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大町山岳博物館創立60周年記念式典　牛越市長挨拶(平成23年11月3日)

｢
市
立
大
町
山
岳
博
物
館
創
立

0
0
周
年
を
迎
え
て
｣

牛
越
　
徹

重
文
大
町
山
岳
博
物
館
は
昭
和
2
6
年
]
月
に
誕
生
し
､
0
0
年

周
年
と
い
う
大
き
な
節
目
を
迎
え
ま
し
た
｡

日
月
3
日
､
多
-
の
皆
様
の
ご
臨
席
を
い
た
だ
き
記
念
式
典

を
開
催
い
た
し
ま
し
た
｡
こ
の
慶
事
を
市
民
の
皆
様
と
と
も
に

心
か
ら
お
祝
い
申
し
あ
げ
ま
す
と
と
も
に
､
今
日
ま
で
山
岳
博

物
館
を
支
え
､
育
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
､
心
よ
り
御

礼
申
し
あ
げ
ま
す
｡

大
町
市
は
､
市
民
参
加
と
協
働
の
も
と
､
目
指
す
将
来
像
を

｢
美
し
-
豊
か
な
自
然
､
文
化
の
風
薫
る
　
き
ら
り
輝
-
お
お

ま
ち
｣
と
し
て
市
政
を
進
め
て
お
り
ま
す
｡
将
来
像
の
実
現
の

た
め
に
山
岳
博
物
館
が
果
た
す
役
割
は
大
き
-
､
そ
の
使
命
は

｢
山
岳
文
化
都
市
の
形
盛
に
は
か
な
り
ま
せ
ん
｡

山
岳
博
物
館
の
創
設
時
､
燃
え
る
よ
う
な
熱
い
思
い
で
活
動

に
奔
走
さ
れ
た
方
々
や
､
支
援
し
て
い
た
だ
い
た
多
-
の
皆
様

の
精
神
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
な
-
､
山
岳
文
化
都
直
旦
言
に

謳
わ
れ
て
い
る
｢
2
 
1
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
山
岳
文
化
の
発
展
と

創
塗
を
目
指
し
て
､
自
然
と
人
と
が
共
生
す
る
ま
ち
づ
-
り

に
邁
進
す
る
こ
と
が
､
山
岳
博
物
館
の
重
要
な
責
務
だ
と
確
信

し
ま
す
｡
こ
れ
か
ら
も
地
域
で
の
教
育
文
化
の
向
上
を
基
軸
と

し
て
､
独
創
的
な
調
査
研
究
や
教
育
普
及
活
動
を
進
め
る
と
と

も
に
､
特
色
あ
る
観
光
の
拠
点
施
設
と
し
て
幅
広
い
活
動
を
続

け
て
ま
い
り
ま
す
｡
今
後
も
､
市
民
の
皆
様
と
と
も
に
歩
み
､

市
民
に
愛
さ
れ
､
親
し
ま
れ
る
山
岳
博
物
館
で
あ
り
続
け
る
た

め
に
､
更
な
る
ご
支
援
､
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い

申

し

上

げ

ま

す

｡
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大
町
山
岳
博
物
館
の
過
去
看
現
在
漢
未
来
(
上
)

君
塚
　
仁
彦

連
載
に
あ
た
っ
て

大
町
山
岳
博
物
館
創
立
0
0
周
年
､
市
民
の
皆
さ
ん

に
心
か
ち
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
｡
戦
後
ま
も
な
-

の
経
済
的
に
も
豊
か
と
は
い
え
な
い
時
期
に
設
立
さ

れ
た
直
営
の
公
立
博
物
館
が
､
地
域
住
民
に
支
え
ら

れ
な
が
ら
｢
還
暦
｣
を
迎
え
る
こ
と
自
体
､
現
在
の

日
本
で
は
大
変
貴
重
な
出
来
事
だ
か
ち
で
す
｡

『
山
と
博
物
館
』
の
今
日
子
と
次
号
と
に
わ
た
る
私
の

文
章
は
､
2
0
1
1
年
日
月
3
日
に
行
わ
れ
た
0
0
周

年
を
祝
う
記
念
式
典
で
の
講
演
天
町
山
岳
博
物
館

の
過
去
･
現
在
･
未
来
-
『
さ
ん
は
-
』
へ
の
期
待
｣

を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
す
か
､
主
に
､
大
町
山
岳

博
物
館
(
以
下
｢
山
博
｣
)
の
学
術
的
な
意
義
と
い
う
点

に
光
を
当
て
て
内
容
を
構
成
し
ま
し
た
｡
市
民
の
皆

さ
ん
に
は
あ
ま
り
馴
染
み
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
､
公
立
博
物
館
の
存
在
意
義
が
問
い
直
さ
れ
て

い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
､
改
め
て
そ
の
点
に
光
を
当
て

て
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
｡

ご
承
知
の
通
り
､
山
博
は
山
岳
文
化
を
メ
イ
ン

テ
ー
マ
と
す
る
日
本
で
は
珍
し
い
博
物
館
で
す
｡
し

か
し
そ
の
点
に
と
ど
ま
ら
ず
､
私
が
専
攻
し
て
い
る

博
物
館
学
の
世
界
で
は
､
こ
の
小
さ
な
博
物
館
で
連

綿
と
行
わ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
研
究
活
動
や

教
育
活
動
が
高
-
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
｡
地
方
都
市

に
あ
る
公
立
博
物
館
で
は
､
そ
の
存
在
意
義
か
ち
見

て
国
内
有
数
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
ま

せ
ん
｡
2
回
に
わ
た
る
連
載
で
は
､
こ
の
よ
う
な
学

術
上
の
評
価
や
､
山
博
か
ち
学
ぶ
公
立
博
物
館
の
底

力
､
そ
し
て
魅
力
な
ど
に
つ
い
て
期
待
を
込
め
て
お

伝
え
で
さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
｡

現
在
､
私
は
､
勤
務
先
の
大
学
で
学
芸
員
資
格
取

得
者
養
成
を
担
当
し
て
い
ま
す
｡
同
時
に
､
研
究
活

動
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
テ
ー
マ
の
一
つ
が
､
全

国
の
市
区
町
村
立
レ
ベ
ル
の
地
域
博
物
館
に
お
け
る

学
芸
活
動
､
と
り
わ
け
教
育
活
動
の
研
究
で
す
｡
そ

れ
ら
を
地
域
住
民
の
視
線
､
社
会
教
育
･
生
涯
学
習

の
視
点
で
考
察
し
､
そ
の
こ
と
を
通
し
て
､
地
域
で

運
営
さ
れ
て
い
る
公
立
博
物
館
の
役
割
や
存
在
意
義

を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
仕
事
の

一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
平
た
-
言
え
ば
､
｢
な
ぜ
､

地
域
に
教
育
研
究
機
関
と
し
て
の
公
立
博
物
館
が
あ

る
の
か
?
｣
｢
日
常
生
活
で
公
立
博
物
館
が
な
ぜ
必
要

な
の
か
?
｣
と
い
う
問
い
か
け
を
続
け
る
こ
と
､
考
え

続
け
る
こ
と
で
す
｡
山
博
は
､
そ
の
問
い
か
け
に
明

快
な
筈
を
出
し
て
-
れ
る
博
物
館
の
一
つ
で
す
｡

博
物
館
は
､
た
ま
の
休
日
に
楽
し
み
や
癒
し
の
た

め
に
行
-
､
あ
る
い
は
非
日
常
的
な
体
験
が
で
き
る

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
場
所
､
し
か
も
大
規

模
な
施
設
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
日
本
で
は
一
般
的

で
す
｡
そ
れ
も
事
実
で
す
｡
し
か
し
､
博
物
館
の
数

が
増
加
し
始
め
た
1
9
8
0
年
代
以
降
､
博
物
館
に

対
す
る
考
え
方
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
出
て
き
ま

し
た
｡
そ
の
一
つ
が
日
常
生
活
へ
の
視
点
で
す
｡
日

本
の
博
物
館
は
そ
の
大
半
が
中
小
規
模
で
す
が
､
生

活
に
密
着
し
た
中
小
規
模
の
公
立
博
物
館
は
私
た
ち

に
と
っ
て
大
切
な
存
在
だ
と
思
い
ま
す
｡
特
に
昨
年

は
東
日
本
大
震
災
が
あ
り
､
東
北
各
地
に
甚
大
な
被

害
が
生
じ
ま
し
た
が
､
今
後
､
自
然
環
境
や
文
化
を

含
め
た
｢
地
域
社
会
の
記
憶
庫
｣
と
し
て
の
公
立
博
物

館
が
見
直
さ
れ
､
活
用
さ
れ
､
改
め
て
そ
の
役
割
が

見
出
さ
れ
て
-
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
｡

以
前
よ
り
私
は
､
博
物
館
と
そ
の
館
が
あ
る
地
域

社
会
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
､
博
物
館
だ
け
で
は

な
く
､
で
き
る
だ
け
自
分
の
足
で
そ
の
土
地
を
歩
い

て
き
ま
し
た
｡
そ
し
て
博
物
館
の
学
芸
員
や
職
員
の

皆
さ
ん
､
博
物
館
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
関
わ
る
地
域

の
方
々
と
も
可
能
な
限
り
交
流
を
し
な
が
ゝ
づ
､
博
物

館
が
そ
の
地
域
の
ど
の
よ
う
な
価
値
を
掘
り
起
こ

し
､
そ
れ
を
情
報
化
し
､
人
び
と
に
ど
の
よ
う
に
伝

え
て
い
る
の
か
､
日
常
生
活
に
ど
の
よ
う
に
役
立
っ

て
い
る
の
か
を
考
え
続
け
て
い
ま
す
｡
大
町
そ
し
て

山
博
も
､
私
に
そ
の
思
い
を
強
-
さ
せ
て
-
れ
た
事

例
の
一
つ
な
の
で
す
｡

大
町
山
岳
博
物
館
と
私

大
町
山
岳
博
物
館
の
名
前
を
初
め
て
知
っ
た
の

は
､
1
9
3
3
年
､
大
学
で
博
物
館
学
を
担
当
さ
れ

て
い
た
伊
藤
寿
朗
先
生
の
講
義
を
聴
い
た
の
が
き
っ

か
け
で
す
｡
東
京
生
ま
れ
で
､
青
年
時
代
ま
で
を
埼

玉
県
や
千
葉
県
で
過
ご
し
た
私
は
､
高
度
経
済
成
長

期
の
典
型
的
な
衛
星
都
市
の
住
民
で
し
た
｡

山
へ
の
関
心
は
､
小
学
生
時
代
､
南
ア
ル
プ
ス
を

フ
ィ
ー
ル
ド
に
本
格
的
な
登
山
を
し
て
い
た
叔
父
に

蓼
科
山
へ
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
の
か
大
き
な

き
っ
か
け
で
し
た
｡
そ
の
経
験
を
通
し
て
､
子
供
な

が
ら
山
の
魅
力
に
一
気
に
取
り
憑
か
れ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
｡
成
長
す
る
に
つ
れ
て
山
歩
き
か
ら
登
山
へ

と
進
み
､
高
校
時
代
に
は
少
し
ば
か
り
の
山
道
具
を

揃
え
る
こ
と
が
で
き
､
友
人
と
登
山
す
る
よ
う
に
も

な
り
ま
し
た
｡
大
町
を
初
め
て
訪
れ
た
の
も
そ
の
頃

で
す
｡若

い
時
に
は
誰
し
も
同
じ
経
験
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
､
そ
の
頃
の
私
は
､
時
間
を
競
う
よ
う
な

こ
と
が
登
山
の
目
的
に
な
っ
て
し
ま
い
､
山
麓
の
街

や
文
化
な
ど
に
は
関
心
を
持
つ
力
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
｡
精
神
的
に
も
助
か
っ
た
私
に
と
っ
て
､
山
は

人
び
と
の
生
活
か
ら
切
り
離
れ
た
存
在
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
ま
し
た
｡
大
町
は
あ
-
ま
で
も
登
山
の
た

め
の
交
通
上
の
通
過
点
で
あ
り
､
そ
こ
に
山
と
文
化
､

山
の
自
然
を
テ
ー
マ
に
す
る
立
派
な
博
物
館
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
､
知
ろ
う
と

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡
何
と
も
浅
は
か
で
す
｡

そ
ん
な
私
が
大
学
の
授
業
で
大
町
山
岳
博
物
館
の

名
前
を
知
り
､
日
本
に
こ
ん
な
博
物
館
が
あ
っ
た
の

か
-
と
い
う
驚
き
を
感
じ
ま
し
た
が
､
そ
れ
が
日
本

の
博
物
館
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
館
で
あ
る
と
聞
い

て
､
行
か
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
に
な

り
ま
し
た
｡
登
山
が
大
好
き
な
自
分
が
山
博
の
存
在

も
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
恥
じ
入
る
気
持
ち
も
あ
り

ま
し
た
｡
2
0
数
年
も
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
､
私

が
最
初
に
訪
れ
た
山
博
は
オ
ー
プ
ン
し
て
3
年
後
あ

た
り
の
3
代
目
博
物
館
で
す
｡
課
題
レ
ポ
ー
ト
を
書

-
た
め
の
取
材
に
行
き
ま
し
た
｡

私
に
は
､
そ
の
時
に
見
た
展
一
不
の
印
象
が
と
て
も

強
く
残
っ
て
い
ま
す
｡
山
や
岳
の
自
然
や
人
々
の
暮

ら
し
､
登
山
の
歴
史
や
文
化
-
･
 
､
私
に
と
っ
て
た

だ
登
っ
て
下
る
だ
け
の
存
在
だ
っ
た
山
を
総
合
的
な

視
古
等
理
解
さ
せ
て
-
れ
る
う
え
で
大
き
-
役
立
ち

ま
し
た
｡
附
属
園
が
あ
っ
て
自
然
保
護
の
た
め
に
カ

モ
シ
カ
や
ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
の
に
は

大
変
驚
き
ま
し
た
｡
山
岳
博
物
館
に
動
物
園
が
付
い

て
い
る
な
ん
て
驚
き
だ
-
博
物
館
が
自
然
保
護
活
動

を
や
っ
て
い
る
-
と
､
大
学
に
戻
っ
て
や
や
興
奮
気

味
に
友
人
に
話
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
｡

そ
の
後
､
都
内
の
公
立
博
物
館
で
の
勤
務
経
験
を

経
て
､
母
校
に
戻
り
ま
し
た
｡
大
町
の
こ
と
は
念
頭

に
あ
り
続
け
ま
し
た
｡
な
に
せ
､
調
べ
れ
ば
調
べ
る

ほ
ど
､
当
時
の
博
物
館
学
の
書
物
で
山
博
を
取
り
上

げ
て
い
な
い
も
の
か
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
か
ら
で

す
｡
そ
の
後
､
地
域
博
物
館
に
関
心
を
持
つ
学
生
に
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責重な公民館,山博の記録資料が大量に保管されている

恵
ま
れ
､
自
主
ゼ
ミ
活
動
の
一
環
と
し
て
山
博
と
の

関
わ
り
を
持
た
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

そ
れ
以
降
､
草
創
期
の
功
労
者
の
方
々
へ
の
聞
き
取

り
調
査
や
博
物
館
や
大
町
公
民
館
に
残
さ
れ
て
い
た

博
物
館
設
立
･
運
営
に
関
す
る
膨
大
な
文
書
資
料
な

ど
の
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
-
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
｡
お
そ
ら
-
草
創
期
か
ら
の
こ
れ
ほ
ど
大
量
の

｢
､
＼
＼
ユ
ー
ジ
ア
ム
･
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
｣
を

保
存
し
て
い
る
博
物
館
は
国
内
で
は
極
め
て
珍
し
い

か
､
他
に
は
無
い
と
思
わ
れ
ま
す
｡
い
ず
れ
は
大
町

市
の
文
化
財
に
な
る
よ
う
な
も
の
が
出
て
-
る
と
思

わ
れ
ま
す
が
､
私
た
ち
ほ
そ
の
う
ち
約
1
0
0
0
点

を
目
録
に
い
た
し
ま
し
た
｡
何
人
も
の
学
生
が
大
町

で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
｡
最
後
に
1
枚
の
写
真
を

お
見
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
､
調
査
メ
ン
バ
ー
の

多
-
は
博
物
館
学
芸
員
と
し
て
の
道
を
進
み
､
現
場

で
活
躍
し
て
い
ま
す
｡
山
博
へ
の
お
祝
い
の
気
持
ち

と
と
も
に
､
大
町
市
､
館
員
の
皆
様
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
で
連
載
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
｡

大
町
彊
蝿
に
対
す
る
学
術
堕
評
価

2
0
-
1
年
は
｢
博
物
館
法
｣
が
制
定
さ
れ
て
0
0

年
目
に
あ
た
る
年
で
し
た
｡
戦
後
間
も
な
い
当
時
の

日
本
の
経
済
･
社
会
状
況
で
す
の
で
､
法
制
定
の
主

眼
は
公
立
博
物
館
の
設
置
促
進
に
あ
り
ま
し
た
｡
戦

前
に
も
法
制
定
の
動
き
は
あ
り
ま
し
た
が
､
実
際
に

法
律
が
で
き
た
の
は
戦
後
で
す
｡
博
物
館
関
係
者
の

法
制
定
へ
の
熱
意
は
強
-
､
そ
れ
が
背
景
に
あ
り
ま

し
た
が
､
法
隆
寺
金
堂
の
炎
上
と
い
う
不
幸
な
事
件

が
き
っ
か
け
で
文
化
財
保
護
法
が
で
き
た
こ
と
も
影

響
し
ま
し
た
｡

博
物
館
法
は
､
博
物
館
を
支
え
る
日
本
で
最
初
の

近
代
法
で
あ
り
ま
す
｡
制
定
当
時
､
さ
ま
ざ
ま
な
意

見
は
あ
り
ま
し
た
し
､
そ
れ
が
現
在
ま
で
尾
を
引
い

て
い
ま
す
が
､
特
に
､
教
育
基
本
法
･
社
会
教
育
法

を
母
法
に
し
た
｢
教
育
法
｣
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
､
博
物
館
が
公
民
館
･
図
重
層
と
と
も
に
｢
社
会

整
展
開
の
3
本
柱
｣
と
し
て
位
置
づ
け
ち
れ
た
の
か

他
国
に
類
例
を
見
な
い
日
本
の
博
物
館
行
政
の
特
色

で
あ
り
ま
す
｡

大
町
山
岳
博
物
館
は
､
1
9
5
1
(
昭
和
&
)
年
､

博
物
館
法
制
定
の
年
に
設
立
さ
れ
た
地
方
都
市
に
お

け
る
公
立
博
物
館
の
パ
イ
オ
ニ

ア
的
な
存
在
と
し
て
も
知
ち
れ

て
い
ま
す
｡
博
物
館
法
の
公
布

が
1
 
2
月
1
日
｡
大
町
山
岳
博
物

館
の
創
設
開
館
が
1
 
1
月
1
日
で

す
の
で
､
実
際
に
は
博
物
館
法

よ
り
も
1
カ
月
も
早
-
､
当
時

の
人
口
1
7
0
0
0
人
の
大
町

に
近
代
博
物
館
と
し
て
の
山
博

が
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
｡
博
物
館
学
を
総
合
的
に
取

り
扱
う
研
究
書
で
､
山
博
に
触

れ
な
い
も
の
は
余
り
あ
り
ま
せ

ん
｡
博
物
館
学
と
い
う
領
域
に

お
い
て
山
博
は
そ
れ
ほ
ど
有
名

な
館
で
す
｡
そ
の
位
置
づ
け
ら

れ
方
､
評
価
の
さ
れ
方
に
は
い

く
つ
か
の
観
点
が
あ
り
ま
す
｡

大
き
-
分
け
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
り
ま
す
｡

①
地
域
の
青
年
を
中
心
に
公
民
館
を
核
と
し
た

社
会
教
育
活
動
と
し
て
の
博
物
館
設
立
と
い
う

側
面

②
地
方
の
個
性
的
な
自
然
史
博
物
館
と
し
て
評

価
す
る
､
特
に
､
自
然
保
護
の
た
め
の
調
査
活

動
と
ラ
イ
チ
ョ
ウ
･
カ
モ
シ
カ
の
飼
育
活
動
へ

の
注
目

③
日
本
唯
一
の
総
合
的
な
山
岳
博
物
館
と
し

て
､
山
岳
文
化
を
取
り
扱
う
国
内
有
数
の
パ
イ

オ
ニ
ア
的
な
博
物
館
と
し
て
の
側
面

④
山
岳
博
物
館
を
中
核
に
｢
博
物
館
の
街
づ
-

り
｣
｢
博
物
館
都
市
構
想
｣
を
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
的
(
生
態
環
境
博
物
館
)
な
思
想
や
観
光
事
業

の
側
面
を
含
め
て
発
信
し
て
い
る
先
進
事
例
と

し
て
の
評
価

ま
ず
①
で
す
が
､
先
に
紹
介
し
た
博
物
館
学
研
究

者
で
あ
る
伊
藤
寿
朗
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
､
社
会

教
育
機
関
と
し
て
の
博
物
館
を
重
視
す
る
研
究
者

は
､
｢
地
域
の
青
年
を
中
心
に
公
民
館
を
核
と
し
た
社

会
教
育
活
動
が
､
町
長
の
協
力
の
も
と
に
町
当
局
を

も
動
か
し
て
生
ま
れ
た
｣
と
い
喜
重
昂
く
評
価
し
ま

す
｡
特
に
､
戦
後
間
も
な
い
時
期
に
､
公
民
館
を
舞

台
と
す
る
青
年
団
活
動
と
博
物
館
設
立
運
動
が
､
自

然
や
山
岳
文
化
を
テ
ー
マ
に
地
域
文
化
を
は
ぐ
く
む

形
で
設
立
･
展
開
さ
れ
た
こ
と
に
大
き
な
評
価
を
与

え
て
い
ま
す
｡

戦
後
の
地
方
都
市
に
作
ら
れ
た
特
徴
的
な
博
物
館

と
し
て
は
､
大
町
を
は
じ
め
と
し
て
､
ご
-
少
数
な

が
ゝ
ち
い
-
つ
か
の
事
例
が
あ
り
ま
す
｡
長
野
県
内
で

は
大
町
よ
り
や
や
時
期
は
遅
れ
ま
す
が
､
上
田
市
民

文
化
懇
談
会
に
よ
る
上
田
市
立
博
物
館
建
設
運
動
が

有
名
で
す
｡
山
博
と
共
に
戦
後
の
社
会
教
育
史
･
博

物
館
史
上
画
期
的
な
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡
少

数
の
人
び
と
の
情
熱
的
な
運
動
か
ら
一
定
の
市
民
的
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な
広
が
り
を
持
っ
た
運
動
と
し
て
展
開
し
ま
し
た

が
､
市
民
か
ら
広
範
な
支
持
を
得
ら
れ
ず
､
う
ま
く

い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
｡

次
に
②
と
③
を
評
価
の
軸
と
す
る
考
え
方
で
す

が
､
こ
れ
は
自
然
科
学
系
の
研
究
者
･
博
物
館
関
係

者
に
多
-
見
ら
れ
ま
す
｡
代
表
的
な
博
物
館
学
研
究

者
の
一
人
で
も
あ
る
､
千
地
方
道
先
生
の
ご
著
書
『
自

然
史
博
物
館
1
人
と
自
然
の
共
生
を
め
ざ
し
て
』
(
八

坂
童
尻
､
1
9
9
8
年
)
と
い
う
本
で
は
､
山
博
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
｡

評
価
で
す
｡

糸
魚
川
-
静
岡
構
造
線
に
そ
っ
て
西
側
の
地

塊
が
上
昇
し
､
今
日
見
ら
れ
る
日
本
ア
ル
プ
ス

の
成
長
し
た
の
は
第
四
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
新

し
い
造
山
運
動
に
よ
る
も
の
で
､
今
も
な
お
そ

の
運
動
は
続
い
て
い
る
｡
市
立
大
町
山
岳
博
物

館
は
わ
が
国
唯
一
の
山
岳
博
物
館
で
あ
り
､
日

本
ア
ル
プ
ス
の
自
然
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を

市
民
と
と
も
に
活
発
に
続
け
な
が
ゝ
ら
､
自
然
資

料
や
登
山
の
歴
史
を
展
示
し
て
い
る
｡
こ
の
博

物
館
の
す
ぼ
ら
し
い
調
査
研
究
の
一
つ
に
｢
ラ
イ

チ
ョ
ウ
の
生
態
調
査
｣
が
あ
る
｡
付
属
生
態
園
で

は
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
を
は
じ
め
､
日
本
ア
ル
プ

ス
の
生
物
が
飼
育
さ
れ
て
い
る
｡

戦
後
の
混
乱
が
ま
だ
十
分
に
治
ま
っ
て
い
な

い
1
9
5
0
年
代
の
初
め
､
公
民
館
の
青
年
部

に
集
ま
っ
て
い
た
若
者
が
中
心
と
な
っ
て
博
物

館
づ
-
り
が
ス
タ
ー
ト
し
た
｡
多
-
の
市
民
の

協
力
を
得
て
博
物
館
が
実
現
し
た
｡
博
物
館
を

育
て
充
実
さ
せ
て
ゆ
-
こ
と
は
引
き
続
い
て
行

わ
れ
､
二
度
､
三
度
の
改
装
･
新
装
に
表
れ
て

い
る
と
お
り
で
あ
る
｡
大
町
市
の
顔
と
も
い
え

る
館
だ
ろ
う
｡
(
中
略
)
こ
の
博
物
館
に
は
2
つ

の
｢
見
せ
る
も
の
｣
が
あ
る
｡
1
つ
は
本
館
の
裏

に
あ
る
付
属
園
で
あ
る
｡
特
別
天
然
記
念
物
の

ラ
イ
チ
ョ
ウ
と
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
を
は
じ
め
､

北
ア
ル
プ
ス
に
す
む
小
動
物
が
飼
育
さ
れ
て
い

る
｡
ま
た
コ
マ
ク
サ
な
ど
の
高
山
植
物
も
栽
培

さ
れ
て
い
て
､
北
ア
ル
プ
ス
の
自
然
を
そ
の
ま

ま
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
は
こ
の
博
物

館
に
ふ
さ
わ
し
い
や
り
方
で
あ
る
｡
他
の
1
つ

は
､
3
階
展
望
室
か
ら
の
北
ア
ル
プ
ス
の
展
望

で
あ
る
｡
自
然
の
つ
-
り
出
す
雄
大
な
風
景
は

そ
の
ま
ま
優
れ
た
展
示
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
の

2
つ
の
展
示
は
､
人
間
が
ど
ん
な
に
努
力
し
て

も
自
然
そ
の
も
の
に
は
か
な
わ
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
｡

ま
た
､
名
古
屋
大
学
教
授
で
あ
ら
れ
た
糸
魚
川
淳

二
先
生
は
､
著
書
『
日
本
の
自
然
史
博
物
館
』
(
東
京

大
学
出
版
会
､
1
9
9
3
年
)
の
中
で
､
大
町
山
岳
博

物
館
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
｡
②
③

の
視
点
と
④
の
視
点
､
つ
ま
り
､
山
岳
博
物
館
を
中

核
に
｢
博
物
館
の
街
づ
-
り
｣
｢
博
物
館
都
市
構
想
｣

を
エ
コ
､
､
＼
ユ
ー
ジ
ア
ム
的
(
生
態
環
境
博
物
館
)
な
思

想
や
観
光
事
業
の
側
面
を
含
め
て
発
信
し
て
い
る
先

進
事
例
と
し
て
の
評
価
､
と
い
う
点
を
併
せ
持
っ
た

さ
ら
に
糸
魚
川
先
生
は
､
山
博
草
創
期
メ
ン
バ
ー

の
一
人
で
あ
り
､
当
時
､
東
山
低
山
帯
野
外
博
物
館

の
内
山
慎
三
先
生
が
提
唱
さ
れ
た
｢
博
物
館
都
市
構

想
｣
を
高
-
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
｡
山
岳
博
物
館
を
核

と
し
て
､
7
つ
の
博
物
館
を
､
大
町
市
全
体
を
博
物

館
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ

せ
る
｡
ち
ょ
う
ど
私
が
大
町
に
調
査
に
入
っ
て
い
た

こ
ろ
､
内
山
先
生
に
も
長
時
間
お
話
を
う
か
が
う
機

会
が
あ
り
､
草
創
期
の
山
博
や
｢
ア
ル
プ
ス
博
物
館
都

市
｣
の
構
想
を
お
聞
き
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
､

先
生
が
数
年
前
に
お
亡
-
な
り
に
な
ち
れ
た
こ
と
は

誠
に
残
念
で
す
｡
阿
部
酉
与
先
生
か
ら
も
長
時
間
お

話
を
窺
い
ま
し
た
が
､
亡
-
な
ら
れ
た
と
お
聞
き
し

ま
し
た
｡
草
創
期
の
メ
ン
バ
ー
が
次
々
と
亡
-
な
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
は
寂
し
さ
を
感
じ
ま
す
｡

内
山
先
生
は
､
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
1
 
0
年
前
､

2
0
0
-
年
の
1
 
0
月
1
 
3
日
に
開
催
さ
れ
た
天
町
山
岳

博
物
館
創
立
5
0
周
年
記
念
式
典
｣
で
記
念
講
演
を
さ

れ
ま
し
た
｡
私
は
そ
れ
を
フ
ロ
ア
ー
か
ら
拝
聴
し
て

お
り
ま
し
た
｡
先
生
は
｢
大
町
市
に
お
け
る
山
博
の
役

割
｣
と
い
う
テ
ー
マ
で
力
強
-
話
を
さ
れ
ま
し
た
｡

天
町
固
有
の
文
化
､
そ
れ
は
山
岳
文
化
で
す
｡
北

ア
ル
プ
ス
の
自
然
と
山
岳
文
化
を
中
心
と
す
る
大
町

市
の
博
物
館
都
市
構
想
は
､
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

考
え
方
と
全
-
同
質
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
｣
と

述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
｡
そ
し
て
そ
の
構
想
は
､
山

博
に
関
わ
っ
た
学
芸
員
や
何
人
か
の
人
び
と
に
よ
っ

て
､
す
で
に
草
創
期
に
お
い
て
発
想
さ
れ
て
い
た
と

言
う
の
で
す
｡

1
9
8
0
年
代
後
半
か
ら
1
9
9
0
年
代
に
か
け

て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
博
物
館
学
者
､

ア
ン
リ
･
リ
ピ
エ
ー
ル
の
｢
エ
コ
ミ
ュ
ゼ
｣
の
構
想
｡

そ
れ
よ
り
も
早
-
､
日
本
の
一
地
方
都
市
で
あ
る
大

町
が
､
山
博
を
中
心
に
羽
田
健
三
先
生
が
主
導
さ
れ

た
｢
針
ノ
木
自
然
園
｣
や
海
川
庄
一
先
生
が
主
張
さ
れ

て
い
た
｢
木
崎
湖
を
中
心
と
す
る
水
商
圏
｣
構
想
な
ど

を
持
ち
､
さ
ら
に
は
､
市
街
部
の
い
-
つ
か
の
博
物

館
を
組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
博
物
館
都
市
構
想
を

持
ち
え
た
こ
と
｡
そ
れ
は
ま
さ
に
大
町
市
固
有
の
博

物
館
を
中
核
と
す
る
｢
山
岳
文
化
資
産
｣
で
あ
る
と

い
っ
て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
｡
し
か
も
そ
れ
が
机

上
だ
け
の
議
論
で
は
な
-
､
現
実
の
社
会
教
育
や
観

光
産
業
､
街
づ
-
り
と
も
切
り
結
ん
で
い
た
こ
と
は

大
変
重
要
な
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
｡
そ
の
構

想
は
､
内
山
先
生
に
よ
っ
て
｢
ア
ル
プ
ス
博
物
館
都
市

へ
の
実
験
｣
と
い
う
論
文
に
ま
と
め
ら
れ
『
重
文
大
町
山

岳
博
物
館
4
0
年
の
歩
み
』
に
も
聾
､
れ
て
い
ま
す
｡

内
山
先
生
は
記
念
講
演
で
､
｢
山
博
は
､
も
つ
と
館

の
外
に
出
て
､
現
地
に
立
っ
て
､
大
町
市
の
自
然
環

境
保
全
の
た
め
､
政
策
提
言
を
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
も

述
べ
ち
れ
て
い
ま
し
た
｡
公
立
博
物
館
も
行
政
機
関

の
一
つ
で
す
か
ら
､
直
接
的
に
政
策
提
案
や
問
題
解

決
と
い
う
場
面
を
作
り
出
す
こ
と
は
難
し
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
｡
し
か
し
内
山
先
生
と
し
て
は
そ
こ
を

打
破
し
､
よ
り
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
動
き
､
行
政
や
地
域

住
民
に
提
言
し
続
け
る
博
物
館
像
を
考
え
ら
れ
て
い

た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
公
立
博
物
館
の
あ
り
方
と
し

て
傾
聴
に
値
す
る
方
向
性
だ
と
考
え
ま
す
｡

山
博
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
動
き
を
見
る
と
､
そ
こ

に
は
常
に
動
態
的
な
博
物
館
構
想
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
｡
そ
れ
を
構
想
し
支
え
る

人
々
が
い
ま
し
た
｡
大
町
そ
し
て
山
博
は
静
態
的
で

は
な
い
の
で
す
｡
市
民
と
共
に
行
わ
れ
て
き
た
自
然

保
護
の
た
め
の
調
査
活
動
な
ど
が
評
価
さ
れ
る
の
も

そ
の
一
端
で
す
｡
現
時
点
で
考
え
る
と
､
草
創
期
か

ら
先
進
的
な
考
え
方
を
持
っ
て
活
動
を
展
開
し
て
い

た
山
博
は
､
博
物
館
学
研
究
の
中
で
､
存
在
そ
の
も

の
や
価
値
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
再
発
見
さ
れ
､
評
価

さ
れ
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
｡
<
続
く
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