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文化も建築も、人の想いが支えている
　
養
蚕
で
栄
え
た
街
の
面
影
は
、

年
月
の
経
過
と
と
も
に
徐
々
に
失

わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
で
も
、
養

蚕
文
化
を
途
絶
え
さ
せ
な
い
よ
う

今
も
蚕
を
育
て
続
け
る
人
、
織
物

を
作
る
人
、
そ
れ
を
未
来
へ
つ
な

ご
う
と
す
る
人
に
支
え
ら
れ
、
文

化
の
灯
は
絶
え
る
こ
と
な
く
今
に

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
明

治
の
風
景
を
後
世
に
残
そ
う
と
、

煉
瓦
倉
庫
や
古
い
建
物
を
活
用
し

よ
う
と
い
う
取
り
組
み
も
あ
り
、

こ
れ
か
ら
も
未
来
へ
引
き
継
が
れ

て
い
き
ま
す
。

　
今
も
本
庄
に
は
、
明
治
か
ら
続

く
繭
に
関
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語

が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
見
え
て
き
た
そ
こ
に
あ

る
願
い
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を

途
絶
え
さ
せ
ず
、
未
来
へ
つ
な
げ

た
い
と
い
う
共
通
の
想
い
で
し
た
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
繭
に
関
わ
る

人
た
ち
の
物
語
が
、
一
本
の
糸
の

よ
う
に
縒よ

り
合
わ
さ
り
、
今
の
本

庄
市
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。
こ

の
街
の
文
化
と
歴
史
を
次
の
時
代

に
残
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
の

は
、
一
人
ひ
と
り
の
「
想
い
」
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
煉
瓦
倉
庫
は
明
治
29
年
、
絹
産
業

が
賑
わ
っ
て
い
た
時
代
に
、
地
元
の

銀
行
が
担
保
と
し
て
預
か
っ
た
繭
を

保
管
す
る
た
め
に
建
設
さ
れ
た
倉
庫

で
す
。
銀
行
、
紡
績
会
社
、
洋
菓
子

店
な
ど
の
変
遷
を
経
て
、
現
在
交
流

施
設「
旧
本
庄
商
業
銀
行
煉
瓦
倉
庫
」

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
煉
瓦
倉
庫
１
階
は
交
流
・
展
示
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
使
用
さ
れ
、
持
参
し

た
お
弁
当
で
食
事
を
と
る
人
、
読
書

を
す
る
人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
２
階
多
目
的
ホ
ー

ル
は
貸
出
を
し
て
お
り
、
展
示
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
の
利
用
や
、
ヨ
ガ
教

室
や
カ
フ
ェ
を
開
く
な
ど
使
い
道
は

さ
ま
ざ
ま
。
か
つ
て
の
繭
の
貯
蔵
庫

は
、
市
民
が
自
由
に
利
用
で
き
る
ス

ペ
ー
ス
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　

煉
瓦
倉
庫
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
は

「
活
用
す
る
た
め
の
生
ま
れ
変
わ
り
」。

積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
で
建
物

の
魅
力
と
寿
命
は
延
び
て
い
き
ま

す
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
は
施
設
を
未

来
へ
と
つ
な
ぐ
た
め
に
、
50
年
後
、

１
０
０
年
後
の
存
続
や
改
修
を
配
慮

し
て
、
取
り
外
し
可
能
な
構
造
補
強

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
時
代

と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
用
途
に
対

応
し
、
ま
た
、
将
来
よ
り
良
い
構
造

補
強
が
開
発
さ
れ
る
こ
と
を
見
据
え

た
も
の
で
す
。
今
回
、
こ
う
し
た
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
が
評
価
さ
れ
、
遺
産
と

し
て
の
価
値
を
持
つ
建
物
等
の
保
全

や
修
復
の
優
れ
た
成
果
を
ユ
ネ
ス
コ

が
表
彰
す
る
「
ユ
ネ
ス
コ
ア
ジ
ア
環

太
平
洋
文
化
遺
産
保
全
賞
」
で
、
功

績
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
古
い
建
物
が
今
に
残
る
の
は
、
愛

着
を
持
っ
て
利
活
用
さ
れ
続
け
て
き

た
た
め
。
本
庄
ま
つ
り
の
際
に
は
煉

瓦
倉
庫
前
で
山
車
の
叩
き
合
い
が
行

わ
れ
、
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
イ
ベ
ン
ト
で
は
、

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
飾
り
つ
け
や
保
育
園

児
の
書
い
た
イ
ラ
ス
ト
展
示
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
街
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

だ
け
で
な
く
、
多
く
の
人
に
利
用
さ

れ
る
こ
と
が
、
今
後
も
煉
瓦
倉
庫
が

あ
り
続
け
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
こ

と
な
の
で
す
。

活
用
さ
れ
て
こ
そ
磨
か
れ
る

　
建
物
の
魅
力
と
寿
命

　
国
道
４
６
２
号
線
か
ら
中
山
道
へ
向
か
い
東
へ
４
０
０
ｍ
程
進
む
と
、
３
軒
の
蔵
が
左
手
に
立
ち
並
び
ま
す
。

市
民
団
体
「
本
庄
ま
ち
Ｎ
Ｅ
Ｔ
」
で
は
、
平
成
22
年
に
蔵
の
あ
る
街
並
み
を
残
そ
う
と
、
「
本
庄
・
宮
本
蔵
の

街
」
保
存
再
生
活
動
に
取
り
組
み
、
現
在
３
つ
の
蔵
が
そ
れ
ぞ
れ
事
務
所
や
カ
フ
ェ
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
宮
本
蔵
の
街
は
、
以
前
酒

問
屋
の
小
森
商
店
が
本
庄
支
店
の

蔵
と
し
て
利
用
し
て
い
た
も
の
で

す
。
小
森
商
店
の
閉
店
に
伴
い
、

こ
の
土
地
が
手
放
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
た
め
、
歴
史
的
価
値
の
高

い
蔵
を
残
そ
う
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
跡
地
利
用

計
画
を
立
て
、
銀
行
の
融
資
を
得

て
土
地
の
取
得
が
で
き
た
こ
と
か

ら
、
現
在
そ
れ
ぞ
れ
の
蔵
が
活
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
、
市
内
の
古
い
建
築
物

の
調
査
・
資
料
整
理
を
進
め
、
こ

れ
ら
を
利
活
用
し
て
良
い
街
に
し

て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
私
が
使
用
し
て
い
る
一
の
蔵
は
、

事
務
所
と
し
て
の
利
用
の
ほ
か
、

大
学
の
ゼ
ミ
や
ま
ち
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
会

合
な
ど
で
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

隣
の
二
の
蔵
で
も
、
カ
フ
ェ
の
営

業
の
ほ
か
、
街
の
イ
ベ
ン
ト
や
講

座
で
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
市
民
活

動
拠
点
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し

て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
古
い
建
物
を
含
め
、

く
ら
し
の
中
に
あ
る
建
物
や
風
景

で
の
経
験
が
記
憶
に
残
り
、
愛
着

に
繋
が
り
ま
す
。
良
い
思
い
出
が

残
せ
る
場
所
を
少
し
ず
つ
整
備
し

て
い
け
れ
ば
、
生
活
に
根
差
し
た

街
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

本庄まちＮＥＴ

戸谷正夫代表

旧本庄商業銀行煉瓦倉庫
開館時間　午前９時～午後７時
●多目的ホールの使用
使用料　１時間あたり 400円～
利用の目安　70名
利用申込　施設内事務所で利用申
　請書を記入し提出

手前から一の蔵（明治12年)、
二の蔵（明治22年)、一番奥に
煉瓦造りの三の蔵（大正10年）
が建つ

それぞれの繭物語明治１５０周年記念特集

街の風景を守る住民力
繭
市
場
の
面
影
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