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の
米
作
改
良
事
業

が
は
じ
ま
っ
て
、

ま
ず
小
県
郡
・
更

級
郡
・
埴
科
郡
・

上
高
井
郡
・
上
水

内
郡
の
五
郡
に
、

翌
二
十
六
年
に
は
下
高
井
郡
・
南
佐

久
郡
・
北
佐
久
郡
・
東
筑
摩
郡
で
も

は
じ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

福
岡
の
勧
農
社
か
ら
派
遣
さ
れ
た
農

事
教
師
は
「
明
治
三
十
一
年　

松
山

原
造
日
記
」
に
長
野
県
下
の
勧
農
社

員
名
簿
と
し
て
記
さ
れ
て
い
て
、
松

本
平
の
あ
る
東
筑ち

く
ま摩

郡
に
は
長
沼
信

吉
が
赴
任
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

農
会
報
の
記
載
な
ど
を
追
う
と
長
沼

信
吉
は
明
治
二
十
八
年
十
一
月
か
ら

東
筑
摩
郡
の
農
事
教
師
に
着
任
し
、

明
治
三
十
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
ま
で

松
本
平
で
改
良
農
法
を
指
導
し
た
よ

う
で
す
。
長
沼
信
吉
に
よ
っ
て
福
岡

農
法
の
抱か

か
え

持も

立っ
た
て

犂す
き

を
使
っ
た
馬
耕
が

松
本
平
で
奨
め
ら
れ
ま
し
た
。

犂
の
歴
史

　

犂
に
は
長ち

ょ
う
し
ょ
う
り

床
犂
と
無む

し
ょ
う
り

床
犂
が
あ
り

ま
す
が
、
長
床
犂
は
七
世
紀
ご
ろ
に

中
国
か
ら
遣
隋
使
や
遣
唐
使
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
す
。
当
時
の

政
府
は
日
本
中
に
広
め
よ
う
と
し
て

国
司
が
赴
任
す
る
際
に
こ
の
長
床
犂

を
持
た
せ
普
及
を
図
り
、
そ
れ
が
西

日
本
に
定
着
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し

た
。

　
一
方
、
無
床
犂
は
朝
鮮
半
島
か
ら

　

信
州
で
馬
に
犂
を
曳
か
せ
耕
や
す

こ
と
は
長
野
県
が
明
治
二
十
五
年
に

福
岡
農
法
と
い
う
新
し
い
農
法
を
取

り
入
れ
、
福
岡
か
ら
赴
任
し
た
農
事

教
師
が
馬
耕
を
教
え
た
の
が
は
じ
ま

り
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
近
年
、
松
本
市
立

博
物
館
所
蔵
の
犂
資
料
や
そ
の
地
域

に
残
る
古
文
書
か
ら
松
本
平
で
の
犂

使
用
が
江
戸
時
代
末
に
は
行
な
わ
れ

て
い
た
可
能
性
が
で
て
き
ま
し
た
。
信

州
で
の
犂
使
用
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て

再
検
証
し
、
松
本
平
に
ど
の
よ
う
に

馬
耕
が
は
じ
ま
っ
て
、
そ
の
後
ど
の
よ

う
に
普
及
し
て
い
っ
た
の
か
当
時
の
長

野
県
の
農
業
施
策
を
追
い
な
が
ら
検

証
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

明
治
時
代
の
農
業
施
策

　

明
治
維
新
に
な
る
少
し
前
に
日
本

は
鎖
国
を
解
き
ま
し
た
が
、
ペ
リ
ー
が

開
国
を
せ
ま
る
条
約
交
渉
に
際
し
て

幕
府
に
献
上
品
と
し
た
中
の
ひ
と
つ

が
日
本
に
入
っ
た
洋
式
農
具
の
最
初

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
の
ち
に
明
治
政

府
は
洋
式
農
法
を
取
り
入
れ
る
た
め

に
明
治
十
一
年
に
駒
場
農
学
校
を
開

設
し
ド
イ
ツ
式
の
農
法
が
教
え
ら
れ
、

ま
た
北
海
道
に
は
札
幌
農
学
校
が
設

立
さ
れ
て
ア
メ
リ
カ
式
の
農
法
が
教

え
ら
れ
プ
ラ
ウ
が
使
わ
れ
は
じ
め
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
農
学
校
を
つ
く

り
欧
州
や
ア
メ
リ
カ
の
農
法
を
広
め

る
た
め
に
生
徒
を
育
成
し
て
い
き
ま

し
た
。
し
か
し
洋
式
農
法
は
日
本
の

実
情
に
合
わ
ず
在
来
農
法
を
考
究
し

よ
う
と
い
う
動
き
に
な
っ
て
い
き
、
明

治
十
五
年
に
は
農
商
務
省
農
務
局
に

よ
っ
て
各
府
県
が
推
奨
す
る
篤
農
を

掲
載
し
た
『
府
県
老
農
名
簿
』
が
つ

く
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
十
六
年
に
三
大
老
農
の
ひ
と

り
、
福
岡
の
林は

や
し
え
ん
り

遠
里
が
農
業
教
師
を

育
成
す
る
勧か

ん
の
う
し
ゃ

農
社
と
い
う
団
体
を
作

り
ま
し
た
。
明
治
十
八
年
に
農
事
巡

回
教
師
設
置
令
が
出
さ
れ
こ
の
農
業

施
策
の
な
か
、
勧
農
社
で
養
成
さ
れ

た
人
た
ち
が
全
国
に
派
遣
さ
れ
て
い

き
ま
し
た
。
長
野
県
は
明
治
二
十
五

年
に
勧
農
社
か
ら
原
田
勝
三
郎
を
招

聘
し
、
福
岡
農
法
の
導
入
が
は
じ
ま

り
ま
す
。

松
本
平
で
の
本
格
的
な
犂
普
及

　

赴
任
し
た
原
田
勝
三
郎
は
福
岡
農

法
と
し
て
塩
水
選
種
・
短た

ん
ざ
く冊

苗な
わ
し
ろ代

・

馬
耕
な
ど
を
教
え
ま
し
た
。
こ
の
年

か
ら
福
岡
農
法
に
よ
る
三
カ
年
計
画

松
本
平
の
馬
耕
の
は
じ
ま
り

　
　
　
　
　
　

〜
ブ
リ
街
道
か
ら
の
犂
移
入
を
考
察
す
る
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

学
芸
員　

田
中　

壽
子

入
っ
た
も
の
で
、
こ
ち
ら
は
六
世
紀
ご

ろ
に
北
九
州
に
も
た
ら
さ
れ
福
岡
の

辺
り
で
ず
っ
と
使
わ
れ
て
き
た
犂
で

す
。
こ
の
犂
は
馬
の
後
ろ
で
抱
え
持
っ

て
操
作
す
る
の
で
抱か

か
え
も
っ
た
て
す
き

持
立
犂
と
呼
ば

れ
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
福
岡
農
法
を

教
え
る
農
事
教
師
た
ち
は
こ
の
犂
で

馬
耕
を
教
え
ま
し
た
。

　

松
山
原
造
も
明
治
二
十
九
年
か
ら

農
事
教
師
と
し
て
塩
水
選
種
・
短
冊

苗
代
、
抱
持
立
犂
に
よ
る
馬
耕
を
教

え
ま
し
た
。
こ
の
犂
は
底
に
す
り
床

が
な
く
深
く
土
に
差
し
込
ん
で
深
耕

が
で
き
る
の
で
、
こ
れ
を
使
う
こ
と
だ

け
で
も
米
の
反
収
が
上
が
っ
た
そ
う
で

す
。
し
か
し
こ
れ
で
均
一
に
反
転
さ
せ

て
い
く
に
は
熟
練
を
要
し
、
使
い
こ
な

す
の
に
三
年
く
ら
い
か
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
こ
で
松
山
原
造
は
農

事
教
師
を
し
な
が
ら
使
い
や
す
い
犂

の
考
案
試
作
を
重
ね
て
、
安
定
し
た

作
業
が
で
き
る
短
い
床
を
も
ち
犂
先

を
右
反
転
も
左
反
転
も
で
き
る
回
転

装
置
を
付
け
た

双
用
犂
を
発
明

し
、
明
治
三
十

四
年
に
単た

ん
ざ
ん

双そ
う

用よ
う
り犂

と
名
付
け

特
許
を
取
得
し

ま
し
た
。

　

双
用
の
犂
を

発
明
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
明
治

期
の
農
業
施
策

で
力
を
入
れ
て

い
た
乾
田
化
と
馬
耕
の
普
及
が
急
速

に
進
ん
だ
と
い
わ
れ
、
松
山
原
造
は

近
代
犂
の
祖
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

松
山
犂
は
明
治
三
十
四
年
か
ら
東

筑
摩
郡
へ
の
販
売
が
は
じ
ま
り
、
大

正
末
期
ま
で
に
は
後
述
す
る
よ
う
に

郡
下
に
使
わ
れ
る
犂
の
四
三
％
に
あ

た
る
九
四
六
台
が
普
及
し
ま
し
た
。

無床犂（抱持立犂）館蔵

長床犂　梶原遺跡出土（7世紀）

単 双用犂とその部位の名称

回
転
柄
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以
前
か
ら
松
本
平
で
は
長
床
犂
が
使

わ
れ
て
い
た
？

　

筆
者
は
昨
年
、
松
本
平
で
の
馬
耕

の
歴
史
に
つ
い
て
検
証
す
る
経
緯
の
中

で
、
抱
持
立
犂
と
は
異
な
っ
た
長
床

犂
の
型
式
を
持
つ
犂
が
松
本
平
で
江

戸
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

『
長
野
県
史  

近
代
史
料
編  
第
五
巻
』

に
掲
載
さ
れ
た
農
具
図
に
よ
っ
て
確

認
し
ま
し
た
。

松
本
平
の
古
記
録
に
残
る
犂
の
図

  

「
明
治
五
年
三
月 

筑
摩
郡
今
井
組

岩
垂
村 

農
具
略
絵
図
届
」
は
、
当
時

の
使
用
農
具
を
長
野
県
に
届
け
出
た

も
の
で
す
。
在
来
農
具
と
し
て
ど
の

よ
う
な
も
の
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、

良
い
も
の
は
選
び
出
し
て
推
奨
し
よ

う
と
い
う
政
府
の
農
業
施
策
の
中
で

調
査
が
あ
り
、
こ
の
農
具
図
は
岩い

わ
だ
れ垂

村
（
塩
尻
市
洗
馬
岩
垂
）
が
提
出
し

た
時
の
控
え
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
も

の
で
す
。
長
野
県
史
の
編
纂
者
が
地

域
に
残
っ
て
い
た
農
具
図
を
資
料
と

し
て
取
り
上
げ
収
録
し
た
こ
と
に
よ

り
、
江
戸
期
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た

農
具
の
中
に
松
本
平
で
は
長
床
犂
が

あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

松
本
市
立
博
物
館
の
長
床
犂

　

い
ま
ま
で
長
床
犂
は
長
野
県
で
は

使
用
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
が
、
岩
垂
村
の
農
具
図
に
あ

る
長
床
犂
と
同
じ
犂
が
松
本
平
で
使

わ
れ
て
い
た
痕
跡
を
探
す
た
め
に
松

本
市
立
博
物
館
に
収
蔵
す
る
農
具
の

調
査
を
し
ま
し
た
。
松
本
市
立
博
物

館
は
昭
和
四
十
三
年
に
日
本
民
俗
資

料
館
と
し
て
は
じ
ま
っ
て
い
る
よ
う

に
、
開
館
に
先
立
ち
古
い
民
具
の
蒐

集
に
力
を
入
れ
貴
重
な
在
来
農
具
を

収
蔵
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
重
要

有
形
民
俗
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て

い
る
農
耕
用
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち

犂
資
料
（
登
録
№
17
〜
21
）
を
調
べ

長
床
犂
四
点
と
無
床
犂
一
点
の
在
来

犂
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

そ
の
殆
ど
は
、
自
然
木
の
使
用
は

な
く
直
線
木
取
法
で
製
材
し
た
も
の

を
使
用
し
て
い
て
明
治
期
か
と
思
わ

れ
る
比
較
的
時
代
が
新
し
い
も
の
で
す
。

　

長
床
犂
の
う
ち
旧
南
安
曇
郡
梓
川

村
で
使
用
さ
れ
て
い
た
№
21
は
、
犂り

轅え
ん

に
自
然
木
を
使
用
し
今
井
組
岩
垂

村
の
犂
に
類
似
し
て
い
ま
し
た
。

　

長
野
県
で
長
床
犂
が
使
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、

西
日
本
に
多
く
分
布
す
る
こ
の
長
床

犂
が
ど
の
よ
う
に
し
て
松
本
平
に
入
っ

た
の
か
新
た
な
課
題
が
で
て
き
ま
し
た
。

安
曇
野
で
使
用
さ
れ
た
三
塚
犂

　

南み
な
み
あ
づ
み

安
曇
地
域
で
は
富
山
県
で
製
作

さ
れ
た
三み

つ
づ
か塚

犂
が
使
わ
れ
、
安
曇
野

市
豊
科
郷
土
博
物
館
に
は
た
く
さ
ん

の
三
塚
犂
が
収
蔵
（
旧
堀
金
村
民
俗

資
料
館
に
保
管
）
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
塚
犂
は
明
治
二
十
二
年
に
富
山
市

愛
宕
町
の
三
塚
宗
平
が
製
造
を
は
じ

め
、
明
治
二
十
八
年
に
は
抱
持
立
犂

様
の
犂
先
犂
ヘ
ラ
に
改
良
し
て
普
及

が
進
み
ま
し
た
。「
明
治
二
十
九
年　

大
日
本
農
会
報
一
八
三
号
」
に
は
大
日

本
農
会
第
三
十
三
回
農
産
品
評
会
の

優
良
農
具
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

松
山
記
念
館
に
は
三
塚
犂
の
広
告
ち

ら
し
や
明
治
四
十
年
代
の
共
進
会
の

資
料
が
あ
り
、
三
塚
犂
普
及
の
手
が

か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

い
つ
ご
ろ
か
ら
安
曇
野
で
使
わ
れ
だ

し
た
の
か
不
明
で
す
が
、
明
治
二
十

九
年
に
は
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
抱
持
立
犂
が
長
野

県
に
導
入
さ
れ
た
と
同
じ
こ
ろ
、
安

曇
野
で

三
塚
犂

が
使
用

さ
れ
て

い
た
こ

と
も
考

え
ら
れ

ま
す
。

　

筆
者
は
こ
の
三
塚
犂
が
新
潟
県
糸

魚
川
経
由
で
千ち

く
に国

街
道
を
通
じ
て
安

曇
野
に
入
っ
た
の
で
は
と
推
量
し
て
み

ま
し
た
が
、
千
国
街
道
の
通
過
地
で

あ
る
小お

た
り谷

村
や
白
馬
村
や
大
町
市
と

い
っ
た
北
安
曇
郡
に
は
三
塚
犂
が
使

用
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
り
ま
せ
ん
。一
方
、

江
戸
時
代
に
北
陸
地
方
か
ら
松
本
平

へ
物
資
を
運
ん
だ
経
路
に
は
糸
魚
川

経
由
で
千
国
街
道
を
使
う
ル
ー
ト
と

と
も
に
飛
騨
高
山
を
経
由
し
て
運
ぶ

野
麦
街
道
が
あ
り
ま
す
。
三
塚
犂
が

普
及
し
た
安
曇
野
は
野
麦
街
道
が
松

本
平
に
入
っ
て
山
麓
沿
い
に
北
へ
二
〇

㎞
ほ
ど
向
か
っ
た
辺
り
で
す
。
こ
の
信

州
松
本
と
飛
騨
高
山
と
の
商
品
流
通

を
担
っ
た
野
麦
街
道
か
ら
富
山
平
野

で
使
用
さ
れ
て
い
た
農
具
が
入
っ
て
き

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ブ
リ
街
道
か
ら
の
犂
移
入
を
古
文
書

記
録
で
点
検

　

長
野
県
に
は
大
晦
日
に
サ
ケ
を
食

べ
る
地
域
と
ブ
リ
を
食
べ
る
地
域
が
あ

り
ま
す
。
日
本
海
か
ら
溯
上
す
る
サ

ケ
を
千
曲
川
や
犀
川
で
漁
獲
し
て
年

取
り
に
食
べ
た
地
域
と
、
富
山
湾
で

獲
れ
た
ブ
リ
を
陸
路
運
ん
で
食
べ
た

地
域
で
す
。
こ
の
松
本
地
域
で
は
ブ

リ
が
食
べ
ら
れ
ま
し
た
。
十
二
月
に
富

山
湾
で
と
れ
た
ブ
リ
が
歩ぼ

っ

荷か

の
背
に

負
わ
れ
て
飛
騨
高
山
を
経
て
松
本
に

運
ば
れ
て
年
取
り
に
は
ブ
リ
が
食
べ

ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
ブ
リ
が
運
ば
れ
た
ル
ー
ト
を

通
っ
て
北
陸
で
使
用
さ
れ
て
い
た
長
床

犂
が
入
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
に

よ
り
江
戸
時
代
末
期
に
は
松
本
平
で

長
床
犂
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
を
持
ち
ま
し
た
。
こ
れ
を

検
証
す
る
に
あ
た
り
、
ブ
リ
の
運
ば

れ
た
野
麦
街
道
の
口く

ち
ど
め留

番ば
ん
し
ょ所

の
記
録

を
調
べ
、
通
り
荷
の
中
に
犂
が
な
い
か

点
検
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

口
留
番
所
の
記
録
を
調
べ
る

　

口
留
番
所
は
街
道
の
要
地
に
置
か

れ
た
小
規
模
な
関
所
で
、
藩
境
の
警

備
の
た
め
に
人
や
物
資
の
出
入
り
を

監
視
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
富
山
湾
で

獲
れ
た
ブ
リ
は
飛
騨
高
山
藩
の
政
治

経
済
の
中
心
地
で
あ
っ
た
高
山
に
運

ば
れ
、
高
山
の
魚
問
屋
を
経
て
信
州

に
運
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
道
筋
で
あ
る

野
麦
街
道
は
ブ
リ
街
道
と
も
い
わ
れ

松
本
平
に
北
陸
で
獲
れ
た
ブ
リ
や
塩

を
運
ん
だ
重
要
な
経
路
で
し
た
。

　

野
麦
街
道
は
高
山
を
出
る
と
飛
騨

側
に
上か

み
が
ほ
ら

ヶ
洞
口
番
所
が
あ
り
、
野
麦

峠
を
越
え
て
信
州
側
に
川
浦
番
所
・

大
白
川
番
所
・
橋
場
口
番
所
が
あ
り

松
本
平
に
入
り
ま
す
。

　

こ
の
街
道
を
通
過
し
た
荷
物
は
番ば

ん

所し
ょ
か
き
あ
げ
ち
ょ
う

書
上
帳
に
記
録
し
通
行
税
の
上
納

と
と
も
に
藩
に
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

上
ヶ
洞
口
番
所
の
「
上
ヶ
洞
口
御
番

所
口
役
銀
取
立
帳
」
が
飛
騨
郡
代
高

山
陣
屋
文
書
と
し
て
文
政
二
年
（
一
八

一
九
）・弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
八
月・

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
正
月
・
文
久

明治５年３月
筑摩郡今井組岩垂村  農具略絵図の犂
『長野県史　近代史料編　第五巻（二）』
より

三塚犂　広告ちらし（館蔵）
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犂
先
は
犂
床
か
ら
の
一
木
造
り
で
は
な

く
、
犂
幅
と
な
る
犂
先
の
エ
ラ
部
分

を
別
の
木
製
部
材
を
両
脇
か
ら
当
て

て
形
成
し
て
い
ま
す
。
ま
た
束
柱
は

犂
床
に
あ
る
ほ
う
が
幅
が
広
い
の
で
、

犂
床
の
裏
か
ら
差
し
込
ん
で
板
ヘ
ラ

を
保
持
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

板
ヘ
ラ
は
わ
ず
か
に
左
側
に
傾
斜
し

て
い
る
の
で
、
土
塊
は
左
側
に
反
転
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
犂
は
資
料
名
が「
み
ず
す
き
」

と
な
っ
て
い
て
、
呼
称
名
か
ら
田
に
水

を
は
っ
た
湛た

ん
す
い水

状

態
で
使
用
し
て
い

た
こ
と
が
推
量
さ

れ
ま
す
。

　

№
19
は
松
本
市
神
林
か
ら
収
集
し

た
犂
で
す
。
犂
先
は
犂
床
か
ら
の
一
木

造
り
で
す
が
、
犂
轅
は
調
整
し
た
角

材
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
鋳
物
製
犂

先
が
付
き
、
犂
先
は
先
端
か
ら
二
四
・

五
㎝
で
犂
幅
は
一
五
・
五
㎝
。
板
ヘ
ラ

は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
井
口
犂
の
形

式
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。

み
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
犂
は
、
四

角
枠
・
長
い
犂
床
・
下
降
し
た
直ち

ょ
く
え
ん轅・

ト
の
字
形
把と

っ
て手

が
あ
り
、
殊
に
板
ヘ

ラ
を
束つ

か
ば
し
ら柱

で
支
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た

犂り

轅え
ん

と
犂り

身し
ん

は
縄
で
連
結
し
て
い
る

特
徴
を
持
ち
ま
す
。
特
異
な
部
位
で

あ
る
束
柱
に
つ
い
て
、
河
野
氏
は
板
ヘ

ラ
に
作
用
す
る
切せ

つ
じ
ょ
う條

の
圧
力
に
耐
え

る
よ
う
に
板
ヘ
ラ
を
支
え
て
い
る
と
存

在
理
由
を
考
察
し
て
い
ま
す
。

松
本
平
の
長
床
犂
は
井
口
犂
？

　

松
本
市
立
博
物
館
所
蔵
の
犂
を
み

る
と
№
21
と
№
19
は
、
長
い
犂
床
・

下
降
直
轅
・
犂
身
と
犂
轅
の
縄
連
結
・

束
柱
に
支
え
ら
れ
た
板
ヘ
ラ
が
あ
り

井
口
犂
と
同
じ
形
態
を
し
て
い
ま
す
。

　

№
21
は
旧
南
安
曇
郡
梓
川
村
（
現

松
本
市
梓
川
）
か
ら
収
集
し
た
も
の

で
、
犂
轅
に
丸
太
の
自
然
木
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
鋳
物
製
犂
先
は
な
く

な
っ
て
い
て
、
犂
先
を
嵌
め
て
い
た
装

着
部
分
に
は
溝
痕
が
残
っ
て
い
ま
す
。

四
年
（
一
八
六
四
）
三
月
の
も
の
が
、

ま
た
松
本
藩
側
で
は
明
治
四
年
の「
橋

場
口
運
上
銭
取
立
書
上
帳
」
が
残
っ

て
い
る
の
で
、
犂
が
通
行
し
た
記
録
が

あ
る
か
調
べ
て
み
ま
し
た
。
し
か
し
残

念
な
こ
と
に
飛
騨
側
の
上
ヶ
洞
口
番

所
や
信
濃
側
の
橋
場
口
番
所
の
記
録

に
通
荷
と
し
て
犂
の
記
載
を
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

農
書
や
犂
資
料
の
分
布
か
ら
長
床
犂

の
使
用
地
を
考
察
す
る

　

西
日
本
の
博
物
館
・
資
料
館
に
収

蔵
す
る
犂
を
調
査
し
在
来
犂
の
広
域

比
較
か
ら
古
代
史
を
復
元
す
る
河
野

通
明
氏
は
、
大
和
政

権
の
支
配
が
行
き
と

ど
い
た
西
日
本
に
長

床
犂
が
多
く
定
着

し
、
ま
た
朝
鮮
系
渡

来
人
が
移
入
し
た
地

域
は
関
東
・
東
海
も

含
め
局
所
的
に
無
床

犂
が
定
着
し
、
形
態

の
遺
伝
子
を
残
し
つ

つ
犂
が
使
用
さ
れ
て

き
た
と
論
じ
て
い
ま

す
。
河
野
氏
は
一
連

の
在
来
犂
研
究
の
な

か
で
石
川
県
金
沢
市

の
大
野
湊
神
社
の
農

具
模
型
を
調
査
し
、

加
賀
藩
三
代
藩
主
前

田
利
常
が
改
作
法
の

実
施
の
成
功
を
祈
願

し
て
奉
納
し
た
も
の
で
あ
り
、
加
賀

地
方
の
馬
耕
は
十
七
世
紀
前
半
に
藩

の
政
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と
論
証

し
て
い
ま
す
。

　

北
陸
地
方
で
江
戸
時
代
か
ら
犂
耕

が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
農

書
に
、加
賀
国
石
川
郡
御
供
田
村
（
現

石
川
県
金
沢
市
）
の
土
屋
又
三
郎
が

著
し
た
「
耕こ

う
か
し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

稼
春
秋
」（
一
七
一
九
年
）

と
越
中
国
砺と

な
み波

郡
下
川
崎
村
（
現
富

山
県
小お

や

べ
矢
部
市
）
の
富
永
正
運
が
著

し
た「
私
家
農
業
談
」（
一
七
八
九
年
）

が
あ
り
ま
す
。
土
屋
又
三
郎
は
他
藩

で
は
大
庄
屋
に
あ
た
る
十と

む
ら
や
く

村
役
を
勤

め
、
ま
た
富
永
正
運
は
加
賀
藩
の
山

廻
役
や
産
物
裁
許
役
を
し
た
豪
農
で

加
賀
藩
で
の
農
業
の
実
態
を
記
し
ま

し
た
。
二
つ
の
農
書
に
は
長
床
犂
の
図

も
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
河
野
氏
は

砺
波
地
方
を
代
表
す
る
在
来
犂
の
井

口
犂
が
同
じ
構
造
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
ま
す
。

井
口
犂

　

井
口
犂
は
佐
伯
安
一
氏
の
富
山
県

の
在
来
犂
研
究
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ

た
犂
で
、
井
口
村
池
尻
（
現
富
山
県

南
砺
波
市
井
口
）
の
民
家
の
土
蔵
の

置
き
屋
根
の
裏
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら

名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
類
型
は
砺
波

市
本
町
の
小
正
月
の
作
り
も
の
に
も

野麦街道と番所

井口犂（南砺市教育委員会）
河野通明著「富山県の在来犂の分布とその
意味」より転載

一木造りではない犂床先端（裏）

№21 旧南安曇郡梓川村　
松本市立博物館蔵
犂床84㎝ 犂身88㎝ 犂轅159㎝
犂柱62㎝

宮永正運著 「私家農業談」より

土屋又三郎著「耕稼春秋」より
文中、湿田では犂ヘラに板を用いる
と記載
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は
革
新
一
号
二
号
が
長
野
県
奨
励
農

機
具
に
認
定
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
販

路
が
広
が
り
普
及
し
ま
し
た
。

松
山
犂
普
及
の
は
じ
め

　

松
山
犂
が
松
本
平
に
普
及
し
た
は

じ
ま
り
は
『
明
治
三
十
四
年　

松
山

原
造
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

松
山
原
造
は
明
治
八
年
に
小ち

い
さ
が
た県

郡
大

門
村
（
現
長
和
町
大
門
）
に
生
ま
れ

て
い
ま
す
が
、
祖
父
は
漢
学
者
で
近

隣
の
篤
農
家
の
子
弟
に
出
張
教
授
を

し
て
い
ま
し
た
。
祖
父
が
亡
く
な
る
時

の
遺
言
に
よ
り
高
弟
の
和か

の
う

村
（
現
東

御
市
和
）
の
田
中
新
太
郎
に
原
造
は

幼
く
し
て
預

け
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
人

は
堰
の
開
削

事
業
や
炭
鉱

経
営
を
し
た

事
業
家
で
、

原
造
が
犂
の

製
造
販
売
を

は
じ
め
る
と

き
に
資
金
援

助
を
し
て
く

れ
ま
し
た
。

原
造
は
明
治

三
十
三
年
秋

に
双
用
犂
を

完
成
さ
せ

て
、
翌
明
治

三
十
四
年
四

月
に
特
許
を

面
に
付
け
た
蝶
番
の
心
棒
を
軸
に
犂

身
の
底
部
と
連
結
し
反
転
を
円
滑
に

す
る
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
犂
は

後
に
真ま

ま

べ々部
（
現
安
曇
野
市
豊
科
高

家
真
々
部
）
で
本
格
的
に
製
造
さ
れ

て
安
曇
野
を
中
心
に
普
及
し
ま
し
た
。

　

筑ち
く
ま摩

犂
は
松
本
市
芳
川
に
開
嶋
熊

雄
が
昭
和
三
年
に
創
業
し
た
犂
で
、

昭
和
期
に
松
本
平
で
使
用
さ
れ
ま
し

た
。
松
山
記
念
館
で
所
蔵
す
る
革
新

二
号
は
最
も
普
及
し
た
型
式
に
な
り

ま
す
。
も
と
も
と
筑
摩
犂
製
作
所
は

ア
メ
リ
カ
か
ら
カ
ル
チ
ベ
ー
タ
を
輸
入

し
販
売
し
て
い
ま
し
た
が
犂
を
製
造

す
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
三
十
一
年
に

　

井
口
犂
と
類
似
す
る
二
つ
の
犂
の

存
在
か
ら
、
井
口
犂
が
富
山
平
野
か

ら
旧
南
安
曇
郡
梓
川
村
（
№
21
）
や

松
本
市
神
林
（
№
19
）
に
運
ば
れ
使

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
明
治
五
年
の
農
具
図

に
あ
る
今
井
組
岩
垂
村
の
犂
は
、
犂

轅
に
自
然
木
を
使
用
し
て
枠
内
小
把

手
を
持
つ
も
の
の
、
や
は
り
縄
連
結
が

あ
り
井
口
犂
に
類
似
し
た
構
造
を

持
っ
て
い
ま
す
。

　

明
治
五
年
の
農
具
図
は
こ
の
地
域

の
当
時
の
使
用
農
具
を
届
け
出
た
図

絵
な
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
井
口
犂
が
江

戸
時
代
末
期
に
は
松
本
平
で
使
わ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

野
麦
街
道
が
松
本
に
入
る
道
筋
は

梓
川
に
沿
っ
て
進
み
ま
す
が
、
№
21
と

№
19
が
梓
川
流
域
で
使
用
さ
れ
た
痕

跡
と
し
て
残
っ
た
こ
と
は
、
富
山
平
野

の
犂
が
ブ
リ
街
道
（
野
麦
街
道
）
を

通
じ
て
移
入
さ
れ
た
こ
と
を
傍
証
す

る
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

松
本
平
で
の
犂
普
及

　

長
野
県
発
行
の
「
大
正
十
五
年
三

月　

改
良
農
具
ニ
関
ス
ル
調
査
」
に

よ
っ
て
大
正
末
期
の
犂
普
及
状
況
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
正
十
四

年
末
に
一
三
、
四
七
七
台
普
及
し
て
松

山
犂
は
県
下
に
六
、
九
六
三
台
使
わ

れ
て
い
て
約
五
〇
％
の
シ
ェ
ア
が
あ
り

ま
し
た
。
次
い
で
上
田
犂
（
一
、
三
八

五
台
）、
山
﨑
犂
（
五
二
八
台
）、
鳥
羽

犂（
五
一
二
台
）、植
松
犂（
四
六
〇
台
）

波
多
犂
（
四
三
〇
台
）
が
県
下
に
多

く
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
で
は
、
松
本
平
の
あ
る

東
筑
摩
郡
で
の
普
及
状
況
も
み
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
郡
下
で
二
、
二
一
〇

台
が
普
及
し
て
松
山
犂
は
九
四
六
台

で
四
三
％
ほ
ど
、
次
い
で
波
多
犂
が
四

三
〇
台
、
鳥
羽
犂
が
三
六
二
台
使
わ

れ
て
い
ま
す
。

松
本
平
で
使
わ
れ
て
き
た
犂

　

大
正
末
期
、
松
山
犂
に
次
い
で
普

及
し
て
い
た
の
は
波
多
犂
で
す
。
波

多
村
の
波は

た
ご
し

多
腰
琢
次
が
抱
持
立
犂
に

似
た
犂
身
に
回
転
装
置
を
付
け
、
明

治
三
十
五
年
に
特
許
を
取
り
製
作
さ

れ
ま
し
た
。
松
山
原
造
が
明
治
三
十

四
年
に
こ
の
辺
り
で
普
及
を
始
め
た

の
で
、
機
能
を
真
似
た
犂
が
作
ら
れ

松
本
平
で
使
わ
れ
ま
し
た
。

　

鳥
羽
犂
と
も
呼
ば
れ
た
古
川
犂
は

古
川
榮
一
郎
が
安
曇
野
の
上
鳥
羽
村

で
明
治
三
十
八
年
に
創
業
し
て
い
ま

す
。
レ
バ
ー
を
左
右
に
動
か
す
こ
と
に

よ
っ
て
犂
床
が
傾
い
て
そ
の
先
端
に
付

い
た
犂
先
も
傾
く
作
用
で
、
犂
床
上

№20 旧南安曇郡三郷村
松本市立博物館蔵
犂床34㎝ 犂身104㎝ 犂先金具は欠。
犂床裏に鉄板を貼る

№18 旧南安曇郡三郷村　
松本市立博物館蔵
犂床73㎝ 犂身94㎝ 犂袁140.5㎝
犂柱50㎝。犂先金具は欠。犂釣部に耕槃
からの牽引力を調整する装置を付ける。

№17 旧南安曇郡梓川村
松本市立博物館蔵
犂身115㎝ 犂轅160㎝ 犂柱23㎝
犂先は後年の複製で未使用か。直棒犂身
で人引き犂として使われたのか軽量。

№19 松本市神林  松本市立博物館蔵
犂床83.5㎝ 犂身103㎝ 犂轅142㎝
犂柱65㎝

波多犂の広告ちらし（館蔵）筑摩犂　革新2号（館蔵）

松山犂古川犂（館蔵）
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申
請
し
た
あ
と
の
翌
五
月
に
田
中
新

太
郎
が
波
多
村
（
現
松
本
市
波
田
）、

山
形
村
に
開
通
さ
せ
た
黒
川
堰
の
開

通
式
に
参
列
し
ま
し
た
。
そ
の
際
に

犂
を
持
参
し
て
こ
の
地
域
の
農
事
教

師
だ
っ
た
長
沼
信
吉
に
見
せ
て
売
り

込
み
を
し
た
こ
と
な
ど
が
日
記
に
書

か
れ
て
い
ま
す
。

　

日
記
の
内
容
を
み
る
と
、
五
月
一
日

に
和
村
を
出
発
し
て
徒
歩
で
保
福
寺

峠
を
越
え
松
本
の
岡
田
に
出
て
、
松

本
駅
近
く
の
通
運
会
社
で
犂
を
受
け

取
っ
て
か
ら
伊
勢
町
で
波
多
の
馬
車

に
犂
を
載
せ
て
運
び
、
新
村
の
東
国

屋
に
宿
泊
し
て
田
中
新
太
郎
、
児
玉

彦
助
と
合
流
し
て
い
ま
す
。
東
国
屋

と
い
う
の
は
上
波
多
の
西
村
屋
の
角

を
少
し
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
宿
の

よ
う
で
す
。
翌
二
日
は
九
時
半
に
黒

川
の
上
流
か
ら
の
通
水
を
は
じ
め
十

二
時
に
竹
田
に
至
っ
た
と
完
成
の
よ
う

す
を
述
べ
、
こ
の
開
堰
で
一
〇
〇
町
歩

を
潤
す
こ
と
が
で
き
畑
地
か
ら
稲
田

に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
感
動
を

記
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
の
午
後
、
塩
原
福
一
の
苗
代

田
で
松
山
犂
を
初
め
て
使
用
し
た
と

あ
り
ま
す
。
三
日
は
朝
か
ら
波
多
の

舟
坂
久
郎
の
依
頼
を
受
け
松
山
犂
に

よ
る
馬
耕
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
巡
回

教
師
の
長
沼
信
吉
が
来
て
午
後
ま
で

試
運
用
し
、
使
い
や
す
さ
を
賞
賛
す

る
と
と
も
に
犂
の
注
文
を
し
て
く
れ
、

そ
の
際
に
長
沼
か
ら
犂
先
の
幅
を
狭

く
す
る
こ
と
を
提
案
さ
れ
た
と
あ
り

ま
す
。
松
山
犂
は
そ
の
後
に
甲
小
型

と
い
う
初
期
の
も
の
よ
り
犂
幅
の
狭

い
も
の
を
製
造
し
、
そ
れ
が
松
山
犂
の

普
及
型
と
な
る
の
で
す
が
こ
の
長
沼

信
吉
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
が
元
に
な
っ

た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
そ
の
晩
に
は
安
藤
善
一
が
宿

を
訪
ね
て
譲
渡
を
申
し
込
ま
れ
、
犂

を
売
り
渡
し
た
と
あ
る
の
で
、
松
本

平
で
の
松
山
犂
の
最
初
の
購
入
者
は

安
藤
善
一
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

四
日
の
波
多
か
ら
の
帰
路
に
松
本

町
の
長
沼
信
吉
と
面
会
し
た
と
こ
ろ
、

松
山
犂
の
割
引
を
申

し
込
ま
れ
大
い
に
損

失
で
あ
る
が
広
告
の

た
め
だ
か
ら
（
一
台

五
円
五
十
銭
の
と
こ

ろ
）
三
円
で
売
り
渡

し
た
と
あ
り
、
農
事

教
師
の
長
沼
信
吉
に

買
い
上
げ
ら
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
松
山
犂

は
こ
の
あ
と
松
本
平

で
の
普
及
が
進
む
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

松
山
記
念
館
に
は

波
多
の
塩
原
福
一
が

特
約
販
売
店
の
契
約

を
し
た
書
類
が
あ

り
、
こ
の
契
約
書
か

ら
塩
原
福
一
が
東
筑

摩
郡
と
南
安
曇
郡
の
一
手
販
売
を
認

可
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

黒
川
堰
開
通
に
よ
り
山
形
村
、
波
多

村
の
開
田
が
進
み
、
そ
の
開
田
の
広
が

り
と
と
も
に
こ
の
地
域
で
の
普
及
が
は

じ
ま
っ
た
の
が
松
山
犂
で
し
た
。

お
わ
り
に

　

松
本
平
で
の
馬
耕
は
、
明
治
二
十

年
代
後
半
に
抱
持
立
犂
（
無
床
犂
）

が
奨
励
さ
れ
る
よ
り
前
の
江
戸
時
代

か
ら
長
床
犂
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
地
域
に
残
る
古
文
書
や
収
集
保
管

さ
れ
た
在
来
犂
の
分
析
調
査
に
よ
り

わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
長
床
犂

が
富
山
県
砺
波
地
方
で
使
わ
れ
た
井

口
犂
と
同
型
で
、
梓
川
の
下
流
域
に

の
み
使
用
の
痕
跡
が
残
る
こ
と
か
ら
、

梓
川
に
沿
っ
て
信
州
松
本
へ
達
す
る

野
麦
街
道
を
通
じ
て
富
山
の
犂
が
移

入
し
た
と
考
察
さ
れ
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
明
治
期
半
ば
か
ら
安
曇
野
で
使

用
さ
れ
た
富
山
の
三
塚
犂
に
つ
い
て
も

同
じ
経
路
を
経
て
移
入
し
た
こ
と
が

推
量
で
き
ま
す
。

　

明
治
三
十
五
年
六
月
に
は
松
本
駅

が
開
業
し
、
鉄
道
を
使
っ
た
流
通
へ
と

商
品
の
移
送
が
変
化
し
ま
し
た
。
松

山
犂
は
明
治
三
十
八
年
富
山
県
東
砺

波
郡
出
町
神
島
村
（
現
砺
波
市
出
町

神
島
）
加
賀
美
孝
三
の
購
入
か
ら
富

山
県
へ
の
普
及
が
は
じ
ま
り
、
翌
三
十

九
年
二
月
に
は
加
賀
美
孝
三
と
東
西

砺
波
郡
一
手
販
売
の
特
約
販
売
店
の

契
約
を
結
ん
で
い
ま
す
。
犂
出
荷
の

帳
簿
を
み
る
と
同
氏
は
明
治
三
十
八

年
と
三
十
九
年
で
五
十
三
台
を
取
扱

い
、
そ
の
後
も
拡
販
が
進
み
砺
波
地

方
で
多
く
の
松
山
犂
が
使
わ
れ
ま
し

た
。

　

富
山
平
野
か
ら
ブ
リ
街
道
（
野
麦

街
道
）
を
経
て
牛
馬
の
背
で
運
ば
れ

移
入
し
た
犂
に
は
じ
ま
る
信
州
の
馬

耕
で
す
が
、
半
世
紀
を
経
て
松
山
原

造
の
発
明
に
よ
る
近
代
犂
が
今
度
は

信
州
か
ら
鉄
道
を
使
っ
た
輸
送
で
富

山
平
野
に
普
及
し
た
こ
と
は
な
ん
と

も
不
思
議
な
回
り
合
わ
せ
で
す
。

【
参
考
文
献
】

・ 

矢
ヶ
崎
孝
雄
「
神
通
川
筋
飛
越
間
の
江
戸
末

期
に
お
け
る
商
品
流
通
」
人
文
地
理
一
二
巻

三
号
（
昭
和
三
十
五
年
）

・ 

長
野
県
教
育
委
員
会
「
歴
史
の
道　

調
査
報

告
書　

野
麦
街
道
Ⅳ
」（
平
成
八
年
）

・ 『
高
山
市
史　

街
道
編
下
』（
平
成
二
十
七
年
）

・  『
安
曇
村
誌　

第
二
巻
』（
平
成
九
年
）

・   『
長
野
県
史　

近
代
史
料
編　

第
五
巻
（
二
）』

（
平
成
元
年
）

・ 

胡
桃
沢
勘
司
「
前
近
代
的
交
通
体
系
下
の
鰤

輸
送
」
生
駒
経
済
論
叢　

第
七
巻
一
号
（
平

成
二
十
一
年
）

・ 

河
野
通
明
「
大
野
湊
神
社
奉
納
雛
型
農
具
と

加
賀
の
馬
耕
」
商
経
論
叢
31 （
平
成
七
年
）

・ 

河
野
通
明
「
近
世
農
業
と
長
床
犂
」
商
経
論

叢
46
（
平
成
二
十
二
年
）

・ 

河
野
通
明
「
富
山
県
の
在
来
犂
の
分
布
と
そ

の
意
味
」
神
奈
川
大
学
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ

グ
ラ
ム
『
人
類
文
化
研
究
の
た
め
の
非
文
字

資
料
の
体
系
化
』（
平
成
二
十
年
）

・ 

有
馬
洋
太
郎
「
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
年
に

お
け
る
上
総
地
域
の
犂
と
犂
耕
」
農
業
史
研

究
36
（
平
成
十
四
年
）

松本市立博物館所蔵の在来犂の分布図
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松山記念館日誌
月日 曜日 内容・実施事項

平成30年（2018）度

10/11 木 館報「まつやま」27号発行

10/12 金 第27回文化講演会
・演題「風土産業が未来を創る　～シルクからワインへ～」

10/16 火 上田市、上田市教育委員会へ第27回文化講演会「行事結果報告書」
提出

10/26 金 松本大学　松山犂講演会、講習会、実演会（西尾和実講師）

10/27 土 松本大学　講演会
「松本平の馬耕のはじまりと松山犂」（田中学芸員）

11/14
  ～18

水
〜
日

馬耕伝習会（西尾和実講師、田中学芸員）

12/13 木 第17回理事会
（中間事業報告及び平成31年度事業計画書、予算書等の承認他）

12/15 土 平成31年（2019）度事業計画書等の提出
（行政庁長野県へ）

平成31年・令和元年（2019）度

1/23 水 平成30年（2018）度、会計及び業務監査

2/5 火 第18回理事会（平成30年度事業報告及び決算書の承認）

2/14 木 平成30年（2018）度博物館関係職員研修会参加
於：更埴文化会館

2/15 金 平成30年（2018）度博物館関係職員研修会参加
於：長野県立歴史館

2/20 水 第11回評議員会（平成30年度事業報告及び決算書の承認）

2/24 日 第６回グリーンイメージ国際環境映像祭協力参加
（松山理事長、田中学芸員）

3/8 金 長野県知事宛「事業報告等の提出書」提出

3/14 木 松山㈱株主総会出席

4/1 月 松山㈱新入社員来館視察研修

4/5 金 松山技研㈱新入社員来館視察研修

4/5 金 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

4/24 水 馬耕講習会22名　マリコ・ヴィンヤードにて（西尾和実講師）

6/4 火 塩尻志學館高等学校へ図書等の寄贈

6/29 土 令和元年（2019）度　米熊・慎蔵・龍馬会定時総会出席

7/5 金 燕市産業史料館視察研修会（松山記念館役員参加）

8/21 水 長野県博物館協議会研究会
研究報告「松本平の馬耕のはじまり」（田中学芸員）

8/23 金 上田市、上田市教育委員会宛第28回文化講演会の「行事共催等申請
書」提出

8/23 金 地元塩川地区の皆さんへ、第28回文化講演会の案内回覧板手配

8/26 月 木曽青峰高等学校へ図書等の寄贈

8/29 木 上田市教育委員会より第28回文化講演会行事共催等承認

9/4 水 上田市より第28回文化講演会行事共催等承認

10/10 木 館報「まつやま」28号発行

10/11 金 第28回文化講演会
・演題「スキ・スキ・スキ・スキ・犂・スキ～いま、見直される畜力の利用～」

燕市産業史料館での研修（7/5）

マリコ・ヴィンヤードでの馬耕講習会（4/24）

馬耕伝習会の一般公開（最終日）（11/18）

馬耕伝習会
西尾評議員による実技指導（11/14）

馬と人の結びつきを考える会設立記念
大会（松本大学）
西尾評議員が「畜力犂と犂耕について」
と題し講義（10/26）
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平
成
三
十
年
十
月
十
二
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
七
回
文
化
講

演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

講
師
に
、
上
田
市
農
林
部
農
産
物

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
専
門
員
（
中
小
企

業
診
断
士
）
長
谷
川
正
之
氏
を
お
願

い
し
、
演
題
「
風
土
産
業
が
未
来
を

創
る
〜
シ
ル
ク
か
ら
ワ
イ
ン
へ
〜
」

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
久
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
頂
い
た
講
師
に
お
礼
の
言
葉

を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
本
日
の
講
演

の
テ
ー
マ
に
寄
せ
て
五
年
前
の
長
野

県
果
樹
試
験
場
小
林
文
彦
場
長
の

講
演
で
紹
介
さ
れ
た
「
信
州
ワ
イ
ン

バ
レ
ー
構
想
」を
紐
解
き
、「
本
日
の

テ
ー
マ
に
連
続
性
の
あ
る
講
演
を
事

前
の
心
構
え
と
し
て
役
立
て
た
い
」

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
鈴
木
卓
人
課
長
が
、「
今
月

二
十
五
日
に
す
ぐ
近
く
の
陣
場
地
区

で
メ
ル
シ
ャ
ン
の
ワ
イ
ナ
リ
ー
が
起

工
さ
れ
る
。
上
田
市
と
し
て
も
こ
の

ワ
イ
ナ
リ
ー
を
新
た
な
地
域
活
性
化

の
拠
点
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
本
日

の
講
演
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
」
と

挨
拶
さ
れ
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
長
谷
川
氏
は
、
ま
ず
、
独

自
の
「
風
土
」
の
思
想
を
確
立
し
、

風
土
に
根
差
し
た
産
業
、
暮
ら
し
、

地
域
づ
く
り
に
生
涯
を
さ
さ
げ
た
長

野
市
生
ま
れ
の
地
理
教
育
者
、
三
澤

勝
衛
（
み
さ
わ
か
つ
え
い
、
一
八
八

五
〜
一
九
三
七
年
）
の
人
物
と
そ
の

風
土
論
を
紹
介
し
、風
土
産
業
を「
風

土
と
は
、
大
地
と
大
気
の
お
り
な
す

一
大
化
合
物
で
あ
り
、
そ
れ
に
人
間

が
働
き
か
け
関
係
性
を
見
出
す
も

の
。
風
土
産
業
と
は
そ
の
風
土
と
調

和
し
た
産
業
の
こ
と
」
と
の
定
義
を

提
示
。
次
い
で
明
治
、
大
正
、
昭
和

と
上
田
、
小
県
郡
地
域
の
風
土
産
業

と
し
て
の
蚕
糸
業
（
シ
ル
ク
）
の
歴

史
を
先
覚
者
一
人
ひ
と
り
の
功
績
に

光
を
あ
て
な
が
ら
振
り
返
る
と
と
も

に
、
平
成
に
入
っ
て
は
ワ
イ
ン
用
ぶ

ど
う
生
産
全
国
一
位
と
な
り
、
一
昨

年
の
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
で
首
脳
会

議
に
供
さ
れ
た
東
御
市
の
ヴ
ィ
ラ
デ

ス
ト
ワ
イ
ナ
リ
ー
の
「
ヴ
ィ
ラ
デ
ィ

ス
ト
ヴ
ィ
ニ
ュ
ロ
ン
ズ
リ
ザ
ー
ブ

シ
ャ
ル
ド
ネ
２
０
１
４
」、勝
沼
市
、

上
田
市
の
シ
ャ
ト
ー
・
メ
ル
シ
ャ
ン

の
「
マ
リ
コ
・
ヴ
ィ
ン
ヤ
ー
ド
オ
ム

ニ
ス
２
０
１
２
」
な
ど
県
産
ワ
イ
ン

に
触
れ
な
が
ら
、
上
小
地
域
で
い
ま

始
ま
っ
て
い
る
ワ
イ
ン
産
業
の
大
き

な
発
展
は
シ
ル
ク
か
ら
受
け
継
が
れ

た
資
産
で
あ
る
と
し
て
、
風
土
産
業

の
視
点
か
ら
「
シ
ル
ク
か
ら
ワ
イ
ン

へ
」
の
流
れ
を
概
観
、
そ
の
共
通
す

る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
世
界
が
相
手
」

で
あ
る
と
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
松

山
犂
に
言
及
し
、「
松
山
原
造
翁
は
、

狭
く
傾
斜
地
の
多
い
信
州
の
風
土
に

見
合
っ
た
犂
を
作
れ
な
い
か
考
え
、

独
自
の
犂
を
明
治
三
十
三
年
に
発

明
。
特
許
取
得
、
特
許
権
の
始
祖
と

な
る
」
と
述
べ
、「
松
山
犂
は
風
土
産

業
の
賜
物
」
と
語
っ
た
。

★
平
成
三
十
年
十
二
月
十
三
日
㈭
協

同
サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い

て
、第
十
七
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、

①
平
成
三
十
一
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
三
十
一
年
二
月
五
日
㈫
協
同

サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い

て
、第
十
八
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、

①
平
成
三
十
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
定
例
評
議
員
会
の
招
集
に
つ
い
て

　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日
㈬
協

同
サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い

て
、
開
催
を
可
決
承
認
。

③
そ
の
他
報
告
事
項
承
認
。

★
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日
㈬
協

同
サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い

て
、
第
十
一
回
評
議
員
会
が
開
催
さ

れ
、

①
平
成
三
十
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
そ
の
他
報
告
事
項
承
認

　

松
山
㈱
の
平
成
三
十
一
年
度
新
入

社
員
十
六
名
は
、
四
月
一
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
。

　

松
山
技
研
㈱
の
平
成
三
十
一
年
度

新
入
社
員
四
名
は
、
四
月
五
日
㈮
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
七
三
日

見
学
者
総
数　

五
四
五
人　

〈
内
訳
〉

　

県
外
（
含
む
外
国
） 

六
五
％

　

東
信 

二
二
・
六
％

　

北
信 

一
一
・
二
％

　

南
信 

〇
・
二
％

　

中
信 

一
・
一
％

日
時
・
令
和
元
年
十
月
十
一
日
㈮

場
所
・
松
山
㈱
三
階
ホ
ー
ル

講
師
・
一
般
社
団
法
人
馬
搬
振
興
会

　
　
　

代
表
理
事　

岩
間　

敬 

氏

演
題
・ 「
ス
キ
・
ス
キ
・
ス
キ
・
ス
キ
・

犂
・
ス
キ
〜
い
ま
、
見
直
さ

れ
る
畜
力
の
利
用
〜
」

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
三
十
年
度
当
館
見
学
者

第
二
十
八
回
文
化
講
演
会
決
定

評
議
員
会
開
催


