
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ
の
資
料
館
は
、
か
つ
て
都
留
市
が
織
物
の
街
と
し
て
栄
え
て
い
た
頃
、

市
内
に
何
軒
か
あ
っ
た
「
絹
問
屋
」
の
内
の
一
軒
で
、
大
正
中
期
に
建
て

ら
れ
た
商
家
造
り
の
建
築
物
で
す
。
関
東
大
震
災
や
第
二
次
世
界
大
戦
な

ど
数
々
の
災
害
を
免
れ
て
現
存
す
る
貴
重
な
建
物
と
し
て
、
平
成
五
年
一

月
十
八
日
に
都
留
市
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

建
物
は
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
年
か
ら
十
年(

一
九
二
一)

年
の
六

年
に
亘
、
当
時
谷
村
町
議
会
議
員
で
あ
り
郡
内
織
物
会
社
（
絹
織
物
仲
介

業
）
を
経
営
し
て
い
た
仁
科
源
太
郎
氏
が
建
て
た
も
の
で
す
。 

主
家
は
間
口
八
間
、
奥
行
六
間
の
延
べ
七
十
九
坪
で
、
瓦
葺
、
切
妻
屋

根
の
二
階
建
、
土
蔵
造
り
で
す
。 

 

建
築
様
式
は
、
書
院
造
り
の
和
風
部
分
と
接
客
の
際
に
用
い
た
大
壁
造

り
の
洋
風
部
分
の
和
洋
折
衷
と
な
っ
て
お
り
、
当
時
と
し
て
は
大
変
珍
し

く
粋
な
建
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
客
間
の
付
書
院
に
使
わ
れ
て

い
る
組
子
細
工
は
、
当
時
四
十
歳
代
の
名
工
と
し
て
名
高
い
「
並
木
の
庄

ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
た
職
人
の
作
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。（
二

代
目
源
さ
ん
と
呼
ば
れ
た
名
工 

佐
藤
重
雄
氏
談
）
造
作
に
手
間
隙
か
け

た
職
人
の
技
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
で
て
お
り
、
建
築
主
の
心
意
気
が
感
じ

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 
 

応
接
間
と
し
て
使
わ
れ
た
洋
間
の
照
明
は
、
天
井
枠
部
分
に
光
源
を
取

る
間
接
照
明
を
使
っ
た
大
変
柔
ら
か
な
明
か
り
が
部
屋
全
体
を
照
ら
し
て

お
り
、
当
時
と
す
れ
ば
非
常
に
珍
し
い
採
光
方
法
が
取
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
ス
ト
ー
ブ
は
隣
室
と
の
間
に
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
二
部
屋
が
同

時
に
暖
を
取
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
お
り
、
火
鉢
や
炬
燵
の
時
代
と
し

て
は
か
な
り
進
ん
だ
発
想
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。 

          

間
取
り
の
内
で
特
徴
付
け
け
ら
れ
る
も
の
は
「
玄
関
」
と
呼
ぶ
前
面
一

間
通
り
の
土
間
に
面
し
た
十
六
畳
の
部
屋(

店
先)

と
、「
客
間
」
と
呼
ば

れ
る
洋
風
の
応
接
室
で
あ
る
。
主
家
、
土
蔵
共
に
当
時
の
面
影

を
よ
く
残
し
て
お
り
、
都
留
市
の
近
代
町
家
屋
建
築
を
知
る
上

で
貴
重
な
建
造
物
で
あ
る
。 
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玄
関
の
間 

 
間
口
五
間
半
の
入
り
口
に
面
し
た
土

間
と
十
六
畳
の
部
屋
で
、
集
荷
さ
れ
た
織

物
の
柄
や
長
さ
、
キ
ズ
有
無
な
ど
の
検
査

や
積
み
荷
の
間
と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。 

天
井
の
高
さ
は
三
、
三
メ
ー
タ
ー
、
土
間

か
ら
畳
ま
で
の
高
さ
六
十
八
セ
ン
チ
あ

り
、
荷
の
出
し
入
れ
が
容
易
な
よ
う
に
造

ら
れ
て
い
る
。 

 

基
礎
部
分
に
は
、
切
石
を
二
重
に
回

し
、
そ
の
上
に
栗
材
を
土
台
と
し
て
欅
の

か
ま
ち
を
置
い
て
い
ま
す
。
か
ま
ち
は
継

ぎ
目
の
な
い
四
間
半
の
一
本
の
欅
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥
の
間 

書
院
造
の
十
畳
間
で
す
。
幅
九
尺
の
床
の
間
に

対
し
て
部
屋
の
畳
も
縁
無
し
の
九
尺
の
畳
二

枚
を
配
し
、
屋
久
杉
の
正
目
を
使
っ
た
天
井
板

な
ど
建
築
主
の
こ
だ
わ
り
を
強
く
感
じ
ま
す
。

床
柱
は
、
名
木
鉄
刀
木
を
使
い
、
付
書
院
に
は

二
種
類
の
組
子
細
工
が
施
さ
れ
る
な
ど
現
代

の
住
宅
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
内
装
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

 

 

応
接
間 

 

応
接
間
は
洋
間
に
な
っ
て
い
ま
す
。
建
築
主

の
商
圏
が
国
内
は
も
と
よ
り
中
国
や
台
湾
等

海
外
に
も
及
ん
で
お
り
、
海
外
と
の
交
流
を
通

し
た
体
験
が
住
宅
を
建
築
す
る
に
あ
た
り
参

考
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
応
接
間
へ
の
入
口
は
、
店
へ
の
入
口
と
は

別
に
造
ら
れ
外
か
ら
直
接
出
入
り
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
内
装
は
大
壁
造
り
で
間
接
照
明

が
使
わ
れ
て
お
り
、
柔
ら
か
な
明
か
り
は
大
正

中
頃
と
し
て
は
非
常
に
洒
落
た
造
り
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
調
度
品
の

ソ
フ
ァ
ー
や
絨
毯
・
ガ
ラ
ス
等
は
当
時
の
も
の

を
そ
の
ま
ま
展
示
し
て
い
ま
す
。
絨
毯
の
敷
い

て
あ
る
床
は
、
絨
毯
の
厚
み
だ
け
床
を
低
く
施

工
し
て
あ
り
、
絨
毯
に
つ
ま
ず
か
な
い
よ
う
に

配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

編集後記 

 市民の皆様、商家資料館へ入館して大正時代の玄間の雨戸の開け閉め等の体験をして、その時代のガラス・石

炭ストーブなど見に来て下さい。床柱の名木鉄刀木(たがやさん)に触って見ませんか。これからも随時資料館の内

容をお届けしたいと思います。                      

 

 


