅
子
頭
を
持
っ
て
家
々
を
回
っ

て
い
ま
す
。「
悪
魔
っ
ぱ
れ
え
」と

声
を
掛
け
、
各
家
で
は
祝
儀
を
出

し
、
集
ま
っ
た
お
金
は
子
ど
も
の

小
遣
い
に
し
た
り
、
飲
食
に
使
っ

た
り
し
ま
す
。

一
旦
途
絶
え
た
獅
子
舞
を
復
活
さ

せ
て
い
る
地
区
も
あ
り
ま
す
。

神
様
の
お
使
い
が
、
に
ぎ
や
か
に
村
中
を
回
る

〈
湖
東
新
井
・
他
市
内
各
地
区
〉

あ
く

む
ら
な
か

か
ぐ 

ら

だ
い
か
ぐ 

ら

ま
く

く
る
り

へ
い

さ
ん
ば
ん
そ
う

あ
ら 

い

ぱ
ら

ま

獅
子
舞
・
悪
魔
っ
払
い

湖東新井の新井太神楽獅子舞

ちの本町（萬延元年のもの）宮川丸山（天保10年のもの）玉川菊沢（雄雌）
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あ
ら
ぼ
ん

た
い
ま
つ

か
み 

ふ
っ
た

こ
ひ
が
し

こ
と
よ
う 

か

ゆ  

が
わ

い
と
か
や

さ
い

た
か
と
う
ろ
う

八
ヶ
岳
山
麓
の
村
々
の
生
活
の
中

で
、
伝
統
的
に
行
な
わ
れ
受
け
継

が
れ
て
い
る
行
事
が
各
地
区
に
あ

り
ま
す
。

１
、
全
市
で
地
区
ご
と
行
わ
れ
て

い
る
も
の

２
、
特
定
の
地
区
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
も
の

３
、
職
業
に
関
係
す
る
も
の

の
３
種
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

１
、
全
市
に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い

る
行
事
と
し
て
は
、
長
持
ち
や
悪

魔
っ
払
い
、
お
盆
や
小
正
月
の
ど

ん
ど
焼
き
が
あ
り
ま
す
。
お
盆
の

送
り
迎
え
は
各
家
庭
ご
と
行
い
ほ

ぼ
流
れ
は
共
通
し
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
特
長
が
あ
ら

わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
豊
平
福
沢
で

は
子
ど
も
た
ち
の
役
目
で
、
区
内

の
お
墓
山
ま
で
行
き
、
松
明
を
灯

し
お
迎
え
し
、
16
日
は
送
り
の
松

明
を
持
っ
て
登
り
あ
ら
か
じ
め
建

て
た
小
屋
に
火
を
点
け
る
慣
し
が

残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
新
盆
の
家

で
立
て
ら
れ
る「
高
灯
籠
」は
新
し

い
仏
様
が
迷
わ
ず
帰
れ
る
目
印
の

意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。
近
年
材

料
の
調
達
や
敷
地
の
都
合
等
で
行

わ
れ
る
家
庭
は
少
な
く
な
っ
て
き

ま
し
た
が
お
盆
が

近
づ
く
光
景
の
ひ

と
つ
で
す
。

ど
ん
ど
焼
き
は
小

学
生
中
心
に
行
わ
れ
る
地
区
が
多

く
、
賽
の
神
の
塔
と
呼
ば
れ
る
や

ぐ
ら
は
、
松
の
木
を
立
て
松
の
枝

や
藁
や
し
め
飾
り
で
作
る
と
こ
ろ

は
共
通
で
す
が
、
大
き
さ
、
形
は

様
々
で
す
。

２
、
特
定
の
地
区
で
受
け
継
が
れ

て
い
る
行
事
は
、
多
く
が
農
作
物

の
豊
作
や
無
病
息
災
を
祈
願
す
る

意
味
合
い
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
泉
山
・
小
泉
山
で
の
火
と
ぼ
し

は
、
周
辺
の
4
地
区
で
、
小
中
学

生
の
男
子
を
中
心
に
、
最
高
学
年

を「
親
方
」と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

中
で
も
豊
平
上
古
田
は
市
の
無
形

文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
時
代
と
と

も
に
細
か
い
変
化
は
あ
り
ま
す
が

原
型
は
変
わ
ら
ず
伝
承
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ち
の
本
町
の
ど
ぶ

ろ
く
祭
の
よ
う
な
、
神
事
で
あ
る

と
同
時
に
地
区
の
人
々
の
楽
し
み

と
な
る
行
事
も
あ
り
ま
す
。
他
に

も
事
八
日（
湖
東
新
井
、湖
東
中
村
、

湖
東
笹
原
、北
山
湯
川
、北
山
糸
萱
）

な
ど
各
戸
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。
災
害
や
疫
病
な

ど
見
え
な
い
不
安
が
あ
り
神
様
が

身
近
だ
っ
た
頃
の
発
祥
で
現
在
も

厳
か
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ほ
か
、
天
神
講（
市
内
９
地
区
）の

よ
う
に
子
ど
も
の
成
長
や
学
問
を

身
に
つ
け
る
願
い
の
行
事
も
あ
り

ま
す
。

３
、
職
業
に
関
係
す
る
も
の
で
は

鍛
冶
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
玉

川
穴
山
や
泉
野
中
道
で
鍛
冶
屋
の

神
事「
金
山
講
」が
あ
り
ま
す
。

地
域
に
お
け
る
伝
統
行
事
は
わ
ず

か
な
地
区
で
守
ら
れ
継
続
さ
れ
て

い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど

も
、
そ
の
多
く
は
現
代
の
生
活
の

中
で
意
味
合
い
は
忘
れ
ら
れ
、
形

だ
け
が
伝
わ
っ
た
り
地
区
行
事
と

し
て
行
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
こ
の
ま
ま
で
は
失
わ
れ
て

し
ま
う
と
危
惧
し
、
続
け
る
こ
と

の
大
切
さ
を
訴
え
、
伝
承
す
る
た

め
の
取
り
組
み
を
行
う
地
区
も
あ

り
ま
す
。伝
統
行
事
を
知
り
、行
い
、

守
る
こ
と
で
地
域
と
の
つ
な
が
り

や
郷
土
愛
が
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。

継
承
さ
れ
て
い
く
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
や
郷
土
愛

茅
野
の
伝
統
行
事

豊平上古田の火とぼし



茅
野
で
は
か
つ
て
３１
地
区
に
舞
台

が
あ
り
、
芝
居
を
や
っ
て
い
ま
し

た
。
現
在
で
は
宮
川
田
沢
、
泉
野

槻
木
、
米
沢
北
大
塩
、
米
沢
塩
沢

に
舞
台
が
残
っ
て
い
ま
す
。
舞
台

の
多
く
は
江
戸
時
代
末
期
に
造
ら

れ
ま
し
た
。
昭
和
54
年
に
は
宮
川

坂
室
、
宮
川
田
沢
、
米
沢
北
大
塩
、

米
沢
塩
沢
、豊
平
福
沢
、泉
野
槻
木
、

玉
川
北
久
保
、
玉
川
上
北
久
保
、

玉
川
菊
沢
、
湖
東
山
口
の
10
箇
所

に
あ
り
ま
し
た
が
公
民
館
建
替
え

に
伴
い
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
。

泉
野
槻
木
の
舞
台
は
回
り
舞
台
の

機
構
も
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
宮

川
田
沢
の
舞
台
は
浄
瑠
璃
語
り
の

入
る
小
部
屋
が
取
り
付
け
ら
れ
て

い
る
様
を
今
も
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
ら
の
舞
台
で
行
な
わ

れ
て
い
た
の
は
習
い
狂
言
、
歌
舞

伎
、
浄
瑠
璃
な
ど
の
村
芝
居
で
す
。

諏
訪
で
は
明
和
6
年（
1
7
6
9

年
）に
高
島
藩
か
ら
村
々
の
名
主

あ
て
に
、
狂
言
を
し
て
は
い
け
な

い
、
無
届
で
太
神
楽
を
や
っ
た
ら

処
罰
す
る
な
ど
の
お
触
書
が
出
さ

れ
た
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
芝
居

な
ど
で
人
が
集
ま
る
こ
と
、
旅
回

り
の
役
者
や
浄
瑠
璃
語
り
、
振
付

師
の
滞
在
も
禁
じ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
芝
居
に
夢
中
に
な
る
あ

ま
り
、
百
姓
や
商
売
を
や
め
て
し

ま
う
者
が
出
る
な
ど
目
に
余
る
状

況
に
な
っ
た
た
め
で
、
そ
れ
ほ
ど

盛
ん
に
村
人
が
習
い
芝
居
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

以
降
、
再
三
、
幕
府
の
お
触
書
や

藩
の
禁
止
令
が
出
さ
れ
ま
し
た
が

効
果
は
な
く
、
旅
役
者
は
活
発
に

訪
れ
、
ま
た
、
そ
れ
を
歓
迎
す
る

村
々
も
多
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

宮
川
田
沢
の
舞
台
は
天
保
12
年

（
1
8
4
1
年
）、
幕
府
か
ら
禁
止

令
が
出
さ
れ
た
年
に
建
立
さ
れ
ま

し
た
。

そ
の
翌
年
に
は
藩
政
の
改
革
が
あ

り
、
禁
止
一
方
だ
っ
た
こ
れ
ま
で

よ
り
規
制
は
緩
く
な
っ
て
、
村
人

に
よ
る
芝
居
や
旅
役
者
に
よ
る
興

行
な
ど
は
、
奉
行
所
や
代
官
所
に

申
し
出
れ
ば
許
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

玉
川
穴
山
の
村
芝
居

穴
山
で
は
嘉
永
３
年（
1
8
5
0

年
）に
舞
台
が
建
立
さ
れ
、
歌
舞

伎
芝
居
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

明
治
２０
年
頃
が
最
盛
期
で
、
村
内

に
伊
藤
伝
五
郎
と
い
う
穴
山
歌
舞

伎
狂
言
の
総
帥
が
い
て
連
続
４
日

間
、
一
日
中
興
行
を
行
い
、
見
物

客
は
延
べ
８
０
０
０
人
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
保
存
さ
れ
て
い
る
古

文
書
に
は
芝
居
で
貰
っ
た
花（
祝

い
金
）の
記
録（
花
控
帳
）や
役
者

と
し
て
交
代
で
出
演
し
た
記
録（
狂

言
役
者
星
附
け
帳
）等
が
あ
り
ま

す
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
衣
装（
綺

羅
）や
鬘
の
組
合
を
作
っ
て
管
理

し
、
他
村
に
賃
貸
す
る
事
で
収
益

を
得
て
組
合
の
維
持
費
に
当
て
ま

し
た
。
村
人
が
役
者
に
な
る
だ
け

で
な
く
、
他
所
か
ら
旅
役
者
を
呼

ん
で
の
興
行
も
あ
り
、
時
に
は
花

火
を
上
げ
た
り
す
る
、
地
域
ぐ
る

み
の
娯
楽
で
し
た
。

公
民
館
の
建
て
替
え
で
舞
台
は
な

く
な
り
ま
し
た
が
、
現
穴
山
公
民

館
の
前
に
回
り
舞
台
土
台
石
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

村
人
が
役
者
に
、
人
々
の
心
を
癒
す
娯
楽

茅
野
に
お
け
る
芝
居
や
舞
台（
舞
屋
）

泉野槻木に残る舞台（内部）

玉川穴山の衣装

つ
き
の
き

き

ら

か
つ
ら

ま
い

や



茅
野
市
民
館
で
は
、
平
成
22
年
度
か
ら
23
年
度
に
か
け
、
茅
野
市
内
の
民
俗

文
化
の
調
査
を
行
い
、
現
在
の
茅
野
市
で
記
録
さ
れ
、
ま
た
は
細
々
と
で
も

継
続
さ
れ
て
い
る
民
俗
的
な
事
柄
を
ま
と
め
ま
し
た
。

現
在
の
私
た
ち
の
生
活
は
変
化
が
激
し
く
、
次
世
代
に
何
を
伝
え
た
ら
よ
い

か
分
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
で
引
き
継
が
れ
た
文
化
の
中
で
生

き
る
者
に
と
っ
て
、
ふ
る
さ
と
を
見
直
す
こ
と
で
新
し
い
も
の
が
見
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

茅
野
市
は
多
く
の
村
が
合
併
し
て
出
来
た
ま
ち
で
す
が
、
茅
野
市
に
な
っ
て

50
年
以
上
が
経
過
し
た
今
も
旧
村
落
の
地
域
性
が
残
っ
て
い
て
、
時
代
の
流

れ
と
は
別
の
、
人
と
人
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
地
図
に
は
、
地
域
に
残
る
民
俗
文
化
の
一
部
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、
み
な
さ
ん
自
身
で
書
き
加
え
て
頂
き
、「
私
の
茅
野
ふ
る
さ
と
マ
ッ
プ
」

を
お
作
り
く
だ
さ
い
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
ッ
プ
を
持
っ
て

　
　

ま
ち
に
出
よ
う

マ
ッ
プ
を
持
っ
て

　
　

ま
ち
に
出
よ
う

※当事業は、文化庁「平成24年度 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」の補助事業です。

本
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
記
載
内
容
は
、
平
成
22
年
度
か
ら
23
年
度
に
か

け
茅
野
市
内
の
各
地
区
長
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
取
材
・
調
査

を
行
っ
た
も
の
で
す
。

詳
細
な
調
査
の
報
告
、
出
典
資
料
の
情
報
は「
茅
野
ふ
る
さ
と
祭
　

地
域
に
お
け
る
民
俗
芸
能
・
伝
統
文
化
調
査
報
告
書
」に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。（
茅
野
市
民
館
図
書
室
所
蔵
）

映
像
記
録
は
茅
野
市
民
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
D
V
D
で
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。（
茅
野
市
民
館
図
書
室
所
蔵
）
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