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再興された花岡塗りの飯
櫃(小林里一郎 作)。外径
28cm、高23cm。上 田 に
この様に特異な図柄の塗
り物があった事に驚くと
ともに、優れた技巧を伝
え行く事の大切さと難し
さを思うばかり。

Matsuo-cho Free Paper Sanadazaka

─グローバリズムの先駆者─

松平忠優・考
時代に翻弄された上田の城

復興上田城
お抱え鞘師が編み出した幻の技

花岡塗り

この冊子は無料です。
ご自由にお持ちください。
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皆
さ
ん
は
、
最
近
の
貿
易
協
定
の
話
題

を
ど
う
思
い
ま
す
か
？
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

日
本
の
転
換
点
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
ま

せ
ん
か
。
日
本
が
締
結
す
る
予
定
の
協
定

は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
、
Ｒ
Ｃ
Ｅ

Ｐ
、
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
と
も

協
定
を
推
進
す
る
こ
と
で
協
議
が
進
ん
で

い
ま
す
。
こ
ん
な
に
沢
山
の
チ
ン
プ
ン
カ
ン

プ
ン
な
貿
易
協
定
が
結
ば
れ
る
と
日
本
の

未
来
は
ど
う
な
る
の
？　

と
心
配
に
な
り

ま
す
が
、
も
し
か
し
た
ら
開
国
へ
と
日
本

を
せ
ま
ら
れ
た
江
戸
幕
府
は
大
混
乱
し
、

異
国
排
斥
を
唱
え
る
攘
夷
論
が
国
内
で
高

ま
り
ま
し
た
。
事
態
を
打
開
す
る
為
に
、

幕
政
を
取
り
ま
と
め
て
い
た
老
中
首
座
・

阿
部
正
弘
は
朝
廷
や
公
家
、
各
大
名
か

ら
旗
本
、
さ
ら
に
は
庶
民
に
至
る
ま
で
意

見
を
求
め
ま
す
。
結
局
、
良
案
も
出
ず
に

結
論
も
出
せ
な
い
幕
府
は
求
心
力
を
失
っ

て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
外
様
大
名
や
公

家
、
前
水
戸
藩
主
・
徳
川
斉
昭
（
な
り
あ

き
）
な
ど
攘
夷
を
唱
え
る
勢
力
が
幕
政
に

の
舵
を
き
っ
た
上
田
か
ら
未
来
の
ヒ
ン
ト

が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
上
田
と
貿
易
で
す
。

海
な
し
県
の
上
田
が
貿
易
？
「
何
を
ア
ホ

な
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
製
造
業
の
多
い
上
田

か
ら
は
今
で
も
多
く
の
部
品
や
機
械
が
世

界
に
輸
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
・
大
正

時
代
に
は
蚕
都
上
田
と
呼
ば
れ
生
糸
を
横

浜
か
ら
輸
出
す
る
こ
と
で
近
代
国
家
の
発

展
に
貢
献
し
た
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。
幕

参
加
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

政
局
の
混
乱
の
中
、
幕
府
の
行
く
末
を

懸
念
し
日
本
の
将
来
を
真
剣
に
考
え
て
い

た
人
物
が
い
ま
す
。
上
田
藩
主
・
松
平
忠

優
（
た
だ
ま
す
）
で
す
。
徳
川
家
康
の
血

族
で
あ
る
譜
代
大
名
の
松
平
忠
優
は
、
上

田
紬
の
販
路
拡
大
な
ど
上
田
の
商
業
振
興

に
大
阪
城
代
（
じ
ょ
う
だ
い
）
と
し
て
尽

力
し
、
い
ち
早
く
貿
易
の
可
能
性
を
見
出

し
ま
し
た
。
老
中
と
な
っ
て
も
一
貫
し
て
開

国
を
主
張
し
日
米
和
親
条
約
（
１
８
９
４

末
か
ら
維
新
を
経
て
ア
メ
リ
カ
で
ナ
イ
ロ

ン
が
発
明
さ
れ
る
ま
で
は
生
糸
の
輸
出
で

上
田
が
日
本
を
牽
引
し
て
い
ま
し
た
。

時
は
幕
末
。
黒
船
来
航
に
よ
っ
て
開
国

松
平
忠
優・考

─
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
先
駆
者

─

 

文 

○
ド
ラ
イ
も
ん

『ペリー提督・横浜上陸の図』 （横浜開港資料館所蔵）

上田高校の「五三の桐」の瓦

松平忠優所有ガラス製容器 忠優が老中在任時にペリーより贈ら
れたものと伝える。（上田市立博物館所蔵）

松平家の家紋「五三の桐」をあしらった消防第二分団まとい
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る
一
橋
家
を
介
し
て
実
子
を
将
軍
の
後
継

に
出
し
た
ほ
ど
の
人
物
で
す
。
こ
れ
が
、

15
代
将
軍
・
徳
川
慶
喜
（
よ
し
の
ぶ
）
な

の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
名
実
と
も
に
力
を

も
っ
て
い
た
、
攘
夷
派
の
徳
川
斉
昭
と
対

立
し
て
開
国
を
主
張
し
続
け
る
こ
と
は
、

何
倍
返
し
も
く
ら
う
覚
悟
が
必
要
で
す

（
笑
）。
松
平
忠
優
の
開
国
に
か
け
る
使
命

感
と
信
念
は
並
大
抵
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

結
局
、
松
平
忠
優
は
、
貿
易
協
定
で
あ

る
日
米
修
好
通
商
条
約
（
１
８
５
８
年
）

を
天
皇
の
許
可
を
得
な
い
で
締
結
し
た
責

任
を
負
わ
さ
れ
老
中
職
を
解
任
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
補
足
で
す
が
、
孝
明
天
皇
が

か
た
く
な
な
攘
夷
論
者
だ
っ
た
の
で
許
可

は
絶
対
に
出
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
貿
易
立
国
と

し
て
日
本
が
そ
の

後
花
開
く
こ
と
に

な
っ
て
い
っ
た
こ
と

を
見
る
と
、
開
国

の
交
渉
者
と
し
て

の
判
断
に
間
違
い

は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
松
平
忠
優
が

蒔
い
た
開
国
の
種
が
後
に
大
き
く
実
を
結

び
、
上
田
藩
は
１
８
５
９
年
に
は
、
横
浜

で
い
ち
早
く
貿
易
を
始
め
大
成
功
を
収
め

ま
す
。
そ
し
て
、
上
田
の
生
糸
や
紬
が
横

浜
か
ら
世
界
に
輸
出
さ
れ
て
い
く
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
信
州
各
地

に
は
生
糸
買
い
付
け
の
た
め
に
銀
行
が
31

行
も
出
来
ま
し
た
。
ま
た
、
輸
出
用
の
生

糸
の
基
に
な
る
蚕
種
（
た
ま
ご
）
の
生
産

も
始
ま
り
、
上
田
は
日
本
有
数
の
生
産
地

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

江
戸
幕
府
か
ら
政
権
を
引
き
継
い
だ
明

治
政
府
で
は
、
治
外
法
権
と
関
税
自
主
権

を
欠
い
た
不
平
等
条
約
の
改
正
と
貿
易
に

よ
る
外
貨
獲
得
が
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
外
貨
獲
得
の
主
力
産
業
と
し
て
養
蚕

年
）
の
締
結
に
も
尽
力
し
た
人
物
で
す
。

こ
の
後
、
攘
夷
を
譲
ら
な
か
っ
た
徳
川
斉

昭
と
対
立
し
失
脚
さ
せ
ら
れ
ま
す
が
、
難

局
を
乗
り
切
る
た
め
に
１
８
５
７
年
に
再

度
老
中
に
就
任
、こ
の
時
に
名
を
忠
固
（
た

だ
か
た
）
と
改
め
ま
し
た
。

当
時
、
徳
川
斉
昭
と
対
立
し
て
開
国
を

主
張
す
る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？　

徳
川
斉
昭
と
い
う
人

物
は
、
藩
政
改
革
に
成
功
し
た
幕
末
期
の

名
君
の
一
人
と
も
い
わ
れ
て
い
た
実
力
者
。

徳
川
御
三
家
と
い
う
高
い
地
位
か
ら
強
烈

な
発
言
力
を
も
っ
て
幕
政
に
関
与
し
、
さ

ら
に
、
御
三
家
の
中
で
水
戸
徳
川
は
将
軍

を
出
せ
な
い
き
ま
り
が
あ
っ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
御
三
卿
（
ご
さ
ん
き
ょ
う
）
で
あ

業
・
製
糸
業
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま

す
。
言
い
か
え
れ
ば
近
代
日
本
を
支
え
た

経
済
基
盤
で
し
た
。
外
貨
を
獲
得
し
富
国

強
兵
を
推
し
進
め
る
こ
と
で
、
日
清
・
日

露
戦
争
に
勝
利
し
開
国
か
ら
50
年
を
経
て

欧
米
諸
国
か
ら
よ
う
や
く
不
平
等
条
約
の

改
正
を
勝
ち
取
り
ま
し
た
。
そ
の
国
造
り

の
基
礎
を
上
田
の
殿
様
が
築
い
た
の
で
す
。

今
、
私
た
ち
は
貿
易
の
恩
恵
で
豊
か
な

生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
背
景
や

歴
史
を
考
え
る
事
は
た
ま
に
は
お
も
し
ろ

い
も
の
で
す
。
上
田
に
縁
が
深
い
佐
久
間

象
山
に
会
い
に
上
田
藩
を
訪
問
し
た
高
杉

晋
作
の
言
葉
か
ら
。「
お
も
し
ろ
き
こ
と
も

な
き
世
を
お
も
し
ろ
く
…
…
」
日
本
の
未

来
も
上
田
の
未
来
も
き
っ
と
心
の
持
ち
よ

う
で
大
き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
ね
。

忠優所用印籠
（上田市立博物館所蔵）

忠優所有具足（上田市立博物館所蔵）
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携
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Ｒ
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Ｓ
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Ａ
Ｎ
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携
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何
か
と
腫
れ
も
の
に
触
る
よ
う
な
扱
い
を

受
け
て
い
ま
し
た
。そ
の
頃
の
上
田
城
は「
カ

ラ
ス
の
ね
ぐ
ら
」と
揶
揄
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

カ
ラ
ス
の
巣
に
さ
れ
る
よ
う
な
う
っ
そ
う
と

し
た
林
だ
ら
け
の
、
廃
墟
同
然
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
大
木
に
な
っ
た
松
や
杉
だ
け

上
田
城
に
対
す
る
評
価
は
、
そ
の
時
代

そ
の
時
代
で
大
き
く
揺
れ
動
い
て
き
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
い
た

る
ま
で
の
歴
史
を
通
じ
、
上
田
城
が
ど
う

い
っ
た
扱
い
を
受
け
て
き
た
の
か
紐
解
い
て

い
き
ま
す
。

天
下
人
の
徳
川
氏
を
２
度
も
打
ち
破
っ

た
い
わ
く
つ
き
の
上
田
城
は
、
江
戸
時
代
、

時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
真
田
の
城

カ
ラ
ス
の
ね
ぐ
ら

文 

○
飯
島
新
一
郎

昭和24年に復元した直後の南・北櫓
（上田市立博物館所蔵）

明治７年頃の荒廃した上田城
（上田市立博物館所蔵）

真
田
人
気
に
支
え
ら
れ
て
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
上
田
城
は
、
誰
も
が
認
め
る
上
田

で
一
番
の
観
光
名
所
だ
。い
つ
で
も
気
軽
に
散
策
が
で
き
、
千
本
桜
祭
り
や
紅
葉
祭

り
な
ど
四
季
の
イ
ベ
ン
ト
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
上
田
城
は
、
市
民
の
憩
い
の

場
と
し
て
深
く
愛
さ
れ
て
い
る
場
所
で
も
あ
る
。上
田
に
と
っ
て
誇
り
で
あ
り
、
大

切
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
上
田
城
だ
が
不
遇
を
託
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
…
…
。
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総
力
を
挙
げ
た
運
動
だ
っ
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

粗
略
な
扱
い
を
受
け
て
い

た
江
戸
時
代
と
比
べ
て
、
明
治

時
代
に
公
園
化
し
て
か
ら
の
上

田
城
は
市
民
に
大
切
に
さ
れ
続
け
て
い
ま

す
。
こ
の
扱
い
の
差
は
、
何
故
で
し
ょ
う
？

　

あ
く
ま
で
想
像
で
す
が
、
上
田
城
を
蔑

ん
で
い
た
の
は
侍
の
価
値
観
で
し
か
無
く
、

も
と
も
と
民
衆
は
真
田
氏
と
上
田
城
が
大

好
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
裏
付
け
と
し
て
、
明
治
初
期
、
上
田
城

の
櫓
を
「
真
田
櫓
」
と
市
民
が
呼
ん
で
い

た
と
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
は
仙

石
氏
が
建
て
た
櫓
で
す
し
、
そ
の
後
１
６
０

年
も
松
平
氏
が
藩
主
と
し
て
君
臨
し
て
い

た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
仙
石
櫓
」
と
も
「
松

平
櫓
」
と
も
呼
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
今

も
昔
も
真
田
贔ひい
き屓
の
上
田
市
民
の
共
有
財

産
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
上
田
城
は
大
切
に

守
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

の
声
が
起
こ
り
ま
し
た
。
買
い
戻
し
運
動
の

中
心
に
な
っ
た
の
が
、
現
在
も
松
尾
町
に
あ

る
飯
島
商
店
の
社
長
で
、
み
す
ゞ
飴
の
創

始
者
で
あ
る
飯
島
新
三
郎
で
す
。
太
平
洋

戦
争
ま
っ
た
だ
中
の
昭
和
17
年
に
「
上
田

城
阯
保
存
会
」
を
結
成
し
、
浅
井
敬
吾
市

長
を
会
長
、
自
ら
は
委
員
長
と
副
会
長
を

兼
任
し
て
市
民
有
志
か
ら
の
募
金
を
呼
び

か
け
ま
し
た
。
そ
し
て
戦
中
戦
後
の
大
混

乱
の
中
で
も
着
々
と
工
事
を
進
め
、
昭
和

24
年
に
南
・
北
櫓
は
元
の
上
田
城
へ
と
戻

り
ま
し
た
。

か
か
っ
た
費
用
が
76
万
６
６
８
４
円
、
集

ま
っ
た
寄
付
金
が
73
万
９
３
０
０
円
。
ほ
ぼ

費
用
全
額
を
ま
か
な
う
寄
付
金
が
集
ま
っ

た
の
で
す
。
寄
付
金
の
芳
名
帳
は
６
冊
に

も
お
よ
び
、
当
時
の
名
士
や
企
業
が
３
０
０

件
以
上
ず
ら
り

と
名
を
連
ね
て

い
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
、
櫓
の
復

元
が
上
田
市
民

の
誰
に
と
っ
て

も
悲
願
で
あ
り
、

ま
さ
に
市
民
の

廃
城
と
な
っ
た
後
の
上
田
城
跡
は
、
桑

園
や
麦
畑
な
ど
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

中
で
明
治
18
年
（
１
８
８
５
年
）、
豪
商
の

丸
山
平
八
郎
が
本
丸
の
土
地
の
大
部
分
を

寄
付
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
上
田
城
跡
の

公
園
化
が
始
ま
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
大
正

時
代
に
上
田
市
が
二
の
丸
跡
地
の
ほ
ぼ
全

域
を
買
上
げ
、
現
在
の
市
民
公
園
と
し
て

の
上
田
城
跡
の
形
に
な
っ
た
の
で
す
。
昭
和

９
年
に
は
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

払
い
下
げ
ら
れ
た
櫓
の
う
ち
、
南
・
北

櫓
の
２
棟
に
つ
い
て
は
移
築
さ
れ
て
、
現
在

の
緑
が
丘
地
区
に
あ
っ
た
遊
郭
の
金
秋
楼

と
万
豊
楼
の
建
物
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
昭
和
５
年
頃
に
廃
業
。
持
ち
主

か
ら
上
田
市
へ
と
寄
贈
し
た
い
と
の
申
し

出
も
、
移
築
に
多
額
の
費
用
が
必
要
だ
っ

た
の
で
な
か
な
か
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
２
棟

の
櫓
が
東
京
の
料
亭
に
売
却
さ
れ
て
し
ま

う
、
と
い
う
事
態
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
新

聞
で
大
き
く
報
道
さ
れ
る

と
、
市
民
の
間
か
ら
「
上
田

城
の
櫓
が
よ
そ
へ
移
さ
れ
る

の
は
忍
び
な
い
、
何
と
し
て

も
買
い
戻
し
て
元
の
上
田
城

跡
公
園
へ
と
戻
し
た
い
」
と

で
も
９
５
０
本
あ
っ
た
と
の
記
録
が
残
っ
て

い
て
、
幕
末
の
上
田
藩
士
で
軍
学
者
で
あ
る

赤
松
小
三
郎
が
「
カ
ラ
ス
の
番
人
な
ど
や
っ

て
お
れ
ぬ
」
と
ぼ
や
い
て
い
た
と
の
話
も
あ

る
く
ら
い
で
す
。
城
を
守
る
べ
き
立
場
の
藩

士
自
身
が
上
田
城
を
蔑
ん
で
い
た
、
と
い
う

の
が
実
状
だ
っ
た
の
で
す
。

明
治
維
新
後
の
廃
城
令
に
よ
り
、
明
治

７
年
（
１
８
７
４
年
）
に
上
田
城
の
本
丸
・

二
の
丸
の
土
地
・
建
物
・
樹
木
に
至
る
ま
で

そ
の
全
て
が
払
い
下
げ
と
な
り
ま
す
。
本

丸
に
あ
っ
た
櫓
は
た
っ
た
６
円
で
払
い
下
げ

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
現
在
の
貨
幣
価
値

に
換
算
し
て
も
５
万
円
程
度
の
叩
き
売
り

で
す
。
か
ろ
う
じ
て
西
櫓
一
棟
だ
け
が
払
い

下
げ
を
免
れ
て
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
他
の
櫓
や
蔵
の
建
物
は
次
々
に

取
り
壊
さ
れ
て
四
散
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

払
い
下
げ
ら
れ
た
後
の
建
物
が
取
り
壊

さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
上
田
城
に
限
っ
た
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
現
在
は
懐

古
園
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
小
諸
城
も
、

三
の
門
と
大
手
門
を
除
い
て
こ
と
ご
と
く

壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
政
治
的
に
不

安
定
な
時
期
で
し
た
の
で
、
廃
城
に
建
物

が
残
っ
て
い
て
は
不
満
分
子
が
決
起
し
た

時
に
拠
点
と
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
い

う
明
治
新
政
府
の
思
惑
も
あ
っ
た
の
で
す
。

公
園
化
と
、南
北
櫓
の
再
建

二
束
三
文
で
の
叩
き
売
り

市
民
の
上
田
城

現在の上田城。
千本桜まつりで賑わう櫓門

寄付者芳名帳（上田市立博物館所蔵）

参
考
文
献

郷
土
の
歴
史
上
田
城
／

　

昭
和
63
年
、
上
田
市
立
博
物
館

上
田
市
誌
人
物
編「
明
日
を
ひ
ら

い
た
上
田
の
人
々
」／

　

平
成
15
年
、
上
田
市

取
材
協
力

上
田
市
立
博
物
館

上
田
市
役
所
観
光
課



6

し
た
塗
り
物
に
は
な
い
力
強
さ
に
驚
か
さ
れ

ま
し
た
。
漆
塗
り
と
い
え
ば
輪
島
塗
、
会
津

塗
り
な
ど
が
有
名
で
、
長
野
県
内
で
は
木
曽

塗
り
で
す
。
上
田
に
漆
塗
り
が
あ
る
と
は
思

い
も
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
衝
撃
を

受
け
た
の
は
上
田
藩
主
、
松
平
家
に
残
さ
れ

た
陣
笠
を
見
た
時
で
し
た
。
家
紋
の
五
三
の

桐
が
色
鮮
や
か
に
辺
り
一
面
と
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
あ
た
か
も
秋
の
紅
葉
に
輝

く
山
の
よ
う
で
、
そ
の
自
由
な
表
現
、
美
し

さ
に
圧
倒
さ
れ
た
の
で
し
た
。

漆
塗
り
と
は

漆
塗
り
と
は
英
語
で
は
ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
と
呼

ば
れ
、
日
本
を
代
表
す
る
美
術
工
芸
品
で
す
。

花
岡
塗
り
と
の
出
会
い

花
岡
塗
り
に
出
会
っ
た
の
は
、
上
田
市
立

博
物
館
で
し
た
。
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
に
、
朱

塗
り
の
地
に
金
、
緑
、
赤
、
黄
色
な
ど
の
鮮

や
か
な
彩
り
で
花
の
よ
う
な
図
柄
が
描
か
れ

た
御
重
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
に
目
に

漆
は
ア
ジ
ア
原
産
の
ウ
ル
シ
科

ウ
ル
シ
属
の
落
葉
香
木
樹
の
樹

液
で
天
然
の
塗
料
、
接
着
剤

と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

縄
文
時
代
に
は
矢
尻
の
固
定
に
使

わ
れ
て
お
り
、
椀
や
竹
篭
な
ど

の
日
用
品
や
櫛
な
ど
の
装
飾
品

に
も
塗
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
天
平

時
代
に
は
中
国
か
ら
優
れ
た
漆
塗
り

の
技
法
が
渡
来
し
、
瞬
く
間
に
日
本

国
内
に
広
が
っ
て
行
き
ま
し
た
。

漆
の
実
は
蝋
の
原
料
と
も
な
る

有
益
な
も
の
で
あ
り
、
朝
廷

で
は
大
蔵
省
の
下
に
漆
部
司
が
置

か
れ
、
全
国
に
漆
の
栽
培
が
奨
励
さ

れ
ま
し
た
。
時
代
を
経
る
に
つ
れ
そ
の

技
法
は
益
々
洗
練
さ
れ
、蒔
絵
、漆
絵
、螺
鈿
、

平
文
、
沈
金
、
箔
絵
な
ど
が
日
本
の
も
の
と

し
て
成
熟
し
て
い
き
ま
す
。
日
本
全
国
に
漆

の
木
が
あ
り
、
塗
師
屋
が
あ
り
、
漆
職
人
が

い
た
の
で
す
。
当
然
、
上
田
に
も
。

そ
し
て
花
岡
塗
り
へ

花
岡
塗
は
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
で
す
。
幕
末
か

ら
明
治
。
花
岡
半
兵
と
い
う
上
田
藩
お
抱
え

の
刀
の
鞘
師
が
始
め
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
技
法
と
し
て
は
出
雲
の
八
雲
塗
り
の

流
れ
を
汲
み
、
赤
、
青
、
黄
、
緑
な
ど
の
豊

富
な
色
合
い
を
研
ぎ
出
し
の
技
法
を
用
い
て
、

一
層
手
の
込
ん
だ
斬
新
な
も
の
に
仕
立
て
ら

 文 ○増田芳希

お抱え鞘師が編み出した幻の技

花岡塗の陣笠（上田市立博物館所蔵）
黒を基調に赤・緑・黄・茶と金箔
に彩られた松平家の五三(ご
さん)の桐紋を極めて精
緻 に 研 ぎ 出 し て お
り、花岡塗の技術
の粋を尽くした
資料である。

花岡塗りの重箱
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誇
る
工
芸
品
で
あ
る
と
強
く
感
じ
た
次
第
で

す
。
こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
技
巧
も
、
伝

承
し
て
い
く
こ
と
は
大
変
難
し
い
も
の
で
す
。

終
わ
り
に
、
泰
夫
さ
ん
の
お
孫
さ
ん
が
中

学
時
代
に
書
か
れ
た
作
文
の
一
部
を
紹
介
致

し
ま
す
。

　
　
　
　
　

◆

花
岡
塗
り
を
知
っ
て
い
る
人
は
ど
れ

く
ら
い
い
る
で
し
ょ
う
か
。
輪
島
塗
や

会
津
塗
り
み
た
い
に
、
そ
れ
ほ
ど
有
名

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
花
岡
塗
り
に
も

長
い
歴
史
が
有
り
上
田
市
の
立
派
な
伝

統
工
芸
品
で
す
。
こ
の
花
岡
塗
り
を
今

で
も
受
け
継
い
で
い
る
人
は
世
界
で
た

っ
た
一
人
し
か
い
ま
せ
ん
。
そ
の
貴
重
な

人
物
こ
そ
が
私
の
祖
父
で
す
。（
中
略
）

私
は
小
さ
い
頃
か
ら
祖
父
の
仕
事
を

し
ば
し
ば
見
て
き
ま
し
た
。
祖
父
の
指

は
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
て
い
て
黒
い
漆
が
こ
び

り
つ
い
て
と
れ
ま
せ
ん
。
今
こ
う
考
え

る
と
祖
父
は
す
ご
い
人
な
ん
だ
と
思
い

ま
す
。
私
の
自
慢
で
す
。
花
岡
塗
り
は

素
晴
ら
し
い
も
の
な
の
に
細
々
と
生
き

て
い
る
気
が
し
ま
す
。
伝
統
工
芸
は
今

の
時
代
、
本
当
に
貴
重
な
も
の
に
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
長
い
歴
史
の
中
で
先

人
た
ち
が
技
術
に
知
恵
を
加
え
て
こ
こ

ま
で
素
晴
ら
し
い
も
の
に
し
た
の
に
絶

え
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
先
ず
ー
と
伝
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
人
た
ち
か
ら
私

た
ち
へ
の
贈
り
物
だ
か
ら
。
有
名
な
工

芸
品
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん

素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
身

近
で
生
き
て
い
る
伝
統
工
芸
を
も
っ
と

も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま

す
。
両
方
と
も
同
じ
く
ら
い
の
価
値
が

あ
る
は
ず
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
手
作
り

に
は
職
人
の
気
持
ち
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

平
成
11
年

上
田
第
二
中
学
校
三
年

倉
島　

彩

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
生
い
立
ち
、
技
法

の
詳
細
に
関
し
て
は
何
の
記
録
も
な
く
、
た

だ
塗
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
だ
け
で
し
た
。
確

認
さ
れ
る
作
品
の
量
、
広
が
り
か
ら
し
て
花

岡
半
兵
一
代
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
。
あ
の
斬
新
で
類
ま
れ
な
表
現
は
一

体
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
な
の
か
。
今
と
な
っ
て

は
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
人
は
居
り
ま
せ
ん
。

再
興
と
小
林
里
一
郎
氏

そ
ん
な
花
岡
塗
り
に
魅
せ
ら
れ
、
復
活
に

力
を
尽
く
し
た
一
人
の
塗
物
師
が
居
り
ま
し

た
。
小
林
里
一
郎
。
13
歳
か
ら
塗
り
物
の
奉

公
に
出
て
厳
し
い
修
行
を
乗
り
越
え
た
塗
物

師
で
す
。
独
立
し
た
昭
和
の
初
め
、
上
田
に

は
13
軒
程
の
塗
物
屋
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
そ

れ
ぞ
れ
に
日
用
品
の
椀
、
飯
櫃
、
お
膳
、
文
箱
、

下
駄
、
傘
や
、
机
、
箪
笥
、
火
鉢
な
ど
の
家

具
調
度
品
か
ら
、
ふ
す
ま
、
柱
な
ど
の
建
材
、

仏
壇
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
塗
っ
て
商
売

を
し
て
お
り
ま
し
た
。「
渡
り
」
の
漆
塗
り
職

人
も
い
て
全
国
を
回
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
渡

り
な
が
ら
食
べ
て
い
け
る
ほ
ど
に
仕
事
量
が

あ
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
の
後
、
石
油
化
学
塗

料
の
発
達
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
の
普
及
で
、

昭
和
の
中
頃
か
ら
次
第
に
衰
退
し
て
行
く
の

で
す
。
と
も
あ
れ
そ
ん
な
時
代
の
流
れ
の
中

で
、
小
林
里
一
郎
氏
は
花
岡
塗
り
に
出
会
い

魅
了
さ
れ
、
消
え
行
く
美
し
さ
を
何
と
か
復

活
さ
せ
よ
う
と
花
岡
塗
り
の
再
興
に
挑
ん
だ

の
で
し
た
。

花
岡
塗
り
の
復
活
は
楽
な
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
技
法
は
、
高
度
な
技

術
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
塗
り
」
と
「
研
ぎ
出
し
」

に
よ
る
も
の
で
し
た
。
い
ず
れ
も
大
変
に
時

間
を
か
け
る
も
の
で
す
。「
塗
り
」
で
は
花
岡

塗
り
を
施
す
部
分
と
地
が
す
り
あ
が
っ
た
時

に
ひ
と
つ
の
面
に
な
る
よ
う
に
塗
っ
て
行
き
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
色
や
金
泊
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ

塗
っ
て
は
乾
か
し
、
乾
か
し
て
は
塗
る
、
を
繰

り
返
し
ま
す
。
そ
の
後
、
丁
寧
に
正
確
に
「
研

ぎ
出
し
」
発
色
さ
せ
ま
す
。「
う
る
み
」
と
呼

ば
れ
る
特
に
輝
く
部
分
が
現
れ
ま
す
が
、
こ

れ
は
金
箔
を
貼
っ
て
研
い
だ
も
の
で
花
岡
塗

り
で
は
最
高
の
技
術
と
な
る
も
の
で
す
。
こ

う
し
て
花
岡
塗
り
は
見
事
蘇
り
ま
し
た
。

花
岡
塗
り
を
伝
え
る
こ
と

今
回
の
企
画
に
際
し
て
は
里
一
郎
氏
の
ご
子

息
、
小
林
泰
夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
、
作
品

を
見
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
父
親
と
と
も
に
花

岡
塗
り
の
復
興
に
携
り
、
花
岡
塗
り
を
受
け

継
が
れ
た
方
で
す
。「
気
が
向
い
た
ら
や
る
だ

ろ
う
け
れ
ど
、
今
は
…
」
と
笑
っ
て
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
多
く
の
手
間
を
か
け
な
け
れ

ば
出
来
な
い
仕
事
で
あ
り
、「
気
が
向
く
」
と

は
精
魂
を
込
め
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
拝
察

い
た
し
ま
し
た
。「
今
は
こ
れ
し
か
な
い
か
ら
」

と
言
い
な
が
ら
見
せ
て
頂
い
た
作
品
の
数
々

は
、
い
ず
れ
も
素
晴
ら
し
い
も
の
で
、
上
田
が

花岡塗りの重箱
（上田市立博物館所蔵）

江戸後期から明治初年にかけて
作成されたもの。花のような模
様は、花岡塗りによ く見られる
代表的な図柄である。 

参考資料　花岡塗研究会編「花岡塗りと小林里一郎」
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幕末から近代の上田について、松平忠優、花岡塗、そして上田城の３つの視

点からご紹介したしました。この時代には意外と題材が多く、埋もれさせてお

くには惜しいと感じます。これからも真田坂をよろしくお願いします。

松尾町
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三井住友銀行
上田支店

松
尾
町
真
田
坂

～八十二銀行誕生
82周年にあたって～

▲長野県は古くから金融機関が発達していたことで知
られ、ピークとなる明治34年には県内に115行の銀行
がありました。これは全国で兵庫、静岡、東京に次ぐ
銀行の多さでした。長野県でこれほど多くの金融機関
が存在したのは、蚕糸業の発展と深い関わりがあった
からです。
▲明治維新以降、日本は生糸の輸出で得た外貨で金
属や機械器具、食糧を大量に輸入して国力を高めてい
きましたが、長野県は国内生産量の３割を占める蚕糸
王国でした。
▲明治10年10月に設立された第十九(国立)銀行もま
た、製糸業に対する金融を担うことを目的としていた
と考えられています。本拠地は生糸集散の地であった
上田に置かれました。
▲第十九銀行の特徴は、株主数の約８割が平民だっ
たことです。出資を希望する華士族も多数存在しまし
たが、株式の募集に対してすぐに予定資本額を超過し
たため、次回増資まで待ってもらうよう説得するのに
苦労したとのエピソードが残されています。
▲蚕糸業の衰退とともに全国で銀行の整理、統合が
進んでいきます。昭和２年には金融恐慌が全国に波及
し金融市場における一大事件となります。
▲当初長野県下ではほとんど動揺がみられませんでし
たが、昭和５年11月、信濃銀行(本店上田市)が支払不
能に陥り、休業となります。これを契機に県下一円に
わたり金融恐慌が拡がり、県下のほとんどの銀行が取
付け(信用を失った銀行に預金者が押しかけて預金を
引き出すこと)にあい、休業銀行が続出しました。
▲このような状況のもと、県下の信用不安を払拭し地
域経済の安定を図るため、昭和６年８月１日に第十九
銀行と第六十三銀行が合併し、八十二銀行が誕生し
ました。八十二銀行の歴史は、まさに、ここ上田、松
尾町の地からスタートしたと言えます。

文：八十二銀行上田支店寄稿　写真：八十二銀行上田支店提供

太字はフリーペーパー協賛店

天正上田城古図
（上田市立博物館

所蔵）真田昌幸が
上田城を築いた頃
の様子が分かる。

第十九銀行本店（松尾町）
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