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上
田
の
玄
関
口
、

上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

　

上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
は
上

田
駅
前
に
あ
る
パ
レ
オ
と
い
う
ビ

ル
の
４
階
に
あ
り
ま
す
。
市
民
の

を
、
市
民
団
体
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
他
）

や
地
元
の
大
学
と
も
協
働
し
な
が

ら
数
多
く
開
催
し
て
い
ま
す
。

よ
う
こ
そ
、

「
サ
ロ
ン
ト
ー
ク

in
真
田
丸
の
世
界
」へ

　

平
成
28
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ
「
真
田
丸
」
放
映
に
向
け
て
、

こ
れ
か
ら
も
市
民
サ
イ
ド
か
ら

益
々
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
い

う
こ
と
で
、
上
田
市
の
「
わ
が
ま

ち
魅
力
ア
ッ
プ
応
援
事
業
」
と
し

て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
上
田
図
書
館
倶

楽
部
が
主
催
し
、
上
田
情
報
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
と
共
催
、
上
田
ケ
ー
ブ

ル
ビ
ジ
ョ
ン
の
ご
協
力
の
も
と
、

「
サ
ロ
ン
ト
ー
ク
in
真
田
丸
の
世

界
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

上
田
市
は
じ
め
、「
真
田
丸
」
ゆ

か
り
の
地
は
大
河
ド
ラ
マ
の
ご
当

地
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
大

変
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
が
、

こ
れ
を
機
会
に
我
々
市
民
が
真
田

氏
の
こ
と
、
地
域
の
こ
と
に
つ
い

て
、
改
め
て
学
び
直
し
、
ま
た
誇

り
を
持
っ
て
、
遠
方
よ
り
訪
れ
る

お
客
様
に
上
田
の
歴
史
や
文
化
、

郷
土
の
良
さ
を
伝
え
た
い
。
ま
た
、

「
暮
ら
し
や
仕
事
に
役
立
つ
」
図

書
館
を
目
指
し
、
実
用
的
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
て
い
る
ほ
か
、

「
千
曲
川
地
域
の
文
化
の
創
造
と

発
信
」
も
視
野
に
入
れ
た
各
種

の
講
座
、
及
び
文
化
イ
ベ
ン
ト

ゲ
ス
ト
は
真
田
氏
研
究
家
の
常
田
軍
三
さ
ん
。

サ
ロ
ン
ト
ー
ク
の
タ
イ
ト
ル
は
、

「
真
田
氏
と
海
野
平
合
戦
・

上
田
原
合
戦
・
砥
石
合
戦
」

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
：
長
野
県
職
員
と
し
て
40
年
間
、
上
田
商
工
会
議
所

専
務
理
事
を
12
年
間
勤
め
た
後
、
真
田
語
り
部
・
真
田
氏
研
究
家
と
な
る

著
書
「
真
田
随
想
録
」（
上
）（
中
）（
下
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
上
田
図
書
館

倶
楽
部
の
紹
介

　

私
た
ち
は
、
上
田
情
報
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
を
拠
点
と
し
て
、
図

書
館
と
の
協
働
に
よ
る
情
報

サ
ー
ビ
ス
活
動
、
学
習
活
動
、

文
化
活
動
や
、
図
書
館
業
務
、

関
連
業
務
の
受
託
に
よ
り
〝
市

民
参
加
に
よ
る
幅
広
い
図
書
館

サ
ー
ビ
ス
〟
を
実
現
し
て
、
市

民
生
活
の
向
上
と
地
域
の
文
化

の
発
展
に
役
立
ち
た
い
と
、
活

動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

ご
一
緒
に
活
動
し
て
く
だ
さ

る
市
民
の
皆
様
の
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

子
供
や
孫
に
も
そ
の
こ
と
を
伝
え

て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
。
そ
ん
な

思
い
で
こ
の
「
サ
ロ
ン
ト
ー
ク
in
真

田
丸
の
世
界
」
を
企
画
し
ま
し
た
。
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な
ぜ
、
私
が
真
田
氏
を
こ
こ
ま
で

愛
し
、
尊
敬
し
て
い
る
の
か
。
真
田

一
族
が
偉
大
な
業
績
を
残
す
発
端
と

な
っ
た
、
真
田
幸
隆
と
い
う
人
物
に

つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

　

甲
斐
を
支
配
し
て
い
た
武
田
信
虎

は
、
狭
い
自
分
の
領
土
を
広
げ
た
い

と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
南
に
は

駿
河
の
今
川
義
元
、
三
河
の
徳
川
家

康
、そ
の
西
に
は
美
濃
の
斉
藤
道
三
、

東
に
は
関
東
管
領
の
上
杉
憲
政
の
有

力
武
将
が
揃
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

強
力
な
武
将
の
い
な
い
北
の
信
濃
を

攻
め
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
甲
斐

の
「
北
方
指
向
」
と
い
う
。

　

信
虎
（
の
ち
に
信
玄
が
続
い
て
い

く
）
は
ま
ず
諏
訪
を
攻
め
、
次
に
佐

久
、
続
い
て
伊
那
へ
も
進
攻
し
、
順

次
自
分
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
そ

れ
が
終
わ
る
と
信
濃
の
中
心
部
へ

入
っ
て
い
き
、
も
う
一
度
佐
久
へ
、

そ
し
て
小
県
、
埴
科
へ
と
進
攻
。
一

方
で
、
塩
尻
峠
を
越
え
て
松
本
方
面

へ
向
か
っ
た
。
こ
れ
が
「
二
方
面
作

戦
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
道
程
の
中
に
「
海
野
平
の
合
戦
」

が
あ
る
。

　

１
５
４
１
年
（
天
文
10
年
）
５
月
、

武
田
信
虎
は
諏
訪
の
諏
訪
頼
重
と
坂

城
の
村
上
義
清
を
誘
っ
て
、
三
派
連

合
を
組
み
、
東
信
濃
随
一
の
豪
族
、

海
野
氏
を
攻
め
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
。

こ
れ
が
「
海
野
平
の
合
戦
」。
海
野

氏
は
合
戦
に
敗
れ
、
海
野
家
当
主
で

あ
る
海
野
棟む

ね

綱つ
な

は
共
に
戦
っ
た
孫
の

真
田
幸
隆
と
鳥
居
峠
を
越
え
、
上
州

箕
輪
城
主
の
長
野
業
正
の
も
と
へ
逃

げ
た
。
ふ
た
り
は
い
ず
れ
故
郷
へ
帰

り
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
、
長
野

氏
に
三
派
連
合
打
倒
を
頼
む
。

　

長
野
氏
は
関
東
管
領
上
杉
氏
の
後

ろ
盾
を
得
て
、
三
千
の
兵
を
連
れ
て

佐
久
平
へ
向
か
っ
た
。
だ
が
敵
は
既

に
退
陣
し
た
後
だ
っ
た
の
で
戦
い
に

な
ら
ず
。
海
野
棟
綱
と
幸
隆
は
本
領

復
帰
の
機
会
を
失
っ
た
。

　

そ
の
後
、
幸
隆
は
武
田
の
家
臣
、

山
本
勘
助
の
仲
介
で
武
田
家
に
招
か

れ
る
。「
幸
隆
は
信
濃
を
よ
く
知
っ

て
い
る
、
戦
に
も
た
け
て
い
る
よ
う

だ
。
先
方
衆
と
い
う
役
職
を
幸
隆
に

与
え
て
信
濃
を
攻
め
れ
ば
、
信
濃
は

武
田
の
軍
門
に
下
る
だ
ろ
う
」
と
考

え
た
勘
助
は
幸
隆
を
説
得
。
幸
隆
は

や
む
な
く
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
。
敵

だ
っ
た
武
田
に
つ
く
と
い
う
こ
と

は
、
断
腸
の
思
い
だ
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

幸
隆
が
武
田
側
に
つ
い
た
こ
と
が

武
田
軍
に
と
っ
て
は
功
を
奏
す
。

　

幸
隆
は
奇
襲
戦
が
得
意
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
先
立
ち
に
調
略

を
行
っ
た
。
調
略
と
は
敵
方
の
寝
返

り
そ
う
な
兵
に
、
報
奨
金
や
土
地
を

与
え
て
味
方
に
引
き
入
れ
る
や
り
方

で
あ
る
。
幸
隆
は
こ
の
方
法
で
無
駄

な
戦
い
で
敵
を
殺
さ
ず
に
戦
に
勝
っ

て
い
っ
た
。

　

こ
の
、
信
虎
の
信
濃
を
我
が
物
に

し
よ
う
と
い
う
欲
望
が
な
け
れ
ば
、

大
河
ド
ラ
マ
「
真
田
丸
」
の
放
映
は

な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

幸
隆
は
武
田
の
臣
下
に
な
っ
て
７

年
目
に
、
武
田
が
落
と
せ
な
か
っ
た

村
上
義
清
の
出
城
、
砥
石
米
山
城
を

独
力
で
落
と
す
。
こ
の
原
動
力
は
幸

隆
に
と
っ
て
我
が
ふ
る
さ
と
真
田
へ

の
想
い
、
こ
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
幸
隆
の
心
、

こ
れ
が
、
武
田
信
玄
と
い
う
仇
敵
の

懐
に
飛
び
込
ん
で
自
分
の
力
を
発
揮

し
、
そ
し
て
、
ふ
る
さ
と
へ
帰
る
。

そ
れ
を
成
し
遂
げ「
真
田
中
興
の
祖
」

と
い
わ
れ
た
真
田
幸
隆
の
原
点
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

幸
隆
は
こ
の
功
績
な
ど
に
よ
っ
て

武
田
二
十
四
将
に
加
え
ら
れ
た
。
の

ち
に
幸
隆
の
長
男
信
綱
と
次
男
昌
輝

も
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
後
、
真
田
氏
は
戦
国
時
代
の
荒

波
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
想
い
は
次
の

世
代
へ
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　

息
子
た
ち
信
綱
と
昌
輝
は
「
長
篠

の
戦
い
」（
１
５
７
５
年
、
武
田
軍

と
徳
川
・
織
田
軍
と
の
戦
い
）
で
戦

死
。
信
綱
の
家
来
で
あ
っ
た
白
河
兄

弟
は
「
主
君
は
き
っ
と
故
郷
へ
帰
り

た
か
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
、
二
人

の
首
を
陣
羽
織
に
包
ん
で
一
〇
〇
キ

ロ
以
上
の
道
の
り
を
故
郷
の
信
綱
寺

ま
で
何
ヶ
月
も
か
け
運
ん
だ
。
兄
弟

は
和
尚
に
「
こ
れ
は
主
君
た
ち
の
首

で
す
。
私
た
ち
は
主
君
が
あ
の
世
に

逝
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
切
腹
し
て

死
に
ま
す
」
と
言
っ
て
あ
の
世
へ
旅

立
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
信
綱
寺
に

残
っ
て
い
る
「
血
染
め
の
陣
羽
織
」

の
話
で
あ
る
。

一
、真
田
氏
の
愛
郷
心
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で
は
な
い
か
。「
愛
士
撫
民
⎜
士
を

愛
し
、
民
を
撫
で
る
よ
う
に
愛
す

る
」。
家
来
た
ち
を
愛
し
、
領
民
た

ち
を
愛
す
る
。
そ
の
力
で
徳
川
の
軍

勢
を
打
ち
負
か
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
も
ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
想
い
が

原
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
三
代
目
、
長
男
の
信
之
と

次
男
の
幸
村
。
信
之
は
１
６
２
２
年

（
元
和
８
年
）
に
松
代
へ
移
封
を
命

じ
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
信
之
の
心
を

書
い
た
の
も
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
幕

府
の
い
う
こ
と
を
き
い
て
上
田
か
ら

松
代
へ
は
行
き
た
く
は
な
い
、
俺
の

末
期
に
真
田
氏
が
記
し
た
系
譜
）
に

よ
る
と
、
真
田
氏
は
天
皇
の
出
と
い

う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

貞さ
だ

元も
と

親し
ん

王の
う

（
清
和
天
皇
第
四
皇

子
）
─
善よ
し

淵ぶ
ち

王お
う

（
滋し

げ

野の

朝あ

臣そ
ん

の
姓

を
賜
る
）
─
（
五
代
略
）
─
廣
道

（
海
野
の
姓
と
な
る
）

　

な
ぜ
天
皇
の
血
筋
が
信
濃
に
入
っ

て
き
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
話
が
残

さ
れ
て
い
る
。

　

琵
琶
の
名
人
だ
っ
た
善
淵
王
が
宮

　

一
方
、
三
男
の
昌
幸
は
１
５
７
９

年
（
天
正
７
年
）
に
上
州
名
胡
桃
城

を
攻
略
し
、
１
５
８
０
年
（
天
正
８

年
）に
は
上
州
沼
田
城
を
攻
略
し
た
。

そ
し
て
１
５
８
３
年
（
天
正
11
年
）、

尼
ケ
渕
に
上
田
城
を
築
く
。

　

１
５
８
５
年
（
天
正
13
年
）
第
一

次
上
田
合
戦
で
は
７
５
０
０
の
徳
川

の
兵
に
対
し
、
２
５
０
０
の
兵
で
対

抗
。
ど
こ
の
大
名
も
、
徳
川
に
攻
め

ら
れ
て
生
き
残
れ
る
は
ず
が
な
い
と

思
っ
て
い
た
が
、見
事
に
城
を
守
り
、

徳
川
は
大
敗
。
こ
の
原
動
力
は
「
愛

士
撫
民
」
の
強
い
心
が
あ
っ
た
か
ら

　

さ
て
、
そ
う
い
う
真
田
の
祖
先
は

な
に
か
ら
出
た
の
か
、
話
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

①
海
野
氏
説

　

平
安
時
代
か
ら
東
信
地
方
に
は
滋

野
三
家
（
海
野
・
祢
津
・
望
月
）
と

称
す
る
名
族
が
い
て
、
海
野
氏
は
そ

の
中
で
も
本
家
筋
と
さ
れ
て
い
た
。

海
野
棟む

ね

綱つ
な

の
娘
が
真
田
氏
に
嫁
ぎ
、

幸
隆
が
生
ま
れ
た
と
い
う
説
。

　

こ
れ
は
馬
場
政
常
編『
滋
野
通
記
』

付
「
真
田
系
譜
之
巻
」（
江
戸
時
代

愛
す
る
の
は
上
田
だ
」。
こ
れ
も
幸

隆
の
気
持
ち
を
受
け
継
ぐ
話
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
松
代

十
万
石
と
な
っ
て
幕
末
ま
で
続
く
。

　

か
た
や
、
次
男
の
幸
村
は
華
や
か

な
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
49
年
の
生
涯
の
中
で
、
武
田
・

上
杉
・
徳
川
へ
の
人
質
、
14
年
間
に

わ
た
る
九
度
山
で
の
蟄
居
生
活
。
そ

の
よ
う
な
虚
し
い
人
生
を
過
ご
し
、

最
後
に
１
６
１
５
年
５
月
７
日
大
坂

夏
の
陣
で
討
死
。
し
か
し
、
そ
の
討

死
し
た
時
の
凄
さ
を
鹿
児
島
の
島
津

公
は
、「
幸
村
は
『
日ひ

の
本も

と

一い
ち

の
兵

つ
わ
も
の』

中
で
琵
琶
を
奏
で
て
い
る
と
、
音
色

に
魅
か
れ
て
か
燕
が
舞
い
込
ん
で
き

た
。
王
が
見
上
げ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の

時
、
鳥
が
糞
を
し
て
目
に
入
っ
た
。

痛
く
て
し
か
た
が
な
い
。
信
濃
出
身

の
女
官
が
、「
信
濃
に
鹿
沢
温
泉
と

い
う
い
い
温
泉
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

お
湯
で
目
を
洗
え
ば
直
る
か
も
し
れ

な
い
」
と
進
言
し
た
。
王
は
言
わ
れ

た
通
り
信
濃
へ
行
き
温
泉
に
入
っ

た
。
と
こ
ろ
が
痛
み
は
と
れ
た
が
、

目
は
見
え
る
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ

で
あ
る
」
と
書
き
残
し
尊
賞
を
与
え

て
い
る
。

　

つ
ま
り
信
之
は
生
き
て
名
を
残

し
、
幸
村
は
死
ん
で
名
を
残
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
故
郷
を
愛
し
た
真
田

一
族
を
私
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。

　

元
真
田
町
教
育
長
の
清
水
憲
雄
さ

ん
の
著
書
『
追
慕
真
田
氏
』
に
「
真

田
心
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。

具
体
的
な
意
味
は
書
か
れ
て
い
な
い

が
、
私
は
「
真
田
心
」
の
お
お
も
と

は
「
愛
郷
心
」、
ふ
る
さ
と
を
愛
す

る
心
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
。
だ
が
、
京
都
に
は
戻
ら
ず
に
そ

の
ま
ま
小
県
の
地
に
留
ま
る
こ
と
に

し
た
。
そ
し
て
当
地
に
宮
を
建
て
、

住
む
よ
う
に
な
り
、
滋
野
の
姓
を
名

乗
り
、
後
に
海
野
一
族
な
っ
た
と
い

う
。
こ
れ
は
『
滋
野
通
記
』
と
い
う

本
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
本
に
は
「
幸
隆
の
代
に
真
田

に
住
ん
で
い
た
か
ら
真
田
と
名
乗
っ

た
」
と
あ
る
が
、『
海
野
系
図
』『
矢

沢
系
図
』
と
い
う
地
元
の
寺
や
神
社

に
残
さ
れ
て
い
る
史
料
と
で
は
系
図
が

二
、真
田
の
出
自
（
３
つ
の
説
）
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違
っ
て
い
る
。
今
は
地
元
史
料
の
方
が

妥
当
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

②
牧
監
（
も
く
げ
ん
）
説

　

牧
場
を
管
理
し
た
人
々
が
真
田
の

祖
先
で
あ
る
と
い
う
説
。
朝
鮮
か
ら

来
た
馬
の
飼
育
専
門
家
が
菅
平
や
傍そ

え

陽ひ

に
住
み
、
朝
廷
や
国
府
で
使
わ
れ

る
馬
を
飼
育
し
て
い
た
。
使
途
は
軍

馬
と
輸
送
馬
。
７
～
８
世
紀
、
信
濃

の
国
府
は
上
田
に
あ
っ
た
の
で
、
国

牧
を
管
理
す
る
た
め
に
専
門
家
が
信

濃
に
入
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
ら
は
昭
和
40
年
代
に
真
田
町

教
育
委
員
会
と
上
田
市
の
郷
土
史
家

が
調
べ
た
結
果
明
ら
か
に
な
り
、
こ

の
説
が
有
力
に
な
っ
て
き
た
。

　

そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
真
田

町
傍
陽
周
辺
に
は
牧
場
に
関
す
る
地

名
「
牧
の
平
」
や
「
鞍
掛
」
な
ど
が

残
っ
て
い
る
。
傍
陽
か
ら
菅
平
ま
で

は
近
道
が
あ
り
、
ま
た
傍
陽
に
は
現

在
も
牧
場
が
あ
る
。
さ
ら
に
実
相
院

に
は
馬
頭
観
音
の
本
尊
が
あ
る
。

　

真
田
町
長お

さ

に
あ
る
日ひ

向な
た

畑ば
た

遺
跡
か

ら
は
、
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に

か
け
て
の
墳
墓
跡
が
発
見
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
か
ら
、
真
田
の
祖
先
は
海
野

で
は
な
い
、
と
い
う
説
が
信
頼
で
き

る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

③
豪
族
説

　

現
在
の
真
田
町
真
田
を
本
拠
地
と

し
た
地
侍
だ
っ
た
と
い
う
説
。

さ
き
ょ
う
の
す
け

む
ね
つ
な

よ
し
ぶ
ち
お
う

さ
だ
も
と
し
ん
の
う

だ
い
な
ご
ん
し
ょ
う
さ
ん
み

た
い
し
ゅ
　
し
も
つ
け
の
か
み

し 

し
げ
の
あ
そ
ん

せ
い
わ
て
ん
の
う
だ
い
よ
ん
の
お
う
じ

し
ほ
ん
し
き
ぶ
き
ょ
う
　
ご
う
か
つ
ら
の
し
ん
の
う

さ
ま
の
か
み

さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う

あ
い
だ

か
り
や

ひ
か
る

と
う
の
は
ら
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三
、海
野
平
合
戦
・
上
田
原
合
戦
・
砥
石
合
戦

海
野
平
の
合
戦
（
海
野
氏
滅
亡
）

　

海
野
氏
は
今
の
東
御
市
海
野
宿
近

く
を
拠
点
に
し
て
、
一
帯
を
支
配
し

て
い
た
。
１
５
４
１
年（
天
文
10
年
）

５
月
、
武
田
の
三
派
連
合
と
海
野
軍

は
神
川
を
挟
ん
だ
辺
り
（
蒼
久
保
の

信
号
近
く
に「
海
野
平
合
戦
の
跡
地
」

の
碑
が
あ
り
ま
す
）で
合
戦
を
行
う
。

そ
こ
で
海
野
軍
は
戦
い
に
敗
れ
、
海

野
棟
綱
と
孫
の
真
田
幸
隆
は
上
州
へ

長
野
業
正
を
頼
り
逃
れ
る
。
し
か
し

故
郷
を
取
り
戻
せ
ぬ
ま
ま
、
海
野
氏

は
無
念
の
ま
ま
滅
亡
。

　

こ
の
海
野
平
の
合
戦
が
真
田
家
の

原
点
と
な
っ
た
。

上
田
原
の
合
戦
（
武
田
対
村
上
）

　

次
に
武
田
は
北
信
濃
に
向
か
う
。

北
信
濃
に
は
中
野
に
高
梨
氏
、
坂
城

に
村
上
氏
の
豪
族
が
い
た
。
武
田
は

ま
ず
村
上
氏
を
討
つ
こ
と
に
し
た
。

１
５
４
８
年
（
天
文
17
年
）、
村
上

軍
は
天
白
山
を
拠
点
に
、
武
田
軍
は

倉
升
山
を
本
陣
に
し
て
上
田
原
周
辺

で
戦
う
。
幸
隆
は
武
田
信
玄
の
家
臣

と
し
て
戦
う
が
、
武
田
軍
は
大
敗
。

信
玄
は
あ
ま
り
に
も
悔
し
く
て
甲
斐

に
戻
ら
な
か
っ
た
が
、
信
玄
の
母
親

の
説
得
で
よ
う
や
く
帰
郷
す
る
。

砥
石
崩
れ
（
村
上
氏
出
城
攻
撃
）

　

と
こ
ろ
が
、
信
玄
は
２
年
後
の

１
５
５
０
年
（
天
文
19
年
）、
再
度

村
上
を
討
ち
に
出
る
。
今
度
は
村
上

氏
の
出
城
で
あ
る
砥
石
城
を
攻
め

る
。
し
か
し
一
ヶ
月
か
か
っ
て
も
城

を
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
退
散
す
る
こ
と
に
し
、
神
川

を
渡
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
へ
村
上
軍

の
追
撃
が
あ
っ
た
。
追
撃
戦
で
勝
つ

の
は
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

村
上
軍
が
勝
利
を
お
さ
め
る
。
こ
こ

で
ま
た
し
て
も
武
田
軍
は
村
上
軍
に

大
敗
。
２
回
続
け
て
大
敗
し
た
こ
と

が
、
あ
ま
り
に
も
悔
し
く
て
甲
斐
は

「
負
け
戦
」
と
は
言
わ
ず
、「
砥
石
崩

れ
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

そ
こ
で
終
わ
れ
ば
幸
隆
の
名
声
は

生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

砥
石
城
乗
っ
取
り

　

武
田
軍
が
大
敗
を
喫
し
た
天
文
19

年
の
秋
か
ら
半
年
後
、
１
５
５
１
年

（
天
文
20
年
）、
幸
隆
は
自
分
の
兵
力

だ
け
で
砥
石
米
山
城
を
落
と
し
て
し

ま
う
。
こ
の
勝
利
は
甲
斐
で
は
取
り

あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
で
も
勝
っ
た

こ
と
は
事
実
。
信
玄
は
幸
隆
を
呼
ん

で
密
か
に
尋
ね
た
。「
ど
の
よ
う
に

し
て
勝
っ
た
の
か
」。
や
っ
と
そ
こ

で
幸
隆
は
「
こ
こ
で
言
え
ば
他
の
武

将
に
迷
惑
を
か
け
な
い
で
す
む
」
と

口
を
開
い
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
信
玄
は
幸
隆
に
「
も
う

甲
斐
に
住
ま
な
く
て
い
い
。
真
田
に

帰
っ
て
上こ

う

野ず
け

を
攻
め
よ
」
と
命
じ
、

遂
に
幸
隆
は
故
郷
へ
戻
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
原
点
は
故
郷
真
田
に
帰
り
た

い
、
真
田
を
愛
す
る
幸
隆
の
熱
い
心

「
真
田
へ
の
愛
郷
心
」
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
上
州
へ
逃
れ
て
10
年
、
私

は
そ
の
心
を
「
苦
節
の
10
年
」
と
呼

ん
で
い
る
が
、上
州
に
お
け
る
苦
労
、

武
田
の
家
来
に
な
っ
て
の
苦
労
、
さ

ま
ざ
ま
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

故
郷
に
戻
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ

れ
ら
が
す
べ
て
報
わ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

大
坂
冬
の
陣大

坂
冬
の
陣
起
こ
る

大
坂
城

大
坂
へ
出
陣

大
坂
夏
の
陣大

坂
夏
の
陣
起
こ
る
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参
加
者
と
の
交
流

【
１
】
牧
監
説
に
つ
い
て
で
す
が
、

朝
鮮
か
ら
大
量
に
来
日
し
た
と
す
れ

ば
、
陶
器
と
か
瓦
な
ど
が
出
土
し
て

い
ま
す
か
。
ま
た
埋
葬
方
法
が
違
う

と
か
お
墓
の
様
子
が
違
う
な
ど
、
あ

り
ま
す
か
。

常
田
講
師
：
調
べ
た
と
こ
ろ
は
菅
平

で
す
が
、
夏
の
放
牧
中
に
住
ん
で
い

た
と
思
わ
れ
る
場
所
か
ら
、
そ
の
人

た
ち
が
使
っ
て
い
た
ら
し
い
土
器
が

出
た
と
い
う
話
は
聞
い
て
い
ま
す
。

【
２
】以
前
放
映
さ
れ
た「
風
林
火
山
」

の
ド
ラ
マ
の
中
に
、
海
野
氏
の
娘
が

信
玄
の
次
男
に
嫁
い
だ
と
い
う
場
面

が
出
て
き
ま
す
が
、真
実
の
ほ
ど
は
。

そ
れ
で
も
海
野
氏
は
滅
亡
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。

常
田
講
師
：
息
子
で
、
盲
目
の
海
野

竜
芳
と
い
う
人
物
が
い
た
と
い
う
話

は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
３
】滋
野
三
家
の
海
野
氏
、祢
津
氏
、

望
月
氏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

常
田
講
師
：
先
ほ
ど
使
用
し
た
真
田

家
系
譜
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
海
野

幸
直
か
ら
祢
津
道
直
と
望
月
廣
重
に

分
か
れ
た
と
み
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

ち
ょ
っ
と
こ
の
質
問
の
中
で
思
い

出
し
た
の
で
す
が
、
真
田
家
系
譜
の

中
に
十
干
十
二
支
（
じ
っ
か
ん
じ
ゅ

う
に
し
）
を
使
っ
て
年
号
を
表
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
永
正

10
年
己
酉
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
干

支
と
十
二
支
で
年
が
分
か
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

【
４
】
大
阪
出
身
で
す
。
幸
隆
が
砥

石
城
を
落
と
す
の
に
使
っ
た
調
略
方

法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

常
田
講
師
：
砥
石
城
の
城
内
に
い
た

兵
士
は
多
く
が
地
元
民
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
幸
隆
の
幼
馴
染
み
も
い

た
こ
と
で
し
ょ
う
。「
～
を
し
て
く

れ
た
ら
お
金
を
や
る
よ
」「
功
績
を

あ
げ
た
ら
土
地
を
増
や
す
よ
」
な
ど

と
言
っ
て
、
自
分
の
味
方
に
な
る
よ

う
、
た
ぶ
ら
か
し
た
と
い
う
か
説
得

し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
１
５
５
１
年

（
天
文
20
年
）
５
月
26
日
の
嵐
の
夜
、

神
川
の
対
岸
に
あ
る
下
原
で
た
い
ま

つ
を
焚
い
た
ら
木
戸
を
開
け
る
よ
う

に
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
の
で
は
な
い

か
、
な
ど
と
著
書
『
真
田
随
想
録
』

に
書
き
ま
し
た
。「
わ
た
し
は
こ
う

思
う
よ
」
と
い
う
随
想
な
の
で
す
べ

て
が
事
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
５
】
そ
う
し
ま
す
と
先
生
は
歴
史

家
で
す
か
、
文
学
者
で
す
か
。

常
田
講
師
：
い
ま
名
刺
を
二
種
類

作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。（
会
場

笑
）
ひ
と
つ
は
語
り
部
、
も
う
ひ
と

つ
は
歴
史
研
究
家
で
す
。
１
０
０
％

歴
史
に
忠
実
で
は
な
い
の
で
語
り

部
。
一
方
、
郷
土
史
な
ど
は
丹
念
に

読
ん
で
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
意
味

で
は
歴
史
研
究
家
と
も
言
え
る
。
両

面
持
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

【
６
】
私
た
ち
は
歴
史
を
勉
強
し
た

ほ
う
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ

と
も
先
生
の
文
学
を
勉
強
し
た
ほ
う

が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

常
田
講
師
：
歴
史
の
事
実
だ
け
お
話

し
す
る
の
は
大
変
か
た
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
、
大
要
に
添
っ
て
砕
け
た

部
分
も
入
れ
て
聴
き
や
す
く
し
て
い

ま
す
。
真
実
は
そ
の
中
か
ら
掴
み

取
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
の
が
わ

た
し
の
や
り
方
で
す
。

【
７
】
戦
い
で
は
武
田
は
村
上
に
敗

れ
ま
し
た
が
、
坂
城
の
狐
落
城
や
松

代
の
雨
飾
城
を
落
と
し
て
い
ま
す
。

調
略
で
落
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
が
、
具
体
的
な
方
法
を
教

え
て
い
た
だ
き
た
い
。

常
田
講
師
：
初
め
は
、
砥
石
城
を
支

え
て
い
た
北
信
の
豪
族
を
攻
め
よ
う

と
思
っ
た
が
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
砥
石
城
の
中
を
攻
め
る

こ
と
に
し
、
砥
石
城
の
兵
士
を
幸
隆

の
味
方
に
な
る
よ
う
に
し
た
。

　

具
体
的
な
方
法
は
ご
想
像
に
お
任

せ
し
ま
す
。

稲
垣
：
今
日
は
牧
監
説
な
ど
と
て
も

刺
激
的
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。　
　
　
（
サ
ロ
ン
ト
ー
ク
終
）
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ようこそ、
「ブックカフェつつじ」へ
　「つつじ」は上田駅の正面にある駅前ビル
パレオ４階の上田情報ライブラリー「ことば
の繭ホール」にて営業しています。
　メニューは挽きたてのコーヒー、烏龍茶、
紅茶、ジュース、それにトースト。トースト
と飲み物のセットも好評です。
　運営しているのはＮＰＯ法人上田図書館倶
楽部。図書館の中にある喫茶店は全国でもめ
ずらしいそうです。
　この冊子を手にとった皆さんも、上田駅を
降りたら、まず、情報ライブラリーで真田に
関する情報を、そして、つつじで美味しいコー
ヒーを味わってみませんか。スタッフ一同、
おもてなしの精神でお待ちしております。

リーフレット内の資料について
　今回のサロントークの中で資料の内容は上田情報ライ
ブラリー「ことばの繭ホール」にある「ブックカフェつ
つじ」にて閲覧できます（サロントークで使われた資料
のコピー）。閲覧を希望される方はスタッフへお声をお
掛けください。
　また、図書館倶楽部ホームページ「サロントーク in
真田丸の世界」に上田情報ライブラリー、上田市立博物
館のリンクリストを用意しました。ご活用ください。
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