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て
っ
ぺ
ん
に
神
さ
ん 

 
 

「
山
ぁ
い
べ
さ
。
め
し
や
き
餅
さ
ん
ざ
食
べ
ら

れ
る
に
」 

 

収
穫
の
秋
。
小
学
校
か
ら
帰
っ
て
き
た
ば
か

り
の
私
を
母
は
お
こ
び
れ
（
お
や
つ
）
で
釣
っ
て
、

よ
く
り
ん
ご
採
り
や
桑
摘
み
に
山
へ
誘
っ
た
。  

 

私
の
生
ま
れ
は
塩
崎
の
長
谷
寺
の
ふ
も
と
。

母
は
シ
ョ
イ
コ
、
私
は
ボ
テ
を
背
負
い
猪
平
（え
ん

て
ぇ
ら
）
の
池
近
く
の
り
ん
ご
畑
を
め
ざ
す
。
石

こ
ろ
に
躓
い
て
転
ん
だ
り
、
蜂
に
刺
さ
れ
た
り

…
で
も
山
道
は
楽
し
い
の
だ
。
大
木
の
根
元
に

地
蜘
蛛
の
巣
を
発
見
。
フ
ワ
フ
ワ
の
巣
を
そ
っ

と
つ
ま
ん
で
「
ヘ
ン
コ
ヘ
ン
コ
…
お
茶
飲
み
ぃ
来
お

や
」
と
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
家
主
を
誘
い
出
す
。 

歩
き
疲
れ
て
里
を
見
晴
る
か
す
。
南
方
に
聳
え

る
冠
着
山
を
指
し
て
母
は
言
っ
た
。 

 
 

「て
っ
ぺ
ん
に
神
さ
ん
お
い
ん
な
さ
る
だ
と
」  

 

祈
る
と
願
い
を
叶
え
て
く
れ
そ
う
な
こ
の
山

が
好
き
だ
。
そ
の
後
、
私
は
二
十
歳
の
元
旦
を

頂
上
で
迎
え
た
。 

 

さ
ら
し
な
の
里
は
、
幼
い
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
の

光
景
を
よ
み
が
え
さ
せ
る
。
そ
し
て
今
、
こ
の

地
の
人
々
の
豊
か
な
笑
顔
に
勇
気
づ
け
ら
れ
、

人
を
信
じ
助
け
合
う
温
か
な
心
に
支
え
ら
れ

て
い
る
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（荒
井
君
江
） 

「友の会」だより

       長谷から望む冠着山 （撮影・荒井君江） 

２０００・秋



堂々の五位入賞  

水
上
で
他
チ
ー
ム
と
情
報
交
換

第４回千曲川いかだ下りレース

（２） 

大盛況励みに葱、芋作り 

 

昨
年
は
、
レ
ー
ス
直
前
に
熱
帯
性
低
気
圧
の
影

響
で
急
き
ょ
中
止
に
な
っ
た
。
今
年
は
、
昨
年
の
よ

う
な
災
害
の
な
い
天
候
を
期
待
し
つ
つ
、
第
四
回

目
に
向
け
て
い
か
だ
作
り
の
準
備
が
始
ま
っ
た
。 

 

八
月
六
日
ま
だ
暑
い

日
差
し
の
残
る

午
後
、
十
数
名
の

仲
間
た
ち
が
集

ま
り
、
着
衣
を
作

る
人
、
い
か
だ
を

担
当
す
る
人
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
に
分
か
れ
、

和
気
あ
い
あ
い
の

う
ち
に
進
め
ら

れ
た
。
大
会
前
日

の
十
九
日
の
午

後
か
ら
は
、
い
か
だ
の
出
来
栄
え
を
見
る
た

め
花
柄
池
で
進
水
式
を
行
い
明
日
の
上
位
入
賞

を
誓
っ
た
。 

 

コ
ン
テ
ス
ト
当
日
の
会
場
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
出
場
チ

ー
ム
や
各
チ
ー
ム
の
応
援
団
、
実
行
委
員
会
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。
参
加
チ
ー
ム
は

過
去
最
多
の
六
十
六
組
。 

 

我
々
の
い
か
だ
は
、
故
高
島
哲
夫
氏
自
筆
の
「
縄

文
丸
」
と
書
か
れ
た
の
ぼ
り
を
立
て
て
坂
城
大
橋

を
六
十
二
番
目
に
ス
タ
ー
ト
。
女
性
二
名
を
含
む

十
人
一
組
で
戸
倉
町
を
中
継
点
に
、
そ
れ
ぞ
れ

前
半
、
後
半
五

名
に
分
か
れ
て

リ
レ
ー
し
た
。 

 

水
量
は
平
年

よ
り
降
雨
が

多
く
増
水
し

て
い
た

が

、 

縄
文
丸
の
メ
ン

バ
ー
は
、
気
合

い
を
入
れ
「
隠

し
タ
イ
ム
」
を

考
慮
し
、
ベ
ス

ト
タ
イ
ム
を
め

ざ
し
オ
ー
ル
を
漕
い
だ
。
流
路
は
激
流
、
澱
み
、
浅

瀬
、
橋
下
通
過
あ
り
で
、
ベ
ス
ト
コ
ー
ス
の
選
定
、

安
全
確
保
に
注
意
を
払
い
意
気
を
合
わ
せ
目
標

に
向
か
っ
た
。 

 

猛
暑
の
中
、
水
し
ぶ
き
を
浴
び
、
ま
た
水
に
浸

り
な
が
ら
進
め
る
際
、
沿
岸
な
ど
に
応
援
に
駆
け

付
け
た
仲
間
や
住
民
ら
に
手
を
振
っ
た
。
そ
し
て

時
に
は
水
上
で
、
同
出
場
チ
ー
ム
と
情
報
交
換
し
、

エ
ン
ジ
ョ
イ
。
更
埴
市
の
千
曲
橋
に
は
余
裕
の
ゴ
ー

ル
イ
ン
。 

 

結
果
は
堂
々
の
上
位
入
賞
の
五
位
。
快
挙
で
あ

る
。
（小
松
公
雄
） 

  
 

縄
文
ま
つ
り
の
焼
肉
コ
ー
ナ
ー
は
、
毎
年
評
判

が
よ
く
、
長
い
行
列
が
で
き
大
盛
況
。
焼
肉
に
は

か
か
せ
な
い
葱
作
り
は
、
葱
苗
集
め
か
ら
始
ま
り
、

五
月
中
下
旬
に
会
員
の
手
に
よ
り
、
休
耕
田
を

借
り
、
植
え
付
け
る
。
施
肥
、
草
取
り
、
二
回
位

行
い
、
十

月

の

縄

文
ま
つ
り

に

間

に

合

わ

せ

る
。 

 

古
代
食

焼
き
芋
コ

ー
ナ
ー
の

た
め
に
、

サ
ツ
マ
芋
を
植
え
付
け
る
。
昨
年
は
芋
が
大
き
す

ぎ
て
困
っ
た
の
で
、
今
年
は
無
施
肥
で
収
穫
し
た
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

（堀
内
本
啓
） 

 



（３） 

神
の
化
身
と
崇
め
た
縄
文
人

 

一
般
に
毒
の
あ
る
ヘ
ビ
と
い
え
ば
マ
ム
シ
を
指
し
、

日
本
本
土
に
平
均
的
に
ど
こ
に
で
も
生
息
し
て
い

る
と
聞
く
。
当
地
で
こ
の
マ
ム
シ
に
つ
い
て
、
何
で
も

よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
Ｉ
氏
に
い
ろ
い
ろ
聞
い
て

み
る
。 

 

第
一
に
よ
く
出
没
す
る
場
所
は
、
畑
と

山
の
境
目
の
よ
う
な
所
で
、

石
垣
の
上
な
ど
の
日
向
に

多
く
い
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
。
七
、
八
月
ご
ろ
子

供
を
産
む
ら
し
い
。
そ
れ

は
一
般
的
に
い
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
腹
を
食
い
や
ぶ
っ
て

出
る
の
で
は
な
い
。
孵
化
す
る

ま
で
卵
を
体
内
で
養
い
、
そ
れ

か
ら
産
み
落
と
す
。
ほ
か
の
ヘ
ビ

が
卵
の
ま
ま
産
み
落
と
す
中
で

は
昔
の
人
に
と
り
マ
ム
シ
の
出
産

は
神
秘
的
な
た
め
そ
う
し
た
俗

信
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。 

 
 

捕
ま
え
方
は
木
な
ど
の
又
様
の
も
の
で
、

急
所
の
首
根
っ
こ
を
押
さ
え
、
首
を
つ
か

む
。
噛
ま
れ
な
い
よ
う
に
ビ
ン
な
ど
に
入

れ
て
マ
ム
シ
酒
を
作
る
。
マ
ム
シ
酒
は
あ
ま

り
飲
用
に
は
し
な
い
が
、
あ
る
種
の
病
に

効
き
目
が
あ
り
、
う
ち
み
な
ど
に
ぬ
る
と
よ
く
効

く
の
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

身
は
白
身
の
肉
で
、
美
味
で
栄
養
が
あ
り
、
強

壮
の
特
効
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
そ
の
内
臓
は
何

も
の
に
も
ま

さ

る
珍

味

だ
そ

う

で

あ
る
。
池
の

草
刈
り
な
ど
で
見
つ
け
た
と
き
は
、
そ
の
場
で
焼

い
て
食
べ
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
後
精
力
が
つ
い
た
と

い
う
話
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
。 

縄
文
時
代
の
こ
ろ

に
も
生
息
し
て
い
た
ら
し
く
、
そ
の
精
力
的
で
神

秘
的
な
行
動
態
勢
が
、
神
の
使
い
ま
た
は
化
身
と

し
て
崇
拝
さ
れ
た
ら
し
く
イ
ヤ
リ
ン
グ
、
土
器
な

ど
に
そ
の
姿
を
残
し
た
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。 

 
 

ま
た
マ
ム
シ
は
目
が
よ
く
見
え
な
く
て
、
温
度

と
臭
い
で
攻
撃
し
て
く
る
ら
し
い
。
体
温
な
ど
を

感
知
し
て
と
び
つ
か
れ
て
噛
ま
れ
た
り
す
る
の
で

気
を
つ
け
た
方
が
い
い
。
万
が
一
噛
ま
れ
た
時
は
、

早
急
に
病
院
な
ど
に
行
っ
て
適
切
な
処
置
を
し
な

い
と
、
そ
の
強
い
毒
に
よ
っ
て
死
に
至
る
の
で
気
を

つ
け
た
い
。
こ
れ
か
ら
冬
眠
に
入
る
が
、
素
人
は
見

つ
け
て
動
き
が
に
ぶ
く
な
っ
て
い
て
も
、
絶
対
に
手

を
出
さ
な
い
方
が
い
い
と
戒
め
て
い
る
。 

 
 

花
柄
池
付
近
、
な
べ
う
ら
か
ら
山
ぞ
い
の
石
垣

な
ど
に
多
く
見
る
よ
う
だ
が
、
あ
ま
り
お
目
に
か

か
り
た
く
な
い
代
物
で
あ
る
。  

 

（塚
田
克
巳
） 
マムシをデザイン化したとされる縄文時代の耳環（円光房遺跡出土）資料



〈
編
集
後
記
〉 

は
虫
類
に
つ
い
て
解
説
し
た
図
鑑
の

中
に
「
マ
ム
シ
は
子
ど
も
を
口
か
ら
は
き
出
す
」
と
い

う
下
り
を
見
つ
け
た
。
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
版

元
は
大
手
出
版
社
、
し
か
も
著
名
人
の
監
修
な
の

で
「本
当
か
も
し
れ
な
い
…
」
。 

 

日
本
蛇
族
学
術
研
究
所
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ

ろ
「
誤
り
」
と
の
返
事
。
し
か
し
、
ど
う
に
も
「
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
…
」
と
い
う
気
分
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
実
際

に
出
産
シ
ー
ン
に
立
ち
会
っ
た
訳
で
も
な
い
の
だ
し
。 

 

そ
れ
ほ
ど
マ
ム
シ
は
現
代
人
に
と
っ
て
も
ミ
ス
テ
リ

ア
ス
な
動
物
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
神
秘

性
」
に
惹
か
れ
る
気
持
ち
は
縄
文
人
と
変
わ
り
な
い

の
か
も
。 

 

さ
て
、
前
号
で
お
知
ら
せ
し
た
「
古
峠
」
の
映
画
で

す
が
、
こ
れ
ま
で
に
集
ま
っ
た
素
材
で
十
数
分
の
ビ

デ
オ
を
作
り
ま
し
た
。
題
し
て
「
映
画
古
峠
物
語
を

作
り
ま
せ
ん
か
」
。
資
料
館
に
テ
ー
プ
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
希
望
の
方
は
ご
覧
下
さ
い
。
（大
谷
善
邦
） 

 
お
ら
ほ
の
冠
着   

（４） 

大 滝 神 社 の湧 水

百年の水、更級を潤す こ
の
山
の
諸
方
か
ら
湧
き
出
す
清
水
、
何
万
年
も

の
間
、
絶
え
る
こ
と
な
く
流
れ
出
て
い
る
の
は
不

思
議
極
ま
る
現
象
だ
。 

 

こ
の
山
の
麓
は
坂
井
村
と
更
級
の
里
に
わ
た
る

が
、
両
地
の
標
高
差
が
三
百
㍍
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

山
中
の
水
は
更
級
側
に
多
く
流
れ
出
す
。
更
級
の

里

に

と

り

「
水
を
恵
む

尊
い
山
」
と

な
る
由
縁
で

あ
る
。 

 

「
こ
わ
清

水
」
は
御
麓

の
地
に
涌
き

出
る
泉
、
近

年
羽
尾
区
の
尽
力
で
石
組
み
が
整
備
さ
れ

新
名
所
に
な
っ
た
。
水
温
は
八
度
。
手
を
切

る
よ
う
な
冷
た
さ
だ
。
「こ
わ
清
水
」
の
名
は
、

こ
の
水
温
と
清
冽
な
水
の
質
に
よ
っ
て
つ
け

ら
れ
た
。 

 

こ
こ
は
千
年
前
、
官
道
の
支
道
が
通
っ
て
い
た
と

こ
ろ
で
、
山
を
越
え
た
旅
人
は
こ
こ
に
休
息
し
力

こ
ろ
で
、
山
を
越
え
た
旅
人
は
こ
こ
に
休
息
し
力

を
た
く
わ
え
た
。 

 

「
弁
天
様
の
出
水
」
は
仙
石
・
湯
の
窪
に
涌
き
出

る
泉
で
、
水
温
は
一
二
度
。
夏
は
冷
た
く
、
冬
暖

か
い
感
じ
の
お
だ
や
か
な
泉
で
、
弁
天
様
の
お
名

に
ふ
さ
わ
し
い
泉
だ
。
水
量
が
豊
か
な
の
で
、
初
冬

の
お
菜
洗
い
に
は
近
隣
の
主
婦
が
集
ま
っ
て
大
賑

わ
い
で
あ
っ
た
。 
 

「
大
滝
の
清
水
」
は
仙
石
・

大
滝
社
の
鳥
居
の
下
に
湧

き
出
し
て
い
る
が
、
そ

の
元
は
今
の
社
殿
の
下

に
あ
る
と
い
う
。
泉
の

上
に
お
宮
を
建
て
た

も
の
で
、
ま
さ
に
「
神

様
の
水
」で
あ
る
。 

 

山
中
に
も
所
々
に

湧
水
が
あ
る
。
最
も
奇
観

と
い
う
べ
き
は
「
樽
の
口
」
。
山
頂
近
い
標
高
八
百

㍍
余
り
の
石
ゴ
ー
ロ
に
湧
き
出
す
泉
は
山
仕
事
を

す
る
人
々
に
と
っ
て
救
い
の
泉
で
あ
っ
た
。
こ
の
泉

の
水
が
黒
滝
と
な
る
。 

 

清
水
は
降
っ
た
雨
が
地
中
に
潜
り
岩
石
の
合
間

を
抜
け
、
ど
こ
か
に
集
ま
っ
て
姿
を
現
し
た
も
の
で
、

そ
の
時
間
は
百
年
を
要
す
る
と
い
う
。
ゆ
え
に

「水
の
化
石
」と
も
呼
ば
れ
る
。  

（塚
田
哲
男
） 
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さ
ら
し
な
の
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友
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