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茅野市内にお住まいの
１月生まれで３歳以下
のお子さんの写真を募
集します。①写真②氏名
（子〈ふりがな〉・保護者・
子の性別）③お子さんの
生年月日④電話番号⑤
コメント（50文字以内）
をメールまたは封書で
送ってください。メール
の件名は「おたんじょう
びおめでとう応募」とし
てください。応募の締め
切りは11月６日（火）。
メールアドレス：
c.senryaku@city.chino.
lg.jp

おたんじょうび
おめでとう

おたんじょうび
おめでとう

おたんじょうび
おめでとう

おたんじょうび
おめでとう

投稿フォームからも
簡単に応募できます!

島
田
　
源
之 

く
ん

平
成
28
年
11
月
６
日
生
ま
れ
　
２
歳

誕生日おめでとう！
いたずら好きの元気いっ
ぱいの源之が大好きだ
よ！大きくな～れ‼

げ
ん
し
ん

小
池
　
結 

ち
ゃ
ん

平
成
28
年
11
月
14
日
生
ま
れ
　
２
歳

お誕生日おめでとう(^^)
よく食べてよく笑ってよ
く泣いてこれからも元気
に大きくなってね！  

お誕生日おめでとう！
みさきの笑顔が可愛くて
大好きだょ。いっぱぃ遊
んで、食べて大きくなっ
てね。 

お誕生日おめでとう♪
いつも元気でひょうきん
なあーちゃん♪
これからもいっぱいみん
なを笑わせてね！

ゆ
い

白
川
　
陽 

く
ん

平
成
29
年
11
月
14
日
生
ま
れ
　
１
歳

お誕生日おめでとう！
いつも笑顔の陽くんたく
さんの幸せをありがと
う！元気にすくすく成長
してね！

は
る

窪
田
　
朱
里 

ち
ゃ
ん

平
成
27
年
11
月
18
日
生
ま
れ
　
３
歳

あ
か
り

中
村
　
美
咲 

ち
ゃ
ん

平
成
28
年
11
月
21
日
生
ま
れ
　
２
歳

み
さ
き
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特集「こて絵」
蔵に描かれた伝統と文化

茅野市内にある蔵を見ると、屋根の切り妻の下の壁に絵が描かれた蔵を見つけることができ

ます。その絵は蔵の持ち主や左官職人の様々な思いが形になったもの。蔵の減少が著しい今、

茅野市に残る文化「こて絵」を見つめます。

龍の絵。立体的に描かれています。
　　　　 （笹原地区）

大黒。美しい色のまま残されてい
ます。
　　　　 （笹原地区）

大黒。笹原地区の絵とは同じ大黒
でも色味が違います。
　　　 （鋳物師屋地区）

鶴。頭や翼が立体的で今にも飛び
出しそうです。
　　　　 （糸萱地区）

うさぎが飛び回る様子が描かれて
います。
　　　　 （笹原地区）

さ
ま
ざ
ま
な
こ
て
絵
の
紹
介

茅
野
市
内
に
は
様
々
な
こ
て
絵
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
こ
て
絵
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

こ
て

し
っ
く
い

　
笹
原
地
区
や
糸
萱
地
区
の
蔵

を
眺
め
る
と
、
絵
が
描
か
れ
た

蔵
を
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
は
「
こ
て
絵
」
と
い

い
ま
す
。
漆
喰
を
用
い
て
作
ら

れ
た
絵
で
、
左
官
職
人
が
使
用

す
る
鏝
を
使
っ
て
仕
上
げ
る
こ

と
か
ら
そ
の
名
が
付
き
ま
し

た
。

　
こ
て
絵
は
、
蔵
を
作
っ
た
際

に
、
左
官
職
人
が
施
主
に
お
礼

と
し
て
縁
起
物
を
描
い
て
送
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
絵
柄
は
、

大
黒
、
恵
比
寿
、
鶴
、
亀
、
龍
、

鷹
等
々
、
多
種
多
様
で
、
様
々

な
祈
り
や
願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
と
い
い
ま
す
。

　
近
年
、
こ
て
絵
を
貴
重
な
文

化
財
と
し
て
研
究
す
る
機
運
が

高
ま
り
、
市
外
か
ら
も
興
味
を

持
っ
た
人
が
来
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
笹
原
地
区
で
は
、
こ

て
絵
を
見
て
巡
る
企
画（
写
真
）

も
行
わ
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ

始
め
ま
し
た
。
そ
ん
な
茅
野
市

に
残
る
貴
重
な
文
化
の
一
部
を

紹
介
し
ま
す
。

　
笹
原
公
民
館
の
す
ぐ
近
く
に

と
て
も
珍
し
い
猫
の
こ
て
絵
が

描
か
れ
た
蔵
が
あ
り
ま
す
。
中

島
剛
司
さ
ん
・
伴
子
さ
ん
夫
妻

の
蔵
で
す
。
蔵
に
漆
喰
壁
を
塗

る
際
に
、
伴
子
さ
ん
が
猫
好
き

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を

知
っ
た
左
官
屋
さ
ん
が
つ
け
て

く
れ
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。

　
よ
く
み
る
と
猫
の
横
に
ね
ず

み
が
い
ま
す
。
ね
ず
み
は
縁
起

も
の
で
あ
り
、
き
っ
と
左
官
屋

さ
ん
が
縁
起
物
と
い
う
こ
と
で

書
い
て
く
れ
た
ん
だ
と
思
う
と

話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

▲中島剛司さん・伴子さん夫妻と猫の鏝絵

猫
好
き
へ
プ
レ
ゼ
ン
ト

縁
起
物
の
鼠
と
と
も
に

　
笹
原
地
区
に
住
む
吉
江
生
子

さ
ん
の
蔵
に
は
恵
比
寿
様
、
虎
、

う
さ
ぎ
な
ど
、
四
方
向
に
こ
て

絵
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
米
作

り
を
し
て
い
た
義
父
母
が
、
米

を
守
る
た
め
に
板
蔵
に
漆
喰
壁

を
つ
け
た
際
に
描
か
れ
た
も
の

だ
と
言
い
ま
す
。

　
で
き
た
当
時
の
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
覚
え
て
な
く
、
気
づ
い
た

ら
そ
こ
に
あ
っ
た
と
言
い
ま

す
。
最
近
見
学
に
来
た
人
か
ら
、

恵
比
寿
様
の
こ
て
絵
の
竿
紐
が

本
物
の
紐
だ
と
言
わ
れ
て
、
驚

い
た
そ
う
で
す
。
漆
喰
自
体
に

色
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
50
年

程
経
っ
た
今
で
も
絵
の
色
は
落

ち
て
い
ま
せ
ん
。

こ
て
絵
と
過
ご
し
て

50
年
今
で
も
新
た
な
発
見
が

昔
な
が
ら
の
佇
ま
い
が
残
る
笹
原
集
落
。
ほ
と
ん
ど
の
家
に
蔵
が
あ
り
、

板
倉
や
土
蔵
と
様
々
な
紋
様
の
こ
て
絵
が
見
ら
れ
ま
す
。
く
ら
の
持
ち
主

は
ど
の
よ
う
に
こ
て
絵
を
見
つ
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
笹
原
集
落
の

皆
さ
ん
か
ら
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

蔵
に
添
え
ら
れ
た
絵

　
　姿
も
思
い
も
絵
の
数
だ
け

１．蔵の持ち主である吉江生子さん　

２．恵比寿様が鯛を釣る様子が描か

　　れたこて絵。この絵の釣り糸は

　　本物の糸です。

３．虎が描かれたこて絵。干支が虎

　　の時の御柱年に描かれたものだ

　　そうです。

１

２ ３

し
っ
く
い

し
っ
く
い
か
べ

さ
お
ひ
も

し
っ
く
い
か
べ
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こ
て
絵
の
歴
史
は
江
戸
時
代
に
遡
り

ま
す
。
伊
豆
生
ま
れ
の
入
江
長
八
さ
ん

と
い
う
人
物
が
、
鏝
で
描
く
絵
を
芸
術

の
域
ま
で
開
花
さ
せ
ま
し
た
。

　
長
八
さ
ん
に
憧
れ
て
、
そ
の
高
い
技

術
を
学
ぶ
た
め
に
茅
野
市
横
内
出
身
の

小
川
天
香
さ
ん
（
雅
号
・
本
名
善
弥
）

は
上
京
、
長
八
さ
ん
亡
き
あ
と
の
高
弟

今
泉
善
吉
さ
ん
に
師
事
し
、
東
京
の
帝

国
劇
場
の
壁
画
、
京
都
で
は
京
都
七
条

駅
の
御
便
殿
の
装
飾
に
携
わ
り
な
が
ら

腕
を
磨
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
習
得
し
た
こ
て
絵
の
技
術
を

持
ち
帰
り
、
諏
訪
地
域
の
人
々
に
教
え

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
冬
場
に
は
、
自

宅
の
裏
庭
に
設
け
た
仕
事
場
（
ア
ト

リ
エ
）
に
左
官
職
人
を
集
め
て
、
講
習

会
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
集
め
ら
れ
た

左
官
職
人
は
、
競
っ
て
そ
の
技
術
を
学

び
ま
し
た
。

　
小
川
天
香
さ
ん
と
い
う
優
れ
た
先
覚

者
が
い
た
こ
と
、
そ
し
て
左
官
職
人
が

蔵
の
施
主
へ
お
礼
の
印
と
し
て
こ
て
絵

を
送
る
習
慣
が
根
付
い
た
こ
と
、
こ
の

二
つ
が
要
因
で
茅
野
市
内
の
多
く
の
蔵

に
こ
て
絵
が
描
か
れ
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
天
香
さ
ん
の
作
品
は
、
茅
野

駅
前
に
あ
る
「
天
香
館
」
で
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
て
絵
に
興
味
が
あ
る

方
、
高
校
生
や
大
学
生
も
足
を
運
ん
で

い
る
と
の
こ
と
で
す
。

こ
て
絵
の
文
化
を
広
げ
た

小
川
天
香
さ
ん

こ
て
絵
の
文
化
を
伝
え
た
人
、
描
く
人
、
写
真
に
残
し
た
人
。

そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
が
こ
て
絵
の
文
化
を
繋
い
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
今
も
こ
て
絵
の
文
化
を
残
そ
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。

こ
の
貴
重
な
文
化
を
、
こ
れ
か
ら
も
紡
ぎ
た
い―

そ
ん
な
共
通
の
思
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

伝
え
、
思
う
。

伝
え
た
人
、
描
く
人
、
残
す
人

天香館（茅野駅前）

下平　悟 さん

魚藍観音（茅野市美術館蔵）
　小川天香作

上諏訪温泉浜の湯にあったが工事によ
り殷され、その後、復元されました。
現在は天香館に飾られています。

小川天香さん（写真左）と天香さんと親交の
深かった俳人 小平雪人さん（写真真ん中）
と篆刻家 浜源吉さん（写真右）

小川天香さん（写真左）と天香さんと親交の
深かった俳人 小平雪人さん（写真真ん中）
と篆刻家 浜源吉さん（写真右）

　「
絶
や
さ
な
い
の
が
一
番
、
気
持
ち

と
し
て
は
絶
や
し
た
く
な
い
、
で
も
な

か
な
か
難
し
い
で
し
ょ
う
ね
。」
と
下

平
悟
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　
下
平
さ
ん
は
、
茅
野
市
玉
川
在
住
で
、

親
方
で
あ
る
お
父
さ
ん
の
影
響
で
18
歳

か
ら
左
官
職
人
一
筋
で
や
っ
て
い
ま
す
。

こ
て
絵
を
始
め
た
の
は
10
年
く
ら
い
前

の
こ
と
で
、
大
黒
を
つ
け
て
ほ
し
い
と

依
頼
さ
れ
た
仕
事
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
当
時
は
こ
て
絵
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
こ
で
、
同
じ
く
左
官
職
人
の

矢
沢
正
利
さ
ん
（
茅
野
市
本
町
）
に
お

願
い
し
て
、
教
わ
り
な
が
ら
覚
え
た
の

が
き
っ
か
け
だ
そ
う
で
す
。

　
大
蔵
が
で
き
る
左
官
は
、
ほ
と
ん
ど

こ
て
絵
も
で
き
る
そ
う
で
す
が
、
大
蔵

ま
で
で
き
る
職
人
は
減
っ
て
い
ま
す
。

「
蔵
を
壊
す
人
は
多
い
け
ど
、
新
し

く
作
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
す
ね
。

残
そ
う
と
す
る
人
も
少
な
く
な
り
、
職

人
も
減
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
先

が
細
っ
て
い
く
一
方
で
す
」
。
左
官
職

人
と
し
て
の
仕
事
が
あ
り
、
そ
れ
と
共

に
絵
の
技
術
を
教
え
る
こ
と
は
難
し
い

と
い
い
ま
す
。

　
最
近
で
は
、
こ
て
絵
め
ぐ
り
に
参
加

し
た
別
荘
の
方
に
家
の
前
に
つ
け
る
絵

を
作
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
こ
と
も

あ
る
そ
う
で
す
。
少
し
で
も
漆
喰
の
彫

刻
で
あ
る
こ
て
絵
が
残
る
こ
と
を
願
い

な
が
ら
、
依
頼
が
あ
る
と
大
き
い
も

の
か
ら
小
さ
い
も
の
ま
で
下
平
さ
ん

は
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
兵
庫
県
出
身
の
芦
田
吉
美
さ
ん
は
、

こ
て
絵
の
写
真
保
存
に
熱
心
に
取
り
組

ま
れ
た
方
で
す
。
東
京
で
働
い
て
い
ま

し
た
が
涼
し
い
場
所
を
求
め
て
茅
野
市

に
引
っ
越
し
て
き
ま
し
た
。

　
定
年
を
迎
え
、
何
を
し
よ
う
か
と
考

え
て
い
る
と
こ
ろ
で
奥
さ
ん
の「
こ

て
絵
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
」と
の
言
葉
か

ら
こ
て
絵
の
写
真
を
撮
り
始
め
ま
し
た
。

写
真
を
撮
る
た
め
に
、
こ
て
絵
の
あ
る

家
を
一
日
に
２
件
ほ
ど
回
っ
た
と
い
い

ま
す
。
そ
の
写
真
の
一
枚
が
写
真
コ
ン

テ
ス
ト
で
賞
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
こ
て
絵
の
記
録
を
本
に
ま
と
め
ま

し
た
。
現
在
、
芦
田
さ
ん
が
撮
影
し
た

写
真
は
八
ヶ
岳
総
合
博
物
館
に
寄
贈
さ

れ
、
貴
重
な
資
料
と
し
て
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
そ
の
活
動
の
最
中
に
小
川
天
香
さ
ん

の
こ
と
を
知
り
、
孫
で
あ
る
善
弘
さ
ん

と
出
会
い
ま
し
た
。
芦
田
さ
ん
は
、
善

弘
さ
ん
に
熱
心
に
天
香
の
作
品
を
見
せ

て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
が
き
っ
か
け
で
善
弘
さ
ん
は
、
天

香
館
を
作
り
、
興
味
の
あ
る
人
に
天
香

さ
ん
の
作
品
を
見
て
も
ら
お
う
と
思
っ

た
と
い
い
ま
す
。

　
芦
田
さ
ん
は
、
病
気
を
患
い
な
が
ら

も
、
こ
て
絵
の
活
動
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
残
念
な
が
ら
病
気
の
悪
化
に
よ
り

亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
て
絵
に
関
わ

る
方
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し

た
。

市
内
で
最
も
若
い
描
け
る
職
人

こ
て
絵
・
蔵
の
将
来
を
ど
う
思
う

こ
て
絵
の
写
真
保
存
に
熱
意

病
気
を
持
ち
な
が
ら
も
残
し
た
記
録

下平さんがこて絵を描いている様子
漆喰で盛った後の色をつける作業

芦田さんが撮影した写真をまとめた本

芦田　吉美 さん

し
っ
く
い
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史
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本
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