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は
じ
め
に

　

上
田
小
県
は
、
古
く
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
か
け
て

蚕
糸
業
で
繁
栄
し
、
大
正
九
年
（
一
九
一
九
年
）
に
市
制
を
施
行
し
た
上
田

市
と
そ
の
後
背
地
域
で
あ
る
小
県
郡
が
、「
蚕
都
上
田
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ

さ
わ
し
い
繁
栄
の
時
代
を
築
き
ま
し
た
。

　

蚕
都
上
田
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
蚕
糸
業
で
栄
え
た
上
田
小
県
を
顕
彰

し
、
こ
の
地
域
を
育
ん
だ
蚕
糸
業
、
蚕
都
の
経
済
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
建
造
物
・
近
代
化
産
業
遺
産
な
ど
の
文
化
財
、
上
田
紬
に
代
表
さ
れ

る
絹
の
文
化
、
そ
れ
ら
の
背
景
に
あ
る
歴
史
を
上
田
の
ま
ち
づ
く
り
・
人

づ
く
り
に
活
か
す
市
民
参
加
型
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
一
年
度
に
は
、
長
野
県
地
域
発
元
気
づ
く
り
支
援
金
の
助
成

を
受
け
て
地
域
活
性
化
事
業
「
蚕
都
上
田
お
宝
発
見
二
〇
〇
九
」
を
実
施
し

ま
し
た
。
こ
の
事
業
で
は
、
蚕
都
上
田
の
ま
ち
づ
く
り
・
人
づ
く
り
を
始

動
さ
せ
る
た
め
、
蚕
都
上
田
展
（
藤
本
蚕
業
歴
史
館
の
開
設
記
念
展
示
、
上

田
つ
る
し
飾
り
「
甦
る
布
展
」
な
ど
）、
上
田
市
立
博
物
館
企
画
展
「
蚕
都
上

田
と
横
浜
開
港
」
と
の
連
携
に
よ
る
蚕
都
上
田
展
巡
回
ツ
ア
ー
、
二
回
に
渡

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
（「
蚕
都
上
田
お
宝
発
見
～
歴
史
と
文
化
～
」「
蚕

都
上
田
の
ま
ち
づ
く
り
・
人
づ
く
り
」）、
四
回
に
わ
た
る
ま
ち
あ
る
き
（
西

塩
田
・
別
所
編
、
飯
沼
・
丸
子
編
、
塩
尻
編
、
市
街
地
編
）、
近
代
化
産
業

遺
産
め
ぐ
り
～
群
馬
編
～
、
キ
ッ
ズ
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
蚕
都
上
田
マ
ッ
プ
作

成
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
冊
子
は
、
上
田
市
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
蚕
都
上
田
と
横
浜
開

港
」
展
に
展
示
し
た
資
料
を
中
心
に
、
そ
の
展
示
パ
ネ
ル
制
作
を
行
い
、
そ

れ
ら
を
抄
録
し
た
も
の
で
す
。

　

上
田
小
県
の
蚕
糸
業
は
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
な
り
、
江
戸
時
代
後
期
に

は
、
蚕
糸
業
と
り
わ
け
蚕
種
製
造
業
に
お
い
て
は
、
日
本
一
の
地
位
を
占

め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
優
れ
た
蚕
種
製
造
家
も
輩
出
し
、
藤
本
善
右

衛
門
保
右
は
『
蚕
か
ひ
の
学
』（
天
保
十
二
年
、
一
八
四
一
年
）
を
、
清
水

金
左
衞
門
が
『
養
蚕
教
弘
録
』（
弘
化
四
年
、
一
八
四
七
年
）
を
著
し
、
上

田
の
蚕
種
を
全
国
に
広
め
る
の
に
も
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
横

浜
港
が
安
政
六
年(

一
八
五
九
年)

に
開
港
す
る
と
、
上
田
の
蚕
種
や
生

糸
が
欧
米
に
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
蚕
都
上
田
の
歴
史
が
織
り
な
さ

れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
あ
る
意
味
、
歴
史
の
彼
方
に
埋
も
れ
て
い
る
古
い
資
料
を

デ
ジ
タ
ル
化
し
、
パ
ネ
ル
展
示
し
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
で
き

る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
サ
イ
ト
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
再
発

見
、
蚕
都
上
田
の
文
化
の
発
見
が
促
さ
れ
る
よ
う
に
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
化
の
取
り
組
み
も
実
践
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
集
が
「
蚕
都
上
田
」
を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
、
蚕
都
上

田
の
ま
ち
づ
く
り
・
人
づ
く
り
の
お
役
に
立
て
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

	
平
成
二
十
二
年　

三
月
三
十
一
日

	
	

蚕
都
上
田
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
務
局
長　

前
川
道
博　

～
歴
史
資
料
か
ら
見
え
て
く
る
蚕
都
上
田
～
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蚕種製造

養蚕教弘録

養
蚕
教
弘
録

　

上
塩
尻
村
の
清
水
金
左
衛
門
（
一
八
二
三

～
八
八
）
が
著
し
た
養
蚕
技
術
書
。

　

蚕
を
一
箇
所
で
大
量
に
飼
育
す
る
の
で
は

な
く
、
あ
る
程
度
少
量
で
餌
の
桑
の
葉
が
十

分
に
行
き
渡
る
「
薄う

す

飼か
い

」
と
い
う
飼
育
法
を

金
左
衛
門
は
奨
励
し
て
い
る
。

　清水金左衛門の養蚕教弘録はフランス語に訳され、1868（明治元）年パリの専門誌『帝国順応学会誌』に

掲載された。日本とフランスの養蚕技術が比較されている。

表
紙

本
文
１

本
文
２

・
養
蚕
教
弘
録

 

（
二
巻
、
一
八
四
七
（
弘
化
四
）
年
、

上
田
市
立
博
物
館
蔵
）

養蚕教弘録の仏訳本養蚕教弘録の仏訳本

 （1868（明治元）年、清水久之助氏蔵）
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養
蚕
教
弘
録
上　

蚕こ

養か
ひ

の
人
心

こ
こ
ろ

得え

べ
き
事

扨
此
日
の
本
ハ
国
も
人
も
何
も
角か

も
の
こ

ら
ず
神
の
作
り
ま
せ
る
も
の
な
れ
バ
い
と

尊
た
つ
と

き
こ
と
な
ら
ず
や
。
ま
し
て
蚕

か
ひ
こ

の
虫
ハ

ウ
ケ
モ
チ
ノ
ミ
コ
ト
稲
荷
大
御
神
の
御
ま

ゆ
よ
り
な
り
ま
せ
る
虫
に
し
て
尋よ

の
常
の

虫
と
ハ
ち
が
ひ
則
ち
神
と
同
体
な
れ
バ
、

養
ふ
人
の
心
に
し
た
が
ひ
い
か
に
も
し
て

繭
を
作
り
、
な
り
た
け
福

さ
い
は
ひ

を
さ
づ
け
度た

く

思
お
ぼ
し

召め
さ

る
ゝ
と
い
へ
ど
も
、
養
ふ
人
の
心
次
第

に
よ
り
養か

ひ

方か
た

粗
末
に
す
れ
バ
忽

た
ち
ま

ち
神
の
御

罰
を
か
ふ
む
り
不
作
す
る
こ
と
疑
ひ
な
し
。

し
か
る
を
養か

ひ

方か
た

よ
ろ
し
く
す
れ
バ
則
ち
神

の
御お

ん

心
こ
こ
ろ

に
叶
ひ
毎
年
上

じ
ょ
う

作さ
く

す
る
な
り
。
さ

れ
バ
そ
の
善よ

き

養
方
を
知
ら
ん
と
な
ら
バ
先ま

づ

我
身
に
引ひ

き

く
ら
べ
よ
く
ゝ
ゝ
考
へ
見
る
べ

し
。
た
と
へ
バ
人
も
寒
さ
の
せ
つ
と
て
三

度
喰
飯
を
二
度
に
て
ハ
し
の
ぎ
が
た
き
こ

と
わ
り
に
て
、
蚕
も
三
度
喰く

ハ

す
る
桑
を
二

度
に
て
ハ
し
の
ぎ
が
た
し
。
さ
れ
バ
寒
さ

の
せ
つ
ほ
ど
猶な

ほ

桑
を
う
す
く
幾い

く

度た
び

も
桑
に

て
寒
さ
を
し
の
ぐ
や
う
に
す
べ
し
。
又
人

も
さ
む
さ
の
せ
つ
と
て
戸
窓
を
立た

て

切き
り

少
し

も
風
の
出い

で

入い
り

せ
ぬ
や
う
に
す
れ
バ
則
ち
精

気
つ
ゝ
ま
り
て
夫そ

れ

よ
り
い
ろ
ゝ
ゝ
の
病
と

な
る
な
り
。
そ
の
う
へ
蚕
に
ふ
た
な
ど
い

た
す
ご
と
く
人
も
意
気
の
出
来
ざ
る
や
う

に
す
れ
バ
忽
ち
命
も
あ
や
う
か
る
べ
し
。

さ
れ
バ
蚕
の
陽
気
加
減
も
人
の
意
気
を
す

る
と
同
じ
こ
と
な
れ
バ
、
た
と
ひ
い
か
ほ

ど
寒
き
せ
つ
に
て
も
不
断
少
し
づ
ゝ
風
の

ま
ハ
り
入
る
や
う
に
し
て
、
精
気
の
つ
ゝ

ま
ら
ぬ
や
う
に
す
べ
し
。
し
か
る
を
幼

お
さ
な

養か
ひ

の
時
か
あ
る
ひ
ハ
寒
さ
の
せ
つ
と
て
蚕

か
ひ
こ

棚た
な

を
紙し

て

帳ふ

に
て
つ
ゝ
み
又
ハ
蚕
の
上
に
ふ
た

な
ど
い
た
す
人
あ
り
。
是お

大ほ
い

な
る
あ
や
ま

り
に
て
、
則
ち
蚕
の
精
気
つ
ゝ
ま
る
ゆ
ゑ

そ
れ
よ
り
い
ろ
ゝ
ゝ
の
病
出
来
忽
ち
不
作

す
る
な
り
。
さ
れ
バ
蚕
の
陽
気
加
減
ハ
只

あ
た
ゝ
か
に
し
て
む
さ
ゞ
る
や
う
に
す
べ

し
。
氣
の
籠
り
む
す
ハ
第
一
の
毒
な
り
。

よ
く
ゝ
ゝ
心
付
べ
し
。
さ
て
桑
ハ
何
の
た

め
に
作
る
や
。
蚕
の
た
め
に
作
る
。
又
諸

道
具
ハ
何
の
た
め
に
こ
し
ら
ふ
る
や
。
則

ち
蚕
の
た
め
に
こ
し
ら
ふ
る
な
り
。
そ
の

蚕
の
た
め
に
こ
し
し
ら
へ
た
る
諸
道
具
を

お
し
み
、
厚あ

つ

養か
ひ

に
し
て
桑
を
お
し
み
桑
ぶ

そ
く
に
し
て
手
間
ひ
ま
を
お
し
み
養
方
粗

末
に
す
る
人
あ
り
。
是
大
い
な
る
あ
や
ま

り
に
て
不
作
す
る
こ
と
疑
ひ
な
し
。
さ
れ

バ
手
間
ひ
間
を
お
し
ま
ず
諸
道
具
を
お
し

ま
ず
し
て
蚕
ハ
は
じ
め
ほ
ど
薄う

す

養か
ひ

に
す
べ

し
。
又
桑
を
お
し
ま
ず
成な

り

丈た
け

幾
度
も
あ
た

へ
少
し
も
手て

抜ぬ
け

油
断
な
き
や
う
に
養
ふ
べ

し
。
た
と
へ
バ
人
も
氏
よ
り
育

そ
だ
ち

と
い
へ
る

た
と
ひ
の
ご
と
く
、
只
蚕
の
あ
た
り
は
づ

れ
ハ
養
方
次
第
に
あ
り
と
知
る
べ
し
。
さ

れ
ど
も
そ
の
養
方
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず

只
蚕
ハ
人
の
運
な
ど
と
い
ひ
な
し
、
養
方

粗
末
に
し
て
後
の
不
作
を
知
ら
ざ
る
人
ハ

馬
鹿
の
上
な
る
大
馬
鹿
も
の
な
り
（
ツ
タ

ナ
キ
ト
ヤ
イ
ハ
ン
ヲ
ロ
カ
ト
ヤ
イ
フ
ベ

シ
）。

　
現
代
語
訳

　

さ
て
、
こ
の
「
日
の
本
」
は
国
も
人
も
何
も

か
も
す
べ
て
神
が
お
作
り
に
な
っ
た
も
の
な
の

で
大
変
尊
い
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
蚕
の
幼

虫
は
「
ウ
ケ
モ
チ
ノ
ミ
コ
ト
」
稲
荷
大
御
神
の

眉
か
ら
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
虫
な
の
で
、
他
の

虫
と
は
違
い
、
い
わ
ば
神
と
一
体
な
の
で
、
飼

う
人
の
心
に
従
い
、
何
と
か
し
て
繭
を
作
り
、

で
き
る
だ
け
幸
福
を
授
け
た
い
と
お
考
え
で
あ

る
と
言
っ
て
も
、
飼
う
人
の
心
次
第
で
飼
い
方

を
粗
末
に
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
神
の
罰
を
被
り
、

不
作
に
な
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
だ
。
だ

か
ら
、
飼
い
方
を
良
く
す
れ
ば
、
神
の
御
心
に

叶
い
毎
年
沢
山
良
い
繭
が
取
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
そ
の
良
い
飼
い
方
を
知
ら
な
い
と
い
う

な
ら
ば
、
ま
ず
自
分
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
よ
く

考
え
て
み
る
と
よ
い
。
例
え
ば
、
人
も
寒
い
季

節
に
三
度
食
べ
る
食
事
を
二
度
に
す
れ
ば
、
寒

さ
が
凌
ぎ
に
く
い
の
は
当
た
り
前
で
、
蚕
も
三

度
食
べ
る
桑
を
二
度
に
す
れ
ば
寒
さ
は
凌
げ
な

い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
寒
い
と
き
ほ
ど
よ
り
桑

を
薄
く
何
度
も
与
え
て
、
桑
で
寒
さ
を
凌
ぐ
よ

う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
人
も
寒
い
か
ら

と
い
っ
て
戸
窓
を
閉
め
切
り
、
少
し
も
風
が
出

入
り
し
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、「
精
気
」
が
滞

り
、
そ
れ
が
原
因
で
様
々
な
病
気
に
か
か
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
へ
蚕
に
蓋
な
ど
を
す
る
よ
う
に
、

人
も
息
が
出
来
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
忽
ち
命
も

危
な
く
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
蚕
の
「
陽
気
」
の

加
減
も
人
の
息
を
す
る
の
と
同
じ
こ
と
な
の
で
、

た
と
え
ど
れ
ほ
ど
寒
い
季
節
で
も
、
常
に
少
し

ず
つ
風
が
回
る
よ
う
に
し
て
、「
精
気
」
が
滞
ら

な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の

に
、
ま
だ
小
さ
い
幼
虫
を
育
て
て
い
る
時
や
あ

る
い
は
寒
い
季
節
に
、
蚕
棚
を
紙
帳
で
包
ん
だ

り
、
ま
た
は
蚕
の
上
に
蓋
な
ど
を
す
る
人
が
い

る
。
こ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で
、
こ
れ
で
は
蚕

の
「
精
気
」
が
滞
る
た
め
、
こ
れ
が
原
因
で
様
々

な
病
気
が
発
生
し
忽
ち
不
作
と
な
る
。
そ
う
い

う
こ
と
な
の
で
蚕
の
「
陽
気
」
の
加
減
は
ま
ず

は
暖
か
く
し
て
、
決
し
て
蒸
さ
な
い
よ
う
に
す

る
べ
き
で
あ
る
。
気
が
籠
も
り
蒸
し
た
状
態
は
、

第
一
の
毒
で
あ
り
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
桑
は
何
の
た
め
に

作
る
の
か
。
そ
れ
は
蚕
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た

諸
道
具
は
何
の
た
め
に
こ
し
ら
え
る
の
か
。
蚕

の
た
め
に
こ
し
ら
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
蚕
の

た
め
に
こ
し
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
道
具

を
惜
し
み
、「
厚
養
（
あ
つ
か
い
）」
に
し
て
桑

を
惜
し
み
、
桑
不
足
に
し
て
手
間
ひ
ま
を
惜
し

ん
で
、
飼
い
方
を
粗
末
に
す
る
人
が
い
る
。
こ

れ
は
大
き
な
間
違
い
で
不
作
に
な
る
こ
と
間
違

い
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
手
間
ひ
ま
を
惜
し

ま
ず
、
諸
々
の
道
具
を
惜
し
ま
ず
、
蚕
は
は
じ

め
ほ
ど
「
薄
養
」
で
飼
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
桑
を
惜
し
ま
ず
な
る
べ
く
何
度
も
与
え
、

少
し
も
手
を
抜
か
ず
、
油
断
し
な
い
よ
う
に
飼

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
人
も
「
氏

よ
り
育
ち
（
家
柄
や
身
分
よ
り
も
育
っ
た
環
境

や
し
つ
け
の
ほ
う
が
人
間
の
形
成
に
強
い
影
響

を
与
え
る
と
い
う
こ
と
）」
と
い
っ
た
た
と
え
に

も
あ
る
よ
う
に
、
蚕
の
当
た
り
外
れ
も
飼
い
方

次
第
に
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
け
ど
、

適
切
な
飼
い
方
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
た

だ
蚕
は
人
の
運
な
ど
と
言
い
、
粗
末
な
飼
い
方

を
し
て
、
そ
れ
が
後
々
不
作
に
な
る
こ
と
を
知

ら
な
い
人
は
馬
鹿
よ
り
さ
ら
に
上
の
大
馬
鹿
者

で
あ
る
（
そ
れ
は
飼
い
方
が
拙
い
と
い
う
の
で

は
な
い
、
愚
か
と
い
う
の
で
あ
る
）。	



4

清水金左衛門

乾　湿　計

乾
湿
計

　

清
水
金
左
衛
門
が
発
明
し
た
養
蚕
用
の

乾
湿
計
。
金
左
衛
門
は
、
メ
ガ
ル
カ
ヤ
（
イ

ネ
科
）
の
穂
の
先
が
湿
気
に
よ
り
、
よ
じ
れ

る
と
い
う
性
質
に
着
目
し
、
蚕
室
の
湿
度

を
計
る
計
測
器
に
応
用
し
た
。

　

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
発
明
し
、
一

八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
は
県
の
許
可
を
得

て
販
売
し
た
。

養
蚕
乾
湿
計

 
（
明
治
時
代
前
期
、
清
水
久
之
助
氏
蔵
）

乾
湿
計
用
方

本文２最終頁

表紙本文１
　

乾
湿
計
は
、
そ
の
使
用
法
を
記
し
た
説
明
書
を
付
し
て
販
売
さ
れ
た
。

養
蚕
乾
湿
計
用
方

 

（
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
、
清
水
久
之
助
氏
蔵
）
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蚕種製造

蚕かひの学、種紙年代鑑

蚕
か
ひ
の
学

　

上
塩
尻
村
の
藤
本
（
佐
藤
）
善
右
衛
門
（
保
右
）

が
著
し
た
養
蚕
技
術
書
。
天
保
の
大
飢
饉
（
一
八

三
三
～
三
五
）
を
招
い
た
異
常
低
温
は
、
養
蚕
に

も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
本
書
は
、
そ
う
し
た

経
験
を
踏
ま
え
、
従
来
の
蚕
の
飼
育
方
法
に
工
夫

を
加
え
た
も
の
。

種
紙
年
代
鑑

　

上
塩
尻
村
の
藤
本
家
・

均
業
社
・
藤
本
蚕
業
合
名

会
社
が
製
造
し
た
江
戸
時

代
後
期
か
ら
大
正
初
年
ま

で
の
蚕
卵
紙
を
綴
じ
た
も

の
。
蚕
の
品
種
の
一
つ
「
懸

合
」
は
「
信
州
か
な
す
」
と

も
い
い
、
藤
本
善
右
衛
門

縄
葛
が
「
又
昔
」
の
メ
ス
に

「
黄
金
生
」
の
オ
ス
を
交
配

し
て
育
成
し
た
も
の
で
あ

る
。「
懸
合
」
種
は
、
病
虫

害
に
強
く
飼
育
の
し
や
す

さ
か
ら
全
国
に
広
ま
る
と

と
も
に
、
蚕
種
製
造
地
と

し
て
の
塩
尻
の
名
も
全
国

的
に
有
名
と
な
っ
た
。

本文１本文２

蚕こ

が
ひ
の
学

ま
な
び

　
　

大た
い

意い

蚕こ

飼が
ひ

の
業
は
古
よ
り
農の

う

蚕さ
ん

と
つ
づ
き
た
る
わ
ざ
に

し
て
、
蚕か

ひ
こ

場ば

の
郷む

ら

里ざ
と

に
て
は
、
専

も
っ
ぱ
ら

に
は
げ
み
て
、

年と
し

々と
し

の
利
徳
を
う
る
ゆ
ゑ
、
人
々
心
を
つ
く
し
、

上
あ
た
り
を
願
ひ
ぬ
れ
ど
も
、
耕
作
の
業
に
、
時

変
あ
り
て
、
早わ

稲せ

晩お

種く

の
損
益
あ
る
ご
と
く
、
蚕こ

が
ひ
も
年
を
経
れ
バ
、
手て

入い
れ

飼か
ひ

か
た
の
た
が
ひ
あ

り
。
二
十
か
年
以
前
ま
で
は
暖

あ
た
た
か

な
る
を
き
ら
ひ
、

す
ず
し
き
飼か

ひ

方か
た

に
利
あ
り
し
を
、
近
年
ハ
、
去
る

飢
饉
の
比こ

ろ

よ
り
、
別わ

け

て
初
夏
の
う
ち
不
順
に
て

折
々
寒
き
事
あ
り
。
家
に
よ
り
て
は
、
寒
さ
を
凌

し
の
ぎ

か
ね
、
思

お
も
ひ

の
外
の
損
失
あ
り
。
以
前
は
掃は

き

立た
て

よ
り

ま
ゆ
造
る
ま
で
、
日
数
四
十
余
日
に
飼か

ひ

あ
げ
し

に
、
近
頃
ハ
三
十
四
五
日
を
か
ぎ
り
、
飼か

ひ

上あ
ぐ

る

人
々
、
年
々
上
あ
た
り
の
利
を
う
る
。
□
村
里
寒

暖
の
地
に
よ
り
、
一
概
に
て
ハい

云ひ

難
が
た
き

な
れ
ど
も
、

日
数
を
つ
め
て
、
飼か

ひ

上あ
ぐ

る
心
得
ハ
有あ

り

た
き
事
な
れ

バ
、
国
々
に
て
、
上
あ
た
り
の
蚕
を
致
す
人
々
の

飼か
ひ

様や
う

を
検

か
ん
が
へ

合あ
ハ

せ
て
一
書
に
つ
づ
り
、
蚕
が
ひ
す
る

人
々
の
、
心
得
に
せ
ん
と
荒
ま
し
を
記

し
る
し

此
外
に
も

よ
き
考

か
ん
が
へ

あ
ら
ん
人
は
筆
を
そ
へ
た
る
べ
し
。

蚕
か
ひ
の
学

（
一
八
四
一
（
天
保
十
二
）
年
、
上
田
市
立
博
物
館
蔵
）

表紙

蚕
紙
年
代
鑑
　

 

（
上
田
市
立
博
物
館
蔵
）
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蚕種製造

新撰養蚕秘書

蚕種製造

蚕かひの学、種紙年代鑑

新
撰
養
蚕
秘
書

　

上
塩
尻
村
（
上
田
市
）
塚
田
与
右
衛
門
が
著
し
た
養
蚕
技
術
書
。

十
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
農
業
技
術
の
進
歩
に
よ
り
農
業
が
発

展
し
た
。
そ
う
し
た
農
業
技
術
の
普
及
は
、
い
わ
ゆ
る
農
書
（
農

業
技
術
書
）
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
く
、
こ
の
頃
か
ら
諸
産
物

の
農
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
養
蚕
に
つ
い
て
は
、
一
七
〇
二
（
元
禄

十
五
）
年
、
山
城
国
（
京
都
府
）
野
本
道
玄
の
『
蚕
飼
養
法
記
』
が

最
も
早
く
、
次
い
で
一
七
一
二
（
正
徳
二
）
年
、
上
野
国
（
群
馬
県
）

馬
場
重
久
の
『
養
蚕
育
手
鑑
』
が
著
し
た
。
与
右
衛
門
の
『
新
撰
養

蚕
秘
書
』
は
、
そ
れ
ら
に
次
ぐ
も
の
で
、
前
の
二
著
に
は
な
い
、
挿

画
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
中

期
の
養
蚕
技
術
の
到
達
点
と
い
え
る
内
容
で
あ
り
、
当
時
と
し
て

は
異
例
と
い
え
る
初
版
三
〇
〇
〇
部
も
印
刷
し
た
と
い
う
。
与
右

衛
門
は
、
そ
の
後
も
研
究
を
続
け
、
一
七
八
九
（
寛
政
元
）
年
に

は
、『
新
撰
養
蚕
秘
書
』
の
内
容
に
加
筆
訂
正
を
施
し
た
「
養
蚕
後

編
」
を
著
し
た
。
与
右
衛
門
の
生
前
に
出
版
に
至
ら
な
か
っ
た
「
養

蚕
後
編
」
は
、
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
、『
訂
正
養
蚕
秘
書
』
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
。

本文４

表紙

本文２
本文１

本文３

新
撰
養
蚕
秘
書

 

（
一
七
五
七
（
宝
暦
七
）
年
、
上
田
市
立
博
物
館
蔵
）
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本文７

本文10

本文５

本文８

本文11

本文６

本文９

本文12
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和紙製造

道具見本

カ
ズ
叩
棒

楮

断
切
り
包
丁

蚕
卵
原
紙

　

楮
か
ら
は
ぎ
取

っ
た
皮
を
こ
の
棒

で
叩
い
て
柔
ら
か

く
し
て
い
く
。

カ
ズ
叩
棒

 

（
丸
子
北
小
学
校
蔵
）

楮
　（
丸
子
北
小
学
校
蔵
）

　

こ
の
木
の
皮
が
蚕
卵

台
紙
の
原
料
と
な
る
。

漂
白
し
た
原
料

蚕
卵
台
紙
の
紙
漉
枠

　

柔
ら
か
く
な
っ

た
原
料
（
楮
の
皮
）

は
、
煮
た
後
、
亜
鉛

酸
ソ
ー
ダ
や
酢
酸

な
ど
の
薬
品
に
浸

け
熱
す
る
と
漂
白

さ
れ
る
。

　

蚕
卵
台
紙
を
漉
き
取
る
枠
板
。

漂
白
し
た
原
料

蚕
卵
台
紙
の
紙
漉
枠	

（
丸
子
北
小
学
校
蔵
）

　

漉
き
あ
が
っ
た

蚕
卵
台
紙
の
大
き

さ
を
揃
え
る
た
め

に
使
わ
れ
た
包
丁
。

断
切
り
包
丁　

（
丸
子
北
小
学
校
蔵
）

　

明
治
後
半
に
長
瀬
で
漉
か
れ
た
和
紙
（
蚕
卵
原
紙
）。

長
瀬
産
の
蚕
卵
原
紙
は
全
国
で
も
ト
ッ
プ
の
生
産
量
を

誇
り
、「
長
野
県
小
県
長
瀬
村
蚕
卵
原
紙
改
合
資
会
社
」

は
蚕
卵
原
紙
製
造
の
最
盛
期
に
活
躍
し
た
組
織
。

蚕
卵
原
紙

 

（
阿
部
勇
氏
蔵
）
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生糸製造

依 田 社

依
田
社

本文１

本文２ 本文３ 本文４

依田社全景（絵画）

　明治 30年代後半の依田社。五階建ての繭倉庫が際立

つ。依田社のあった場所は、現在丸子文化会館セレスホ

ールとなっている。

依
田
社

（
丸
子
郷
土
博
物
館
蔵
）

　

一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
九
月
、
そ
れ
ま
で
個
々
に
生

糸
を
製
造
・
販
売
し
て
い
た
丸
子
町
（
現
上
田
市
）
の
製
糸

家
が
、
原
料
で
あ
る
繭
の
仕
入
の
引
き
下
げ
や
、
糸
質
の

均
質
化
を
図
る
た
め
に
製
糸
結
社
「
依
田
社
」
を
設
立
し
た
。

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
、
四
工
場
（
百
十
四
釜
）
で
操

業
が
開
始
さ
れ
、
一
九
一
三

（
大
正
二
）
年
に
は
、
三
十
一

工
場
（
二
千
八
百
八
釜
）
が
参

加
す
る
一
大
結
社
に
成
長

し
、
生
糸
出
荷
量
も
全
国
四

位
と
な
り
、「
糸
の
町
・
丸

子
」
へ
と
発
展
を
遂
げ
た
。
そ

の
後
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）

年
に
始
ま
る
世
界
恐
慌
、
一

九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
に
始

ま
る
太
平
洋
戦
争
に
よ
り
製

糸
工
場
は
次
々
と
閉
鎖
さ

れ
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）

年
、
独
自
に
操
業
し
て
い
た

金
タ
製
糸
工
場
を
最
後
に
全

て
の
工
場
が
閉
鎖
さ
れ
た
。

依田社
関連写真

関連写真（丸子郷土博物館蔵）

依田社全景　丸山晩霞作

▼
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一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
、
亀
三
郎
が
小
諸
の
製
糸
場
「
純
水

館
」
の
小
山
久
左
衛
門
と
清
国
の
蚕
糸
状
況
を
視
察
し
た
と
き
の
記

録
。
ま
ず
杭
州
に
降
り
立
っ
た
亀
三
郎
は
、
イ
タ
リ
ア
人
が
経
営
す

る
工
場
を
視
察
し
、
工
男
・
工
女
の
一
日
の
仕
事
量
や
給
料
、
使
用

す
る
繭
や
製
造
さ
れ
た
生
糸
の
質
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
。
杭

州
の
ほ
か
、
蘇
州
の
工

場
な
ど
も
視
察
し
て
い

く
。
ま
た
、
旅
の
途
中
、

三
才
山
峠
や
木
曽
谷
に

似
た
風
景
を
見
出
し
、

故
郷
を
懐
か
し
む
。

生糸製造

下村亀三郎の記録

下
村
氏
米
国
視
察
日
記

　

実
利
を
重
ん
じ
る
慶
応
義
塾
に
学
ん
だ
亀
三
郎
は
、
丸
子
に

帰
郷
す
る
と
当
時
に
わ
か
に
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
器
械
製

糸
業
を
起
こ
し
た
。

　

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
、
亀
三
郎

が
長
野
県
の
委
託
を
受
け
、
ア
メ
リ
カ

の
経
済
・
産
業
の
視
察
し
た
と
き
の
記

録
。
こ
の
年
、
ア
メ
リ
カ
、
セ
ン
ト
ル

イ
ス
で
は
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
、

世
界
四
四
カ
国
約
二
〇
〇
〇
万
人
が
参

加
し
、
自
国
の
文
化
、
芸
術
、
産
業
技

術
な
ど
が
展
示
さ
れ
た
。
亀
三
郎
の
渡

米
は
、
ま
さ
に
そ
の
万
博
を
視
察
す
る

こ
と
が
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

下
村
氏
渡
清
日
記

表紙

本文１本文２本文３本文４

表紙本文１

本文２本文３本文４

下
村
氏
米
国
視
察
日
記

 

（
下
村
恵
一
氏
蔵
）

下
村
氏
渡
清
日
記 

（
下
村
恵
一
氏
蔵
）

下
村
亀
三
郎
（
写
真
）

下村亀三郎写真
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生糸商人

吉池文之助の記録

吉
池
文
之
助
宛

   

松
田
玄
冲
書
簡

　

飯
沼
村
（
丸
子
町
飯
沼
）
の
医
師
で
あ
り
横
浜
商
家
中
居

屋
の
大
番
頭
で
も
あ
っ
た
松
田
玄
冲
が
、
同
じ
く
飯
沼
村

（
丸
子
町
飯
沼
）
の
名
主
で
商
人
で
あ
っ
た
吉
池
文
之
助
へ

宛
て
た
年
賀
の
た
よ
り
。
こ
の
書
簡
か
ら
こ
れ
ま
で
謎
で
あ

っ
た
幕
末
の
豪
商
中
居
屋
の
閉
店
す
る
こ
と
と
な
っ
た
理
由

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。「
張
銅
一
条
ニ
付
閉
店
」（
五
行
目
）

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
徳
川
公
儀
は
、
贅
を
尽
く
し
た
「
銅
張

り
の
屋
根
」
を
か
ま
え
る
中
居
屋
を
け
し
か
ら
ん
と
し
て
、

閉
店
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
そ

の
背
景
に
は
、
生

糸
売
込
商
と
し
て

諸
外
国
と
の
貿
易

を
一
手
に
引
き
受

け
急
激
に
発
展
を

遂
げ
た
中
居
屋
の

よ
う
な
新
興
の
勢

力
と
、
一
部
の
公

儀
役
人
・
江
戸
の

商
家
と
い
っ
た
旧

来
の
勢
力
と
の
争

い
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

吉
池
文
之
助
宛
吉
池
由
之
助
書
簡

郷蔵写真

書
簡
表

本
文

　

横
浜
か
ら
丸
子
飯
沼
の
吉
池
文
之

助
に
宛
て
た
飛
脚
便
。
飯
沼
の
郷
蔵

に
は
、
こ
う
し
た
書
簡
が
一
〇
〇
〇

通
以
上
も
保
管
さ
れ
て
お
り
、
調
査

･

研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

書
簡
表

書
簡
裏

本
文

吉
池
文
之
助
宛
松
田
玄
冲
書
簡
（
飯
沼
区
蔵
）

吉
池
文
之
助
宛
吉
池
由
之
助
書
簡
（
飯
沼
区
蔵
）
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幕末外国貿易

問屋の記録、藩の記録

原
町
問
屋
日
記

　

上
田
藩
は
徳
川
公
儀
よ
り
外
国
貿
易
の
許
可
を
得
て
、
領
内
の
産
物
の

中
か
ら
生
糸
、
絹
織
物
、
真
綿
、
木
綿
、
麻
、
漆
、
紙
な
ど
の
輸
出
を
始

め
る
。
そ
の
時
、
諸
外
国
と
の
窓
口
と
な
っ
た
の
が
横
浜
商
家
中
居
屋
で

あ
っ
た
。
安
政
六
年
五
月
七
日
の
記
述
は
、
産
物
を
取
り
扱
う
の
が
中
居

屋
に
決
ま
っ
た
と
領
内
の
商
人
に

知
ら
せ
て
い
る
。
な
お
、
中
居
屋

は
ほ
か
に
紀
州
藩
と
会
津
藩
の
産

物
も
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。

日 

乗

　

安
政
六
年
三
月

九
日
の
上
田
藩
の

記
録
。
上
田
藩
主
松

平

忠

優
（
忠

固
）

が
、
横
浜
商
人
中
居

撰
之
助
（
中
居
屋
重

兵
衛
）
ら
を
通
じ
て

外
国
と
の
貿
易
を

行
な
い
た
い
と
徳

川
公
儀
に
許
可
を

求
め
て
い
る
。
三
ヵ

月
後
の
六
月
二
日

に
横
浜
が
開
港
す

る
。
開
国
派
で
あ
っ

た
忠
優
は
、
公
儀
中

枢
で
あ
る
老
中
と

い
う
地
位
を
生
か

し
、
い
ち
早
く
外
国

貿
易
の
準
備
を
始

め
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

本
文
２

本
文
３

本
文
４

本
文
５

本
文
６

表紙本文１本文２

日
記

日
乗 

（
一
八
五

九
（
安
政
六
）
年
、

栗
山
家
文
書
　

上
田
市
立
博
物

館
蔵
）

原
町
問
屋
日
記 

（
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
、
上
田
市
立
博
物
館
蔵
）

表
紙

本
文
１
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生糸製造 

資料写真

常
田
館
風
景

（
絵
画
）

常
田
館
風
景　

（
笠
原
工
業
株
式
会
社
蔵
）

　

大
正
初
期
の
常
田
館
の
様
子
を
描
い
た
風
景
画
。

法
　
被笠

原
組　

法
被

　

（
笠
原
工
業
株
式
会
社
蔵
）

　

「
笠
原
組
」
時
代
に
使
用
さ
れ
た
法
被
。
社

名
と
し
て
の
「
笠
原
組
」
は
、
一
九
三
二
（
昭

和
七
）
年
か
ら
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年

ま
で
の
十
六
年
間
使
わ
れ
て
い
た
。「
○
二
」

は
屋
号
。

生
糸
計
量
天
秤

生
糸
計
量
天
秤　

（
笠
原
工
業
株
式
会
社
蔵
）

　

蚕
糸
検
査
場
で
使
わ
れ
た
天
秤
。
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生糸製造

商　標

商
　
標

　

一
八
五
九
（
安
政
五
）
年
の
横
浜
開
港
以
来
、
輸
出

の
中
心
品
目
は
生
糸
で
あ
っ
た
。
生
糸
に
は
、
製
造
者

を
明
記
し
た
商
標
が
付
さ
れ
た
。
常
田
館
の
ほ
か
上
田

小
県
地
方
の
製
糸
会
社
な
ど
の
生
糸
商
標
で
あ
る
。

生
糸
商
標
　（
塩
尻
小
学
校
蔵
）
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蚕糸業

大日本蚕業歴史画

大
日
本
蚕
業
歴
史
画

　

明
治
政
府
の
養
蚕
政
策
を
担
当
し
た
佐
々
木
長
淳
が
明
治
後
期
に
監
修
し
た
掛
軸
。
こ
の
掛
軸
の
な
か
で
、
上
田
小
県
地
方
の
蚕
糸
業
に
関
連
し
た
記
述
が
最
も

多
く
、
そ
の
数
は
11
箇
所
も
あ
り
、
日
本
の
蚕
糸
業
の
歴
史
に
お
い
て
こ
の
地
方
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
が
わ
か
る
。

大
日
本
蚕
業
歴
史
画
　
高
島
諒
多
編
集
・
発
行
（
上
田
市
立
博
物
館
蔵
）

・
享
保
年
中

上
田
縞

　

国

史

曰
、

享
保
年
中
、
八

王
子
及
び
青

梅
よ
り
上
田

縞
を
出
す
。
上

田
縞
は
始
め

信
濃
上
田
に

於
い
て
織
り

出
す
故
に
此

の
名
あ
り
。
秩

父
絹
・
福
島
絹

も
亦
此
の
時

代
に
出
つ
。

・
寛
政
年
中
上
田
提
糸

　

寛
政
年
中
、
信
州
上
田
地
方

に
於
て
手
挽
を
以
て
主
糸
を
製

す
。
之
れ
上
田
提
糸
の
始
め
な

り
。

・
享
和
年
中

長
瀬
村

　

享
和
年

中
信
州
小

県
郡
長
瀬

村
に
於
て
、

蚕
種
の
原

紙
を
漉
き

剏
む
。
製
造

の
数
当
時

全
国
第
一

と
称
す
。
紙

質
亦
甚
だ

佳
良
。

・
蚕
業
学
校
設
立

　

明
治
二
十
五
年
四
月
長
野
県

小
県
郡
上
田
町
に
郡
立
小
県
蚕

業
学
校
を
設
く
。
之
れ
我
国
蚕

業
学
校
の
嚆
矢
た
り
。

・
養
蚕
雑
誌
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・
信
州
上
田

　

養
老
年
間
よ
り
養
蚕
を
な

す
。
蚕
種
製
造
創
始
の
時
代

詳
な
ら
ず
と
い
へ
ど
も
寛
文

以
前
に
な
り
し
こ
と
明
ら
か

な
り
。
明
治
以
降
蚕
種
の
産

額
に
わ
か
に
増
加
し
、
毎
年

壱
百
万
枚
を
下
ら
ず
。
蓋
し

当
時
全
国
に
冠
た
り
。

・
伊
勢
山
「
小
石
丸
」「
又
昔
」

　

安
永
年
間
、
繭
の
大
巣
（
大
如
来
）
流
行

せ
し
が
、
異
種
年
を
逐
ふ
を
以
て
小
巣
（
小

如
来
）
再
び
勢
力
を
得
る
に
至
れ
り
。
□
□

奥
州
の
人
伊
藤
彦
次
郎
な
る
も
の
小
如
来
の

昔
に
復
へ
る
と
云
ふ
の
意
を
採
り
「
又
昔
」

と
命
名
す
。
是
又
昔
の
起
源
な
り
。

　

天
保
年
間
、
信
州
小
県
郡
伊
勢
山
村
（
今

神
科
村
）
小
田
中
源
五
郎
な
る
も
の
又
昔
の

中
よ
り
丸
形
の
繭
巣
を
撰
出
し
、
試
に
之
を

踏
み
潰
さ
ん
と
す
る
に
其
質
硬
く
殆
ん
ど
小

石
の
如
く
な
る
を
以
て
之
に
「
小
石
丸
」
の

名
称
を
附
せ
り
。
今
の
小
石
丸
の
名
是
よ
り

起
る
。

・
蚕
糸
業
組
合

・
蚕
病
研
究

・
天
保
上
田
領
制
度
書
要
領
、
文
政

の
ぼ
せ
糸

　

天
保
年
間
信
州
上
田
藩
し
ば
し
ば

令
を
発
し
て
蚕
種
商
人
を
戒
む
。

　

文
政
十
二
年
手
挽
提
糸
の
名
称
を

付
し
等
級
を
分
ち
、
大
櫻
、
中
櫻
、

小
櫻
の
三
等
と
し
、
専
ら
西
京
西
陣

へ
上
ぼ
す
。
信
州
上
田
地
方
に
於
て

俗
に
之
を
「
の
ぼ
せ
」
と
云
ふ
。
蓋

し
西
京
に
上
ぼ
せ
た
る
に
出
づ
。
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案　　内

諸国道中商人鑑

諸
国
道
中
商
人
鑑

　

中
山
道
や
北
国
街
道
の
道
筋
の
商
家
・
旅
籠
屋
を
掲
載
し
た
小
冊
子
。
掲
載
希
望
者
か
ら
広
告
料
を
徴
収
し
、
上
田
か
ら
は

四
十
三
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
上
田
の
商
家
や
旅
籠
の
様
子
を
伺
い
知
る
事
が
出
来
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

（
一
八
二
七
（
文
政
十
）
年
、
上
田
市
立
博
物
館
蔵
）
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幕末史

ペリー来船図

ペ
リ
ー
来
航
図

　

一
八
五
三
（
嘉
永
六
）
年
六
月
三
日
、
四
隻

の
黒
船
が
浦
賀
沖
に
現
れ
た
。
そ
の
後
、
徳
川

公
儀
は
ア
メ
リ
カ
使
節
ペ
リ
ー
の
強
圧
的
な
態

度
に
押
し
切
ら
れ
る
形
で
、
開
国
に
踏
み
切
る

こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
中
、
人
々
は
初
め
て

目
に
す
る
欧
米
の
優
れ
た
文
物
を
詳
細
に
記
録

し
て
い
く
。
こ
の
図
に
は
、
ペ
リ
ー
提
督
一
行

の
様
子
や
浦
賀
警
備
の
様
子
の
ほ
か
、
蒸
気
船

の
大
き
さ
や
装
備
の
内
容
な
ど
が
細
か
に
記
さ

れ
て
い
る
。

船員図

道具類蒸気船図

アメリカ人浦賀上陸行軍図久里浜陣押荒増図

彦根藩陣営図久里浜図

（
上
田
市
立
博
物
館
蔵
）
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