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文
化
財

　
ひ
と
く
ち
メ
モ

　
　
～
飯
山
の
宝
物
を
探
る
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
2

　
「
飯
山
の
魅
力
は
」
と
問
わ

れ
る
と
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

私
は
飯
山
の
良
い
と
こ
ろ
を

『
飯
山
風
土
記
』（
飯
山
市
振

興
公
社
）
で
い
っ
ぱ
い
取
り

上
げ
ま
し
た
。
鍋
倉
の
ブ
ナ

を
は
じ
め
と
す
る
自
然
、
集

落
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
る
祭

り
、
田
園
風
景
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
と
て
も
素
敵
で
す
。
自

然
の
風
景
や
文
化
な
ど
は
全

国
で
主
張
し
て
い
ま
す
か
ら
、

そ
れ
を
越
え
る
魅
力
が
飯
山

に
は
あ
る
は
ず
で
す
。

　

ど
ん
な
い
い
景
色
が
あ
っ

て
も
、
そ
の
良
さ
に
気
付
き
、

そ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
人
が

シリーズ

飯山を語る
         № 2

飯
山
の
魅
力
信
州
大
学
人
文
学
部　
教
授

笹
本　
正
治

い
な
く
て
は
、
自
然
は
認
識

で
き
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
素
晴

ら
し
い
祭
り
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
い
い
と
思
い
、
伝
え

て
い
こ
う
、
も
っ
と
良
く
し

て
い
こ
う
と
す
る
人
が
い
な

く
て
は
、
消
え
て
い
き
ま
す
。

　

飯
山
の
素
晴
ら
し
さ
は
、

人
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
が
、

回
り
回
っ
て
自
分
を
豊
か
に

し
て
く
れ
る
と
い
う
当
た
り

前
の
こ
と
を
、
気
付
か
せ
て

く
れ
る
人
が
い
っ
ぱ
い
い
る

点
に
あ
り
ま
す
。

　

や
や
も
す
れ
ば
、
私
た
ち

は
人
生
を
同
じ
尺
度
で
測
ろ

う
と
し
て
き
ま
し
た
。
例
え

ば
、
豊
か
さ
を
お
金
で
の
収

入
や
所
有
す
る
物
の
量
を
基

準
に
し
て
き
ま
し
た
。
飯
山

に
来
る
と
、
そ
れ
が
簡
単
に

突
き
崩
さ
れ
ま
す
。
腹
蔵
な

く
語
れ
る
仲
間
が
い
て
、
お

い
し
い
空
気
を
吸
っ
て
、
安

全
な
食
物
を
と
り
、
四
季
を

実
感
で
き
る
飯
山
の
生
活
は
、

孤
立
し
て
腹
を
探
り
合
い
な

が
ら
話
を
し
、
排
気
ガ
ス
で

臭
う
よ
う
な
空
気
を
吸
い
、

ど
ん
な
農
薬
が
入
っ
て
い
る

の
か
も
わ
か
ら
な
い
食
物

を
と
り
、
季
節
の
移
ろ
い

も
わ
か
ら
な
い
都
会
の
生

活
か
ら
す
る
と
、
大
変
う

ら
や
ま
し
く
感
じ
ら
れ
ま

す
。

　

都
会
の
論
理
で
い
っ
た

ら
、
飯
山
は
雪
深
く
、
お

金
に
な
る
仕
事
も
な
く
、

大
き
な
遊
園
地
や
娯
楽
施

設
も
な
い
の
で
す
が
、
飯
山

で
は
そ
ん
な
く
だ
ら
な
い
こ

と
を
気
に
と
め
ず
、
自
然

環
境
と
周
囲
の
人
の
絆
の

良
さ
を
大
事
に
し
、
主
体

的
に
生
き
て
い
る
人
が
多
い

よ
う
で
す
。
一
人
一
人
が
自

ら
の
価
値
観
で
、
他
人
を

尊
重
し
な
が
ら
社
会
生
活

を
す
る
の
が
、
飯
山
人
の

魅
力
な
の
で
す
。

　

私
は
皆
さ
ん
に
接
触
す

る
た
び
に
豊
か
な
気
持
ち

に
な
り
、
こ
の
豊
饒
な
世

界
に
再
び
足
を
運
び
た
く

な
り
ま
す
。

飯
山
の
ま
つ
り

　

市
内
各
地
に
は
、
伝
統
的

な
ま
つ
り
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
今
回
は
９
月
に
開
催
さ
れ

る
主
な
ま
つ
り
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

■
奈
良
沢
の
天
狗
舞
■

　

無
形
民
俗
文
化
財
で
、
毎
年

秋
分
の
日
前
後
の
休
日
に
開
催

さ
れ
ま
す
。
修
験
者
の
山
伏
姿

で
あ
り
、
猿
田
彦
で
あ
る
大
天

狗
が
豪
快
に
大
松た
い
ま
つ明
を
振
り
回

し
、
村
中
の
災
厄
を
払
い
、
村

人
の
安
全
を
祈
願
し
ま
す
。

■
秋
津
の
祭
り
屋
台
■

　

市
有
形
文
化
財
で
、
毎
年
９

月
中
旬
に
開
催
さ
れ
ま
す
。
蓮

２
台
、
静
間
３
台
の
計
５
台
の

屋
台
が
五
穀
豊
穣
・
地
域
繁
栄
・

住
民
安
全
等
を
祈
願
し
な
が
ら

村
内
を
練
り
歩
き
、
各
神
社
に

奉
納
さ
れ
ま
す
。
屋
台
は
江
戸

末
期
～
明
治
に
か
け
て
造
ら
れ

た
も
の
で
、
精
巧
な
彫
刻
が
施

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
五
束
の
太
々
神
楽
■

　

県
の
無
形
民
俗
文
化
財
で
、

毎
年
９
月
23
日
に
開
催
さ
れ

ま
す
。
室
町
時
代
か
ら
始
ま
っ

た
と
さ
れ
る
伝
統
的
な
ま
つ
り

で
、
５
月
上
旬
の
祈
年
祭
と
、

９
月
23
日
の
例
祭
日
の
年
２

回
、
神
楽
を
通
じ
て
神
に
奉
納

さ
れ
ま
す
。

■
小
沼
の
さ
つ
ま
お
ど
り
■

　

市
無
形
民
俗
文
化
財
で
、
８

月
15
・
16
日
の
旧
盆
の
夜
と
９

月
中
旬
の
小
沼
神
社
の
祭
礼
の

日
に
踊
ら
れ
ま
す
。
櫓
や
ぐ
ら

歌う
た
と
踊

り
歌
の
、
歌
詞
と
テ
ン
ポ
が
全

く
別
と
い
う
、
古
い
形
式
が
残

る
格
調
高
い
踊
り
で
す
。
区
民

の
余
興
や
楽
し
み
と
し
て
だ
け

で
な
く
、
神
に
奉
納
す
る
踊
り

と
し
て
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。寄

贈
資
料
一
覧

　
　
　
　
　

  

６
月
～
８
月

◇
森　

順
次　

様

　

オ
ル
ガ
ン
、
蚊
帳
、
こ
た
つ

　
や
ぐ
ら
の
金
網
、
そ
ろ
ば
ん
、

　

十
能
、
火
箸
、
防
災
頭
巾
、

　

雑
嚢

◇
村
松　

正
志　

様

　

自
在
鉤
、
鉄
瓶
、
篩ふ
る
い、
焙
烙
、

　

御
膳
収
納
箱

◇
山
田　

武
夫　

様

　

綿
の
種
取
り
機
、
毛
糸
紡
ぎ

　

機
◇
北
誠
商
事
㈱　

様

　

箱
階
段
（
旧
高
橋
邸
所
有
）

◇
東　

茂　

様

　

茶
碗
等
陶
器
類
、
木
器
類
、

　

雛
人
形

▽
小
沼
の
さ
つ
ま
お
ど
り

※
貴
重
な
ふ
る
さ
と
資
料
と
し

　
て
保
存
・
活
用
を
図
り
ま
す
。

い
い
や
ま

　
文
化
財
め
ぐ
り
開
催

　
８
月
12
日
(土)
、「
飯
山
の
宝
物

発
見
」
を
テ
ー
マ
と
し
、
講
師

に
長
野
県
文
化
財
保
護
指
導
委

員
の
長
瀬
哲
先
生
を
お
迎
え
し
、

市
内
文
化
財
め
ぐ
り
を
開
催
し

ま
し
た
。

　

講
師
の
先
生
の
案
内
で
飯
山

城
跡
を
始
め
、
五
束
の
若
宮
神

社
、
小
菅
神
社
、
北
竜
湖
、
桑

名
川
の
白
山
神
社
、
正
受
庵
、

そ
し
て
法
伝
寺
古
墳
と
、
主
に

国
・
県
指
定
の
文
化
財
を
中
心

に
市
内
の
代
表
的
な
文
化
財
を

訪
ね
ま
し
た
。
普
段
は
非
公
開

と
な
っ
て
い
る
文
化
財
も
今
回

特
別
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
多

方
向
か
ら
飯
山
の
文
化
・
歴
史

を
学
ぶ
、
お
盆
前
の
貴
重
な
体

縄
文
土
器
作
り
開
催

　

ふ
る
さ
と
館
と
市
公
民
館
の

共
催
で
、
小
中
学
生
を
対
象
と

す
る
縄
文
土
器
作
り
教
室
を
開

催
し
ま
し
た
。

　

講
師
に
、
ふ
る
さ
と
館
市
民

学
芸
員
で
あ
る
、
田
村　

城
先

生
を
お
迎
え
し
、
７
月
15
日
に

土
器
作
り
を
、
９
月
２
日
に
土

器
の
野
焼
き
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
は
皆
、

土
器
作
り
初
体
験
で
あ
り
、
田

村
先
生
か
ら
焼
い
た
と
き
に
割

れ
な
い
よ
う
「
空
気
を
入
れ
な

い
」、「
厚
さ
を
均
等
に
」
と
の

指
導
を
受
け
な
が
ら
、
真
剣
に

土
器
を
作
り
、
周
囲
に
縄
文
土

器
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、

縄
や
竹
で
そ
れ
ぞ
れ
文
様
を
付

け
ま
し
た
。

　

野
焼
き
の
日
に
は
、
十
分
に

乾
燥
さ
せ
た
土
器
を
、
炎
天
下

の
中
、
丸
１
日
か
け
野
焼
き
し

ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
自
ら
薪

を
運
び
、
約
８
０
０
度
に
も
達

す
る
炎
の
中
で
焼
か
れ
て
い
る

土
器
が
割
れ
な
い
よ
う
、
心
配

そ
う
に
見
守
っ
て
い
ま
し
た
。

お
昼
に
は
、子
ど
も
た
ち
が
作
っ

た
豚
汁
を
お
い
し
く
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
い
く
つ
か
割

れ
て
し
ま
っ
た
土
器
も
あ
り
、

子
ど
も
た
ち
は
、
何
も
無
か
っ

た
時
代
に
大
き
な
土
器
を
作
っ

て
い
た
縄
文
人
の
偉
大
さ
を
目

の
当
た
り
に
し
て
い
ま
し
た
が
、

皆
、
本
物
顔
負
け
の
縄
文
土
器

を
作
る
こ
と
が
で
き
、
貴
重
な

体
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

来
年
も
開
催
予
定
で
す
の

で
、
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

△縄文土器作りの達人　田村先生

△焼き上がった土器とともに

参
加
者
募
集

総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

　
　
　
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　
　
　
　
　
　
歴
史
講
演
会

「
山
本
勘
助
を

　
　
　
め
ぐ
っ
て
」

◇
と
き 

10
月
21
日

(土)

　
　
　
　
午
前
10
時

◇
場
所 

飯
山
市
公
民
館

　
　
　

 　
　
　
　
講
堂

◇
講
師 

信
州
大
学
人
文
学
部

　
　
　
　

笹
本
正
治 

教
授

寺
町
い
い
や
ま

　
　
　
　
体
験
ク
ラ
ブ

◇
金
箔
押
し
教
室

     

10
月
７
日

(土)　
定
員
15
名

◇
蒔
絵
教
室

     

10
月
21
日

(土)  

定
員
15
名

◇
彫
金
教
室

     

10
月
28
日
・
11
月
４
日

(土)

　
　
　
　

         

定
員
15
名

◇
時　
間　
９
時
半
～
11
時

◇
対　
象　
小
４
～
中
学
生

◇
材
料
費　
各
五
０
０
円

◇
場　
所　
ふ
る
さ
と
館

◇
申
込
み　
飯
山
公
民
館

　
　
　
　
　
☎
62
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