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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
元
池
波
正
太
郎
真
田
太
平
記
館
館
長
の

土
屋
郁
子
さ
ん
。

サ
ロ
ン
ト
ー
ク
の
タ
イ
ト
ル
は
、

「
池
波
正
太
郎
の

〈
真
田
も
の
〉作
品
と
創
作
ノ
ー
ト
」

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
：
昭
和
20
年
茅
野
市
に
生
ま
れ
る
。
夫
の
転
勤
と
と
も
に
各
地
を

ま
わ
り
、
上
田
市
に
居
を
得
て
39
年
。
上
田
市
で
こ
の
間
、
女
性
の
学
習
グ
ル
ー
プ
な

ど
に
所
属
し
、
20
年
間
上
田
の
歴
史
や
文
学
を
学
習
。
公
民
館
な
ど
で
講
座
講
師
。
池

波
正
太
郎
真
田
太
平
記
館
開
館
準
備
、
平
成
10
年
～
企
画
員
、
館
長
を
経
て
現
在
指
導
員
。

著
書
：『
女
性
が
変
わ
る
ー
社
会
教
育
大
学
10
年
の
歩
み
』『
歴
史
と
文
学
を
楽
し
む
―

社
会
教
育
大
学
の
20
年
』（
企
画
実
行
委
員
長
・
企
画
・
編
集
・
執
筆
）

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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池
波
正
太
郎
は
非
常
に
た
く
さ
ん

の
真
田
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
作
品

を
書
い
て
い
ま
す
。
今
日
は
そ
れ
ら

と
創
作
ノ
ー
ト
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

池
波
は
浅
草
の
生
ま
れ
で
す
が
、
な

ぜ
〈
真
田
も
の
〉
作
品
が
多
い
の
か
、

と
い
う
所
か
ら
始
め
ま
す
。

　

池
波
が
初
め
て
信
州
に
関
心
を

持
っ
た
の
は
、
木
下
仙
『
山
・
山
・

人
間
』
の
中
に
、
信
州
の
青
年
た
ち

が
上
高
地
で
キ
ャ
ン
プ
を
し
て
い
る

楽
し
そ
う
な
挿
絵
を
見
た
の
が
き
っ

か
け
で
し
た
。
木
下
仙
は
南
信
州
で

村
長
を
務
め
、
郷
土
史
家
と
し
て
も

知
ら
れ
、
い
く
つ
か
の
信
州
ら
し
い

エ
ッ
セ
イ
も
残
し
た
作
家
で
も
あ
り

ま
す
。
池
波
は
こ
の
本
を
読
み
、
そ

の
舞
台
「
上
高
地
」
へ
出
か
け
ま
す
。

少
年
時
代
の
池
波
は
、
山
に
憧
れ
、

戦
争
に
突
入
し
て
い
く
時
代
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
体
を
鍛
え
た
い
と

い
う
気
持
ち
も
あ
っ
て
、
山
登
り
に

挑
戦
し
ま
す
。
こ
の
作
品
と
の
出
会

い
を
も
と
に
信
州
で
の
本
格
的
な
登

山
を
す
る
、
こ
れ
が
池
波
と
信
州
と

の
関
わ
り
の
始
ま
り
で
し
た
。
そ
の

後
、池
波
は
信
州
を
こ
よ
な
く
愛
し
、

何
度
も
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
池
波
の
生
涯
を
簡
単
に
年

譜
で
ご
紹
介
し
ま
す
。（
年
譜
な
ど

サ
ロ
ン
ト
ー
ク
で
使
わ
れ
た
資
料
は

喫
茶
つ
つ
じ
に
て
ご
覧
く
だ
さ
い
）

　

大
正
12
年
１
月
25
日
、
浅
草
聖
天

町
（
現
在
の
浅
草
７
丁
目
）
で
生
ま

れ
ま
し
た
。
父
・
富
次
郎
、
母
・
鈴

の
長
男
で
す
。
母
は
肝
っ
玉
母
さ
ん

的
存
在
で
、
池
波
は
そ
の
母
親
の
気

質
を
受
け
継
い
で
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
こ
の
年
の
９
月
に
関
東
大
震

災
が
あ
り
、
池
波
家
も
焼
け
出
さ
れ

浦
和
に
転
居
。
６
歳
で
東
京
に
戻
り

ま
す
が
、
両
親
が
離
婚
。
後
、
母
方

の
実
家
の
あ
る
浅
草
永
住
町
で
、
祖

父
、
祖
母
と
生
活
し
ま
す
。

　

浅
草
は
非
常
に
文
化
的
な
場
所
で

し
た
。
こ
の
江
戸
の
名
残
を
そ
の
ま

ま
に
、
新
し
い
文
化
を
い
ち
早
く
取

入
れ
た
場
所
で
、
芝
居
や
映
画
好
き

だ
っ
た
祖
父
母
は
、
ま
だ
子
供
だ
っ

た
池
波
を
映
画
や
芝
居
に
た
び
た
び

連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の

時
見
た
忠
臣
蔵
等
大
人
向
け
の
芝
居

や
映
画
が
、
池
波
の
小
説
家
と
し
て

の
素
地
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
で
は

と
思
い
ま
す
。

　

昭
和
10
年
、
12
歳
で
小
学
校
を
卒

業
し
、
す
ぐ
に
社
会
に
出
ま
し
た
。

そ
し
て
、
株
の
現
物
取
引
所
へ
就
職

し
ま
す
。
そ
の
後
、
兜
町
の
株
式
仲

買
店
に
転
職
。
株
の
相
場
で
か
な
り

収
入
を
得
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
20
歳

前
の
池
波
は
怪
し
ま
れ
も
せ
ず
一
流

の
料
亭
に
出
入
り
し
、
芝
居
見
物
や

映
画
鑑
賞
に
明
け
暮
れ
て
い
ま
す
。

外
見
は
少
年
に
見
え
な
か
っ
た
ら
し

く
、池
波
も
「
私
は
老
成
し
て
い
た
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
か
な
り
研
究
熱

心
で
、
芝
居
見
物
の
仕
方
な
ど
に
つ

い
て
も
様
々
な
試
み
を
し
て
い
た
よ

う
で
す
。

　

昭
和
17
年
（
19
歳
）、
時
代
は
戦

時
色
に
包
ま
れ
、
池
波
も
国
民
勤
労

訓
練
所
に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
初
め

て
の
小
説
「
駆
け
足
」
を
書
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
東
京
芝
浦
の
茅
場
製
作

所
で
旋
盤
工
に
な
り
ま
す
。
池
波
が

「
ど
う
し
て
も
旋
盤
工
が
や
り
た
い
」

と
願
い
出
た
か
ら
で
す
が
、
株
屋
で

安
穏
に
暮
ら
し
て
き
た
「
や
わ
」
な

人
間
に
は
無
理
だ
と
言
わ
れ
た
の
を

頑
固
に
頼
み
込
み
、
池
波
は
旋
盤
工

に
な
り
ま
し
た
。

　

後
に
池
波
は
、
こ
の
旋
盤
工
時
代

に
仕
事
を
通
し
て
「
も
の
作
り
の
基

礎
」
を
学
ん
だ
と
︱
一
連
の
作
品
を

生
み
出
す
、
一
か
ら
完
成
ま
で
の
作

業
が
、
作
品
を
構
成
し
て
い
く
上
で

役
に
た
っ
た
︱
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

美
濃
太
田
の
茅
場
製
作
所
に
転
任

し
、
こ
こ
で
召
集
令
状
が
届
き
、
昭

和
19
年
、
横
須
賀
海
兵
団
に
入
団
し

ま
す
。
昭
和
20
年
、
永
住
町
の
家
が

空
襲
で
焼
け
、
鳥
取
米
子
の
美
保
航

空
基
地
に
配
属
に
な
り
、
そ
こ
で
終

戦
を
迎
え
ま
す
。
８
月
24
日
に
は
東

京
へ
帰
還
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
21
年
、母
親
に「
戦
争
に
行
っ

て
大
変
な
思
い
を
し
た
」「
旅
行
に

で
も
」
と
勧
め
ら
れ
、
池
波
は
一
番

好
き
な
群
馬
の
法
師
温
泉
に
出
か
け

ま
す
。と
て
も
風
情
の
あ
る
旅
館
で
、

「
ラ
ン
プ
の
宿
」
と
し
て
も
有
名
で

す
。
池
波
は
こ
こ
が
す
ご
く
気
に
入

り
、
そ
の
後
何
度
と
な
く
訪
れ
て
い

ま
す
。
帰
り
に
は
信
州
湯
田
中
「
よ

ろ
ず
や
」
を
回
っ
て
東
京
へ
帰
っ
て

い
ま
す
。

　
「
よ
ろ
ず
や
」
は
、
芝
居
好
き
な

池
波
が
贔
屓
に
し
て
い
た
15
代
市
村

羽
左
衛
門
が
疎
開
し
、
亡
く
な
っ
た

場
所
で
し
た
。
池
波
は
少
年
の
頃
、

一
．池
波
正
太
郎
の
見
つ
け
た
「
真
田
氏
の
歴
史
」
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敗
戦
後
、
池
波
は
下
谷
区
役
所
に

し
ば
ら
く
勤
め
ま
す
。
そ
ん
な
中
で

読
売
新
聞
の
演
劇
文
化
賞
に
『
雪
晴

れ
』
と
い
う
戯
曲
が
入
選
し
、
さ
ら

に
新
協
劇
団
で
上
演
さ
れ
ま
す
。

　

昭
和
24
年
、
小
説
・
戯
曲
を
書
く

た
め
に
、
池
波
は
作
家
・
長
谷
川
伸

に
師
事
し
ま
す
。「
作
家
は
体
力
だ

か
ら
ね
。
君
は
丈
夫
そ
う
だ
か
ら
」

と
受
け
入
れ
ら
れ
、
戯
曲
を
書
き
始

め
ま
す
。
池
波
は
わ
り
と
早
く
名
前

が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
長
谷
川

か
ら
「
戯
曲
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な

い
、
才
能
が
あ
る
か
ら
小
説
を
書
き

な
さ
い
」と
言
わ
れ
書
き
始
め
ま
す
。

池
波
は
江
戸
時
代
が
好
き
な
の

で
、
書
く
時
代
は
江
戸
と
決
め
て
い

た
の
で
す
が
、
材
料
が
無
い
、
と
い

う
こ
と
で
、
長
谷
川
の
書
庫
の
本
を

片
端
か
ら
読
み
始
め
ま
し
た
。
そ
こ

で
出
会
っ
た
の
が
『
松
代
町
史
』（
昭

和
４
年
刊　

大
平
喜
間
太
編
）
で
し

た
。
長
谷
川
伸
さ
ん
、
な
ん
で
『
上

田
市
史
』
持
っ
て
な
か
っ
た
ん
で
す

か
ね
、
残
念
で
す
（
笑
）。

　

こ
の
『
松
代
町
史
』
に
は
真
田
氏

の
歴
史
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
池
波
は
真
田
幸
村
が
好
き
で

し
た
が
、
次
第
に
信
幸
・
昌
幸
の
事

日
本
橋
の
三
越
で
羽
左
衛
門
と
出

会
っ
た
と
き
サ
イ
ン
を
頼
み
、
使
い

か
け
の
ノ
ー
ト
を
出
し
ま
し
た
。
羽

左
衛
門
は
「
こ
ん
な
の
じ
ゃ
な
く
、

ち
ゃ
ん
と
し
た
の
に
あ
げ
る
か
ら
」

と
次
に
会
う
約
束
を
し
て
別
れ
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
を
池
波
は
周
り
の

人
々
に
吹
聴
し
た
の
で
す
が
、
信
じ

て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
約
束
の

日
、
羽
左
衛
門
は
色
紙
と
歌
舞
伎
の

招
待
券
を
持
っ
て
現
れ
ま
し
た
。
大

感
激
の
池
波
は
、
翌
日
、
お
礼
に
保ほ

米め

楼ろ

と
い
う
有
名
な
洋
食
屋
の
サ
ン

ド
ウ
ィ
ッ
チ
を
楽
屋
に
差
し
入
れ
、

「
池
波
正
太
郎
」
と
書
か
ず
に
、
名

前
を
「
ち
の
24
番
」
と
書
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
羽
左
衛
門
が
色
紙
と
一
緒
に

く
れ
た
歌
舞
伎
の
招
待
券
の
席
番
号

で
、
そ
ん
な
粋
な
や
り
方
を
子
ど
も

な
が
ら
に
し
て
や
っ
て
の
け
る
、
池

波
ら
し
い
お
礼
の
仕
方
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
羽
左
衛
門
の
没
し
た
の
を

知
っ
た
の
は
、
米
子
の
兵
舎
の
中
で

読
ん
だ
新
聞
記
事
で
し
た
。
そ
ん
な

関
わ
り
が
池
波
に
終
戦
後
の
旅
を
、

湯
田
中
の
羽
左
衛
門
ゆ
か
り
の
地
へ

と
訪
れ
さ
せ
、
一
つ
の
旅
を
終
わ
ら

せ
た
、
信
州
は
池
波
に
ま
た
深
い
関

わ
り
を
持
た
せ
た
の
で
す
。

歴
に
面
白
さ
を
感
じ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
昭
和
31
年
、『
恩
田
木

工
』（
後
に『
真
田
騒
動
―
恩
田
木
工
』

と
改
題
）
を
「
大
衆
文
芸
」
に
発
表
、

い
き
な
り
直
木
賞
下
期
の
候
補
と
な

り
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、『
信
濃
大
名
記
』『
碁
盤

の
首
』『
錯
乱
』（
直
木
賞
受
賞
）
な

ど
真
田
に
関
わ
り
の
あ
る
作
品
を
多

く
発
表
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
40
年
１
月
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番

組
『
日
曜
散
歩
』
収
録
の
た
め
、
初

め
て
上
田
を
訪
問
し
ま
し
た
。
別
所

温
泉
や
信
濃
国
分
寺
な
ど
を
訪
れ
た

と
き
雪
が
降
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

風
景
が
印
象
的
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

『
真
田
太
平
記
』
で
は
九
度
山
へ
旅

立
つ
幸
村
と
信
幸
と
の
別
れ
の
シ
ー

ン
に
、
池
波
自
身
の
体
験
し
た
雪
の

国
分
寺
を
描
い
て
い
ま
す
。（『
真
田

太
平
記
（
八
）
紀
州
九
度
山
・
別
離
』）

　

昭
和
42
年
、『
蝶
の
戦
記
』、
昭
和

43
年
、『
鬼
平
犯
科
帳
』、
昭
和
47
年

に
は
『
剣
客
商
売
』『
仕
掛
け
人
・

藤
枝
梅
安
』
の
連
載
が
始
ま
り
ま
し

た
。『
鬼
平
〜
』『
剣
客
〜
』『
仕
掛

人
〜
』
は
池
波
が
亡
く
な
る
ま
で
書

き
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
48
年
、朝
日
新
聞
社
か
ら『
週

刊
朝
日
』
に
連
載
す
る
「
歴
史
も
の

で
面
白
く
て
、
長
く
続
け
ら
れ
て
読

者
が
喜
ぶ
よ
う
な
、そ
ん
な
作
品
を
」

と
注
文
さ
れ
、
池
波
は
「
江
戸
も
の

な
ら
一
年
、
真
田
も
の
な
ら
三
年
は

い
け
る
」
と
言
い
、『
真
田
太
平
記
』

が
生
ま
れ
ま
し
た
。「
三
年
」
と
言

い
ま
し
た
が
、
昭
和
49
年
か
ら
週
刊

連
載
が
始
ま
り
、
九
年
間
も
連
載
し

て
い
ま
す
。
休
載
は
そ
の
間
、
取
材

の
た
め
の
三
ヵ
月
の
み
で
し
た
。

　

昭
和
54
年
、『
真
田
太
平
記
』
の

縁
で
別
所
温
泉
の
石
湯
の
前
に
、
池

波
に
と
っ
て
初
め
て
の
揮
毫
の
碑
が

建
ち
、
除
幕
式
に
も
招
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
上
田
に
は
も
う
一
つ

池
波
の
揮
毫
の
碑
が
あ
り
ま
す
。
真

田
に
あ
る
真
田
氏
記
念
公
園
で
す
。

　

昭
和
60
年
、『
真
田
太
平
記
』
が

Ｎ
Ｈ
Ｋ
水
曜
時
代
劇
と
し
て
一
年
間

放
映
。
昭
和
63
年
に
は
、
第
36
回
菊

池
寛
賞
を
受
賞
。「
大
衆
文
学
の
神

髄
で
あ
る
新
し
い
ヒ
ー
ロ
ー
を
創

出
、
現
代
の
男
の
生
き
方
を
時
代
小

説
の
中
に
活
写
、
読
者
の
圧
倒
的
支

持
を
得
た
」
と
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
２
年
３
月
、
急
性
白
血
病
で

惜
し
ま
れ
な
が
ら
没
。
勲
三
等
瑞
宝

章
受
章
。

二
、初
め
て
の
時
代
小
説
『
恩
田
木
工
』と
創
作
ノ
ー
ト
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巻
二　

地
勢
・
風
俗
・
そ
の
他
』
の

二
冊
が
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
取
材
資

料
が
載
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
補
助

ノ
ー
ト
、
調
査
ノ
ー
ト
、
切
り
抜
き
・

歴
史
書
な
ど
、
書
く
為
の
資
料
が
詰

ま
っ
た
ノ
ー
ト
で
す
。
池
波
は
歴
史

を
丹
念
に
調
べ
、
そ
こ
か
ら
拾
う
と

い
う
作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
た
く

さ
ん
の
書
き
込
み
の
あ
る
『
松
代
町

史
』
も
池
波
の
大
き
な
創
作
ノ
ー
ト

で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

真
田
は
上
田
だ
け
で
終
わ
ら
ず
、

松
代
に
も
続
い
て
い
く
の
で
す
か

ら
、『
恩
田
木
工
』
は
上
田
の
人
に

も
是
非
読
ん
で
欲
し
い
作
品
で
す
。

　

池
波
は
『
松
代
町
史
』
の
執
筆
・

編
集
を
手
が
け
た
大
平
喜
間
太
さ
ん

を
時
々
訪
ね
て
い
ま
す
。
資
料
を
見

せ
て
貰
い
な
が
ら
、
様
々
な
議
論
を

交
わ
し
、
そ
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
作

品
も
あ
り
ま
す
。『
伏
線
に
つ
い
て
』

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
大
平
さ
ん

の
位
置
関
係
を
て
い
ね
い
に
書
い
て

い
ま
す
。
舞
台
を
し
っ
か
り
捉
え
る

こ
と
で
、
歴
史
が
よ
り
深
く
正
確
に

伝
わ
っ
て
い
く
、
と
い
う
事
を
象
徴

す
る
作
品
で
す
。

　
『
松
代
町
史
』
と
出
会
い
、
書
い

た
、
池
波
の
時
代
小
説
初
作
品
で
あ

る
『
恩
田
木
工
』
で
す
が
、
そ
の
主

人
公
、
恩
田
木
工
は
大
変
な
財
政
難

に
陥
っ
た
松
代
藩
の
財
政
改
革
に
抜

擢
さ
れ
た
最
年
少
家
老
で
し
た
。

　

松
代
藩
は
千
曲
川
の
洪
水
の
た
び

に
田
畑
が
被
害
を
受
け
る
、
と
て
も

貧
し
い
藩
で
し
た
。
真
田
氏
が
元
和

８
年
、
上
田
か
ら
松
代
へ
移
封
（
領

地
替
）
と
な
っ
た
あ
と
、
洪
水
を
防

ぐ
為
に
、
千
曲
川
の
瀬
直
し
を
行

い
、
そ
の
た
め
藩
財
政
は
さ
ら
に
逼

迫
し
、
そ
こ
に
恩
田
木
工
が
経
済
改

革
生
活
、
つ
ま
り
倹
約
政
策
を
推
し

進
め
ま
す
。

　

こ
れ
は
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
『
日

暮
硯
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

池
波
は
創
作
ノ
ー
ト
は
作
ら
な
い

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、『
恩
田
木
工
』

に
は
『
恩
田
木
工
ノ
オ
ト
巻
一　

歴

史
・
時
代
史
』『
恩
田
木
工
ノ
オ
ト

　

池
波
は
必
ず
取
材
し
て
土
地
の
見

取
り
図
を
描
き
、
方
角
を
入
れ
て
い

ま
す
。
直
木
賞
を
受
賞
し
た
『
錯

乱
』
で
は
、
作
品
の
舞
台
メ
モ
、
登

場
す
る
屋
敷
の
配
置
図
や
東
西
南
北

と
古
い
書
物
を
見
な
が
ら
、
池
波
が

「
こ
の
堀
某
と
い
う
の
は
ど
う
も
匂

い
ま
す
な
あ
」
と
言
う
と
、
大
平
さ

ん
も
「
匂
い
ま
す
な
あ
…
…
」
と
。

そ
の
時
、「
頭
の
中
に
一
条
の
光
の

よ
う
な
も
の
が
走
っ
た
」、
そ
れ
が

『
錯
乱
』
に
な
っ
た
。
一
枚
の
古
文

書
か
ら
「
ふ
と
感
じ
た
も
の
」
が
一

つ
の
作
品
を
生
み
出
し
た
の
で
す
。

　

池
波
は
、
最
初
の
場
面
が
思
い
浮

か
ん
だ
ら
書
き
始
め
、
最
初
は
ゆ
っ

く
り
書
き
、
そ
の
う
ち
に
真
ん
中
ま

で
出
来
て
き
て
、
終
わ
り
が
見
え
て

く
る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
天
才
的

で
誰
も
真
似
で
き
な
い
書
き
方
で
作

品
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
。
ひ
と
つ

の
型
を
も
た
な
い
と
い
う
池
波
作
品

の
特
徴
な
の
で
す
が
、
こ
れ
が
い
つ

の
時
代
に
も
読
ま
れ
続
け
る
作
品
を

生
み
出
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

池
波
は
「
約
束
を
守
る
」
こ
と
を

と
て
も
重
要
に
考
え
て
い
ま
し
た
。

　
『
真
田
太
平
記
』
の
取
材
ノ
ー
ト

は
四
冊
あ
り
ま
す
。
第
一
冊
の
一
頁

に
は
砥
石
の
周
辺
の
位
置
関
係
の
見

取
り
図
、
真
田
昌
幸
・
幸
隆
夫
妻
の

墓
の
あ
る
長
谷
寺
か
ら
取
っ
た
写
真

こ
と
に
「
大
人
と
子
ど
も
の
約
束
」

は
、
往
々
に
し
て
大
人
か
ら
破
ら
れ

た
り
、
忘
れ
ら
れ
た
り
し
ま
す
が
、

池
波
は
、
大
人
、
子
供
に
か
か
わ
ら

ず
、
約
束
は
守
る
こ
と
が
大
事
と
、

生
涯
の
「
生
き
方
」
に
し
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
は
先
に
お
話
し
た
、
羽
左

衛
門
さ
ん
と
の
出
来
事
が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

池
波
は
、
作
家
の
中
で
は
非
常
に

め
ず
ら
し
く
、
原
稿
の
締
切
に
は
生

涯
一
度
も
遅
れ
た
こ
と
が
な
い
方
で

し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
一
度
、

締
切
直
前
に
必
死
で
書
い
た
こ
と
が

あ
り
、
も
の
す
ご
く
苦
し
か
っ
た
そ

う
で
、
あ
ん
な
思
い
は
二
度
と
し
た

く
な
い
と
早
め
早
め
に
書
い
て
い
た

そ
う
で
す
。編
集
者
の
方
に
よ
る
と
、

締
め
切
り
の
３
〜
10
日
前
に
は
原
稿

が
で
き
て
い
る
と
い
う
の
が
常
で
、

亡
く
な
っ
た
時
に
は
一
ヶ
月
先
の
原

稿
が
で
き
て
い
た
そ
う
で
す
。

が
四
枚
、
東
西
南
北
が
撮
ら
れ
て
い

ま
す
。
ど
こ
か
ら
山
を
見
た
ら
何
が

見
え
る
か
、
山
の
上
か
ら
見
た
ら
何

が
見
え
る
か
が
分
か
り
ま
す
。
土
地

の
見
取
り
図
と
撮
影
し
た
写
真
、
池

三
、『
真
田
太
平
記
』の
取
材
ノ
ー
ト
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四
、池
波
正
太
郎
の
描
く
「
真
田
幸
村
」

波
が
い
か
に
そ
の
土
地
の
情
報
を
大

切
に
し
て
い
る
か
が
解
り
ま
す
。
こ

れ
も
創
作
ノ
ー
ト
の
一
つ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

見
取
り
図
に
は
、
池
波
の
取
材

能
力
の
素
晴
ら
し
さ
が
う
か
が
え
ま

す
。
第
二
次
上
田
合
戦
で
の
信
幸
と

幸
村
の
位
置
関
係
で
す
が
、
国
分
寺

に
信
幸
、
幸
村
は
砥
石
城
に
陣
を

張
っ
て
い
ま
す
。
砥
石
め
が
け
て
信

幸
が
攻
め
登
っ
て
い
く
姿
を
幸
村
は

砥
石
の
陣
営
か
ら
見
て
い
る
、
二
人

の
距
離
が
縮
ま
っ
て
い
き
、
二
人
は

互
い
が
互
い
を
思
う
、
そ
の
心
理
が

た
っ
た
数
行
で
す
が『
真
田
太
平
記
』

　
〈
真
田
も
の
〉
作
品
の
源
泉
『
松

代
町
史
』
に
は
真
田
氏
の
歴
史
が
た

く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
池
波

は
真
田
幸
村
が
好
き
で
し
た
が
、
次

第
に
信
幸
・
昌
幸
の
事
歴
に
面
白
さ

を
感
じ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
信

幸
を
好
き
に
な
っ
て
い
き
、『
三
代

の
風
雪
︱
真
田
信
幸
』（『
武お
と
こ士
の
紋

章
』
に
収
録
）
と
い
う
作
品
を
書
い

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
真
田
幸
村
。『
首
討
と

う
大
坂
の
陣
︱
真
田
幸
村
』（『
武お
と
こ士

の
紋
章
』
に
収
録
）
と
い
う
作
品
の

に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
文

学
作
品
な
ら
で
は
の
シ
ー
ン
で
は
あ

り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
心
理
描
写
を

書
く
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
を
よ
り
正

確
に
見
る
と
い
う
こ
と
が
〈
あ
る
〉

と
私
は
思
い
ま
す
。

　
『
松
代
町
史
』
か
ら
生
ま
れ
た
最

初
の
作
品
『
恩
田
木
工
』。
そ
れ
に

続
く
『
信
濃
大
名
記
』『
碁
盤
の
首
』

『
錯
乱
』『
獅
子
』
な
ど
真
田
氏
関
連

作
品
は
、
の
ち
の
『
真
田
太
平
記
』

の
創
作
ノ
ー
ト
、
あ
る
い
は
資
料
、

作
品
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

沼
田
時
代
の
『
命
の
城
』『
ま
ぼ

中
で
幸
村
を
「
戦
場
に
お
け
る
芸
術

家
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、『
男
の
系
譜
』（
語
り
下

ろ
し
の
作
品
）
で
は
、「
優
れ
た
資

質
を
持
っ
て
い
た
武
将
」
と
語
っ
て

い
ま
す
。

　

池
波
正
太
郎
は
後
年
、「
創
作
ノ
ー

ト
」は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

確
か
に
資
料
ノ
ー
ト
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
作
品
の
流
れ
な
ど
が
書
か

れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
の
で
す
。

　

こ
こ
で
少
な
い
と
い
う
の
は
『
真

田
太
平
記
』
の
よ
う
な
長
編
と
な
る

ろ
し
の
城
』『
幻
影
の
城
』
は
、
み

な
真
田
氏
と
上
州
に
絡
ん
だ
作
品
で

す
。『
男
の
城
』
に
登
場
す
る
鈴
木

右
近
は
、
信
之
の
最
後
を
看
取
り
、

自
害
し
ま
す
。
神
格
化
し
た
信
之
を

護
る
よ
う
に
墓
碑
が
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
も
『
真
田
太
平
記
』

の
中
に
登
場
す
る
作
品
で
す
。
池
波

は
一
つ
の
作
品
と
し
て
書
い
た
作
品

を
、
真
田
氏
の
歴
史
の
中
に
は
め
こ

ん
で
『
真
田
太
平
記
』
を
書
い
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
『
真
田
太
平

記
』
の
創
作
ノ
ー
ト
的
存
在
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。

　
『
角
兵
衛
狂
乱
図
』
の
角
兵
衛
は
、

と
、
流
石
に
時
代
を
追
っ
て
歴
史
的

な
事
柄
を
書
き
付
け
た
年
表
、
取
材

の
ス
ク
ラ
ッ
プ
帳
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
年
表
に
書
か
れ
た
事
項
は
少
な

く
、
一
年
に
枠
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な

ス
ペ
ー
ス
で
、
白
紙
の
欄
す
ら
も
多

く
あ
り
ま
す
。
そ
の
年
表
に
多
く
書

か
れ
て
い
る
の
が
、
登
場
人
物
の
年

齢
で
す
。な
ん
で
年
齢
か
と
い
う
と
、

読
者
の
一
番
つ
け
や
す
い
ク
レ
ー
ム

な
の
で
、
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
計

算
し
て
書
き
込
ん
で
あ
る
の
で
す
。

そ
の
年
の
重
要
事
項「
秀
頼
生
ま
る
」

長
野
市
の
五
明
館
の
御
隠
居
さ
ん
か

ら
見
せ
て
も
ら
っ
た
掛
け
軸
の
絵
か

ら
生
ま
れ
た
主
人
公
で
、『
真
田
太

平
記
』
の
角
兵
衛
の
モ
デ
ル
で
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
異
様
な
掛
け
軸
の
絵

は
、
幸
村
、
信
幸
の
家
臣
・
伊
木
氏

の
末
裔
の
武
士
が
描
い
た
も
の
で
、

こ
れ
を
見
た
池
波
に
一
人
の
登
場
人

物
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
と
い
う
点
で

重
要
で
す
。

　

池
波
作
品
は
歴
史
や
モ
デ
ル
と

な
っ
て
い
る
土
地
の
地
勢
を
し
っ
か

り
把
握
す
る
こ
と
で
、
リ
ア
ル
で
安

定
し
た
作
品
に
造
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

「
幸
村
結
婚
」
な
ど
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ら
年
表
や
取
材
ス
ク
ラ
ッ
プ

帳
な
ど
は
池
波
正
太
郎
真
田
太
平
記

館
に
常
設
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。

　

池
波
正
太
郎
と
い
う
人
は
、
作
品

毎
の
創
作
ノ
ー
ト
は
無
い
け
れ
ど
、

た
く
さ
ん
の
取
材
ノ
ー
ト
と
自
身
の

作
り
上
げ
た
様
々
な
作
品
た
ち
で
、

一
勉
強
し
て
か
ら
次
の
大
き
な
作
品

に
移
る
と
い
う
、
と
て
も
効
率
的
な

作
家
活
動
を
し
て
い
た
人
物
だ
っ
た

と
私
は
思
い
ま
す
。
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参
加
者
と
の
交
流

【
１
】
真
田
太
平
記
館
で
の
来
年
に

向
け
て
の
企
画
を
教
え
て
下
さ
い
。

土
屋
さ
ん
：
平
成
27
年
５
月
24
日
ま

で
、
第
一
次
上
田
合
戦
か
ら
小
田
原

攻
め
ま
で
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。

『
真
田
丸
』
放
映
の
前
に
そ
の
背
景

の
時
代
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
く
、

こ
の
よ
う
な
企
画
を
し
ま
し
た
。

　

第
二
展
と
し
て
８
月
30
日
ま
で
、

第
二
次
上
田
合
戦
と
天
下
分
け
目
の

関
ヶ
原
と
い
う
こ
と
で
真
田
父
子
の

決
断
を
中
心
に
、
関
ヶ
原
合
戦
の
屏

風
を
お
借
り
し
て
の
企
画
展
で
す
。

残
念
で
す
が
今
年
は
資
料
が
押
え

ら
れ
て
し
ま
っ
て
な
か
な
か
借
り
ら

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
最
近
は
画
像
化

が
詳
細
に
で
き
あ
が
っ
て
き
ま
す
の

で
、
書
状
な
ど
も
遜
色
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
是
非
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
（
現
在
終
了
し
て
お
り
ま

す
）。
第
三
展
は
九
度
山
か
ら
大
坂

之
陣
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

が
驚
く
よ
う
な
資
料
が
展
示
さ
れ
る

と
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
是
非
お
楽

し
み
に
。

【
２
】
い
ろ
ん
な
作
家
の
真
田
も
の

を
読
む
の
が
好
き
で
す
。
あ
る
作
品

で
、
幸
村
が
大
坂
城
に
入
っ
た
時

三
万
人
の
兵
を
出
し
て
、
ロ
ケ
ッ
ト

の
四
段
攻
撃
み
た
い
に
三
万
人
の
中

か
ら
三
千
人
の
騎
馬
隊
が
出
て
、
そ

の
中
か
ら
騎
馬
を
お
り
た
三
百
人
が

出
て
、
最
後
三
十
人
に
な
っ
て
家
康

一
人
を
撃
ち
取
る
。
当
時
家
康
を
撃

て
ば
秀
忠
は
ま
だ
全
軍
を
指
揮
す
る

能
力
は
な
い
だ
ろ
う
と
幸
村
は
そ
れ

を
狙
っ
た
。
家
康
の
そ
ば
に
は
柳
生

但
馬
守
が
い
る
の
で
、
そ
の
三
十
人

の
中
に
宮
本
武
蔵
が
入
っ
て
い
た
と

あ
り
、
時
代
的
に
あ
り
得
な
い
話
で

は
な
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
面
白
い

と
思
い
ま
す
。

土
屋
さ
ん
：
関
ヶ
原
の
合
戦
に
は

広
い
地
域
に
多
く
の
史
料
が
あ
り
ま

す
。
最
後
に
小
早
川
隊
へ
向
け
て

撃
っ
た
徳
川
方
の
鉄
砲
が
届
い
た
か

ど
う
か
、
音
に
驚
い
た
だ
け
で
は
な

い
か
と
言
う
説
が
あ
り
ま
す
。
合
戦

場
の
ど
よ
め
き
の
中
で
そ
の
音
が
聞

こ
え
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
テ
レ

ビ
を
見
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
ほ
と

ん
ど
聞
こ
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
つ
の
事
柄
を
と
っ
て
も
様
々
な
説

が
あ
り
ま
す
ね
。

【
３
】『
真
田
丸
』
が
決
ま
っ
て
か
ら

『
真
田
太
平
記
』を
読
み
始
め
ま
し
た
。

『
真
田
丸
』
の
物
語
の
最
初
は
ど
の
辺

か
ら
始
ま
る
と
予
想
し
ま
す
か
？

土
屋
さ
ん
：
役
所
の
一
部
の
人
は
詳

し
く
知
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
私

に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
（
笑
）。
私
が

最
初
に
聞
い
た
の
は
三
谷
さ
ん
も
池

波
と
同
じ
よ
う
に
武
田
や
織
田
が
滅

亡
し
た
あ
た
り
か
ら
書
く
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
た
ぶ
ん
そ
の
ま
ま
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
時
代
が
大
き

く
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
扱
わ
な
い

と
不
十
分
に
な
り
ま
す
か
ら
。

【
４
】
池
波
正
太
郎
は
た
く
さ
ん
万

年
筆
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

土
屋
さ
ん
：
池
波
正
太
郎
は
漆
塗
り

の
特
注
品
な
ど
60
本
以
上
の
万
年
筆

を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
ス
ポ

イ
ト
式
の
万
年
筆
だ
っ
た
の
で
、
毎

日
20
本
ほ
ど
を
選
び
、
全
部
イ
ン
ク

を
詰
め
、
書
き
始
め
て
い
ま
し
た
。

最
初
は
細
め
の
万
年
筆
で
ゆ
っ
く
り

と
丁
寧
に
書
い
て
い
き
、
話
が
見

え
て
き
た
ら
一
気
に
書
い
た
そ
う
で

す
。
書
き
終
わ
っ
た
ら
使
っ
た
も
の

も
、
使
わ
な
か
っ
た
も
の
も
全
部
イ

ン
ク
を
抜
い
て
ペ
ン
先
を
洗
い
、
柔

ら
か
い
布
で
拭
い
て
お
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
を
し
て
い
る
間
に

作
品
へ
の
心
構
え
が
で
き
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

モ
ノ
を
大
切
に
し
、
人
も
大
切
に

す
る
池
波
の
生
き
方
が
作
品
に
も
あ

ら
わ
れ
、
鬼
平
の
よ
う
な
作
品
で
も

温
か
み
の
あ
る
ど
こ
か
ホ
ッ
と
す
る

作
風
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。　
（
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。

長
國
寺
（
ち
ょ
う
こ
く
じ
）
長
野
市
松
代
町
松
代

　
真
田
家
の
菩
提
寺
と
し
て
創
建
さ
れ
た
長
谷
寺
が
真
田
家
の
松
代
移
封
に
と
も
な
っ
て
移
転
し

名
を
長
國
寺
と
改
め
ま
し
た
。
歴
代
松
代
藩
主
の
墓
所
、
そ
し
て
恩
田
木
工
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
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