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明治末期　松山犂製作所門前での記念写真＜館蔵＞
　従業員は16名ぐらい、所主  松山原造夫妻と子供たちも写っている。門脇に当時はまだ珍しかった自転車が置
かれ、奥には犂を積んだ荷車と馬もみえる。
　犂部材は、入念に乾燥させるため風通し良く井

い

桁
げた

に積み上げ天日乾燥した。場内奥にも積み上げた犂部材がみ
える。林立した犂用材の山が犂製造の活況を示すようで松山原造も誇らしかったことでしょう。
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（
公
財
）
松
山
記
念
館
で
は
、
松

山
株
式
会
社
創
業
時
か
ら
の
会
計
帳

簿
や
創
業
者
松
山
原
造
の
日
記
を
保

管
し
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

資
料
を
み
る
と
双
用
犂
を
試
作
し
完

成
に
至
る
経
緯
や
特
許
取
得
後
に
ど

ん
な
人
々
と
関
り
な
が
ら
製
造
と
販

売
を
拡
げ
て
い
っ
た
の
か
よ
う
す
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

犂
先
と
犂
へ
ら
を
左
側
へ
も
右
側

へ
も
回
転
で
き
る
犂
、
つ
ま
り
往
復

耕
と
も
に
同
一
方
向
へ
土
を
反

転
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
可
動

犂
へ
ら
を
も
っ
た
双
用
犂
を
発

明
し
た
松
山
原
造
は
、
犂
に

単た
ん
ざ
ん鑱
双そ
う
よ
う
り

用
犂
と
名
称
を
付
け

明
治
三
十
四
年
十
二
月
に
特
許

を
取
得
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

明
治
三
十
五
年
六
月
に
小ち

い
さ
が
た
ぐ
ん

県
郡

和か
の
う村
（
現……

東
御
市
和
）
に
単た
ん

鑱ざ
ん
双そ
う
よ
う
り

用
犂
製
作
所
を
設
立
し
、

本
格
的
に
製
造
す
る
た
め
の
経

営
を
は
じ
め
ま
し
た
。
次
第
に

注
文
が
増
え
て
量
産
し
て
い
く

中
で
、
犂
の
材
料
で
あ
る
材
木

を
ど
の
よ
う
に
調
達
し
て
い
た

の
か
調
べ
て
み
ま
し
た
。

犂
部
材
の
調
達

　

考
案
し
た
双
用
犂
を
製
作
す
る
た

め
に
は
、
金
物
と
し
て
犂
先
と
犂
へ

ら
・
回
転
装
置
部
品
・
取
付
け
金
具

が
、
ま
た
木
製
部
と
し
て
木
材
を
加

工
し
た
犂す

き

身み

・
犂り

轅え
ん
・
横よ
こ

柄え

と
ロ
ク
ロ

加
工
し
た
回
転
柄
が
必
要
と
な
り
ま

し
た
。
犂
先
及
び
犂
へ
ら
と
回
転
装

置
に
加
え
て
犂
釣
り
金
具
は
、
上
田

鍛
冶
町
の
中
村
六
郎
に
製
作
を
依
頼

し
ま
し
た
。
ネ
ジ
な
ど
取
付
け
金
具

は
上
田
横
町
の
醋す

屋や

藤ふ
じ
（
南
川
藤
兵

衛
経
営
）
か
ら
、

明
治
三
十
六
年
に

な
る
と
大
屋　

薬や

鑵か
ん
や屋
（
柳
澤
志し
づ津

衛え

経
営
）
か
ら
買
い
入
れ
ま
し
た
。

丸
棒
を
使
っ
た
回
転
柄
は
轆ろ

く
ろ轤
加
工

に
よ
る
も
の
で
、
ロ
ク
ロ
屋
と
呼
ば

れ
る
特
殊
な
技
能
を
持
っ
た
職
人
が

作
り
ま
し
た
。
原
造
は
上
田
松
尾
町

に
い
た
水
沢
と
い
う
ロ
ク
ロ
屋
に
回

転
柄
を
作
っ
て
も
ら
い
買
い
入
れ
て

い
ま
し
た
。

　

原
造
は
、
犂
の
大
量
生
産
を
し
て

い
く
た
め
に
旧
来
の
根
曲
が
り
木
の

特
性
を
生
か
し
た
犂
製
作
を
改
め
、

規
格
化
し
た
部
材
を
組
み
立
て
る
こ

と
に
よ
っ
て
同
規
格
の
犂
を
完
成
さ

せ
る
犂
製
造
に
最
初
か
ら
取
り
組
み

ま
し
た
。
木
製
部
を
作
る
た
め
の
材

木
は
、
製
造
を
は
じ
め
た
明
治
三
十

四
年
頃
は
大
屋…

堀
材
木
店
か
ら
買

入
れ
、
明
治
三
十
六
年
か
ら
は
群
馬

県
嬬つ

ま
ご
い
む
ら

恋
村
田た
し
ろ代
の
仲
買
業
者
か
ら
も

大
量
に
買
入
れ
は
じ
め
た
こ
と
が
会

計
帳
簿
や
日
記
を
み
る
と
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。

創
業
期
の
松
山
犂
製
作
所
経
営
環
境

　

創
業
期
の
材
木
取
引
を
述
べ
る
上

で
、
当
時
の
経
営
環
境
の
よ
う
す
を

説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

犂
製
造
と
材
木
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　  

学
芸
員
　
田
中
　
壽
子

　

松
山
原
造
は
小
ち
い
さ
が
た
ぐ
ん
だ
い
も
ん

県
郡
大
門
村
（
現

　

長
和
町
大
門
）
に
生
ま
れ
ま
し
た

が
、
十
歳
の
時
に
漢
学
者
で
あ
っ
た

祖
父
篤と

く
し志

朗ろ
う

の
遺
言
に
よ
り
高
弟
の

田
中
新
太
郎
に
託
さ
れ
小
県
郡
和
村

東ひ
が
し
う
え
だ

上
田
（
現　

東
御
市
和
）
で
育
ち

ま
し
た
。

　

明
治
二
十
九
年
か
ら
小
県
郡
や
埴

科
郡
の
農
事
教
師
と
し
て
改
良
農
法

を
ひ
ろ
め
ま
し
た
。
こ
と
に
普
及
が

始
ま
っ
た
ば
か
り
の
犂
に
よ
る
馬
耕

の
教
授
に
力
を
入
れ
、
使
い
や
す
い

犂
の
考
案
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
明

治
三
十
三
年
秋
に
双
用
犂
を
完
成
さ

せ
る
と
農
事
教
師
を
辞
し
和
村
に
戻

り
、
酒
造
や
炭
鉱
経
営
な
ど
の
事
業

家
で
あ
っ
た
新
太
郎
の
仕
事
を
助
け

つ
つ
犂
製
造
の
準
備
を
始
め
ま
し
た
。

　

特
許
取
得
の
後
、
明
治
三
十
五
年

六
月
に
田
中
新
太
郎
の
所
有
地
を
借

り
て
単
鑱
双
用
犂
製
作
所
を
設
立
し

ま
し
た
。
し
か
し
犂
の
販
売
は
な
か

な
か
軌
道
に
の
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

犂
の
製
造
販
売
の
拡
が
り
を
模
索
す

る
中
で
、
翌
年
の
明
治
三
十
六
年
十

月
に
単
鑱
双
用
犂
製
造
販
売
権
を
伊

藤
商
会
株
式
会
社
（
上
田
海
野
町
）

へ
嘱
託
す
る
協
約
を
し
ま
し
た
。
伊

藤
傳で

ん

兵べ
え衛
が
上
田
の
商
業
中
心
地
で

あ
っ
た
海
野
町
で
人
造
肥
料
を
扱
う

株
式
会
社
を
立
ち
上
げ
た
の
で
、
そ

の
元
で
犂
の
販
路
を
探
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
販
売
権
は
伊
藤
商
会

が
持
ち
、
原
造
は
人
造
肥
料
部
の
主

任
と
し
て
月
給
を
も
ら
い
な
が
ら
、

犂
の
製
造
を
統
括
し
売
上
に
準
じ
て

特
許
権
所
有
者
の
原
造
に
歩
合
で
利

益
が
入
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

二
年
後
の
明
治
三
十
八
年
九
月
に

伊
藤
商
会
を
辞
し
、
販
売
嘱
託
も
解

約
し
て
和
村
に
引
き
上
げ
ま
し
た
。

明
治
三
十
九
年
六
月
に
は
本
格
的
な

工
場
を
新
築
し
松
山
犂
製
作
所
と
改

め
、
経
営
環
境
を
整
え
て
い
き
ま
し

た
。
明
治
三
十
九
年
十
二
月
に
優
良

畜
力
犂
を
選
定
す
る
大
日
本
農
会
主

催
第
二
回
懸
賞
募
集
（
第
一
回
は
授

賞
な
し
）
で
一･

二
等
な
し
の
三
等

賞
を
受
賞
し
た
こ
と
は
、
松
山
犂
の

真
価
が
認
め
ら
れ
広
く
世
間
に
認
識

さ
れ
る
契
機
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ

か
ら
一
気
に
受
注
が
増
え
て
い
き
ま

単鑱双用犂とその部位の名称

回
転
柄

明治43年頃　木削り作業＜館蔵＞
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し
た
。
明
治
三
十
九
年
の
犂
販
売
数

七
〇
八
台
か
ら
翌
年
の
四
十
年
に
は

一
六
六
五
台
に
増
え
て
い
ま
す
。

　

大
正
十
一
年
に
は
工
場
規
模
の
拡

張
の
た
め
と
犂
発
送
や
原
料
調
達
の

利
便
を
考
え
、
信
越
線
大
屋
駅
近
く

の
丸
子
町
塩
川
（
現　

上
田
市
塩
川

　

元
松
山
株
式
会
社
所
在
地
）
に
工

場
を
移
転
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
材
木
の
取

引
は
、
製
造
を
は
じ
め
た
明
治
三
十

四
年
は
和
村
に
、
明
治
三
十
六
年
秋

か
ら
二
年
間
は
上
田
海
野
町
の
伊
藤

商
会
近
く
に
、
明
治
三
十
八
年
秋
か

ら
大
正
十
一
年
十
二
月
ま
で
は
和
村

に
用
材
が
搬
送
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
は
丸
子
町
塩
川
地
区
の
石
井
に
松

山
犂
製
作
所
は
移
転
し
て
、
昭
和
三

十
八
年
頃
に
畜
力
犂
の
生
産
を
終
え

る
ま
で
材
木
の
調
達
が
な
さ
れ
ま
し

た
。

犂
量
産
の
は
じ
ま
り

　

明
治
三
十
三
年
十
一
月
に
松
山
原

造
は
双
用
犂
を
完
成
さ
せ
る
と
翌
年

か
ら
犂
製
造
の
準
備
を
始
め
ま
す
。

『
明
治
三
十
四
年　

松
山
原
造
日

記
』
に
よ
っ
て
犂
の
製
作
を
は
じ
め

て
い
く
よ
う
す
を
垣
間
み
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
明
治
三
十
四
年
三
月
八

日
に
特
許
局
に
特
許
申
請
書
類
を
発

送
（
明
治
三
十
四
年
十
二
月
四
日
に

特
許
認
可
）
し
た
後
、
四
月
五
日
に

長
野
新
聞
へ
六
日
に
は
信
濃
毎
日
新

聞
へ
広
告
掲
載
を
依
頼

し
て
い
ま
す
。
考
案
し

た
犂
を
効
率
よ
く
売
る

た
め
、
新
聞
に
広
告
を

載
せ
て
宣
伝
を
は
じ
め

ま
し
た
。

　

四
月
八
日
に
犂
製
作

を
和
村
内
の
大
工
に
頼

む
こ
と
と
し
、
ま
ず
清

水
栄
三
郎
に
快
諾
を
得

て
い
ま
す
（
後
日
、
竹

内
半
左
エ
門
と
飯
塚
浅

次
郎
を
雇
入
れ
て
土
屋

千
太
郎
・
栄
三
郎
・
吉

太
郎
の
手
助
け
を
得
て

い
る
）。
四
月
十
一
日
に

は
信
越
線
大
屋
駅
前
通
り
の
堀
材
木

店
に
用
材
の
注
文
を
し
ま
す
。
五
日

後
の
十
六
日
か
ら
材
木
が
運
び
込
ま

れ
ま
し
た
。

　

四
月
十
八
日
に
は
松
尾
町
の
水
沢

と
い
う
ロ
ク
ロ
屋
を
尋
ね
て
い
ま
す
。

以
後
、
回
転
柄
が
鉄
製
に
替
わ
る
明

治
四
十
年
頃
ま
で
ロ
ク
ロ
屋
と
回
転

柄
の
取
引
が
重
ね
ら
れ
ま
す
が
こ
の

松
尾
町
水
沢
氏
を
指
す
も
の
と
推
察

さ
れ
ま
す
。

　

犂
先
は
試
作
の
段
階
で
は
上
田
鍛

冶
町
の
小
林
竹
司
に
依
頼
し
て
い
ま

し
た
が
、
五
月
十
九
日
に
鍛
冶
町
の

鍛
冶
職
中
村
六
郎
と
犂
の
話
を
し
た

こ
と
が
初
め
て
記
さ
れ
ま
す
。
五
日

後
の
二
十
四
日
に
犂
先
の
雛
形
を
中

村
六
郎
へ
注
文
し
二
十
八
日
に
は
改

良
箇
所
を
指
示
し
て
い
ま
す
。
中
村

六
郎
は
大
正
三
年
に
上
田
犂
製
作
所

を
創
業
す
る
ま
で
、
堅
牢
な
松
山
犂

の
鋼
製
犂
先
や
金
具
を
専
門
に
製
作

し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
各
部
位
に
係
わ
る
職

人
を
選
り
抜
き
な
が
ら
犂
の
量
産
は

始
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

犂
用
材

　

犂
の
用
材
と
し
て
ど
ん
な
材
木
が

仕
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
『
総
勘
定

元
帳
』
な
ど
の
帳
簿
類
を
調
べ
て
み

ま
し
た
。
犂
身
に
ケ
ヤ
キ
・
槻つ

き
（
群

馬
県
吾あ

が
つ
ま妻

森
林
組
合
に
よ
れ
ば
ケ
ヤ

キ
の
こ
と
）
が
、犂
轅
に
は
タ
ラ
（
同

　

セ
ン
ノ
キ
の
こ
と
）・
ニ
レ
（
同　

ハ
ル
ニ
レ
）・
ツ
ガ
・
サ
ワ
ラ
な
ど
を

仕
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
犂
身
は
大
正
末
期
に
な
る
と
ケ

ヤ
キ
と
と
も
に
ナ
ラ
が
用
い
ら
れ
、

北
安
曇
郡
大
町
の
宮
尾
良
政
に
よ
っ

て
ナ
ラ
材
が
伐
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

創
業
期
に
犂
轅
用
材
を
主
に
納
め

て
い
た
群
馬
県
嬬
恋
村
田
代
の
中
村

健
太
郎
と
の
取
引
の
詳
細
を
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
樹
種
が
使
用

さ
れ
て
い
た
か
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

『
明
治
四
十
一
年
六
月
二
十
九
日

付　

中
村
健
太
郎
注
文
控
』
に
よ
れ

ば
、
十
一
月
末
ま
で
に
乾
燥
済
み
の

二
寸
五
分
角
の
タ
ラ
・
ニ
レ
を
五
千

本
（
内　

九
月
末
ま
で
に
三
千
本
）

と
シ
ナ
・
キ
ワ
ダ
二
千
本
（
内　

九

月
末
ま
で
に
千
本
）
を
納
め
る
よ
う

中
村
健
太
郎
に
発
注
し
て
い
ま
す
。

　

犂
身
に
使
わ
れ
た
槻
（
中
村
健
太

郎
と
の
取
引
に
は
槻
と
表
記
さ
れ

る
）
は
、
一
寸
三
分
×
三
寸
の
三
尺
五

寸
ま
た
は
倍
の
長
さ
の
七
尺
で
納
め

ら
れ
、
犂
轅
と
し
て
使
わ
れ
た
タ
ラ・

ニ
レ
な
ど
は
五
寸
四
ツ
の
五
尺
に
し

て
納
入
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

納
入
さ
れ
た
材
木
の
単
価
を
み
て

み
る
と
『
自
明
治
三
十
九
年
拾
月
壱

日　

至
明
治
四
十
年
九
月　

製
作

部
勘
定
明
細
帳
』
に
よ
れ
ば
、
中
村

健
太
郎
の
納
め
た
槻
（
ケ
ヤ
キ
）
は

三
尺
五
寸
が
十
二
銭
で
七
尺
が
二
十

五
銭
、
タ
ラ
は
五
寸
四
ツ
の
五
尺
が

十
二
銭
で
取
引
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

犂
身
は
高
価
な
ケ
ヤ
キ
を
、
犂
轅
は

雑
木
で
安
価
な
も
の
を
使
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
単
価
を

他
の
業
者
と
比
べ
て
み
る
と
堀
材
木

店
は
、
三
尺
五
寸
の
ケ
ヤ
キ
が
十
二

銭
五
厘
。
い
っ
ぽ
う
明
治
四
十
年
ご

ろ
ケ
ヤ
キ
取
引
を
主
に
し
た
上
田
町

の
小
山
材
木
店
は
、
ケ
ヤ
キ
の
三
尺

五
寸
が
十
三
銭
で
七
尺
が
二
十
七
銭

で
し
た
。
仲
買
人
で
あ
っ
た
中
村
健

太
郎
と
は
低
価
格
で
取
引
き
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
取
引
量
の
大
半
を
中

村
健
太
郎
が
納
入
す
る
よ

う
に
な
っ
た
明
治
四
十
年

十
一
月
か
ら
は
槻
を
二
十

五
銭
の
ま
ま
、
犂
轅
用
タ

ラ
を
十
三
銭
五
厘
に
値
上

げ
し
て
い
ま
す
。

明治43年　木工場＜館蔵＞
右奥にこの年、アメリカから輸入した加工機械がみえる
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ま
す
。

堀
文
之
助

慶
応
三
年（
一
八
六
七
）～
昭
和
六
年（
一
九
三
一
）

　

堀
文ぶ
ん
の之

助す
け

に
つ
い
て
は
、
『
和か

の
う村

誌
』
か
ら
多
く
の
手
が
か
り
を
得
ま

し
た
。
堀
文
之
助
は
、
和
村
東
深
井

（
現　
東
御
市
和
）
に
生
ま
れ
て
い

ま
す
。
元
の
名
は
袈け

さ裟
平へ
い

で
し
た
が

明
治
三
十
八
年
、
文
之
助
に
改
名
し

て
い
ま
す
。
明
治
三
十
五
年
六
月
か

ら
三
十
九
年
六
月
ま
で
村
助
役
を
つ

と
め
、
明
治
四
十
年
一
月
か
ら
明
治

四
十
四
年
一
月
ま
で
村
長
を
し
ま
し

た
。
村
長
在
任
中
、
明
治
四
十
一
年

の
内
務
省
令
に
よ
る
神
社
合
併
を
積

極
的
に
進
め
、
小
県
郡
で
は
類
例
が

な
い
ほ
ど
徹
底
し
た
和
神
社
へ
の
合

祀
を
成
し
遂
げ
た
人
で
も
あ
り
ま

す
。
明
治
四
十
三
年
に
は
、
和
尋
常

高
等
小
学
校
に
村
費
で
新
制
高
等
三

年
を
設
け
ま
し
た
。
県
下
で
こ
の
こ

ろ
高
等
三
年
を
置
い
た
の
は
、
長
野

県
師
範
学
校
付
属
小
学
校
を
除
い
て

は
南
信
の
赤
穂
、
東
信
の
小
諸
・
和

の
三
校
だ
け
で
し
た
。
帝
国
大
学
や

早
稲
田
大
学
な
ど
の
卒
業
生
を
教
員

と
し
て
迎
え
、
小
県
郡
内
の
他
村
か

ら
も
生
徒
が
通
う
ほ
ど
先
進
的
な
教

育
を
進
め
ま
し
た
。
大
正
六
年
か
ら

昭
和
六
年
四
月
ま
で
は
、
学
務
委
員

と
な
り
和
村
学
校
教
育
を
監
理
し
ま

し
た
。

　

文
之
助
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
材

木
商
と
し
て
財
を
成
し
た
の
か
堀
家

に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
東

深
井
に
は
文
之
助
が
建
て
た
屋
敷
が

今
も
残
り
、
上
質
な
材
を
羽
振
り
よ

く
用
い
た
重
厚
な
造
り
の
主
屋
は
、

往
時
を
追
想
し
ま
す
。

　

堀
文
之
助
の
曾
孫
と
な
る
文
和
氏

（
現
当
主
）
に
よ
る
と
、
文
之
助
の

父
は
利り

右う

衛え
も
ん門
と
い
い
、
後
に
文
之

助
を
名
乗
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。「
文

之
助
」
は
代
々
継
承
す
る
名

み
ょ
う
せ
き跡だ
っ

た
よ
う
で
す
。
利
右
衛
門
の
兄
弟
に

和
小
学
校
（
明
治
十
二
年
建
之
）
建

設
に
棟
梁
と
し
て
采
配
し
た
寿
吉
が

い
た
そ
う
で
す
。
和
小
学
校
の
棟
札

に
は
、
棟
梁
の
堀
寿
吉
と
と
も
に
大

工
の
名
も
連
な
っ
て
い
ま
す
が
、
堀

宇
作
・
堀
袈
裟
吉
の
名
前
が
あ
る
こ

と
か
ら
堀
一
族
に
は
、
大
工
を
業
と

す
る
人
も
い
た
よ
う
で
す
。
こ
う
し

た
縁
故
も
あ
っ
て
材
木
の
商
い
を
始

め
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
残
念

な
が
ら
創
業
の
経
緯
に
た
ど
り
つ
け

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

明
治
二
十
六
年
、
信
越
線
が
碓
井

峠
の
開
通
に
よ
り
関
東
と
結
ば
れ
、

明
治
二
十
九
年
に
は
地
元
の
請
願
に

よ
っ
て
上
田
駅
と
田
中
駅
と
の
間
に

大
屋
駅
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
優
良
な
材
木
を
豊
富
に
産

す
る
群
馬
県
に
鉄
道
が
つ
な
が
り
ま

し
た
。
文
之
助
は
鉄
道
の
貨
車
を

犂
身
に
使
わ
れ
た
用
材

　

犂
身
は
犂
耕
を
す
る
上
で
一
番
圧

力
が
掛
る
部
位
で
す
。
土
壌
を
切
り

進
む
力
と
犂
底
の
摩
擦
や
反
転
に
よ

る
犂
身
へ
の
負
担
を
軽
減
し
て
い
く

こ
と
は
、
松
山
犂
の
改
良
を
し
て
い

く
上
で
重
視
し
た
課
題
で
し
た
。

「
軽
く
て
丈
夫
」
を
宣
伝
文
句
と
し

て
い
た
松
山
犂
で
す
が
、
犂
身
だ
け

は
比
重
が
重
く
耐
湿
性
や
耐
久
性
に

優
れ
た
ケ
ヤ
キ
を
用
材
と
し
て
使
用

し
て
き
ま
し
た
。
大
正
末
期
に
は
ケ

ヤ
キ
の
調
達
が
難
し
く
な
り
ナ
ラ
が

主
流
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

犂
轅
に
使
わ
れ
た
用
材

　

犂
の
操
作
を
軽
快
に
す
る
た
め

に
、
犂
轅
は
比
重
が
軽
く
加
工
性
が

良
好
な
材
木
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
樹

種
と
し
て
は
、
タ
ラ
・ニ
レ・
サ
ワ
ラ
・

ツ
ガ
・
カ
ラ
マ
ツ
な
ど
単
価
の
安
い

雑
木
を
仕
入
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

大
正
末
期
に
な
る
と
、
犂
身
・
犂
轅

と
も
に
ナ
ラ
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

堀
材
木
店
と
の
取
引
き

　

『
明
治
三
十
四
年
総
勘
定
元
簿
』

に
よ
っ
て
犂
製
造
の
は
じ
め
は
堀
文

之
助
を
頼
り
に
材
木
を

仕
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
四
月
十
一
日

に
手
付
金
三
円
を
入
れ
、

四
月
十
六
日
に
犂
十
四
挺

分
（
七
円
十
銭
）
の
犂
用

材
が
納
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
後
五
月
十
九
日

に
二
十
挺
分
、
十
二
月
十

九
日
に
一
一
一
本
が
届
き
、

事
前
に
手
付
金
と
し
て
三

円
あ
る
い
は
五
円
を
入
れ

て
取
引
さ
れ
て
い
ま
す
。

原
造
日
記
を
み
る
と
当
時

か
ら
堀
文
之
助
の
材
木

店
は
大
屋
に
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
帳
簿
に
は「
堀
文
」

と
も
記
さ
れ
、
『
材
木
通か

よ
い

帳ち
ょ
う

　

堀
材
木
店
』
で
屋

号
と
し
て　
（
ヤ
マ
ホ
）が
使
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
れ
ま
す
。

　

次
第
に
、
よ
り
良
質
な
木
材
を
求

め
て
地
元
の
材
木
商
と
の
取
引
は
、

明
治
三
十
九
年
頃
に
な
る
と
上
田　

小
山
材
木
店
へ
移
行
し
て
い
き
、
取

引
量
は
漸
減
し
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
『
自
昭
和
四
年
七
月　

至
昭
和

五
年
七
月　

鉄
工
、
犂
製
明
細
帳
』

を
み
る
と
、
帝
林
（
帝
室
林
野
管
理

局
の
こ
と
か
）
か
ら
約
三
三
〇
〇
本

買
い
入
れ
る
の
に
、
信
越
線
大
屋
駅

近
く
の
堀
材
木
店
に
荷
下
ろ
し
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
推
量
さ
れ
ま
す
。
堀

材
木
店
の
材
木
置
き
場
に
保
管
さ
れ

た
買
付
け
材
を
丑
松
と
い
う
運
び
人

に
よ
っ
て
塩
川
の
松
山
犂
製
作
所
ま

で
移
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
『
大
正
十
五
年　

仕
訳
日
記
帳
』

を
み
る
と
、堀
喜き

久く

平へ
い（
記
載
の
マ
マ
）

の
名
が
取
引
先
に
み
え
ま
す
。
堀
文

之
助
は
後
年
、
弟
の
幾き

久く

平へ
い
（
明
治

七
年
生
ま
れ
）
に
大
屋
の
店
を
譲
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
大
正

七
年
の
帳
簿
に
「
喜　

」
と
い
う
記

載
が
あ
る
の
で
、
大
正
期
中
頃
に
は

幾
久
平
が
材
木
店
を
経
営
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

昭
和
四
年
秋
か
ら
の
金
融
恐
慌
に

よ
っ
て
東
京
深
川
で
は
多
く
の
材
木

問
屋
が
倒
産
し
ま
し
た
。
堀
材
木
店

も
株
価
暴
落
の
影
響
を
受
け
経
営
難

と
な
り
、
そ
の
後
、
店
を
閉
じ
て
い

一
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に
あ
る
鹿
沢
温
泉
は
江
戸
期
に
は
祢

津
領
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
中
村
健

太
郎
と
の
取
引
は
湯
の
丸
高
原
を
越

え
た
身
近
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
よ
う
で

す
。

　

因
み
に
一
月
二
十
八
日
に
持
参
し

た
兎
は
、
二
月
五
日
に
氷
豆
腐
の
製

造
作
業
を
し
た
あ
と
原
造
は
兎
を
潰

し
て
、
作
業
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
豊

三
郎
と
調
理
し
た
そ
れ
を
肴
に
酒
を

呑
ん
で
い
ま
す
。

　

届
い
た
材
木
は
、
帳
簿
に
よ
る
と

タ
ラ
五
十
九
本
代
と
し
て
五
円
九
十

銭
を
支
払
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
単
価
は
一
本
十
銭
。
後
の
取
引

と
比
べ
て
ず
い
ぶ
ん
安
価
で
す
。
数

日
後
の
一
月
三
十
一
日
の
欄
に
「
中
健

へ
材
木
代
ノ
内
ト
シ
テ　

酒
新
古
合

ワ
セ
四
斗
渡
ス
」
と
い
う
記
載
が
あ

り
ま
し
た
。
酒
造
業
を
営
む
田
中
新

太
郎
の
事
業
も
手
伝
っ
て
い
た
原
造

と
し
て
は
、
資
金
が
足
り
な
い
と
こ

ろ
手
近
に
あ
る
酒
を
材
木
代
に
替
え

て
渡
し
た
の
で
し
ょ
う
。
材
木
を
伐

り
出
す
杣そ

ま

た
ち
に
、

作
業
の
節
目
に
は
樽

酒
が
振
る
舞
わ
れ
て

い
た
（
『
嬬
恋
村
の

民
俗
』
よ
り
）の
で
、

中
村
健
太
郎
も
帰
り

荷
に
酒
樽
を
四
斗
も

積
ん
で
戻
る
の
は
、

も
っ
け
の
幸
い
だ
っ

使
っ
て
産
地
か
ら
材
木
を
買
い
入
れ

る
こ
と
に
目
を
付
け
た
の
で
し
ょ
う
。

大
屋
駅
前
通
り
の
上
田
に
向
か
っ
て

二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
先
に
店
を
構
え
、

店
の
裏
の
千
曲
川
沿
い
に
広
い
材
木

置
き
場
を
持
っ
た
よ
う
で
す
。
昭
和

二
十
四
年
に
堀
家
に
嫁
い
だ
葉
磨
子

さ
ん
（
文
和
氏
の
母
）
は
、
軽
井
沢

か
ら
碓
氷
峠
を
越
え
た
群
馬
県
の

安あ
ん
な
か中
か
ら
も
材
木
を
買
い
付
け
て
い

た
と
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。
堀
家
は

和
村
深
井
で
は
、
「
木き

や屋
」
と
よ
ば

れ
て
き
ま
し
た
。

　
中
村
健
太
郎
と
の
取
引
の
は
じ
ま
り

　

明
治
三
十
八
年
ご
ろ
か
ら
多
量
な

犂
用
材
を
納
め
て
い
た
人
物
に
嬬
恋

村
田
代
の
中
村
健
太
郎
が
い
ま
す
。

　

原
造
の
日
記
を
追
っ
て
、
中
村
健

太
郎
と
の
取
引
の
始
ま
り
を
探
し
て

み
ま
し
た
。『
明
治
三
十
六
年　

松

山
原
造
日
記
』
一
月
に
よ
う
や
く
そ

の
初
め
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。「
一
月
十
二
日　

田
代
ヨ
リ
材
木

売
ニ
来
ル
」
突
然
、
田
代
か
ら
材
木

を
売
り
に
来
た
人
が
い
る
と
記
し
て

い
ま
す
。
丁
度
こ
の
日
は
、
近
所
の

青
木
利
重
と
こ
れ
か
ら
の
材
木
調
達

に
つ
い
て
話
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
と

も
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
日
、
材
木

買
付
け
の
約
束
を
し
た
の
で
し
ょ

う
。「
一
月
二
十
六
日　

午
后
九
時
田

代
中
村
健
之
助
（
一
月
二
十
八
日
の

来
訪
者
欄
は
健
太
郎
に
訂
正
し
て
い

る
）
ヨ
リ
犂
用
材
木
来
リ
タ
リ
シ
」

「
一
月
二
十
八
日　

夕
方
中
村
健
之

助
氏
来
リ　

兎
一
頭
ヲ
土
産
ト
シ
テ

頂
キ
タ
リ　

夕
飯
后
十
一
時
仝
人
ヨ

リ
犂
用
材
ト
仝
人
所
有
栃
板
共
三
台

着
荷
セ
リ
」
二
十
六
日
に
先
ず
材
木

が
届
き
、
翌
々
日
の
二
十
八
日
の
夕

方
に
中
村
健
太
郎
が
兎
を
土
産
に
持

ち
な
が
ら
現
れ
た
あ
と
、
晩
遅
く
十

一
時
に
三
台
の
荷
が
届
い
て
い
ま

す
。「
三
台
の
荷
」
は
は
じ
め
、
人
が

牽
く
荷
車
か
と
推
量
し
ま
し
た
が
、

後
述
す
る
検
証
か
ら
馬
に
牽
か
せ
た

荷
車
の
よ
う
で
す
。
原
造
は
そ
の
日

の
天
候
に
つ
い
て
「
未
明
か
ら
一
日
中

わ
ず
か
ず
つ
の
降
雪
が
あ
り
、
夜
に

な
っ
て
凍
っ
た
」と
記
し
て
い
る
の
で
、

雪
道
で
材
木
を
載
せ
た
荷
車
が
難
渋

し
て
遅
く
到
着
し
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

嬬
恋
村
田
代
か
ら
和
村
（
現…

東

御
市
和
）
の
単
鑱
双
用
犂
製
作
所
ま

で
中
村
健
太
郎
は
荷
よ
り
も
五
～
六

時
間
も
前
に
到
着
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
荷
車
と
は
別
の
道
程
で
来

た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
荷
車
は
主

要
道
を
通
っ
て
運
ば
れ
た
も
の
と
考

え
ま
す
。
上
州
街
道
で
鳥
居
峠
を
越

え
て
真
田
を
抜
け
て
か
ら
殿
城
を
通

り
芳
田
に
出
て
、
祢ね

つ津
道
か
ら
和
村

に
着
荷
し
た
の
で
し
ょ
う
。
一
方
、
一

足
先
に
着
い
た
健
太
郎
は
地
蔵
峠
越

え
を
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
祢

津
（
現…

東
御
市
祢
津
）
か
ら
地
蔵

峠
を
越
え
て
鹿か

ざ
わ沢
温
泉
に
至
る
信
州

祢
津
と
上
州
と
を
結
ぶ
道
は
、
山
の

湯
道
と
も
呼
ば
れ
地
元
の
人
々
が
歩

く
道
で
し
た
。
群
馬
県
嬬
恋
村
田
代

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
後
、
八
月
十
一
日
に
は
槻つ

き

四

六
〇
本
と
タ
ラ
五
寸
四
ッ
を
一
七
二

本
。
十
二
月
十
四
日
に
は
槻
七
尺
が

一
〇
五
本
持
ち
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

犂
身
材
料
と
し
て
の
槻
と
犂
轅
材
料

と
し
て
の
タ
ラ
を
大
量
に
中
村
健
太

郎
を
通
し
て
仕
入
れ
始
め
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

中
村
健
太
郎
の
配
送
ル
ー
ト

　

嬬
恋
村
田
代
と
和
村
の
あ
る
小
県

郡
と
の
商
業
交
易
は
、
江
戸
期
か
ら

鳥
居
峠
を
越
え
て
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
上
州
街
道
と
よ
ば
れ
る
こ
の
道

は
、
群
馬
県
高
崎
か
ら
榛
名
・
吾
妻

を
経
て
上
田
に
通
ず
る
重
要
な
交
易

道
路
で
し
た
。『
嬬
恋
村
の
民
俗
』に

よ
れ
ば
鳥
居
峠
を
越
え
る
馬
は
明

治
・
大
正
期
は
一
日
八
〇
頭
～
一
〇
〇

頭
あ
り
、
上
州
側
か
ら
炭
・
木
材
・

繭
・
糸
を
運
び
、
信
州
上
田
か
ら
の

帰
り
荷
は
米
・
麦
・
日
用
品
を
付
け

て
戻
っ
て
い
ま
し
た
。

　

上
州
側
の
田
代
は
、
鳥
居
峠
を
越

堀  文之助の肖像写真
＜堀  文和氏　所蔵＞

大屋  堀材木店の通
かよいちょう

帳＜館蔵＞
明治39年１月～９月

堀  幾久平＜『昭和４年大屋橋開
通記念  写真帖』より＞
神川村村会議員として大屋橋竣
工にも尽力した

中村健太郎の肖像写真
＜中村輝一氏　所蔵＞
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え
た
信
州
側
の
渋
沢
・
大お
お
ひ
な
た

日
向
（
現

上
田
市
真
田
町
長お

さ

）
と
と
も
に
交
易

の
中
継
地
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
炭
の

仲
買
が
大
津
な
ど
か
ら
も
来
た
そ
う

で
す
。

材
木
の
仲
買
人
と
し
て

　

中
村
健
太
郎
は
自
分
の
持
ち
山
か

ら
木
を
伐
り
出
し
て
、
松
山
原
造
に

材
木
を
納
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ど

の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
人
物
な

の
か
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

田
代
で
中
村
健
太
郎
の
子
孫
に
尋

ね
あ
た
り
ま
し
た
。
曾
孫
に
あ
た
る

輝
一
氏
は
、
松
山
犂
製
作
所
に
先
祖

が
用
材
を
納
め
て
い
た
こ
と
を
伝
え

聞
い
て
い
ま
し
た
。
中
村
家
は
昔
か

ら
畑
作
を
し
て
い
て
、
樹
木
を
伐
る

杣
仕
事
は
し
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

中
村
健
太
郎
は
嘉
永
六
（
一
八
五

三
）
年
に
生
ま
れ
、
昭
和
八
年
三
月

に
七
十
歳
で
没
し
て
い
ま
す
。
健
太

郎
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
材
木
の
商

い
を
始
め
た
の
で
し
ょ
う
。
地
誌
か

ら
背
景
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

　
『
上
野
国
村
誌　

第
十
一
巻
吾
妻

郡
』
に
よ
れ
ば
明
治
十
年
の
田
代
に

は
三
六
五
人
が
住
み
馬
鈴
薯
・
そ
ば
・

粟
・
ヒ
エ
・
繭
（
『
嬬
恋
村
の
民
俗
』

に
は
田
代
は
冬
仕
事
に
炭
作
り
を
し

た
と
あ
る
）
を
作
り
暮
ら
し
て
い
た

よ
う
で
す
。
他
の
集
落
と
際
立
っ
て

異
な
る
の
は
牛
十
二
頭
と
と
も
に
馬

九
十
三
頭
が
飼
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
少
な
い
農
産
物
量
に
比
べ
て
馬

を
多
く
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
隣
の

干ほ
し
ま
た俣
で
は
冬
仕
事
と
し
て
木
挽
き
を

し
、
年
間
に
九
〇
〇
〇
枚
の
板
を
産

し
馬
も
一
五
〇
頭
飼
育
し
て
い
ま
し

た
。

　
『
嬬
恋
村
誌
』
に
よ
る
と
嬬
恋
村

の
中
心
地
で
あ
っ
た
大お

お
ざ
さ笹
は
明
治
期
、

近
く
の
干
俣
と
と
も
に
板
や
鍬
柄
の

生
産
が
盛
ん
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
田

代
は
鳥
居
峠
の
麓
に
あ
っ
て
大
笹
や

干
俣
で
産
し
た
板
や
鍬
柄
を
信
州
に

運
ぶ
馬
方
稼
ぎ
を
農
業
の
か
た
わ
ら

し
て
い
た
も
の
と
地
誌
な
ど
か
ら
推

測
し
ま
す
。こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、

中
村
健
太
郎
は
大
笹
や
干
俣
の
人
々

が
冬
仕
事
に
生
産
し
た
板
材
を
売
り

捌
く
仲
買
人
と
し
て
松
山
犂
製
作
所

に
犂
用
材
を
納
め
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

明
治
三
十
六
年
一
月
か
ら
始
ま
っ

た
中
村
健
太
郎
と
の
取
引
は
、
帳
簿

の
記
載
か
ら
大
正
九
年
五
月
ま
で
し

て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
ま
し
た
。

大
正
七
年
ご
ろ
に
な
る
と
丸
通
（
内

国
通
運
会
社
）
が
犂
の
輸
送
だ
け
で

な
く
材
木
の
搬
送
も
請
け
負
う
よ
う

に
な
り
、
中
村
健
太
郎
は
犂
材
の
運

搬
を
兼
ね
た
仲
買
人
か
ら
、
材
木
取

引
を
専
業
す
る
仲
買
商
に
替
わ
っ
て

い
っ
た
と
帳
簿
か
ら
推
量
さ
れ
ま
す
。

小
山
材
木
店

　

明
治
三
十
八
年
ご
ろ
か
ら
ケ
ヤ
キ

を
中
心
に
納
め
た
材
木
商
に
小
山
材

木
店
が
あ
り
ま
す
。
地

元
で
の
用
材
調
達
は
堀

材
木
店
か
ら
小
山
材
木

店
に
移
行
し
、
大
正
期

中
頃
ま
で
取
引
さ
れ
ま

し
た
。
帳
簿
の
運
搬
料

な
ど
か
ら
推
し
量
る
と

小
山
材
木
店
は
上
田
に

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
明
治
・
大
正
期
の

上
田
商
工
業
者
名
簿
を
調
べ
て
も
探

し
あ
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

原
造
と
の
取
引
の
き
っ
か
け
は
帳

簿
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

『
自
明
治
三
十
八
年
九
月　

庶
差
引

明
細
帳
』
に
小
山
材
木
店
の
記
載
頁

の
右
上
に「
青
柳
口　

小
山
材
木
店
」

と
あ
り
、
こ
の
青
柳
口
と
い
う
の
は

同
年
の
別
の
帳
簿
記
載
か
ら
上
田
馬

場
町
の
青
柳
辰
次
郎
と
い
う
犂
製
作

を
し
て
い
た
大
工
の
斡
旋
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

大
正
八
年
十
二
月
か
ら
東
京
都
芝

区
田
村
町
の　

小
山
材
木
店
（
小
山

寛
治
経
営
）
と
の
取
引
が
始
ま
り
ま

す
。
上
田
の
小
山
材
木
店
と
関
係
す

る
の
か
、
判
明
し
ま
せ
ん
。

そ
の
後
の
取
引

　

大
正
十
一
年
八
月
か
ら
富
山
周
太

郎
（
群
馬
県
沼
田
）
と
の
取
引
が
始

ま
り
、
そ
の
後
富
山
の
取
次
に
よ
り

須
田
徳
太
郎
（
所
在
は
不
明
）
や
帝

林
（
帝
室
林
野
管
理
局
の
こ
と
か
）

か
ら
用
材
が
入
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
ま
た
大
正
十
五
年
秋
か
ら
下
高

井
郡
の
宮
川
時
次
郎
に
よ
っ
て
中
野

や
湯
田
中
か
ら
材
木
が
納
入
さ
れ
ま

し
た
。
大
正
十
五
年
六
月
か
ら
北
安

曇
郡
大
町
の
宮
尾
良
政
と
の
取
引
が

始
ま
り
ま
す
。
当
時
の
仕
訳
日
記
帳

を
読
み
解
く
と
、
宮
尾
良
政
は
ナ
ラ

を
伐
り
出
し
、
鉄
道
で
搬
送
さ
れ
た

も
の
が
大
屋
駅
近
く
縣
村
西
海
野

（
現　

東
御
市
本
海
野
）
の
田
口
材

木
店
に
下
ろ
さ
れ
製
材
を
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

用
材
は
乾
燥
に
よ
っ
て
強
度
が
増

す
の
で
、
各
部
位
に
加
工
さ
れ
た
後

も
乾
燥
に
時
間
を
か
け
ま
し
た
。
松

山
犂
は
全
国
に
三
十
万
台
普
及
し
ま

し
た
が
、
入
念
な
乾
燥
を
必
要
と
す

る
犂
用
材
は
計
画
的
に
搬
入
さ
れ
、

貯
材
し
て
製
造
に
備
え
て
い
ま
し
た
。

（
文
中　

敬
称
略
）

参
考
文
献

『
松
山
原
造
翁
評
伝
』

昭
和
二
十
九
年　

岸
田
義
邦
著

『
松
山
の
あ
ゆ
み
』

昭
和
五
十
二
年　

松
山
株
式
会
社

『
嬬
恋
村
の
民
俗
』

昭
和
四
十
八
年　

群
馬
県
教
育
委
員
会
編

『
嬬
恋
村
誌　

上
巻
』
昭
和
五
十
二
年

『
上
野
国
郡
村
誌　

第
十
一
巻
吾
妻
郡
』

昭
和
六
十
年　

群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会

『
和
村
誌
』
昭
和
三
十
八
年

『
東
深
井
区
誌
』
昭
和
五
十
年

『
真
田
町
の
街
道
と
く
ら
し
』
平
成
六
年

『
年
表
で
み
る
大
屋
の
歴
史
』
平
成
元
年

『
大
屋
橋
開
通
記
念　

写
真
帖
』

昭
和
四
年

『
有
用
木
材
の
性
質
及
用
途
』

昭
和
四
年　

田
中
勝
吉
著

『
上
田
商
工
要
覧　
一
九
五
六
』

昭
和
三
十
一
年
上
田
商
工
会
議
所

大正期　北安曇郡大町（現 大町市）
ナラ材伐採のようす。「松山犂材木伐採
地」の標記がみえる＜館蔵＞

昭和５～７年ごろ
縣村西海野（現 東御市本海野）

田口製材場＜館蔵＞
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平成29年 記念館日誌

（写真１）はたらく馬フェス　第４回全国馬耕大会にて
八王子市高尾の森（４月29日）

（写真３）馬耕大会のようす （写真４）岡谷蚕糸博物館での研修（７月７日）

（写真２）はたらく馬フェス　出前授業

月日 曜日 内 容 ・ 実 施 事 項

1/24 火 平成28年度、会計及び業務監査

1/24 火 電機設備の定期調査
（中部電機保安協会）

2/8 水 第11回理事会

2/15 水 松本市立博物館より「年報2015」受贈

2/23・24 木・金 平成28年度博物館等関係職員研修会
（千曲市　長野県立歴史館）

2/27 月 第７回評議員会

2/28 火 第12回理事会

3/6 月 図書受贈「信濃国の城と城下町」
長野県立歴史館より

3/9 木 長野県知事宛
「事業報告等に係る提出書」提出

4/3 月 松山㈱新入社員研修来館

4/7 金 松山技研㈱新入社員研修来館

4/23 日 松山武理事長ご逝去（71歳）

4/29 土 第４回全国馬耕大会（はたらく馬フェス）
後援、参加（写真１、２，３）

5/22 月

長野県立歴史館より刊行物の受贈
　・信州の風土と歴史23「川」
　・長野県立歴史館「研究紀要」第23号
　・ 近代村絵図・地図の世界
　　「明治の地図はどうつくられたか」
　・長野県立歴史館収蔵文書目録16

月日 曜日 内 容 ・ 実 施 事 項

5/25 木 第８回評議員会

5/25 木 第13回理事会

5/30 火 日本のあかり博物館より
「館報第72号」受贈

5/30 火 長野県教育委員会宛「青少年を対象と
した取組等に関する実績報告」提出

5/30 火 農山漁村文化協会より季刊地域No29
「むらの仕事のカタチ」受贈

6/1 木 平成29年松山㈱新入社員出前研修

6/20 火 「写真アルバム上田・千曲・東御の昭和」
受贈（株式会社　いき出版より）

6/21 水 下高井農林高校へ図書等寄贈

7/1 土 米熊・慎蔵・龍馬会
平成29年度総会出席

7/7 金
岡谷蚕糸博物館及び、旧林家住宅他
視察研修会（松山記念館役員参加）
（写真４）

7/25 火 井関農機㈱新入社員研修来館

8/7 月 下伊那農業高校へ図書等寄贈

8/28 月
長野県立歴史館より企画展
「長野県誕生ー公文書・古文書から読
みとくー」受贈

10/18 水 館報「まつやま」第26号発行

10/20 金 第26回文化講演会



- 8 -

　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日
㈮
松
山

記
念
館
主
催
、
上
田
市
・
上
田
市
教
育

委
員
会
後
援
で
、
松
山
㈱
三
階
ホ
ー
ル
に

て
、
第
二
十
五
回
文
化
講
演
会
を
開
催
し

ま
し
た
。

　

講
師
に
、
長
野
県
林
務
部
森
林
政
策

課　

井
出
政
次
氏
を
お
願
い
し
、演
題『
み

ん
な
で
支
え
る
ふ
る
さ
と
の
森
林
づ
く

り
』
森
林・林
業
か
ら
見
た
「
信
州
の
山
」

の
魅
力
と
恩
恵
︱
を
テ
ー
マ
と
し
て
講
演

さ
れ
た
。…

（
聴
講
者
一
四
三
人
）

　

講
演
会
に
先
立
ち
、
主
催
者
を
代
表

し
て
松
山
武
理
事
長
が
挨
拶
に
立
ち
、
今

講
演
会
の
ご
後

援
を
い
た
だ
い

た
上
田
市
、
上

田
市
教
育
員
会

と
ご
多
忙
の
な

か
本
日
の
講
演

を
お
引
き
受
け

い
た
だ
い
た
講

師
に
お
礼
の
言
葉
を
述
べ
る
と
共
に
本
日

の
講
演
の
テ
ー
マ
に
寄
せ
て
「
木
材
エ
ネ

ル
ギ
ー
利
用
と
い
う
と
、
六
〇
年
前
に
見

た
木
炭
バ
ス
を
思
い
出
す
。
今
回
の
講
演

で
は
、
も
っ
と
ス
マ
ー
ト
で
新
し
い
技
術

を
用
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
話
が
お
聞

き
で
き
る
と
期
待
し
て
い
る
」と
述
べ
た
。

　

続
い
て
後
援
者
を
代
表
し
て
上
田
市

丸
子
地
域
自
治
セ
ン
タ
ー
産
業
観
光
課
の

横
井
久
一
課
長
は
、
地
域
農
業
の
現
状
、

課
題
を
指
摘
し
つ
つ
、
長
野
県
は
全
国
的

に
も
ワ
イ
ン
用
ぶ
ど
う
栽
培
の
適
地
と
し

て
注
目
さ
れ
て
い
る
と
し
、
丸
子
地
域
で

大
手
ワ
イ
ン
メ
ー
カ
ー
が
栽
培
し
て
い
る

「
椀ま

り
こ子

ヴ
ィ
ン
ヤ
ー
ド
」
が
先
の
伊
勢
志

摩
サ
ミ
ッ
ト
（
先
進
国
首
脳
会
議
）
の
夕

食
に
提
供
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
、

雨
が
少
な
く
晴
天
率
が
高
い
、
豊
か
な
生

態
系
が
あ
る
な
ど
様
々
な
地
域
特
性
を

活
か
し
な
が
ら
、
未
来
に
向
け
新
た
な
研

究
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
。

　

続
い
て
講
師
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
紹
介

さ
れ
、
講
演
に
入
っ
た
。

　

講
演
で
井
出
氏
は
、
初
め
に
長
野
県
の

美
し
い
山
々
を
紹
介
す
る
ビ
デ
オ
映
像
を

上
映
し
た
あ
と
、
長
野
県
が
平
成
二
十
六

年
に
制
定
し
た
「
信
州
山
の
日
」
（
七
月

の
第
四
日
曜
日
）
の
取
り
組
み
、
今
年
か

ら
国
民
の
祝
日
と
な
っ
た
「
山
の
日
」（
八

月
十
一
日
）
の
制
定
、
県
林
業
が
抱
え
る

課
題
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
用
等
に
つ

い
て
話
を
進
め
た
。

（
講
演
要
旨
）

一
、…「
信
州
山
の
日
」の
取
り
組
み
に
つ
い

て

・…

長
野
県
の「
山
」の
魅
力
・
価
値
・
課
題

・
制
定
に
検
討
経
過

・
「
信
州
山
の
日
」の
骨
子

・
制
定
を
契
機
と
し
た
取
り
組
み

・…

平
成
二
十
八
年
の
「
信
州
山
の
日
」
関

連
の
主
な
取
り
組
み

二
、…

長
野
県
が
進
め
て
い
る
「
木
の
文
化

の
再
生
」

・
日
本
は
森
の
国

・
戦
後
、
建
築
物
は
非
木
造
化
へ

・
木
の
良
さ
の
確
認

・
木
造
利
用
の
扉
開
か
れ
る

・…

失
わ
れ
た
六
十
年
、
木
の
文
化
の
再
生

に
向
け
た
挑
戦

三
、…

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
の
促
進
に
つ

い
て

・…

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
の

意
義

・…

県
内
の
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
ボ
イ
ラ

導
入
実
績

・
独
創
的
な
取
り
組
み

・…

バ
イ
オ
マ
ス
利
用
先
進
国
オ
ー
ス
ト
リ

ア
で
は

・…

木
質
ボ
イ
ラ
導
入
の
た
め
の
五
つ
の
原

則
・
木
質
ス
ト
ー
ブ
利
用
実
態
調
査
結
果

　

最
後
に
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
に
触

れ
、
森
林
資
源
の
循
環
作
用
（
植
え
る

→
育
て
る
→
伐
る
→
利
用
す
る
→
植
え

る
）
に
よ
っ
て
循
環
可
能
な
資
源
と
し
て

利
用
で
き
る
と
し
、
中
東
か
ら
輸
入
す
る

石
油
に
代
わ
っ
て
、
地
域
の
木
材
を
利
用

す
る
こ
と
で
地
域
経
済
の
活
性
化
に
寄
与

す
る
と
強
調
さ
れ
た
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

と
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

★
平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日
㈫
協
同

サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
第

十
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、

①
平
成
二
十
九
年
度
事
業
計
画
書
（案）
・

同
収
支
予
算
書
（案）
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、

出
席
者
全
員
の
承
認
を
得
た
。

②
そ
の
他
報
告
事
項
承
認
。

★
平
成
二
十
九
年
二
月
八
日
㈬
協
同
サ
ー

ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
第
十
一

回
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、

①
平
成
二
十
八
年
度
事
業
報
告
書
（案）
及

び
事
業
報
告
の
付
属
明
細
並
び
に
同
収

支
決
算
書
（案）
及
び
財
務
諸
表
等
を
、
監

事
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
後
審
議
さ

れ
、
出
席
者
全
員
の
承
認
を
得
た
。

②
理
事
・
監
事
改
選
の
件

　

理
事
全
員
及
び
監
事
一
名
が
次
回
の
定

例
評
議
員
会
の
締
結
時
に
任
期
満
了
に

な
る
。

　

よ
っ
て
、
理
事
七
名
全
員
と
監
事
の
一

名
再
選
重
任
を
お
願
い
し
て
了
解
を
得

て
、
次
回
評
議
員
会
に
上
程
す
る
こ
と
と

し
た
。

③
定
例
評
議
員
会
の
招
集
に
つ
い
て

　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
七
日
㈪
協

同
サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、

開
催
を
可
決
承
認
。

④
そ
の
他
報
告
事
項
承
認
。

★
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日
㈭
協

同
サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、

理
事
会
が
開
催
さ
れ
、
代
表
理
事
松
山

武
氏
辞
任
に
よ
り
、
先
の
評
議
員
会
に
お

い
て
選
任
さ
れ
た
理
事
松
山
久
氏
及
び
理

事
全
員
の
互
選
に
よ
り
松
山
久
氏
を
代

表
理
事
に
選
任
し
た
。

★
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
七
日
㈪
協
同

サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
第

七
回
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
、

①
平
成
二
十
八
年
度
事
業
報
告
書
（案）
及

び
事
業
報
告
の
付
属
明
細
並
び
に
同
収

支
決
算
書
（案）
及
び
財
務
諸
表
等
を
、
監

事
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
後
慎
重
審

議
さ
れ
、
出
席
者
全
員
の
承
認
を
得
た
。

②
評
議
員
七
名
が
本
定
時
評
議
員
会
の

終
結
の
時
に
任
期
満
了
に
な
る
。
勝
野
和

人
氏
は
本
人
の
要
望
も
あ
っ
て
退
任
、
新

任
に
西
野
入
政
典
氏
、
他
の
評
議
員
六

名
が
再
選
重
任
さ
れ
た
。

③
理
事
・
監
事
改
選
の
件

　

理
事
全
員
及
び
監
事
一
名
が
今
定
例
評

議
員
会
の
終
結
時
に
任
期
満
了
に
な
る

た
め
改
選
を
行
っ
た
。

　

理
事
七
名
全
員
が
再
選
重
任
、
監
事
一

名
が
再
選
重
任
さ
れ
た
。

④
そ
の
他
報
告
事
項
承
認

★
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日
㈭
協

同
サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、

第
八
回
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
、
松
山

武
理
事
辞
任
に
よ
り
、
新
理
事
に
松
山

久
氏
を
全
員
異
議
な
く
承
認
し
た
。

　

松
山
㈱
の
平
成
二
十
九
年
度
新
入
社

員
は
、
四
月
三
日
㈪
の
入
社
式
終
了
後
、

当
館
を
訪
れ
、
松
山
㈱
創
業
以
来
の
犂

及
び
犂
の
歴
史
を
研
修
し
た
。

開
館
日
数　
　

二
八
七
日

見
学
者
総
数　

六
四
〇
人

〈
内
訳
〉

　

県
外
（
含
む
外
国
）�

八
四
・
七
％

　

東
信�

一
二
・
五
％…

北
信�

一
・
九
％

　

南
信�

〇
・
六
％…

中
信�

〇
・
三
％

日
時
・
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日
㈮

場
所
・
松
山
㈱
三
階
ホ
ー
ル

講
師
・
長
野
県
短
期
大
学　

教
授

　
　
　

中
澤　

弥
子　

氏

演
題
・…「
伝
え
よ
う……

育
て
よ
う……

信
州
の

豊
か
な
食
文
化
」

文
化
講
演
会
開
催

理
事
会
開
催

松
山
㈱
新
入
社
員
の
研
修
見
学

平
成
二
十
八
年
度
当
館
見
学
者

第
二
十
六
回
文
化
講
演
会
決
定

評
議
員
会
開
催


