
『
養
蚕
日
誌
』に
ま
と
め
、温
暖
育
の
導
入
を

目
指
す
人
々
に
配
布
し
た
。

　
１
８
８
４（
明
治
17
）年
ご
ろ
、政
府
の
デ
フ

レ
政
策
の
影
響
で
農
産
物
価
格
が
下
落
し
、

農
家
は
窮
乏
し
た
。達
也
は
、こ
れ
を
切
り
抜

け
る
た
め
、そ
れ
ま
で
春
一
回
だ
け
だ
っ
た
養

蚕
を
秋
に
も
行
え
る
よ
う
に
と
、１
９
０
０

（
明
治
33
）年
、夏
で
も
寒
冷
な
富
士
風
穴
の

蚕
種
貯
蔵
所
を「
八
達
館
」の
傘
下
に
収
め

た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、秋
蚕
飼
育
が
軌
道
に
乗

り
、農
家
の
経
営
安
定
に
大
き
く
寄
与
し
た
。

　1819

八
田
達
也
1854
1916

養
蚕
の
改
良
と
普
及
に
努
め
、山
梨
の
発
展
に
寄
与

山梨近代人物館
山梨県庁舎別館2階（甲府市丸の内1-6-1）
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八
田
達
也
は
、１
８
５
４（
嘉
永
７
）年
、山

梨
郡
歌
田
村（
現・山
梨
市
）の
志
村
家
に
生

ま
れ
、八
代
郡
鵜
飼
村（
現・笛
吹
市
）の
豪

農・八
田
家
の
婿
養
子
と
な
っ
た
。こ
の
辺
り

は
、古
く
か
ら
養
蚕
が
盛
ん
な
地
域
で
、ほ
と

ん
ど
の
農
家
が
、蚕
を
育
て
て
繭
を
と
り
、糸

を
引
い
て
商
人
に
売
り
渡
し
て
い
た
。財
産

家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
た
八
田
家
も
、地
主

と
し
て
多
く
の
小
作
人
に
土
地
を
貸
付
け

る
傍
ら
、養
蚕
業
を
営
ん
で
い
た
。こ
の
頃
の

農
家
に
と
っ
て
養
蚕
は
貴
重
な
現
金
収
入
源

だ
っ
た
が
、当
時
の
飼
育
法
は
、自
然
環
境

に
近
い
室
内
で
蚕
を
飼
育
す
る
清
涼
育
が

一
般
的
だ
っ
た
た
め
、そ
の
年
の
天
候
に
左
右

さ
れ
、不
作
に
よ
り
苦
境
に
陥
る
こ
と
も
珍

し
く
な
か
っ
た
。

　
１
８
５
９（
安
政
６
）年
、横
浜
港
の
開
港

に
よ
り
海
外
諸
国
と
の
貿
易
が
始
ま
る
と
、

生
糸
は
、わ
が
国
最
大
の
輸
出
品
と
な
っ

た
。１
８
７
３（
明
治
６
）年
に
山
梨
県
に
赴

任
し
た
藤
村
紫
朗
権
令（
後
の
県
令
）は
、

当
時
県
内
で
盛
ん
だ
っ
た
蚕
糸
業
に
着
目

し
、殖
産
興
業
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、積
極
的

な
振
興
策
を
打
ち
出
し
た
。こ
う
し
た
中
、

１
８
７
６（
明
治
９
）年
に
八
代
郡
第
一
区

鵜
飼
村
の
戸
長
に
な
っ
た
達
也
も
養
蚕
業
の

改
良
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
。達
也
、22
歳

の
と
き
で
あ
っ
た
。

　
達
也
は
、良
い
生
糸
を
得
る
た
め
に
は
、ま

ず
良
い
蚕
種（
蚕
の
卵
）が
必
要
と
考
え
た
。

１
８
８
１（
明
治
14
）年
、当
時
県
内
で
主
流

だ
っ
た
青
熟
種
に
比
べ
赤
熟
種
が
優
れ
て
い

る
こ
と
を
説
い
て
普
及
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、多
く
の
養
蚕
農
家
や
蚕
種
業
者
の
反

発
を
受
け
た
。し
か
し
、こ
れ
に
屈
す
る
こ
と

な
く
改
良
方
法
を
講
じ
、自
ら
赤
熟
種
で
蚕

を
飼
育
し
、収
穫
し
た
繭
を
発
表
し
て
、説

得
に
当
た
っ
た
。そ
し
て
、県
産
種
の
必
要
性

も
強
調
し
、蚕
種
業
者
の
発
奮
を
促
し
た
。

　
ま
た
、28
歳
で
県
議
会
議
員
に
な
り
、そ
の

翌
年
、県
内
の
養
蚕
農
家
と「
山
梨
養
蚕
協

会
」を
結
成
し
、養
蚕
業
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
研
究
を
行
い
、養
蚕
技
術
の
向
上
に
貢

献
し
た
。

　
さ
ら
に
、養
蚕
農
家
の
経
営
安
定
の
た

め
に
は
、従
来
の
清
涼
育
か
ら
、人
為
的
に

蚕
の
生
育
環
境
を
調
節
す
る
飼
育
法
へ
の
転

換
が
必
要
で
あ
る
と
、県
に
対
し
て
働
き
掛

け
た
。そ
し
て
、先
進
地
で
あ
る
福
島
県
へ
派

遣
さ
れ
た
県
の
実
習
生
を
招
き
、温
暖
育
を

実
践
し
、自
ら
改
良
を
加
え
独
自
の
飼
育

法
を
確
立
し
て
い
っ
た
。そ
の
後
、詳
細
を

　
達
也
は
自
ら
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
、

１
８
８
６（
明
治
19
）年
に『
蚕
事
輯
説
』、

１
８
９
４（
明
治
27
）年
に『
新
撰
養
蚕
書
』

を
出
版
し
た
。『
蚕
事
輯
説
』は
平
易
な
解

説
と
具
体
的
な
イ
ラ
ス
ト
で
著
さ
れ
、本
文

の
漢
字
に
は
全
て
振
り
仮
名
が
付
け
ら
れ

る
な
ど
、養
蚕
を
行
う
農
民
に
と
っ
て
理
解

し
や
す
い
手
引
書
と
な
っ
て
い
た
。

　
１
８
８
８（
明
治
21
）年
、蚕
糸
業
取
締
所

頭
取
、翌
年
に
は
山
梨
蚕
糸
協
会
会
長
と
要

職
を
務
め
た
。そ
の
後
、山
梨
県
勧
業
課
長

な
ど
を
歴
任
し
、１
９
０
８（
明
治
41
）年
に

は
山
梨
農
会
長
と
な
っ
た
。養
蚕
業
の
発
展

に
寄
せ
る
情
熱
が
強
く
、私
財
を
投
じ
て
研

究
に
ま
い
進
し
た
達
也
。幻
灯
機
を
購
入
し

て
各
地
で
映
画
に
よ
る
講
話
会
を
開
い
た

り
、全
国
を
遊
説
し
て
回
っ
た
り
と
、終
生
を

通
し
て
養
蚕
業
の
振
興
と
啓
蒙
活
動
に
心

血
を
注
ぎ
、１
９
１
６（
大
正
５
）年
、62
歳
の

生
涯
を
閉
じ
た
。

第6回展示「日本の発展に貢献した山梨の人々」
期　　間 ： ～3月27日

あ
お
ひ
き

あ
か
ひ
き

私
財
を
投
じ
て
、養
蚕
の
研
究
に
い
そ
し
み

養
蚕
農
家
の
経
営
安
定
に
尽
力
し
た
八
田
達
也
。

『
蚕
事
輯
説
』『
新
撰
養
蚕
書
』な
ど
手
引
書
を
著
し

全
国
を
遊
説
し
て
養
蚕
業
の
発
展
に
尽
く
し
た
。

さ
ん 

じ 

し
ゅ
う
せ
つ

現在の富士風穴（富士河口湖町） 蚕種貯蔵所として使われた富士風穴の断面図を掲載した「富士風穴略説」
（山梨県立博物館蔵）

『蚕事輯説』挿絵“熟蚕を撰み拾ふ図”
（山梨県立博物館蔵）

殖
産
興
業
の
下

養
蚕
の
改
良
を
志
す

先
進
地
の
温
暖
育
を
改
良

独
自
の
飼
育
法
を
確
立

手
引
書
を
著
し
講
話
会
を
開
き

養
蚕
技
術
の
普
及
に
ま
い
進



『
養
蚕
日
誌
』に
ま
と
め
、温
暖
育
の
導
入
を

目
指
す
人
々
に
配
布
し
た
。

　
１
８
８
４（
明
治
17
）年
ご
ろ
、政
府
の
デ
フ

レ
政
策
の
影
響
で
農
産
物
価
格
が
下
落
し
、

農
家
は
窮
乏
し
た
。達
也
は
、こ
れ
を
切
り
抜

け
る
た
め
、そ
れ
ま
で
春
一
回
だ
け
だ
っ
た
養

蚕
を
秋
に
も
行
え
る
よ
う
に
と
、１
９
０
０

（
明
治
33
）年
、夏
で
も
寒
冷
な
富
士
風
穴
の

蚕
種
貯
蔵
所
を「
八
達
館
」の
傘
下
に
収
め

た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、秋
蚕
飼
育
が
軌
道
に
乗

り
、農
家
の
経
営
安
定
に
大
き
く
寄
与
し
た
。

　1819

八
田
達
也
1854
1916

養
蚕
の
改
良
と
普
及
に
努
め
、山
梨
の
発
展
に
寄
与
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八
田
達
也
は
、１
８
５
４（
嘉
永
７
）年
、山

梨
郡
歌
田
村（
現・山
梨
市
）の
志
村
家
に
生

ま
れ
、八
代
郡
鵜
飼
村（
現・笛
吹
市
）の
豪

農・八
田
家
の
婿
養
子
と
な
っ
た
。こ
の
辺
り

は
、古
く
か
ら
養
蚕
が
盛
ん
な
地
域
で
、ほ
と

ん
ど
の
農
家
が
、蚕
を
育
て
て
繭
を
と
り
、糸

を
引
い
て
商
人
に
売
り
渡
し
て
い
た
。財
産

家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
た
八
田
家
も
、地
主

と
し
て
多
く
の
小
作
人
に
土
地
を
貸
付
け

る
傍
ら
、養
蚕
業
を
営
ん
で
い
た
。こ
の
頃
の

農
家
に
と
っ
て
養
蚕
は
貴
重
な
現
金
収
入
源

だ
っ
た
が
、当
時
の
飼
育
法
は
、自
然
環
境

に
近
い
室
内
で
蚕
を
飼
育
す
る
清
涼
育
が

一
般
的
だ
っ
た
た
め
、そ
の
年
の
天
候
に
左
右

さ
れ
、不
作
に
よ
り
苦
境
に
陥
る
こ
と
も
珍

し
く
な
か
っ
た
。

　
１
８
５
９（
安
政
６
）年
、横
浜
港
の
開
港

に
よ
り
海
外
諸
国
と
の
貿
易
が
始
ま
る
と
、

生
糸
は
、わ
が
国
最
大
の
輸
出
品
と
な
っ

た
。１
８
７
３（
明
治
６
）年
に
山
梨
県
に
赴

任
し
た
藤
村
紫
朗
権
令（
後
の
県
令
）は
、

当
時
県
内
で
盛
ん
だ
っ
た
蚕
糸
業
に
着
目

し
、殖
産
興
業
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、積
極
的

な
振
興
策
を
打
ち
出
し
た
。こ
う
し
た
中
、

１
８
７
６（
明
治
９
）年
に
八
代
郡
第
一
区

鵜
飼
村
の
戸
長
に
な
っ
た
達
也
も
養
蚕
業
の

改
良
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
。達
也
、22
歳

の
と
き
で
あ
っ
た
。

　
達
也
は
、良
い
生
糸
を
得
る
た
め
に
は
、ま

ず
良
い
蚕
種（
蚕
の
卵
）が
必
要
と
考
え
た
。

１
８
８
１（
明
治
14
）年
、当
時
県
内
で
主
流

だ
っ
た
青
熟
種
に
比
べ
赤
熟
種
が
優
れ
て
い

る
こ
と
を
説
い
て
普
及
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、多
く
の
養
蚕
農
家
や
蚕
種
業
者
の
反

発
を
受
け
た
。し
か
し
、こ
れ
に
屈
す
る
こ
と

な
く
改
良
方
法
を
講
じ
、自
ら
赤
熟
種
で
蚕

を
飼
育
し
、収
穫
し
た
繭
を
発
表
し
て
、説

得
に
当
た
っ
た
。そ
し
て
、県
産
種
の
必
要
性

も
強
調
し
、蚕
種
業
者
の
発
奮
を
促
し
た
。

　
ま
た
、28
歳
で
県
議
会
議
員
に
な
り
、そ
の

翌
年
、県
内
の
養
蚕
農
家
と「
山
梨
養
蚕
協

会
」を
結
成
し
、養
蚕
業
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
研
究
を
行
い
、養
蚕
技
術
の
向
上
に
貢

献
し
た
。

　
さ
ら
に
、養
蚕
農
家
の
経
営
安
定
の
た

め
に
は
、従
来
の
清
涼
育
か
ら
、人
為
的
に

蚕
の
生
育
環
境
を
調
節
す
る
飼
育
法
へ
の
転

換
が
必
要
で
あ
る
と
、県
に
対
し
て
働
き
掛

け
た
。そ
し
て
、先
進
地
で
あ
る
福
島
県
へ
派

遣
さ
れ
た
県
の
実
習
生
を
招
き
、温
暖
育
を

実
践
し
、自
ら
改
良
を
加
え
独
自
の
飼
育

法
を
確
立
し
て
い
っ
た
。そ
の
後
、詳
細
を

　
達
也
は
自
ら
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
、

１
８
８
６（
明
治
19
）年
に『
蚕
事
輯
説
』、

１
８
９
４（
明
治
27
）年
に『
新
撰
養
蚕
書
』

を
出
版
し
た
。『
蚕
事
輯
説
』は
平
易
な
解

説
と
具
体
的
な
イ
ラ
ス
ト
で
著
さ
れ
、本
文

の
漢
字
に
は
全
て
振
り
仮
名
が
付
け
ら
れ

る
な
ど
、養
蚕
を
行
う
農
民
に
と
っ
て
理
解

し
や
す
い
手
引
書
と
な
っ
て
い
た
。

　
１
８
８
８（
明
治
21
）年
、蚕
糸
業
取
締
所

頭
取
、翌
年
に
は
山
梨
蚕
糸
協
会
会
長
と
要

職
を
務
め
た
。そ
の
後
、山
梨
県
勧
業
課
長

な
ど
を
歴
任
し
、１
９
０
８（
明
治
41
）年
に

は
山
梨
農
会
長
と
な
っ
た
。養
蚕
業
の
発
展

に
寄
せ
る
情
熱
が
強
く
、私
財
を
投
じ
て
研

究
に
ま
い
進
し
た
達
也
。幻
灯
機
を
購
入
し

て
各
地
で
映
画
に
よ
る
講
話
会
を
開
い
た

り
、全
国
を
遊
説
し
て
回
っ
た
り
と
、終
生
を

通
し
て
養
蚕
業
の
振
興
と
啓
蒙
活
動
に
心

血
を
注
ぎ
、１
９
１
６（
大
正
５
）年
、62
歳
の

生
涯
を
閉
じ
た
。

第6回展示「日本の発展に貢献した山梨の人々」
期　　間 ： ～3月27日

あ
お
ひ
き

あ
か
ひ
き

私
財
を
投
じ
て
、養
蚕
の
研
究
に
い
そ
し
み

養
蚕
農
家
の
経
営
安
定
に
尽
力
し
た
八
田
達
也
。

『
蚕
事
輯
説
』『
新
撰
養
蚕
書
』な
ど
手
引
書
を
著
し

全
国
を
遊
説
し
て
養
蚕
業
の
発
展
に
尽
く
し
た
。

さ
ん 

じ 

し
ゅ
う
せ
つ

現在の富士風穴（富士河口湖町） 蚕種貯蔵所として使われた富士風穴の断面図を掲載した「富士風穴略説」
（山梨県立博物館蔵）

『蚕事輯説』挿絵“熟蚕を撰み拾ふ図”
（山梨県立博物館蔵）

殖
産
興
業
の
下

養
蚕
の
改
良
を
志
す

先
進
地
の
温
暖
育
を
改
良

独
自
の
飼
育
法
を
確
立

手
引
書
を
著
し
講
話
会
を
開
き

養
蚕
技
術
の
普
及
に
ま
い
進


