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飯山市 の歴史

総合学習センター　後期講座　書き初め講座受講生作品

　

謹
ん
で
初
春
の
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
記
録
的
な
猛
暑
、
口
蹄
疫
、
地

検
の
証
拠
改
ざ
ん
、
尖
閣
沖
中
国
漁
船
衝
突・

映
像
流
出
事
件
な
ど
の
ほ
か
、
所
在
不
明
高

齢
者
問
題
、
子
ど
も
や
高
齢
者
の
虐
待
な
ど

悲
し
い
事
件
も
多
発
し
た
年
で
し
た
。

　
〝
今
年
っ
こ
そ
…
。〟
と
今
年
も
祈
ら
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
う
し
た
悲
し
い
出
来
事
の
多
く
は
、
複

雑
な
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
の
陰
で
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
希
薄
化
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
地
域
の
つ
な
が
り
、

隣
近
所
の
支
え
合
い
が
大
き
な
力
に
な
る
こ

と
っ
て
必
ず
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
近
年

は
、
個
人
主
義
を
〝
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
〟

が
応
援
し
、
結
果
と
し
て
悲
し
い
結
末
を
招

く
こ
と
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

昨
年
９
月
に
策
定
さ
れ
た｢ 

飯
山
ら
し
い

社
会
教
育
計
画
（
社
会
教
育
振
興
基
本
計
画
）｣

で
は
、
重
点
事
業
を
〝
協
働
に
よ
る
住
み
よ

い
地
域
づ
く
り
〟
と
し
て
、
①
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

｢ 

飯
山
ら
し
さ ｣

と
い
う
宝
物　

        　
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長　

 

清 

水　

侃

テ
ィ
を
高
め
る
。
②
ふ
る
さ
と
文
化
を
学
び

継
承
す
る
。
を
柱
に
さ
ま
ざ
ま
な
学
び
を
実

践
に
つ
な
げ
、
地
域
力
の
ア
ッ
プ
を
目
指
し

て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
地
域
が
、
将
来

に
わ
た
っ
て
存
続
し
て
い
く
う
え
で
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
充
実
は
、
極
め
て
大
切
で
、
ふ
る
さ

と
文
化
の
継
承
・
発
展
も
、
そ
の
上
に
の
み

花
開
く
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
３
年
後
に
は
、
新
幹
線
が
飯
山
を
走
り
ま

す
。
経
済
再
生
の
絶
好
の
機
会
で
す
が
、
斬

新
な
手
法
の
中
に
も
飯
山
ら
し
さ
が
貫
か
れ

て
こ
そ
可
能
な
も
の
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
の
各
館
は

も
と
よ
り
、
各
地
区
公
民
館
等
と
も
連
携
し

て
、
こ
の
〝
飯
山
ら
し
さ
〟
に
思
い
を
寄
せ

て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
お
願
い
致
し

ま
す
。

　

２
０
１
１
年
が
、
皆
様
に
と
っ
て
素
晴
ら

し
い
年
に
な
り
ま
す
よ
う
、
ご
祈
念
申
し
上

げ
ま
す
。

年頭所感

本年もよろしくお願いいたします

つ
よ
し

一
本
一
本
通
し
て
い
く
の
は
気
が

遠
く
な
る
作
業
で
す
。
こ
の
地
道

な
作
業
の
お
か
げ
で
、
ふ
る
さ
と

館
の
機
織
り
機
は
長
い
年
月
を
経

て
よ
み
が
え
り
ま
し
た
。

　

今
井
さ
ん
は
、
機
織
り
の
達
人

と
し
て
、
ふ
る
さ
と
館
で
行
な
わ

れ
る
機
織
り
体
験
な
ど
で
子
ど

も
た
ち
を
中
心
に
指
導
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
一

人
一
人
に
、
や
さ
し
い
語
り
か
け

で
接
し
、
丁
寧
に
教
え
て
い
ま
す
。

と
て
も
親
し
み
や
す
く
、
子
ど
も

た
ち
も
わ
ず
か
な
体
験
時
間
を
楽

ふるさと館への寄贈資料
次の皆様から資料をご寄贈いただきました。

（11 ～ 12 月分）ありがとうございました。
◆滝沢藤三郎様 ・『教科書』（江戸・明治・
昭和期）78 点 ・『スキー（レース用ウィッツ）』

（昭和 40 年代）1 セット ・『スキー（アルペ
ン用）』（昭和 40 年代）1 セット
◆望月武様 ・『めんこ』（昭和 30 年代）
634 枚 ・『ビー玉』（昭和 30 年代）310 個
◆藤本智祐様 ・『炬

こ た つ
燵やぐら』1 点

◆光頭和子様 ・『国民服（上下）』1 点

※ふるさと館では、当
館で所蔵していない
資料の寄贈を随時受
け付けています。頂い
た資料は、大切に保
存・活用させていた
だいています。△炬燵やぐら

江戸時代も変わらぬ
一富士・二鷹・三なすび
正受庵に伝わる「初夢画讃」
は臨済宗中興の祖、白隠禅師
による墨画で、平成１０年に市
の文化財に指定されました。
薄墨の一筆で描かれた富士山
の右上に「をふじさん　かす
みの小袖　ぬがしゃんせ…」
と、富士山と女性の名前をか
けた当時流行の謡と思われる
一節を書き、左には「初夢や
一富士二鷹三なすび」の句と
鷹の羽根、紺色・白色のなす
びが添えられています。

しょうじゅあん はつゆめがさん

はくいん

　

今
井
さ
ん
が
初
め
て
ふ
る
さ
と

館
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
平

成
19
年
で
し
た
。
ふ
る
さ
と
館
に

収
蔵
し
て
あ
る
古
い
機は
た

織お

り
機
を

修
復
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
、
実

際
に
使
え
る
人
が
い
な
け
れ
ば
…

と
今
井
さ
ん
を
紹
介
し
て
く
だ

さ
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

　

今
井
さ
ん
は
、
十
数
年
前
に

〈
さ
お
り
織
り
〉
を
習
い
始
め
て

か
ら
機
織
り
を
始
め
た
と
い
い
ま

す
。
ふ
る
さ
と
館
で
の
最
初
の
作

業
は
、
機
織
り
機
に
糸
を
張
る
こ

と
か
ら
で
し
た
。
細
い
糸
を
筬お
さ
に
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し
そ
う
に
過
ご
し
て
い
ま
す
。
体

験
指
導
以
外
に
も
、
定
期
的
に
足

を
運
ん
で
く
だ
さ
り
、
機
や
糸
の

調
子
を
見
て
、
ほ
つ
れ
や
乱
れ
な

ど
を
手
直
し
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
。

　

機
械
化
に
よ
っ
て
機
織
り
を
知

ら
な
い
世
代
が
多
く
な
っ
て
い
く

今
日
、
少
し
で
も
多
く
の
人
に
機

織
り
を
知
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
技

術
を
絶
や
さ
ず
に
次
の
世
代
に
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
こ
と

で
す
。
今
井
さ
ん
は
そ
の
橋
渡
し

を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
館
で
は
例
年
、
郷
土

に
伝
わ
る
年
中
行
事
の
時
期
に
あ

わ
せ
、
伝
統
技
術
や
食
文
化
な
ど

を
学
ぶ
体
験
教
室
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

12
月
初
め
に
は
、
し
め
縄
作
り

を
行
い
ま
し
た
。
講
師
は
ふ
る
さ

と
館
市
民
学
芸
員
の
徳
竹
豊
治
さ

ん
で
す
。
今
年
は
市
内
の
３
～
５

年
生
の
小
学
生
と
保
護
者
の
方
合

わ
せ
て
14
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

ま
ず
は
藁わ
ら

仕
事
の
基
本
で
あ

る
縄
綯な

い
の
練
習
か
ら
始
め
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち
は
先
生
の
実
演

を
見
て
す
ぐ
に
習
得
し
、
あ
っ
と

い
う
間
に
何
本
も
縄
を
つ
く
っ
て

い
ま
し
た
。
し
め
縄
作
り
は
力
の

い
る
作
業
で
す
が
、
先
生
に
手
伝

っ
て
も
ら
い
な
が
ら
り
っ
ぱ
な
し

め
縄
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

し
め
縄
作
り
教
室
は
今
年
で
５

回
目
を

迎
え
ま

し
た
。

毎
年

参
加
し

て
く
れ

る
小
学

生
も
多

く
、
楽

し
く
好

評
の
体

験
教
室

で
す
。

手
作
り
の
し
め
縄
で
お
正
月
を
迎
え
よ
う

好
評
の
ふ
る
さ
と
館
体
験
教
室
「
し
め
縄
作
り
」

機
織
り
達
人
～
手
作
り
の
良
さ
を
次
の
世
代
へ
～

         　
　
　
ふ
る
さ
と
館
市
民
学
芸
員 

今
井
喜
久
江
さ
ん
（
野
坂
田
）

△子どもたちに機織りを教える今井さん。

美術館情報　常設展のご紹介
　現在、美術館では常設展として、長谷
川青澄・相原求一朗・宮沢鉄夫・佐藤武造・
岩上隆静・滝純一の絵画作品や寺瀬黙山・
箕口博の彫刻作品など 50 数点を展示し
ています。
　この中で、『誕ポイヤウンペ』（長谷川
青澄作）という日本画は、アイヌ民族の
口承文芸「ユーカラ」に登場する英雄、
ポイヤウンペが誕生する場面を描いた作
品です。伝説や物語を題材とした長谷川
青澄の作品には、一説に金太郎（坂田金
時）を育てたとされる足柄山に住む山姥
を描いたものもありますが、日常的な人
物画とは違う独特の雰囲気が感じられま
す。『誕ポイヤウンペ』の作品の写真は
裏表紙に掲載してあります。


