
ら
か
ば
の
日
」
と
「
体
育
祭
」
の

時
期
を
ず
ら
し
て
開
催
す
る
よ
う

に
見
直
し
ま
し
た
。
特
に
「
し
ら

か
ば
の
日
」
は
、
町
会
ご
と
に
編

成
さ
れ
た
23
の
グ
ル
ー
プ
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
で
問
題
解
決
学

習
を
進
め
て
き
た
Ｋ
Ｍ
Ｄ
タ
イ
ム

の
活
動
と
伝
統
の
歌
声
を
、
日
常

の
学
び
の
成
果
と
し
て
発
表
・
発

信
す
る
機
会
と
し
、
生
徒
の
主
体

的
で
対
話
的
な
活
動
の
場
面
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

体
育
館
や
教
室
な
ど
を
会
場
に
、

英
語
劇
や
理
科
マ
ジ
ッ
ク
の
発
表

あ
り
、
地
域
食
材
の
活
用
と
い
う

テ
ー
マ
か
ら
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ

ン
を
し
た
り
、
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
や

フ
ル
ー
ツ
ポ
ン
チ
な
ど
を
ふ
る

ま
っ
た
り
し
て
い
る
ブ
ー
ス
あ
り

と
、
楽
し
い
雰
囲
気
の
中
で
自
主

運
営
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
多
く
の

グ
ル
ー
プ
が
、「
地
域
貢
献
」を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
活
動
を
重
ね
て
い

た
こ
と
が
印
象
的
で
し
た
。

　
「
去
年
ま
で
は
ス
テ
ー
ジ
に
上
っ

た
人
が
主
役
だ
っ
た
け
ど
、
今
年

は
自
分
た
ち
み
ん
な
が
主
役
に
な

れ
る
の
が
楽
し
い
」
と
語
っ
て
く

れ
た
三
年
生
の
笑
顔
が
清
々
し
い

「
し
ら
か
ば
の
日
」
で
し
た
。

　

信
明
中
学
校
の
「
飛
翔
祭
」
の

今
年
の
テ
ー
マ
は
「
僕
ら
の
手
で

つ
く
り
あ
げ
ろ
」
で
し
た
。

　

初
日
は
学
年
別
の
学
習
報
告
を

は
じ
め
広
島
平
和
式
典
や
姫
路
市

と
の
交
歓
キ
ャ
ン
プ
参
加
者
の
ス

テ
ー
ジ
発
表
が
あ
り
、
午
後
は
ク

ラ
ス
全
員
が
力
を
合
わ
せ
る
団
体

競
技
「
信
明
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
で

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

２
日
目
は
伝
統
の
「
合
唱
コ
ン

ク
ー
ル
」
を
開
催
し
、
各
ク
ラ
ス

の
思
い
が
一
つ
に
な
っ
て
素
敵
な

歌
声
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

２
０
２
１
年
度
か
ら
「
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
視
点
で

学
習
指
導
要
領
が
見
直
さ
れ
る
た

め
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
活
動
の
場
面

に
お
い
て
「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」

と
い
う
能
動
的
な
学
び
が
求
め
ら

れ
る
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
を
受
け
て
鎌
田
中
学
校
で

は
、
例
年
２
日
連
続
開
催
し
て
い

た「
し
ら
か
ば
祭
」を
、今
年
は「
し

実
り
の
秋
の
発
表
・
発
信

鎌
田
中
学
校

信
明
中
学
校

し
ら
か
ば
の
日

飛
翔
祭

　

鎌
田
中
学
校
で
は
９
月
28
日
（
土
）
に
「
し
ら
か
ば
の
日
」
が
、

ま
た
信
明
中
学
校
で
は
27
日
（
金
）・
28
日
（
土
）
の
両
日
「
飛
翔
祭
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
保
護
者
や
地
域
の
皆
さ
ん
の
来
場
を
得
て

盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

街かどの話題 144

平林 文成（征矢野町会）
鎌田中学校３年

鎌田中学校総合的学習
ベ ン チ を

製 作 し て 寄 贈

　

僕
た
ち
鎌
田
中
学
Ｋ
Ｍ
Ｄ
タ
イ

ム
の
征
矢
野
３
グ
ル
ー
プ
（
23
人
）

に
は
い
く
つ
か
の
「
壁
」
が
あ
り

ま
し
た
。

　

ま
ず
、
全
員
で
テ
ー
マ
と
す
る

地
域
の
課
題
を
話
し
合
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
毎
年
10
月
の
征
矢
野

の
野
々
宮
神
社
の
例
大
祭
は
人
出

が
少
な
く
て
さ
み
し
い
と
い
う
意

見
が
出
ま
し
た
。
町
会
の
人
た
ち

に
も
聞
い
て
み
る
と
、
同
じ
よ
う

に
感
じ
て
い
る
人
が
多
く
い
て
、

グ
ル
ー
プ
の
活
動
テ
ー
マ
は
「
お

祭
り
へ
の
参
加
」
と
決
め
ま
し
た
。

　

お
祭
り
に
積
極
的
に
関
わ
り
た

い
と
思
っ
た
の
で
、
屋
台
を
出
そ

う
と
考
え
て
、
町
会
の
担
当
の
方

に
話
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
金
銭

的
な
面
な
ど
で
難
し
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
他
に
出
来
る
こ
と
を

話
し
合
っ
た
と
き
、
お
祭
り
の
と

き
な
ど
境
内
に
は
座
る
場
所
が
な

い
の
で
「
ベ
ン
チ
を
作
っ
て
置
い

た
ら
ど
う
か
」
と
の
意
見
が
出
ま

し
た
。
町
会
役
員
の
方
の
了
解
を

も
ら
い
、
学
校
で
ベ
ン
チ
３
基
を

製
作
し
ま
し
た
。

　

作
る
と
き
は
電
動
ド
リ
ル
な
ど

の
道
具
の
使
い
方
を
覚
え
る
の
が

大
変
で
し
た
が
、
完
成
し
た
と
き

は
達
成
感
が
あ
り
ま
し
た
。
ほ
か

に
も
、
神
社
の
境
内
清
掃
を
し
た

り
、
お
祭
り
が
あ
る
こ
と
を
知
ら

せ
る
チ
ラ
シ
を
作
っ
て
地
域
の

家
々
に
配
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
当
日
は
大
勢
の
人

が
お
祭
り
に
集
ま
っ
て
く
れ
ま
し

た
。「
壁
」
を
み
ん
な
の
力
で
何
度

も
乗
り
越
え
て
テ
ー
マ
に
合
っ
た

活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
と
て

も
良
か
っ
た
で
す
。

　

み
ん
な
で
頑
張
っ
て
作
っ
た

ベ
ン
チ
は
た
く
さ
ん
の
人
に
喜

ん
で
い
た
だ
き
、
自
分
た
ち
が

住
む
地
域
の
役
に
立
て
た
と
い

う
実
感
が
も
て
、
と
て
も
う
れ

し
か
っ
た
で
す
。

製作したベンチを野々宮神社例大祭で寄贈

練習した理科マジックを
地域の皆さんに披露（鎌田中学校）

３年生が講座別学習で制作した
書道作品（信明中学校）
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ア
ー
に
参
加
し
、
八
幡
平
や
積
雪

の
多
さ
で
有
名
な
酸
ヶ
湯
温
泉
近

辺
の
ブ
ナ
林
や
ナ
ナ
カ
マ
ド
の
紅

葉
を
楽
し
ん
で
き
た
▼
旅
の
途
中

「
平
泉
―
仏
国
土
（
浄
土
）
を
表

す
建
築
・
庭
園
及
び
考
古
学
的
遺

跡
群
―
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
の
世

界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る

中
尊
寺
を
見
学
し
た
▼
国
宝
の
金

色
堂
は
天
治
元
年
（
1
1
2
4

年
）
建
立
の
中
尊
寺
創
建
当
初
の

姿
を
今
に
伝
え
る
建
造
物
で
金
箔

で
覆
わ
れ
た
阿
弥
陀
堂
で
あ
る
▼

内
陣
は
螺ら

鈿で
ん

（
貝
殻
）
細
工
、
蒔

絵
な
ど
の
漆
工
芸
や
精
緻
な
彫
金

が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
須し
ゅ

弥み

壇だ
ん

に
は
藤

原
氏
三
代
の
遺
体
が
納
め
ら
れ
て

い
る
▼
か
の
松
尾
芭
蕉
翁
が
平
泉

を
旅
し
た
時
に
「
五
月
雨
の 

降
り

残
し
て
や 

光
堂
」
と
『
長
雨
が
全

て
の
物
を
朽
ち
さ
せ
た
の
に
こ
の

光
堂
だ
け
は
降
り
残
し
た
の
だ
ろ

う
か
』
と
詠
ん
だ
よ
う
に
数
百
年

を
経
た
今
も
皆
金
色
を
残
す
阿
弥

陀
堂
は
、
厳
か
さ
を
見
せ
て
い
た

▼
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
陸み
ち

奥の
く

の
地

に
、
平
安
仏
教
美
術
の
花
を
咲
か

せ
た
豪
族
の
力
の
凄
さ
を
感
じ
た

一
時
だ
っ
た
。　
　
（
松
川　

靖
彦
）

　

先
月
、
東
京
を
起
点

に
仙
台
か
ら
バ
ス
で
岩

手
、
秋
田
、
青
森
の
各

県
を
め
ぐ
り
東
京
に
帰

る
「
東
北
の
隠
れ
た
紅

葉
名
所
を
め
ぐ
る
」
ツ

　

10
月
28
日
、
鎌
田
地
区

公
民
館
文
化
委
員
会
の
主

催
で
開
催
し
ま
し
た
。
講

師
の
小
松
芳
郎
氏
（
松
本

市
文
書
館
特
別
専
門
員
）

は
、「
鎌
田
地
区
南
部
に
つ

い
て
の
歴
史
資
料
は
少
な

い
」
と
前
置
き
し
た
後
、

江
戸
時
代
の
各
村
が
用
水

の
問
題
で
合
併
と
分
村
を

繰
り
返
し
て
来
た
過
程
を

資
料
と
地
図
を
使
い
、
詳

細
に
講
義
さ
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
こ
の
地
域
に

は
、
小
島
村
（
井
川
城
）、

鎌
田
村
、
征
矢
野
村
、
両

島
村
、
高
宮
新
田
村
（
高

宮
）、
笹
部
村
が
あ
り
ま
し

た
が
、
明
治
22
年
に
松
本

村
と
な
り
、
大
正
14
年
に

松
本
市
に
合
併
し
て
い
ま

す
。
こ
の
頃
は
戸
数
も
人

口
も
少
な
く
、
田
畑
や
沼
、
芦
の

原
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
の
自
衛
隊
駐
屯
地
と
Ｉ
Ｈ

Ｉ
ア
グ
リ
テ
ッ
ク
の
敷
地
は
大
正

14
年
に
飛
行
場
と
し
て
、
昭
和
3

年
に
は
競
馬
場
も
併
設
し
て
活
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
38
年
に

国
道
19
号
バ
イ
パ
ス
（
現
国
道
19

号
）
が
出
来
る
と
、
そ
の
利
便
性

か
ら
急
激
に
鎌
田
地
区
南
部
は
発

展
を
続
け
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

石
芝
東
、
石
芝
町
、
五
月
町
、

月
見
町
、
昭
和
町
、
南
原
町
、
弥

生
町
は
昭
和
21
年
か
ら
53
年
に
か

け
て
誕
生
し
て
い
ま
す
。

　

鎌
田
地
区
の
歴
史
に
つ
い
て
は

地
区
公
民
館
で
講
座
開
催
や
古
い

写
真
の
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど
の
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
歴
史

を
ひ
も
と
い
て
、
古
人
の
思
い
に

慕
っ
て
見
る
の
も
い
い
と
思
い
ま

せ
ん
か
。

定
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

別
所
温

泉
の
安
楽

寺
・
八
角

三
重
塔

は
、
木
造

の
八
角
塔

と
し
て
は

全
国
で
一

つ
し
か
な

い
貴
重
な
建
築
で
、
昭
和
27
年
に

松
本
城
と
と
も
に
県
内
初
の
国
宝

指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
建
立
は

鎌
倉
時
代
末
期
の
１
２
９
０
年
代
、

我
が
国
最
古
の
禅
宗
用
建
築
で
す
。

　

歴
史
館
の
見
学
は
時
間
が
足
り

ず
に
心
残
り
で
し
た
が
、
山
腹
の

緑
の
中
に
立
つ
２
つ
の
国
宝
は
風

雪
を
経
た
品
格
を
感
じ
る
建
造
物

で
、
歴
史
の
奥
深
さ
を
堪
能
し
た

一
日
で
し
た
。

　

県
内
に
あ
る
国
宝
の
価
値
や
歴

史
を
学
ぼ
う
と
鎌
田
地
区
公
民
館

運
営
委
員
会
が
企
画
し
、
９
月
18

日
に
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

圧
巻
は
県
立
歴
史
館
（
千
曲
市
）

の
記
念
展
「
戦
国
小
笠
原
三
代
―

長
時
・
貞
慶
・
秀
政
―
」
で
し
た
。

　

戦
国
か
ら
近
世
へ
の
激
動
期
を

生
き
抜
き
、
井
川
城
に
も
ゆ
か
り

が
深
い
信
濃
守
護
・
小
笠
原
家
の

全
容
を
、
国
宝
７
点
の
展
示
を
は

じ
め
と
す
る
多
彩
な
資
料
か
ら
推

察
で
き
る
内
容
で
し
た
。

　

昼
食
後
は
青
木
村
に
あ
る
「
見
返

り
の
塔
」
で
有
名
な
大
法
寺
・
三
重

塔
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。
１
３
３
３
年

に
建
て
ら
れ
、
奈
良
や
京
都
の
建
築

物
に
遜
色
し
な
い
美
し
さ
と
、
周
囲

の
風
光
と
の
調
和
に
よ
り
国
宝
に
指

鎌田地区南部の発展鎌田お宝講座 ー第５回ー

雑感

五月町町会の発足当初の笹部地域
（昭和41年・月見橋から北東方向を望む）

五月町と同じく県企業局が分譲した月見町町
会の誕生は昭和39年。松本市史には「都市化
の進行にともなって土地利用変化が大きかっ
た地域は笹部」とある。

戦国小笠原三代展(県立歴史館)

「江戸時代の町村図」の一部（昭和8年作成）

歴
史
探
訪
バ
ス
講
座

長
野
県
の
国
宝
を
巡
る

鎌田地区の歴史 ⑥
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