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飯山を語る
         №３

ふ
る
さ
と
『
い
い
や
ま
』

　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
に
あ
り
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
長
野
放
送
局　山

崎　
智
彦

寄
贈
資
料
一
覧

　
　
　
　
　

  

９
月
～
12
月

※
貴
重
な
ふ
る
さ
と
資
料
と
し

　
て
保
存
・
活
用
を
図
り
ま
す
。

『
す
ー
，
は
ー
』

小
高
い
丘
に
立
っ
て
田
園
風
景

を
見
な
が
ら
、
思
い
っ
き
り
深

呼
吸
。

美
味
し
い
空
気
で
体
を
満
た
す

の
は
最
高
の
贅
沢
で
す
。

県
内
の
市
町
村
で
、
も
っ
と
も

多
く
訪
れ
る
場
所
の
ひ
と
つ
が

飯
山
で
す
。
私
の
実
家
が
新
潟

県
南
魚
沼
市
で
、
帰
省
す
る

時
に
必
ず
通
る
と
い
う
こ
と
も

あ
る
の
で
す
が
、「
ち
ょ
っ
と

車
を
走
ら
せ
て
み
よ
う
か｣

と

出
か
け
る
と
、
い
つ
の
間
に
か

千
曲
川
を
右
手
に
見
な
が
ら

国
道
１
１
７
号
を
走
っ
て
い
ま

す
。

新
潟
に
近
い
地
域
で
あ
る
こ

と
や
、
方
言
が
似
て
い
る
こ

と
、
空
、
山
、
川
な
ど
の
色

が
私
の
ふ
る
さ
と
に
似
て
い

る
こ
と
。

そ
し
て
人
の
や
さ
し
さ
。

飯
山
は
、
自
分
が
持
っ
て
い
る

心
の
よ
り
ど
こ
ろ
の
イ
メ
ー

ジ
に
ぴ
っ
た
り
く
る
の
で
し
ょ

う
。

時
間
に
追
わ
れ
る
毎
日
に
、
ふ

と
、
ぬ
く
も
り
と
安
心
感
で
忘

れ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

そ
の
飯
山
に
最
近
お
邪
魔
し

た
の
は
、
稲
穂
も
黄
金
色
に
輝

き
収
穫
を
待
つ
９
月
中
旬
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
風
林
火

山
』
に
ち
な
ん
だ
企
画
の
収

録
で
、
上
杉
謙
信
と
武
田
信

玄
に
ま
つ
わ
る
史
跡
を
訪
ね
ま

し
た
。
越
後
出
身
の
私
に
と
っ

て
、
飯
山
城
を
は
じ
め
、
綱
切

橋
、
鬼
小
島
弥
太
郎
の
墓
な
ど

上
杉
謙
信
に
ま
つ
わ
る
史
跡
に

触
れ
ら
れ
た
の
は
大
変
嬉
し

く
勉
強
に
も
な
り
、し
っ
か
り
、

夕
方
の
番
組
「
イ
ブ
ニ
ン
グ
信

州
」
で
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。

各
地
に
お
邪
魔
し
た
中
で
、

特
に
驚
き
と
感
動
を
覚
え
た

の
が
『
小
菅
神
社
』
で
す
。

は
ず
か
し
な
が
ら
、
私
は
、
こ

の
地
域
の
宝
を
知
ら
ず
に
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
地
域
の
方

や
学
芸
員
の
方
か
ら
い
ろ
い

ろ
伺
う
中
で
、
飯
山
の
山
の

中
に
何
百
年
に
も
わ
た
る
歴

史
と
伝
統
が
ひ
っ
そ
り
と
、
し

か
し
厳
か
に
あ
る
こ
と
。
そ
し

て
、
貴
重
な
文
化
を
飯
山
の

皆
さ
ん
、
一
人
一
人
が
力
を
合

わ
せ
て
守
っ
て
い
る
こ
と
を
知

り
、「
こ
こ
に
は
温
か
い
心
を

持
っ
た
人
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ

る
ん
だ
」
と
嬉
し
く
な
り
ま

し
た
。

仕
事
柄
、
毎
日
ニ
ュ
ー
ス
を
伝

え
て
い
ま
す
が
、
最
近
、
特

に
、
様
々
な
場
面
で
「
人
と
の

絆
」
が
無
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ

う
に
、
ま
た
「
思
い
や
り
」
と

い
う
言
葉
が
失
わ
れ
て
い
る
時

代
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ま
す
。

ギ
ス
ギ
ス
し
た
よ
う
な
風
潮
。

冷
め
た
人
間
関
係
。

何
と
も
言
葉
を
失
う
よ
う
な

世
の
中
で
す
が
、
飯
山
に
は
、

生
き
る
上
で
の
知
識
と
知
恵

を
持
ち
、
や
さ
し
さ
と
温
か

さ
が
あ
る
「
人
」
が
大
勢
い

ま
す
。

私
が
ド
ラ
イ
ブ
の
際
、
楽
し
み

に
し
て
い
る
道
路
沿
い
に
咲

く
菜
の
花
や
秋
桜
も
、
実
は

市
民
の
み
な
さ
ん
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
植
え
替
え
ら
れ
て

い
る
と
聞
い
た
時
は
、
嬉
し
さ

と
感
謝
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り

ま
し
た
。

し
か
も
、
街
の
中
ま
で
！

あ
る
方
が
「
飯
山
に
来
た
ら

ホ
ッ
と
で
き
る
と
感
じ
て
も
ら

え
れ
ば
嬉
し
い
ん
で
す
」
と
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
は
い
。
お
言
葉
に
甘
え
て
、

ま
た
、
ホ
ッ
と
し
に
行
き
ま

す
」

ま
た
、
雪
の
季
節
が
や
っ
て
き

ま
す
が
、
皆
さ
ん
、
ど
う
か
お

元
気
で
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

企 画 展 のおしらせ

～雪路線の詩～

■期　間　1 月 10 日（水）～
　　　　　　　　　　2 月 12 日（月）
■休館日　1 月 15・22・29 日
　　　　　 ２月 5 日
■場　所　飯山市ふるさと館

　長年市民の足として親しまれている飯
山線。そんな飯山線に魅せられた、静岡
在住のプロカメラマンが撮影した「冬の
飯山線」の写真展です。
　日頃お世話になっている飯山線の素敵
な写真を、ぜひご覧ください。

金盛正樹写真展

ゆ  き   み  ち     の   う た  
飯山のひな祭り

■期　間　2 月 14 日（水）～
　　　　　　　　　　3 月 25 日（日）
■休館日　2 月 19・26 日
　　　　　 ３月 5・12・19 日
■場　所　飯山市ふるさと館

　江戸時代から昭和にかけて使用されて
いた、今となっては大変貴重なひな人形
を一斉に展示・公開します。
　親子揃ってお出かけください。

◇
古
澤　

晴
江　

様

　

棹
秤

◇
市
村　

紀
一
郎　

様

　

そ
り
、
斗
枡
、
斗
棒

◇
吉
澤　

菊
之
進　

様

　

古
文
書
26
点
、
古
鏡
、
ふ

　

ん
ご
み
、
ラ
ジ
オ

◇
荒
井
太
一
郎　

様

　

郷
土
関
係
書
籍
13
点

◇
阿
部　

な
み　

様

　

わ
ら
じ
（
布
編
み
・
藁
編
み
）

　

３
点

寺
の
町
い
い
や
ま

　
　
　
体
験
ク
ラ
ブ
開
催

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
蒔
絵
教
室
で
は
、
漆

塗
り
の
お
皿
に
金
色
や
青
色
の

蒔
絵
粉
を
ま
き
、
伝
統
工
芸
を

用
い
て
現
代
の
ア
ニ
メ
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
を
描
き
出
し
て
い
ま
し

た
。

　

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
初
め

て
の
伝
統
工
芸
で
し
た
が
、
皆

興
味
深
く
、
未
来
の
伝
統
工
芸

師
を
目
指
し
て
、
真
剣
に
取
り

組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

現
在
ふ
る
さ
と
館
で
は
、
子

ど
も
た
ち
の
作
品
を
展
示
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

飯
山
に
伝
わ
る
伝
統
工
芸
を

子
ど
も
た
ち
に
体
験
し
て
も
ら

い
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ

と
を
目
的
と
し
た
、「
寺
の
町
い

い
や
ま
体
験
ク
ラ
ブ
」
を
飯
山

公
民
館
と
の
共
催
で
開
催
し
ま

し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
１
週
間
ご

と
に
、
彫
金
、
蒔
絵
、
金
箔
押

し
と
い
う
、
飯
山
仏
壇
の
製
作

工
程
で
必
要
と
な
る
技
術
を
、

伝
統
工
芸
師
の
皆
さ
ん
に
教
え

て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
思
い
思

い
の
作
品
を
製
作
し
て
い
ま
し

た
。

　

彫
金
教
室
で
は
、
丸
や
菊
、

星
な
ど
の
形
を
し
た
小
さ
な
鉄

の
タ
ガ
ネ
と
金
槌
を
使
い
、
銅

板
に
模
様
を
押
し
つ
け
、
絵
は

が
き
や
ブ
ロ
ー
チ
な
ど
を
製
作 △熱心に指導を受ける子どもたち

△彫金作品△蒔絵・金箔押し作品

団
体
の
見
学
・
出
張
講
座

　
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す

　

ふ
る
さ
と
館
で
は
、
各
学

校
や
サ
ー
ク
ル
団
体
な
ど
を

対
象
に
、
館
内
の
展
示
説
明

や
、
勾
玉
作
り
な
ど
の
体
験

教
室
や
、
学
校
や
サ
ー
ク
ル

な
ど
に
出
向
い
て
講
座
を
行

う
出
張
講
座
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

講
座
内
容
は
、
飯
山
の
歴

史
、
寺
町
い
い
や
ま
学
習
、

動
植
物
に
つ
い
て
、
文
化
財

め
ぐ
り
、
ま
が
玉
作
り
な
ど

の
他
、
ご
希
望
の
内
容
に
添
っ

て
行
い
ま
す
の
で
、
興
味
の

あ
る
団
体
の
方
は
ふ
る
さ
と

館
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽電子紙芝居で民話を見る園児

△展示物に見入る小学生


