
富
岡
製
糸
場

は
じ
め
に

平
成
二
十
六
年
六
月
。
「
富
岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
産
」
が
、
日
本

で
十
八
番
目
の
世
界
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
同

年
四
月
に
世
界
遺
産
委
員
会
の
諮
問
機
関
で
あ
る
イ
コ
モ
ス
が
公
表
し

た
勧
告
で
は
、
そ
の
普
遍
的
価
値
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
「
明
治
時

代
初
期
ま
で

�る
富
岡
製
糸
場
は
、
二
つ
の
養
蚕
の
教
育
施
設
及
び
蚕

種
倉
庫
を
含
む
関
連
施
設
と
と
も
に
、
伝
統
的
な
生
糸
生
産
か
ら
急
速

に
最
善
の
大
量
生
産
手
法
に
到
達
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
日
本
政

府
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
機
械
及
び
工
業
の
専
門
的
知
識
を
導
入
し
、
群
馬

県
に
お
い
て
生
産
過
程
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
た
。
す
な
わ
ち
蚕
種
の

生
産
、
蚕
の
飼
育
、
大
規
模
な
機
械
化
さ
れ
た
生
糸
生
産
施
設
と
い
う

過
程
で
あ
る
。
一
方
、
モ
デ
ル
工
場
と
し
て
の
富
岡
製
糸
場
と
関
連
資

産
は
、
十
九
世
紀
末
期
に
養
蚕
と
日
本
の
生
糸
産
業
の
革
新
に
決
定
的

な
役
割
を
果
た
し
、
日
本
が
近
代
工
業
化
世
界
に
仲
間
入
り
す
る
鍵
と

な
っ
た （１
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
登
録
勧
告
に
も
あ
る
よ
う
に
、
評
価
さ
れ
た
の
は
富
岡
製
糸
場

の
み
で
は
な
い
。
生
糸
産
業
の
発
展
の
た
め
に
は
、
蚕
の
養
育
か
ら
蚕

種
の
保
存
、
そ
の
教
育
に
関
す
る
関
連
施
設
の
存
在
は
欠
か
せ
な
い
も

の
で
あ
り
、
ま
た
世
界
に
日
本
の
絹
を
輸
出
す
る
、
そ
の
経
路
づ
く
り

も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

今
回
は
、
富
岡
製
糸
場
を
中
心
に
そ
の
関
連
遺
産
を
紹
介
し
な
が
ら
、

日
本
の
絹
産
業
が
ど
う
発
展
し
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
そ
こ
に
関
与
し
、

当
時
の
世
界
情
勢
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
簡
単
に

述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

富
岡

製
糸

場
の

誕
生
と

そ
の
背
景

富
岡
製
糸
場
が
作
ら
れ
た
の
は
、
明
治
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
養
蚕
・

富岡製糸場
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製
糸
業
は
昔
か
ら
日
本
で
盛
ん
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
は
手

動
で
行
な
う
「
座
繰
り
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
な
か
で
、
明
治
五
年
に
日
本
で
富
岡
製
糸
場
と
い
う
初
の
官
営
製

糸
場
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
当
時
の
世
界
に
お
け
る

生
糸
市
場
の
動
き
と
非
常
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

幕
末
に
お
け
る
横
浜
開
港
に
よ
り
外
国
人
と
の
取
引
が
活
発
に
な
る

な
か
で
、
日
本
の
生
糸
へ
の
需
要
は
著
し
く
高
ま
っ
た
。
そ
の
当
時
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
蚕
の
病
気
が
流
行
し
、
養
蚕
業
は
壊
滅
的
な
状
況
に

追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
生
糸
の
生
産
量
で
は
中
国
が

圧
倒
的
に
優
位
で
あ
っ
た
が
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ
る
混
乱
に
よ
り
、
そ

の
生
産
が
激
減
す
る
。
そ
ん
な
状
況
の
な
か
で
目
を
つ
け
ら
れ
た
の
が

日
本
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
製
糸
業
は
手
動
で
あ

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
需
要
に
見
合
う
だ
け
の
十
分
な
生
産
量
を
確
保
す

る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
需
要
に
供
給
が
追
い
付
か
な
い
な
か
、
粗
悪

品
が
で
き
た
り
、
重
さ
を
ご
ま
か
し
た
り
の
不
正
が
行
な
わ
れ
る
よ
う

に
す
ら
な
っ
て
い
た
。
日
本
の
生
糸
の
質
の
悪
さ
に
困
っ
た
イ
タ
リ
ア

や
イ
ギ
リ
ス
は
、
そ
の
原
因
を
つ
か
む
た
め
に
専
門
家
を
日
本
へ
派
遣
。

そ
こ
で
実
地
調
査
を
行
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
専
門
家
ら
は
、
日

本
の
製
糸
業
の
現
状
を
自
分
た
ち
の
母
国
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
明

治
政
府
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
技
術
を
学
び
、
器
械
製
糸
を
導
入
す
る
こ
と

を
助
言
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ヘ
ク
ト
リ
リ
ア
ン
タ
ル
商
会 （２
）は
、
自
分
た

ち
で
洋
式
の
器
械
工
場
を
作
る
こ
と
を
提
案
す
る
が
、
外
国
資
本
の
進

出
を
警
戒
す
る
明
治
政
府
は
そ
れ
を
拒
否
。
し
か
し
、
製
糸
業
の
発
展

が
日
本
の
発
展
に
つ
な
が
る
こ
と
を
理
解
し
た
明
治
政
府
は
、
明
治
三

年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
製
糸
技
術
を
導
入
し
た
器
械
製
糸
場
の
設
立
を
決

定
す
る
。
日
本
初
の
「
官
営
器
械
製
糸
場
」
は
、
こ
う
し
た
背
景
の
も

と
で
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
雇

い
外

国
人

富
岡
製
糸
場
の
設
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ス

人
の
ブ
リ
ュ
ナ （３
）で
あ
る
。
現
在
、
富
岡
製
糸
場
内
に
残
る
「
ブ
リ
ュ
ナ

館
」
に
名
前
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
富
岡
に
関
係
す
る
外
国
人

と
言
え
ば
、
ま
ず
最
初
に
思
い
つ
く
人
物
で
あ
ろ
う
。

明
治
時
代
に
入
り
近
代
国
家
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
た
日
本
は
、
欧

米
諸
国
に
追
い
つ
く
た
め
に
外
国
か
ら
大
勢
の
指
導
者
を
受
け
入
れ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
お
雇
い
外
国
人
」
と
言
わ
れ
る
人
々
で
あ
る
。
ブ
リ
ュ
ナ

も
、
そ
の
「
お
雇
い
外
国
人
」
の
一
人
で
あ
っ
た
。
当
時
大
蔵

少
輔
で

あ
っ
た
伊
藤
博
文
と
租
税
頭
で
あ
っ
た
渋
沢

栄
一
は
、
政
府
の
命
を
受

け
、
在
留
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
ヂ
ブ
ス
ケ （
４
）と
へ
ク
ト
リ
リ
ア
ン
タ

ル
商
会
の
カ
イ
セ
ル
・
ハ
イ
メ
ル
を
仲
介
と
し
て
、
日
本
で
初
め
て
設

立
す
る
官
営
の
製
糸
場
の
指
導
者
と
し
て
相
応
な
人
物
を
推
薦
し
て
も

ら
う
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で

白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、

同
商
会
の
優

秀
な
生
糸
の
検
査
官
で
あ
っ
た
ブ
リ
ュ
ナ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ブ
リ
ュ
ナ
は
そ
の
大

任
を
引
き
受
け
る
に
際
し
、
ま
ず
日
本
在
来
の
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製
糸
方
法
を
勉
強
し
た
。
そ
の
結
果
、
た
だ
フ
ラ
ン
ス
の
製
糸
技
術
を

そ
の
ま
ま
日
本
に
と
り
い
れ
る
の
で
は
な
く
、
日
本
在
来
の
製
糸
方
法

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
技
術
で
改
善
さ
せ
る
こ
と
に
し
、
母
国
の
フ
ラ

ン
ス
で
日
本
に
合
う
製
糸
器
械
を
特
注
す
る
。
富
岡
製
糸
場
の
建
設
に

先
立
ち
、
機
材
の
購
入
や
技
師
の
雇
用
の
た
め
に
一
度
フ
ラ
ン
ス
へ
帰

国
し
た
ブ
リ
ュ
ナ
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
技
師
と
工
女
を
四
人
連
れ
て
横

浜
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
も
同
じ
く
「
お
雇
い
外
国
人
」

で
は
あ
っ
た
が
、
給
与
に
は
か
な
り
の
差
が
あ
っ
た （５
）。
ブ
リ
ュ
ナ
の
給

与
は
、
当
時
の
金
額
に
し
て
大
臣
級
の
額
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ブ
リ
ュ

ナ
が
か
な
り
の
高
待
遇
を
以
て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
富
岡
製
糸
場
の

な
か
に
現
在
も
残
る
「
ブ
リ
ュ
ナ
館
」
の
つ
く
り
か
ら
も
容
易
に
推
察

で
き
る
。
住
居
ス
ペ
ー
ス
は
か
な
り
の
広
さ
が
あ
り
、
地
下
に
は
ワ
イ

ン
蔵
も
作
ら
れ
て
い
た
。

ブ
リ
ュ
ナ
の
雇
用
期
間
は
五
年
。
そ
の
他
の
工
女
ら
の
雇
用
は
四
年

間
の
約
束
と
な
っ
て
い
た
が
、
病
気
に
な
っ
た
り
し
て
雇
用
期
間
中
に

富
岡
を
去
っ
て
お
り
、
雇
用
期
間
満
期
ま
で
富
岡
に
い
た
フ
ラ
ン
ス
人

は
、
ブ
リ
ュ
ナ
の
み
で
あ
る （６
）。

こ
う
し
て
、
ブ
リ
ュ
ナ
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
技
師
や
工
女

の
力
を
得
て
作
ら
れ
て
い
っ
た
日
本
最
初
の
官
営
の
器
械
製
糸
場
だ
が
、

な
ぜ
富
岡
の
地
が
選
ば
れ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が

あ
っ
た
と
い
う
。

①
養
蚕
が
盛
ん
で
、
生
糸
の
原
料
の
繭
が
入
手
し
や
す
い

②
交
通
の
便
が
よ
い

③
動
力
源
と
な
る
石
炭
お
よ
び
水
が
豊
富

④
大
き
な
工
場
を
設
立
で
き
る
ぐ
ら
い
の
土
地
が
供
給
可
能

⑤
外
国
人
指
導
の
工
場
設
立
に
対
す
る
地
元
の
同
意 （７
）

養
蚕

技
術

の
改

良
に
む

け
て

蚕
と
い
う
漢
字
は
「
天
」
と
「
虫
」
が
合
わ
さ
っ
て
で
き
て
お
り
、

文
字
通
り
「
天
の
虫
」
と
も
呼
ば
れ
た
ほ
ど
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
。

非
常
に
繊
細
な
虫
で
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
病
気
に
な
り
や

す
い
。
そ
し
て
病
気
に
な
っ
た
蚕
か
ら
は
生
糸
は
取
れ
な
い
。
せ
っ
か

く
蚕
を
育
て
て
も
、
病
気
の
た
め
に
全
滅
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
た
た
め
、
よ
り
よ
い
飼
育
方
法
を
求
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
工

夫
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。

富
岡
製
糸
場
と
と
も
に
絹
産
業
遺
産
構
成
資
産
と
し
て
登
録
さ
れ
た

「
田
島
弥
平
旧
宅
」
は
、
そ
う
し
た
養
蚕
技
術
の
改
良
を
今
に
残
す
建

物
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
現
在
も
田
島
弥
平
氏
の
子
孫
が
在
住
し
て
お
り
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
地
方
に
よ
く
あ
る
住
宅
と
何
も
変
わ
ら
な
い

感

じ
も
受
け
る
が
、
屋
根
部
分
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
住
宅
が

世
界
遺
産

の
構
成
資
産
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
理
由
が
分
か
る
。

屋
根
に
は
「

総 そ
う

櫓 や
ぐ
ら」

と
呼
ば
れ
る
形
式
の
風
通
し
口
が
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
住
宅

の
二
階
部
分
に
蚕
を
飼
育
す
る
場
所
を
設
け
、
換
気
を

効
果

的
に

行
な

富岡製糸場
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い
、
蚕
に
と
っ
て
よ
い
飼
育
環
境
を
作
り
出
す
た
め
の
し
く
み
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
し
く
み
を
作
り
出
し
た
人
こ
そ
が
、
当
時
こ
の

住
宅
の
主
で
あ
っ
た
田
島
弥
平
。
も
と
も
と
有
力
な
蚕
種
製
造
農
家
で

あ
っ
た
弥
平
は
、
蚕
の
飼
育
に
は
通
風
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
「
清

涼
育
」
と
呼
ば
れ
る
方
法
を
大
成
さ
せ
た
。
弥
平
自
身
と
そ
の
父
親
の

実
践
に
基
づ
い
て
編
み
出
さ
れ
た
新
し
い
養
蚕
技
術
は
「
養
蚕
新
論
」

「
続
養
蚕
新
論
」
と
い
う
二
つ
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

本
の
最
後
に
弥
平
は
「
き
っ
と
得
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
文
章
が
ヘ
タ

だ
か
ら
と
い
っ
て
捨
て
な
い
よ
う
に
」
と
書
き
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
書
籍
に
よ
っ
て
「
清
涼
育
」
は
各
地
に
広
ま
り
、
近
代
養
蚕
農
家
の

原
型
と
な
っ
て
い
っ
た
。

「
清
涼
育
」
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
は
い
え
、
養
蚕
は
農
家
各
自
で

行
な
う
の
が
基
本
で
あ
り
、
統
一
し
た
管
理
化
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
も
な
い
。
農
家
に
と
っ
て
は
大
切
な
資
金
源
で
も
あ
る
養
蚕
が
う
ま

く
い
く
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
た
当
時
の
人
々
の
思
い
は
、
「
蚕
の

神
様
」
を
祀
る
神
社
や
祠
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
明
治
十
年
ご
ろ
、
現
在
の
藤
岡
市
高
山
あ
た
り
の
村
で
は
、

村
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
っ
た
そ
う
し
た
蚕
を
ま
つ
る
神
社
や
祠
が
一
つ
に

ま
と
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
養
蚕
に
携
わ
る
人
々
が
日
常
的
に
祈
る
こ
と

が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
決
め
た
の
は
、
高
山
長
五
郎
と
い

う
人
物
。
「
天
の
虫
」
と
も
呼
ば
れ
た
蚕
。
そ
の
繊
細
さ
ゆ
え
に
飼
育

の
難
し
さ
が
課
題
と
な
り
、
ひ
と
つ
の
支
え
で
あ
っ
た
養
蚕
の
成
功
を

日
常
的
に
祈
る
と
い
う
行
動
が
、
蚕
の
神
様
を
祀
る
神
社
・
祠
を
ま
と

め
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
困
難
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
蚕
は
う
ま
く
育

た
な
く
な
る
と
い
う
恐
れ
が
当
時
の
村
人
た
ち
の
間
に
生
ま
れ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
蚕
は
元
気
に
育
っ
た
。
村
人
た
ち
の

恐
れ
と
は
反
対
の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
高
山
長
五
郎
は
、
蚕
の
飼
育
に
必
要
な
の
は
神
頼
み
で
は

な
く
、
そ
の
飼
育
に
適
切
な
環
境
を
整
え
る
こ
と
だ
と
い
う
科
学
的
な

論
理
を
、
神
社
・
祠
の
統
合
に
よ
っ
て
養
蚕
農
家
に
示
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
三
年
ご
ろ
、
高
山
は
蚕
を
育
て
る
人
た
ち
に
よ
る
組
合
「
高
山
組
」

を
つ
く
り
、
弟
子
た
ち
に
自
分
の
養
蚕
方
法
を
教
え
な
が
ら
、
蚕
に
と
っ

て
よ
り
よ
い
飼
育
方
法
を
求
め
て
共
同
研
究
を
開
始
し
た
。
そ
う
し
て

長
五
郎
が
完
成
し
た
の
が
「
必
要
最
低
限
の
火
力
に
よ
る
保
温
と
換
気

の
よ
さ
」
を
基
本
に
し
た
「
清
温
育
」
と
呼
ば
れ
る
飼
育
法
で
あ
り
、

こ
れ
は
近
代
日
本
に
お
け
る
養
蚕
の
基
準
と
も
な
っ
た
。
高
山
長
五
郎

は
、
明
治
十
六
年
に
は
繭
や
生
糸
の
さ
ら
な
る
品
質
向
上
を
め
ざ
し
て

「
清
温
育
」
を
広
く
教
え
る
「
養
蚕
改
良
高
山
社
」
を
設
立
す
る
が
、

そ
こ
に
は
日
本
各
地
か
ら
多
く
の
人
々
が
学
び
に
や
っ
て
き
た
。
ま
た
、

日
本
国
内
だ
け
で
は
な
く
、
朝
鮮
か
ら
も
実
業
団
が
や
っ
て
き
て
、
そ

の
方
法
を
学
ん
で
い
る
。

こ
の
「
高
山
社
」
も
、
「
絹
産
業
遺
産
」
と
し
て
富
岡
製
糸
場
と
と

も
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
遺
産
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
農
民
の
組
織
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か
ら
私
立
の
養
蚕
学
校
へ
と
姿
を
変
え
な
が
ら
、
「
高
山
社
」
は
昭
和

五
十
二
年
ま
で
そ
の
役
割
を
果
た
し
続
け
た
。

蚕
種
の
改
善

と
保

存

よ
い
生
糸
を
と
る
た
め
に
は
蚕
を
元
気
に
育
て
る
こ
と
が
も
ち
ろ
ん

重
要
で
は
あ
る
が
、
蚕
そ
の
も
の
の
品
種
も
大
き
く
影
響
す
る
。
蚕
の

品
種
は
明
治
時
代
後
半
に
は
一
〇
〇
〇
種
類
以
上
あ
り
、
糸
の
質
に
違

い
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
混
ぜ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
不

�い
な

生
糸
が
で
き
て
し
ま
う
害
を
招
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
よ
い
生
糸
を

と
る
た
め
に
在
来
種
の
な
か
か
ら
優
秀
な
品
種
だ
け
を
選
ぶ
、
と
い
う

方
法
が
長
い
こ
と
続
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
イ
タ
リ
ア
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
外
国
で
蚕
の
交
雑

種
が
さ
か
ん
に
飼
育
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
う
け
、
日
本
で
も
交
雑
種
の

研
究
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
日
本
の
在

来
種
で
あ
る
小
粒
の
繭
「
小
石
丸
」
と
中
国
種
を
交
雑
さ
せ
て
つ
く
っ

た
「
新
小
石
丸
」
と
い
う
種
が
あ
る
。
日
本
が
こ
う
し
た
外
国
種
と
の

交
雑
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
の
は
明
治
四
十
三
年
以
降
だ
が
、
そ
の

当
時
富
岡
製
糸
場
を
有
し
て
い
た
「
原
合
名
会
社
」
は
、
そ
の
翌
年
か

ら
外
国
種
と
在
来
種
の
交
雑
の
試
験
飼
育
を
始
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
が
「
富
岡
製
糸
場
」
と
い
っ
て
最
初
に
イ
メ
ー

ジ
す
る
も
の
と
い
っ
た
ら
何
だ
ろ
う
か
。
門
を
入
っ
た
正
面
に
見
え
る
、

レ
ン
ガ
造
り
の
細
長
い
建
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
建
物
の
写
真

は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
に
も
使
わ
れ
て
お
り
、
富
岡
製
糸

場
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
建
造
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ど
ん
な
役
割
を
担
っ

て
い
た
か
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
建
物
は
「
東
繭
倉
庫
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
東

繭
倉
庫
」
と
対
を
な
す
形
で
、
同
じ
よ
う
な
レ
ン
ガ
造
り
の
細
長
い
建

物
が
、
製
糸
場
の
敷
地
の
や
や
奥
ま
っ
た
場
所
に
あ
る
。
そ
れ
が
「
西

繭
倉
庫
」
で
あ
る
。
富
岡
を
観
光
で
訪
れ
る
人
の
な
か
に
は
、
こ
ち
ら

の
「
西
繭
倉
庫
」
の
ほ
う
ま
で
は
見
に
来
な
い
人
も
少
な
く
な
い
が
、

こ
の
西
繭
倉
庫
と
シ
ン
ボ
ル
的
な
東
繭
倉
庫
の
一
対
は
、
富
岡
製
糸
場

の
敷
地
の
な
か
で
最
も
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
だ

け
の
大
き
な
繭
倉
庫
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

蚕
の
卵
は
、
基
本
的
に
春
に
孵
化
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
蚕
を
飼

育
す
る
養
蚕
作
業
も
、
春
に
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他

の
季
節
に
蚕
を
孵
化
さ
せ
養
蚕
を
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
理
で

あ
り
、
実
質
、
富
岡
製
糸
場
が
で
き
た
明
治
の
初
め
、
養
蚕
は
一
年
に

一
度
し
か
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
途
中
で
繭
が
な
く

な
っ
た
り
し
な
い
よ
う
、
製
糸
場
に
は
大
量
の
繭
を
蓄
え
て
お
く
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
る （８
）。

明
治
二
十
六
年
、
富
岡
製
糸
場
が
民
間
に
払
い
下
げ
に
な
っ
た
と
き
。

落
札
し
た
の
は
三
井
だ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
の
落
札
金
額
は
当
時
の
価

格
で
十
二
万
一
四
六
〇
円
。
現
在
の
価
値
に
直
す
と
、
軽
く
十
二
億
を

超
え
る
。
し
か
し
落
札
当
時
、
繭
倉
庫
に
は
八
万
円
分
の
価
値
の
繭
が

富岡製糸場
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入
っ
て
お
り
、
実
質
、
三
井
は
四
万
円
程
度
で
富
岡
製
糸
場
を
落
札
し

た
こ
と
に
な
る
。

富
岡
製
糸
場
に
は
そ
れ
だ
け
の
価
値
の
多
量
の
繭
を
保
存
で
き
る
繭

倉
庫
が
あ
っ
た
が
、
可
能
で
あ
れ
ば
蚕
の
卵
を
冷
蔵
保
存
し
、
孵
化
時

期
を
調
整
で
き
れ
ば
そ
の
ほ
う
が
安
定
し
た
供
給
の
た
め
に
は
望
ま
し

い
。
し
か
し
冷
蔵
庫
の
な
い
時
代
。
冷
蔵
保
存
を
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、

ど
こ
か
自
然
の
な
か
で
冷
た
い
場
所
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
目
を
つ

け
ら
れ
た
の
が
、
世
界
遺
産
構
成
資
産
の
最
後
の
ひ
と
つ
、
「
荒
船
風

穴
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
岩
の
す
き
ま
か
ら
夏
も
冷
た
い
空
気
が
吹
き

出
し
て
い
る
。
一
番
寒
い
二
月
で
は
マ
イ
ナ
ス
七
・
八
度
、
暑
い
夏
で

も
二
・
七
度
。
そ
こ
で
、
冷
た
い
風
が
吹
き
出
す
場
所
を
囲
い
、
そ
こ

に
建
物
を
築
い
て
冷
た
い
空
気
を
閉
じ
込
め
た
「
天
然
の
冷
蔵
庫
」
を

作
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
明
治
三
十
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
風
穴
を
利
用
し
た
貯
蔵
所
は
他
で
も
作
ら
れ
た
が
、
こ
の

荒
船
風
穴
の
蚕
種
貯
蔵
能
力
は
、
当
時
全
国
で
も
ト
ッ
プ
で
あ
っ
た
。

蚕
の
卵
は
と
て
も
小
さ
く
植
物
の
種
の
よ
う
な
も
の
で
、
紙
に
付
け
て

取
引
さ
れ
て
い
た
。
荒
船
風
穴
で
は
、
こ
う
し
た
蚕
種
紙
が
百
十
万
枚

貯
蔵
可
能
で
あ
っ
た
。
全
国
の
ほ
と
ん
ど
の
都
府
県
か
ら
委
託
の
依
頼

が
あ
り
、
大
正
十
一
年
に
は
現
在
の
北
朝
鮮
に
あ
た
る
地
域
か
ら
も
依

頼
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る （９
）。
荒
船
風
穴
蚕
種
貯
蔵
所
が
事
業

拡
大
を
図
る
様
子
は
、
当
時
の
広
告
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

富
岡
製
糸
場
も
こ
の
荒
船
風
穴
に
蚕
種
の
貯
蔵
を
依
頼
し
て
お
り
、
大

正
七
年
に
預
け
ら
れ
た
蚕
種
紙
は
五
六
一
七
枚
だ
っ
た
と
い
う
。

一
年
に
何
度
も
蚕
糸
の
収
穫
を
可
能
に
し
た
風
穴
の
貯
蔵
庫
は
、
生

糸
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
、
日
本
の
養
蚕
・
製
糸
業
の
発
展
に
欠
か
せ

な
い
施
設
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
風
穴
を
利
用
し
た
蚕
種
貯
蔵
所
が
そ

の
役
目
を
終
え
た
の
は
、
電
気
冷
蔵
設
備
が
普
及
し
た
昭
和
十
年
ご
ろ

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
簡
単
に
「
富
岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
産
群
」
の
構
成
遺
産

を
見
て
き
た
。
富
岡
は
「
日
本
最
初
の
官
営
器
械
製
糸
場
」
で
あ
っ
た

が
、
「
最
初
の
器
械
製
糸
場
」
で
は
な
い
。
日
本
最
初
の
器
械
製
糸
場

は
、
前
橋
藩
営
の
前
橋
製
糸
所
で
あ
っ
た
。
富
岡
製
糸
場
と
異
な
り
、

残
念
な
が
ら
前
橋
製
糸
所
は
小
さ
な
記
念
碑
以
外
そ
の
跡
を
残
す
も
の

は
な
い
が
、
こ
の
製
糸
場
が
操
業
を
開
始
し
た
の
は
明
治
三
年
、
富
岡

よ
り
も
二
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
規
模
と
し
て
は
と
て
も
富
岡
に
か

な
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
器
械
製
糸
技
術
の
全
国
的
普
及
の
最
初

の
拠
点
と
し
て
、
富
岡
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
前
橋
製
糸
所
を
つ
く
っ
た
の
は
、
速
水
堅

曹 （

�）。
富
岡
製
糸
場
で

は
フ
ラ
ン
ス
人
の
ブ
リ
ュ
ナ
を
指
導
者
と
し
て

雇
い
、
フ

ラ
ン
ス
式
の

器
械
を
導
入
し
た
が
、
速
水

堅
曹
は
ス
イ
ス
人
技
師
を
四
カ
月

雇
用
し

て
技
術
を
学
び
、
イ
タ
リ
ア
式
の
製
糸
器
械
を
導
入
し
て
い
る （

�）。
こ
の

速
水
は
全
国
の
製
糸
所
の
技
術

指
導
・
器
械
製
糸
の
普
及
に

貢
献
し
て

い
る
。
こ
の
製
糸
所
に

伝
習
に
来
て
技
術
を

身
に
付
け
た
熊
本
の
長

野
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溶
平
と
親
蔵
夫
婦
ら
は
、
西
日
本
最
初
の
器
械
製
糸
場
「
緑
川
製
糸
場
」

を
明
治
八
年
に
設
立
し
て
い
る （

�）。
ま
た
富
岡
製
糸
場
の
成
立
に
あ
た
っ

て
も
、
政
府
役
人
と
ブ
リ
ュ
ナ
が
富
岡
を
訪
れ
た
と
き
、
速
水
は
政
府

に
よ
り
富
岡
行
き
を
命
じ
ら
れ
、
藩
営
製
糸
所
の
経
営
者
の
立
場
か
ら
、

器
械
製
糸
の
利
害
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

速
水
自
身
と
ブ
リ
ュ
ナ
は
親
し
か
っ
た
ら
し
く
、
な
に
か
と
連
絡
を
取

り
合
っ
て
い
た
と
い
う （

�）。

ま
た
速
水
は
富
岡
製
糸
場
の
三
代
目
の
所
長
と
な
り
、
当
時
質
が
落

ち
て
い
た
富
岡
製
の
絹
糸
の
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
改
革
を
行
な
っ
て

い
る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
、
工
女
た
ち
に
対
す
る
教
養
教
育
で
あ

る
。
仕
事
を
通
し
て
工
女
の
人
間
的
向
上
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
工
女

の
や
る
気
を
あ
げ
、
生
糸
の
質
向
上
に
結
び
付
け
た
。
そ
れ
が
成
功
し

た
こ
ろ
、
速
水
は
主
な
輸
出
先
の
フ
ラ
ン
ス
に
文
書
を
送
り
、
「
私
自

身
が
担
当
し
て
製
造
し
た
品
が
、
い
さ
さ
か
で
も
悪
い
点
が
あ
れ
ば
、

知
ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
申
し
送
っ
て
い
る （

�）。
そ
し
て
、
富
岡
が
官
営
で

あ
る
こ
と
の
限
度
を
見
抜
き
、
民
営
化
の
必
要
を
言
い
出
し
た
の
も
、

こ
の
速
水
で
あ
る
。

ま
た
富
岡
製
糸
場
が
操
業
を
開
始
し
て
か
ら
わ
ず
か
五
年
後
、
や
は

り
官
営
の
画
期
的
な
工
場
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
現
在
の
高
崎
市

新
町
に
作
ら
れ
た
「
新
町

�糸
紡
績
所
」
で
あ
る
。

�糸
紡
績
と
は
、

製
糸
に
向
か
な
い

�の
繭
や

�の
糸
を
つ
ぶ
し
て
糸
に
紡
ぐ
こ
と
を
い

う
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

�の
繭
や

�の
糸
も
製
品
に
仕
立
て

る
技
術
が
確
立
し
て
い
た
。
こ
う
し
た

�は
ど
う
し
て
も
一
定
の
割
合

で
発
生
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
加
工
に
回
せ
る
か
ど
う
か
は
製
糸
業
に

と
っ
て
、
生
産
と
効
率
の
両
面
か
ら
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
タ
ダ
み
た
い
な
値
段
で
売
ら
れ
て
い
る

�糸
や

�繭
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
高
い
値
段
で
取
引
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
日
本
政
府
は
、
こ
の
紡
績
工
場
を
作
り
、
そ
の
利
益
を
日
本
に
取
り

戻
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
新
町

�糸
紡
績
工
場
」
は
、
日
本

が
初
め
て
自
力
で
建
設
し
た
近
代
工
場
で
あ
る
。
そ
の
開
業
式
に
は
、

大
隈
重
信
、
伊
藤
博
文
、
前
島
密
、
松
方
正
義
ら
政
府
高
官
が
参
列
し
、

翌
年
に
は
明
治
天
皇
が
八
千
人
の
随
行
員
を
伴
っ
て
行
幸
し
て
い
る
。

大
久
保
利
通
は
開
業
式
の
挨
拶
で
「
既
住
の
無
価
を
転
じ
て
将
来
の
有

利
と
為
し
、
そ
の
利
を
邦
人
に
附
せ
ん
と
す
」
と
の
祝
辞
を
述
べ
て
い

る （

�）。
そ
し
て
明
治
二
十
年
に
は
、
富
岡
製
糸
場
と
同
様
、
三
井
に
払
い

下
げ
ら
れ
た
。

明
治
政
府
が
養
蚕
・
製
糸
業
に
力
を
い
れ
た
理
由
は
、
そ
の
時
代
、

生
糸
が
日
本
の
主
な
輸
出
品
で
あ
り
、
最
も
効
果
的
に
外
貨
を
稼
ぐ
こ

と
が
で
き
る
商
品
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
生
糸
の
輸
出
で
も
う

け
を
出
す
た
め
に
は
、
色
々
な
問
題
が
あ
っ
た
。

明
治
七
年
に
、
自
宅
を
利
用
し
て
民
間
初
の
洋
式
器
械
製
糸
所
を
作
っ

た
、
星
野
長
太
郎
と
い
う
人
物
が
い
る
。
こ
の
星
野
が
、
自
分
の
製
糸

所
で
作
ら
れ
た
生
糸
の
な
か
で
も
特
に
優
良
な
も
の
を
始
め
て
出
荷
し

富岡製糸場
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た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
生
糸
の
質
の
よ
さ
に
つ
い
て
は
、
生
糸

を
外
国
の
商
人
に
売
る
役
割
を
し
て
い
た
「
荷
主
」
た
ち
に
も
高
い
評

価
を
得
た
が
、
星
野
の
利
益
は
マ
イ
ナ
ス
に
終
わ
っ
た
。
な
ぜ
そ
ん
な

こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
、
生
糸
の
販
売
流
通
経
路
に
あ
っ
た
。
外
国
の
商
人
に

売
る
た
め
に
「
荷
主
」
に
頼
む
と
、
当
然
そ
の
仲
介
料
を
取
ら
れ
る
。

そ
れ
を
知
っ
た
星
野
は
自
分
自
身
が
横
浜
に
出
向
き
、
英
国
商
人
に
そ

こ
そ
こ
よ
い
値
段
で
売
る
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
そ
れ
で
も
も
う
け
は

ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
か
っ
た
。
横
浜
か
ら
イ
ギ
リ
ス
ま
で
の
流
通
段

階
で
、
仲
介
人
や
外
国
商
社
に
も
運
賃
や
税
や
手
数
料
を
と
ら
れ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

仲
介
業
者
に
売
る
だ
け
で
は
、
外
国
と
の
貿
易
で
利
益
を
生
み
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
た
ち
の
製
品
が
「
ど
こ
に
出
荷
さ
れ
、
ど
の

よ
う
な
経
路
で
、
い
く
ら
で
売
ら
れ
る
の
か
」
を
き
ち
ん
と
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
外
国
商
人
た
ち
は
、
日
本
の
業
者
た

ち
に
何
の
情
報
も
知
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
た
め
、
日
本
側
は
外

国
人
商
社
の
い
う
こ
と
を
鵜
呑
み
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

星
野
は
前
橋
製
糸
所
の
速
水
を
通
じ
、
貴
重
な
情
報
を
入
手
す
る
。
そ

れ
は
、「
外
国
に
お
い
て
、
日
本
の
生
糸
は
横
浜
の
外
国
人
商
社
が
言
っ

て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
値
段
で
取
引
さ
れ
て
い
る
。
」
と
い
う

事
実
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
星
野
は
、
外
国
人
商
社
を
通
さ
ず
に
生
糸
を
直
輸
出
す
る
た

め
、
英
語
を
勉
強
し
て
い
た
弟
・
新
井
領
一
郎
を
ア
メ
リ
カ
に
派
遣
し
、

ア
メ
リ
カ
市
場
に
お
け
る
生
糸
の
需
要
と
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
れ
が
明
治
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
領
一
郎
の
信
用
を
第
一
と

し
た
交
渉
は
ア
メ
リ
カ
市
場
に
お
い
て
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
日

本
人
と
し
て
初
め
て
外
国
人
商
社
を
経
由
せ
ず
に
生
糸
を
直
輸
出
す
る

こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
の
生
糸
貿
易
は
著
し
い
発
展

を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
同
時
に
、
生
糸
の
輸
出
先
に
つ
い
て
も

変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

新
井
領
一
郎
が
渡
米
す
る
前
、
日
本
の
生
糸
の
輸
出
先
は
九
九
パ
ー

セ
ン
ト
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
領
一
郎
が
本
格
的
に
「
直

輸
出
」
を
開
始
し
て
か
ら
ア
メ
リ
カ
向
け
の
輸
出
が
増
加
。
明
治
十
八

年
に
は
輸
出
先
の
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
ア
メ
リ
カ
が
占
め
る
よ
う
に
な

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
輸
出
の
比
率
を
逆
転
す
る
。
そ
し
て
明
治
四
十

年
に
は
、
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
増
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

新
井
領
一
郎
が
拓
い
た
「
直
輸
出
」
の
道
筋
は
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ

カ
へ
の
輸
出
拡
大
の
大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い

は
な
い
が
、
す
べ
て
が
日
本
側
の
努
力
に
の
み
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
新
井
の
渡
米
よ
り

十
数
年
前
に
起
こ
っ
た
南
北
戦
争
（
一
八
六
一
～
六
五
）
の
後
、
ア
メ

リ
カ
で
は
産
業
都
市
パ
タ
ー
ソ
ン
を
中
心
に
絹
織
物
産
業
が
興
隆
し
、

多
量
の
生
糸
を
必
要
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
絹
織
物
業
者

の
労
働
者
の
賃
金
は
高
く
、
輸
入
さ
れ
る
生
糸
に
は
関
税
が
か
け
ら
れ
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て
い
な
か
っ
た
た
め
、
絹
織
物
の
原
料
で
あ
る
生
糸
は
、
す
べ
て
国
外

か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
た
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
が
主
に
生
糸
を
輸
入

し
て
い
た
国
は
中
国
で
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
側
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に

�ん
だ
新
井
領
一
郎
に
よ
っ
て
、
一
八
八
三
年
に
は
中
国
よ
り
日
本
か

ら
輸
入
す
る
生
糸
の
割
合
の
ほ
う
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
新
井
領
一
郎
が
渡
米
し
た
と
き
、
彼
は
二
十
歳
の
若
さ
で
あ
っ

た
。
領
一
郎
の
渡
米
に
関
し
て
は
多
く
の
有
力
者
が
い
ろ
い
ろ
な
手
助

け
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
一
人
が
群
馬
県
の
県
令
で
あ
っ
た
楫

取
素
彦
で
あ
る
。
楫
取
は
領
一
郎
に
対
し
て
渡
航
費
の
支
援
を
行
な
っ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
御
礼
の
た
め
に
領
一
郎
が
楫
取
の
と
こ
ろ
を
訪

れ
た
と
き
。
楫
取
の
妻
・
寿
子
は
紫
の
織
物
に
包
ま
れ
た
細
長
い
も
の

を
領
一
郎
の
前
に
差
し
出
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
。

中
身
は
寿
子
の
兄
、
吉
田
松
陰
の
形
見
で
す
。
こ
の
短
刀
に
は
兄

の
魂
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
魂
は
兄
の
夢
で
あ
っ
た
太
平

洋
を
渡
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
安
ら
か
に
眠
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
す （

�）。

吉
田
松
陰
の
名
前
は
、
幕
末
や
明
治
維
新
の
歴
史
が
好
き
な
人
で
あ

れ
ば
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
平
成
二
十
七
年
度
の
Ｎ

Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
花
燃
ゆ
』
の
主
人
公
「
杉
文
」
は
、
こ
の
新
井
領

一
郎
に
松
蔭
の
刀
を
渡
し
た
寿
子
の
妹
で
あ
る
。
領
一
郎
が
寿
子
よ
り

預
か
っ
た
そ
の
吉
田
松
陰
の
短
刀
は
、
現
在
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
住
む

新
井
の
子
孫
の
手
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
領
一
郎
の
長

男
・
米
男
は
明
治
二
年
の
生
ま
れ
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
東
部
で
生
ま
れ
た

最
初
の
日
本
人
で
も
あ
っ
た
。

現
代

社
会

と
「

絹
産
業

」

富
岡
製
糸
場
が
操
業
を
開
始
し
た
年
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
一
年
前

の
明
治
四
年
。
明
治
天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
昭
憲
皇
后
が
、
近
代
国
家

へ
歩
み
始
め
た
日
本
の
基
幹
的
な
産
業
と
な
る
養
蚕
業
の
奨
励
の
た
め

に
、
皇
室
で
養
蚕
を
始
め
た
。
昭
憲
皇
后
と
、
明
治
天
皇
の
父
で
あ
る

孝
明
天
皇
の
准
后
英
照
皇
太
后
は
、
富
岡
製
糸
場
が
操
業
を
開
始
し
た

翌
年
の
明
治
六
年
六
月
に
富
岡
を
訪
問
し
て
お
り
、
そ
の
と
き
の
記
念

碑
は
今
も
製
糸
場
の
敷
地
の
な
か
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
皇
室
で
の

養
蚕
は
歴
代
の
皇
后
に
継
承
さ
れ
、
国
内
の
養
蚕
業
が
衰
え
た
今
で
も
、

そ
の
伝
統
は
大
切
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

皇
室
で
育
て
ら
れ
て
い
る
蚕
の
な
か
に
は
、
純
国
産
の
「
小
石
丸
」

と
い
う
種
類
が
あ
る
。
こ
の
種
類
の
蚕
は
、
そ
こ
か
ら
作
り
出
さ
れ
る

糸
の
美
し
さ
に
よ
り
高
い
評
価
を
得
て
い
た
が
、
生
産

性
が

低
い
た
め
、

昭
和
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
皇
室
で
わ
ず
か
に
育
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、

遠
か
ら
ず
廃
棄
さ
れ
る
見
込
み
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
蚕
か

ら
と
れ
る
タ
イ
プ
の
絹
糸
が
八
世
紀
の
正
倉
院
宝
物
の
古
代
裂
・
紫
地

鳳
唐
草
丸
文
錦
の
復
元
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

富岡製糸場
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な
り
、
平
成
六
年
か
ら
は
増
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
復
元
事
業
が

完
了
し
た
の
は
平
成
二
十
二
年
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ま
で
の
十
六
年
間
、

小
石
丸
の
繭
は
皇
室
か
ら
正
倉
院
に
贈
り
つ
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
日
本
の
発
展
を
支
え
た
絹
産
業
の
跡
は
、
形
を
変
え
て
私
た
ち

の
生
活
の
ご
く
身
近
に
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
さ
い
た
ま
新
都
心

駅
前
に
あ
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、「
コ
ク
ー
ン
新
都
心
」。
な
ぜ

こ
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
「
コ
ク
ー
ン
」
と
い
う
名
称
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は

co
co
o
n
が
日
本
語
で
「
繭
」
を
意
味
す

る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
見
当
が
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
こ
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
で
き
る
前
、
こ
こ
は
富
岡
製
糸

場
を
近
年
ま
で
所
有
し
て
い
た
片
倉
工
業
の
所
有
す
る
、
有
力
工
場
の

ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
絹
産
業
の
衰
え
に
よ
り
こ
の
場
所
は
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
名

称
に
は
富
岡
製
糸
場
に
つ
な
が
る
絹
産
業
の
名
残
が
残
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

�

（

1）
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
六
日
の
文
化
庁
報
道
発
表
「
我
が

国
の
推
薦
資
産
に
係
る
世
界
遺
産
委
員
会
諮
問
機
関
に
よ
る
評
価

結
果
及
び
勧
告
に
つ
い
て
」。

（

2）
こ
の
他
、「
エ
シ
ュ
ト
・
リ
リ
ア
ン
タ
ー
ル
」
や
「
ヘ
ク
ト
・

リ
リ
ア
ン
タ
ー
ル
商
会
」
な
ど
の
表
記
が
あ
る
。
本
稿
で
の
表
記

は
『
富
岡
製
糸
場
誌
』
に
よ
る
。

（

3）
P
a
u
l
B
ru

n
a
t。
彼
の
名
前
の
発
音
に
関
し
て
は
い
く
つ
か

の
表
記
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
国
立
文
書
館
蔵
の
公
文
書
で
の
使

用
頻
度
を
元
に
「
ブ
リ
ュ
ナ
」
を
と
っ
た
『
富
岡
製
糸
場
誌
』
に

倣
い
、「
ブ
リ
ュ
ナ
」
と
す
る
。

（

4）
D
u
B
o
u
sq

u
et。

（

5）
『
御
雇
外
国
人
一
覧
』
（
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
中

外
堂
、
一
八
七
二
年
）、
五
頁
。

（

6）
志
村
和
次
郎
『
絹
の
国
を
創
っ
た
人
々
』（
上
毛
新
聞
社
事
業

局
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
）、
一
〇
六
頁
。

（

7）
反
発
が
懸
念
さ
れ
た
が
、
三
〇
〇
人
を
超
え
る
戸
主
の
名
で

「
異
存
の
儀
毛
頭
ナ
ク
候
―
」
と
い
う
同
意
書
が
提
出
さ
れ
た
と

い
う
（
上
毛
新
聞
社
編
『
絹
の
国
拓
く

世
界
遺
産
「
富
岡
製

糸
場
と
絹
産
業
遺
産
群
」
』
上
毛
新
聞
社
事
業
局
出
版
部
、
二
〇

一
四
年
、
三
一
頁
）
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
前
橋
製
糸
所
に
雇
い

入
れ
ら
れ
た
外
国
人
へ
の
誹
謗
中
傷
も
あ
っ
た
た
め
、
外
国
人
雇

い
入
れ
に
関
す
る
点
は
、
富
岡
製
糸
場
設
置
場
所
選
定
の

際
に
も

議
論
の

対
象
と
な
っ
た
（
『
富
岡
製
糸
場
誌

上
』
富
岡

市
教

育

委
員
会
、
一

九
七
七
年
、
八
頁
）
。
し
か
し

現
実

的
に
は

違
和

感

も
あ
っ
た
ら
し
く
、
日
本
人
宅
へ
居
留
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
「

お

雇
い
外
国
人
」
の

西
洋

料
理
の
匂
い
が
甚
だ
し
く
、
そ
れ
が
養

蚕
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に
は
害
だ
と
苦
情
を
唱
え
た
女
性
が
い
た
こ
と
が
、
明
治
五
年
六

月
十
九
日
付
の
『
東
京
日
々
新
聞
』
掲
載
の
記
事
か
ら
分
か
る
。

（

8）
佐
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