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分館活動この一年分館活動この一年

注
連
縄
作
り
講
習
会

第
一
区

分
館
長
　
　
小
林
　
茂
夫

　

第
一
区
分
館
で
は
、
十
二
月
二
日

（
日
）
に
、
例
年
行
っ
て
い
る
注
連
縄
・

注
連
飾
り
講
習
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
毎

年
十
二
月
の
第
一
週
を
め
ど
に
行
っ
て
い

ま
す
。

　

今
年
は
大
人
、
子
ど
も
合
わ
せ
て
約
百
三
十
名
に
参
加
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
区
民
の
経
験
者
の
方
を
指
導
員
と
し
て
、

初
級
・
中
級
・
上
級
と
分
か
れ
て
、
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。

わ
ら
を
区
民
の
方
、
ま
た
知
り
合
い
よ
り
調
達
し
て
、
約
３
５

０
〜
４
０
０
位
の
束
を
用
意
し
ま
し
た
。
事
前
に
役
員
等
で
わ

ら
す
き
を
し
て
お
き
、
あ
と
は
個
々
に
わ
ら
す
き
を
し
て
、
わ

ら
の
感
触
を
自
分
の
手
の
ひ
ら
で
確
か
め
な
が
ら
よ
っ
て
い
き
、

注
連
飾
り
を
作
り
ま
し
た
。

　

指
導
員
の
方
も
高
齢
化
し
て
い
る
た
め
、

若
い
方
に
引
き
継
い
で
も
ら
い
た
い
と
い

う
話
も
あ
り
ま
す
が
、
若
い
方
を
指
導
し

て
い
た
だ
く
た
め
に
も
、
先
輩
方
に
は
ま

だ
ま
だ
頑
張
っ
て
い
た
だ
か
ね
ば
と
、
感

じ
た
講
習
会
で
し
た
。

区
内
施
設
探
訪

第
二
区

分
館
長
　
　
丸
山
　
修
司

　

歴
史
や
文
化
的
な
多
く
の
施
設
を
有
す

る
二
区
で
す
が
、
区
民
が
そ
の
よ
う
な
施

設
に
あ
ま
り
訪
れ
て
い
な
い
と
い
う
声
が

あ
り
、
年
度
は
じ
め
の
事
業
と
し
て
、
区

内
施
設
探
訪
を
行
い
ま
し
た
。

　

最
初
に
訪
れ
た
「
し
も
す
わ
今
昔
館
お

い
で
や
」
で
は
、
展
示
室
や
シ
ア
タ
ー
で
、

飛
鳥
時
代
か
ら
現
代
ま
で
の
下
諏
訪
町
や

御
柱
祭
の
歴
史
を
学
び
ま
し
た
。

　

次
に
「
矢
の
根
や
」
で
は
、
専
門
研
究
員
の
小
口
徹
先
生
よ
り
、

黒
曜
石
の
種
類
に
よ
る
ニ
ー
ズ
の
違
い
に
つ
い
て
、
同
じ
く
「
宿
場

街
道
資
料
館
」
で
は
江
戸
時
代
の
貴
重
な

資
料
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
宿
場
町
の
当

時
の
様
子
を
大
変
わ
か
り
や
す
く
説
明
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

高
札
場
跡
地
と
今
井
邦
子
文
学
館
も
見

学
し
、
地
元
の
魅
力
に
改
め
て
触
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

１年間の分館活動を振り返って
～さまざまな活動の一端を紹介します～

し
め
な
わ
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分館活動この一年分館活動この一年

し
め
飾
り
作
り
講
習
会

第
三
区

分
館
長
　
　
諏
訪
　
敏
和

　

今
年
の
し
め
飾
り
作
り
講

習
会
は
、
例
年
お
世
話
に
な

っ
て
い
る
小
口
金
吾
様
・
欣

彦
様
（
広
瀬
町
）
を
講
師
に

迎
え
て
、
十
二
月
十
六
日
に

青
雲
館
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

講
習
の
テ
ー
マ
は
『
藁
の

文
化
を
次
代
に
繋
ぎ
な
が
ら
、
手
作
り
の
し
め
飾

り
で
正
月
を
迎
え
る
準
備
を
し
よ
う
』
と
す
る
も

の
で
、
第
三
区
分
館
と
し
て
は
年
中
行
事
の
一
つ

で
あ
り
ま
す
。

　

初
心
者
や
ま
だ
習
熟
で
き
て
い
な
い
参
加
者
の

数
組
を
含
め
て
、
約
三
十
名
二
十
五
組
の
参
加
者

を
得
て
、
講
師
か
ら
冒
頭
に
し
め
飾
り
作
り
の
基

本
的
な
技
術
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
、
そ
の
後

製
作
実
技
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

製
作
の
主
た
る
も
の
は

玄
関
飾
り
で
、
従
来
型
の

も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
講
師

か
ら
紹
介
さ
れ
た
新
型
の

玄
関
飾
り
や
輪
〆
、
神
棚

飾
り
を
製
作
す
る
参
加
者

も
あ
り
ま
し
た
。

歴
史
講
座
事
業
に
つい
て

ピ
ッ
ツ
ア
作
り
を
楽
し
む
会
と
史
跡
紹
介

第
四
区

分
館
長
　
　
土
田
　
雅
春

分
館
長
　
　
長
崎
　
浩

　

平
成
三
十
年
の
お
舟
祭
の
御

頭
郷
が
下
諏
訪
町
で
、
第
四
区

も
下
社
の
お
膝
元
の
地
区
の
一

つ
で
あ
る
た
め
、
分
館
で
歴
史

講
座
を
六
月
十
五
日
に
開
催
し

ま
し
た
。
歴
史
に
関
心
の
あ
る

幅
広
い
年
齢
層
の
男
女
区
民
の
皆
さ
ん
に
、
数
多

く
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

歴
史
講
座
の
内
容
は
、
「
お
舟
祭
の
歴
史
」
と

し
て
、
講
師
に
下
諏
訪
町
立
博
物
館
・
赤
彦
記
念

館
館
長
の
宮
坂
清
先
生
を
お
迎
え
し
、
「
お
舟
祭

は
遷
座
祭
」
、
「
下
社
の
発
生
と
遷
座
の
意
味
」
、

「
古
代
か
ら
の
春
と
冬
」
、
「
旧
御
射
山
・
春

宮
・
秋
宮
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
、
「
お
舟
は
本

当
に
舟
か
」
の
項
目
に
つ
い
て
、
様
々
な
方
々
の

考
え
を
分
か
り
や
す
く
解

説
い
た
だ
き
、
聞
き
入
っ

て
い
ま
し
た
。
質
問
も
活

発
に
多
く
出
さ
れ
、
歴
史

へ
の
関
心
の
深
さ
を
再
認

識
し
ま
し
た
。
今
後
も
講

座
事
業
の
一
つ
の
指
針
と

な
る
こ
と
と
考
え
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
年

齢
層
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
催
し
を
企
画
し
ま

し
た
。
諏
訪
市
中
洲
に
て
ピ
ッ

ツ
ア
店
（
サ
ン
タ
ロ
ー
ザ
）
を

営
む
「
滝
沢
様
ご
夫
妻
」
を
講

師
に
招
き
、
津
島
神
社
舞
屋
内

に
て
ピ
ッ
ツ
ア
の
生
地
を
伸
ば

し
、
好
み
の
具
材
を
ト
ッ
ピ
ン
グ
し
、
焼
き
釜
を

搭
載
し
た
車
輌
を
使
い
、
そ
の
場
で
焼
い
て
も
ら

い
ま
し
た
。
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
が
初
め
て
の
体

験
で
、
自
分
で
作
っ
た
ピ
ッ
ツ
ア
の
味
に
満
足
し

た
様
子
で
し
た
。

　

史
跡
紹
介
は
、
区
内
に
あ
る
史
跡
を
知
っ
て
も

ら
い
、
い
つ
か
は
区
内
の
史
跡
め
ぐ
り
ツ
ア
ー
を

企
画
し
た
い
と
い
う
思
い
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

ま
ず
は
そ
の
準
備
段
階
と
し
て
小
学
生
に
協
力
を

い
た
だ
き
、
「
区
内
史
跡
紹
介
ビ
デ
オ
」
の
製
作

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
で
き
あ
が
っ
た
ビ
デ
オ
は

高
木
区
文
化
祭
に
て
上
映
し
、

区
内
の
史
跡
も
再
認
識
さ
れ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。
小
学
校
に

も
同
じ
ビ
デ
オ
を
お
届
け
し
、

区
内
の
子
ど
も
た
ち
の
活
躍
が

紹
介
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

第
五
区

よ
し

ひ
こ

わ
ら

つ
な

わ
じ
め
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区
民
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会

区
民
納
涼
祭

第
六
区

第
七
区

分
館
長
　
　
小
松
　
正

熊
野
神
社
例
大
祭
前
夜
祭

分
館
長
　
　
古
田
　
俊
彦

　

十
月
二
十
一
日
（
日
）
、

ス
ポ
ル
ト
岡
谷
で
総
勢
四
十

名
の
参
加
を
い
た
だ
き
、
ボ

ウ
リ
ン
グ
大
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
大
人
か
ら
児
童
の
皆

さ
ん
ま
で
各
レ
ー
ン
に
分
か

れ
、
自
分
に
合
っ
た
球
を
選

ん
で
、
最
初
に
練
習
を
や
り
、
そ
の
後
本
番
に
入

り
ま
し
た
。
各
レ
ー
ン
で
ハ
イ
ス
コ
ア
を
目
指
し

楽
し
ん
で
い
る
区
民
の
皆
さ
ん
の
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

交
流
も
深
ま
り
、
皆
さ
ん
の
笑
い
声
や
ス
ト
ラ

イ
ク
が
出
る
と
レ
ー
ン
の
仲
間
の
方
々
と
タ
ッ
チ

な
ど
す
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。
大
会
終
了
後
成

績
発
表
が
あ
り
、
上
位
入
賞
者
に
景
品
授
与
が
あ

り
、
参
加
者
全
員
に
参
加
賞
を
配
り
、
皆
さ
ん
そ

れ
ぞ
れ
大
い
に
楽
し
ま
れ

た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会

が
区
民
の
親
睦
と
体
力
増

進
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
大
会
を
区

民
の
ス
ポ
ー
ツ
と
位
置
づ

け
、
続
け
て
も
ら
い
た
い

第
八
区

分
館
長
　
　
渡
邉
　
淳
一

　

社
東
町
で
は
、
毎
年
八
月
の
第
一
週
土
曜
日
に

納
涼
祭
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
一
週
間

遅
く
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
が
、
例
年
と
変
わ
り

な
く
多
く
の
区
民
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
け

ま
し
た
。

　

納
涼
祭
は
文
化
部
が
主
体
と
な
っ
て
企
画
か
ら

運
営
ま
で
行
い
ま
す
。
部
長
中
心
に
、
昨
年
の
反

省
点
の
改
善
や
公
民
館
メ
ン
バ
ー
か
ら
の
ア
イ
デ

ア
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
区
民
の
皆
さ
ん
が
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
新
し
く
企
画
を
し
て
い

ま
す
。

　

今
年
度
は
、
区
の
協
力
の
も
と
、
自
作
の
コ
ン

ロ
作
成
を
、
子
ど
も
に
は
ス
ッ
キ
リ
と
し
た
飲
み

物
を
、
男
性
に
は
ス
タ
ミ
ナ
が
つ
く
も
の
を
、
女

性
に
は
甘
い
お
酒
を
新
し
く
用
意
し
ま
し
た
。
新

し
い
企
画
は
区
民
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
公
民
館
の
広
報
誌
に
記
載
し
て
配
布
し

て
い
ま
す
。

　

納
涼
祭
の
当
日
に
は
「
お
い
し
か
っ
た
よ
、
あ

り
が
と
う
」
「
ま
た
来
年
も
、

楽
し
い
納
涼
祭
を
頼
む
ね
」
等

の
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今

後
も
区
民
の
皆
さ
ん
が
多
く
参

加
さ
れ
、
良
い
交
流
の
場
と
な

る
よ
う
に
、
公
民
館
メ
ン
バ
ー

も
楽
し
く
活
動
し
て
い
き
ま
す
。

　

秋
も
深
ま
っ
た
十
月
の

最
終
土
曜
日
、
夜
、
東
山

田
公
民
館
の
二
階
の
広
間

は
、
多
く
の
方
で
い
っ
ぱ

い
に
な
り
ま
し
た
。
（
約

二
百
八
十
名
）
毎
年
恒
例

の
熊
野
神
社
例
大
祭
前
夜

祭
の
開
催
で
す
。

　

各
団
体
の
皆
様
に
、
育
成
会
の
歌
、
と
が
わ
保

育
園
年
長
さ
ん
に
よ
る
ダ
ン
ス
、
七
区
消
防
委
員

に
よ
る
ラ
ッ
パ
演
奏
、
子
ど
も
木
遣
り
、
雅
楽
と
、

様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
演
目
を
披
露
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
社
中
学
校
吹
奏
楽
部
に
出
演
い
た

だ
き
、
元
気
の
出
る
曲
で
手
拍
子
と
歌
声
で
会
場

が
一
体
と
な
っ
て
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

出
演
団
体
の
皆
様
の

日
々
の
練
習
の
成
果
に
、

子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た

と
思
い
ま
す
。
抽
選
会
で

も
多
く
の
方
に
参
加
い
た

だ
き
、
一
喜
一
憂
し
た
楽

し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
せ

ま
し
た
。

分館活動この一年分館活動この一年
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新
事
業
に
挑
ん
だ
２
０
１
８
年

第
九
区

分
館
長
　
　
与
曽
井
　
秀
治

　

今
年
は
、
三
種
類
の
新
事

業
に
挑
ん
だ
年
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
ら
は
、
体
操
（
ら

く
楽
体
操
教
室
）
、
ボ
ウ
リ

ン
グ
大
会
の
春
と
冬
の
二
回

開
催
、
星
が
丘
旧
跡
の
講
演

会
（
仮
称
・
２
月
予
定
）
の
三
種
類
で
す
。

　

こ
の
変
化
の
背
景
に
は
、
や
は
り
高
齢
化
が
あ
り
ま
す
。

星
が
丘
は
下
諏
訪
町
で
も
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
地
区
で
、

「
物
よ
り
健
康
」
「
ハ
ー
ド
な
ス
ポ
ー
ツ
は
無
理
」
「
知

的
好
奇
心
」
が
事
業
化
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。

　

体
操
（
ら
く
楽
体
操
教
室
）
は
、
従
来
行
っ
て
き
た
手

芸
教
室
の
代
わ
り
に
婦
人
部
が
実
施
し
た
事
業
で
す
。

　

ま
た
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の
代
わ
り
に
、
出
席
者
の
多
い

ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
を
二
回
開
催
と
し
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も

大
勢
の
参
加
が
あ
り
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
区
の
歴
史
は
浅
く
、

旧
跡
を
知
ら
な
い
区
民
も
多
い

の
で
、
町
内
の
有
識
者
に
講
演

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
町
内

の
美
大
生
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

さ
し
絵
を
描
い
て
い
た
だ
き
、

２
月
に
実
施
予
定
で
す
。

区
内
の
史
跡
巡
り

第
十
区

分
館
長
　
　
伊
東
　
康
政

　

今
年
十
区
で
は
区
民
の
皆
さ
ん

に
、
区
の
歴
史
に
つ
い
て
知
っ
て

も
ら
お
う
と
考
え
、
区
内
の
史
跡

と
十
区
に
鎮
座
さ
れ
る
若
宮
神
社

に
つ
い
て
皆
で
勉
強
し
ま
し
た
。

　

史
跡
の
勉
強
会
は
、
六
月
二
十

三
日
の
土
曜
日
に
、
講
師
の
先
生

の
も
と
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
形
式
で
行

い
ま
し
た
。
区
民
の
皆
様
の
関
心

も
高
く
、
小
学
校
低
学
年
か
ら
八
十
代
ま
で
、
約
九
十
名

の
出
席
を
い
た
だ
き
、
十
区
の
史
跡
（
特
に
国
道
よ
り
山

側
）
の
「
庚
申
の
碑
」・「
力
石
」・「
村
の
辻
」・「
伊
勢
宮

社
跡
」・「
六
地
蔵
尊
」・「
若
宮
神
社
」・「
鎌
倉
街
道
」・

「
一
里
塚
」
を
楽
し
く
巡
り
ま
し
た
。
途
中
か
ら
雨
が
降

っ
て
き
た
の
が
残
念
で
し
た
。

　

史
跡
巡
り
の
後
、
七
月
十
五

日
に
は
若
宮
神
社
に
つ
い
て
、

同
神
社
宮
司
の
宮
坂
清
さ
ん
を

招
き
、
二
時
間
ほ
ど
若
宮
神
社

と
古
事
記
に
つ
い
て
講
話
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
約
七
十

名
の
出
席
が
あ
り
、
大
変
有
意

義
な
会
と
な
り
ま
し
た
。
改
め

て
区
民
の
皆
さ
ん
の
関
心
の
高

下諏訪町豆知識：知ってる？下諏訪町にある小字（町）名。

分館活動この一年分館活動この一年

　今年度町制125周年を迎えた下諏訪町。町が全部で10区に分かれているのは皆さんご存じだと
思いますが、その区を更に細分化する形で、小字名（町名）があります。この町名は、数え方に
もよりますが、現在70以上もあります。町制施行以来変わらない町がある一方で、様々な事由で
統廃合された町もあります。お隣の区にはどんな町があるか、調べてみるのも一興ですね。ちな
みに、今回は町制施行以来存在する１区、２区の町名を挙げてみたいと思います。
　第１区：東町（上・中１・中２・下）、仲町、大門（１～３）、田中町、矢木町（１～３）、桜町、
緑町。　第２区：立町（１部・２部）、小湯の上（１部・２部）、横町木の下、湯田町、湯田仲町、
新町（上・下）、御田町、塚田町。※町の小字（町）名は、これからも随時掲載していきます。
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大
変
と
い
う
こ
と

　

時
代
の
流
れ
と
い
う
言
葉
と
と
も

に
、
今
い
く
つ
か
の
団
体
が
衰
退
や

解
散
の
危
機
を
迎
え
て
い
る
と
い
い
、

そ
の
原
因
や
多
く
の
関
係
者
に
思
い

を
馳
せ
る
こ
の
頃
で
す
。

　

私
の
属
す
る
古
い
団
体
も
、
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
し
た
中
で
、
旧
役
員

の
登
場
や
兼
任
で
何
と
か
命
脈
を
保

っ
て
い
ま
す
。
今
回
た
ま
た
ま
重
ね

て
こ
の
職
責
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た

の
は
、
継
続
か
解
散
か
の
究
極
の
選

択
を
迫
ら
れ
た
時
、
自
分
が
負
う
こ

と
で
少
し
で
も
会
を
繋
ぐ
こ
と
が
で

き
る
の
な
ら
微
力
を
尽
く
そ
う
と
覚

悟
し
た
結
果
で
し
た
。
以
来
「
大
変
、

大
変
」
の
声
を
聞
く
中
で
、
一
番
大

切
な
の
は
む
し
ろ
継
続
し
て
い
こ
う

と
す
る
核
と
な
る
者
の
在
り
よ
う
で

は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

諸
々
が
現
在
の
よ
う
な
状
況
に
至

っ
た
の
は
、
ま
ず
ど
の
会
に
も
そ
れ

ぞ
れ
に
歴
史
や
意
義
が
あ
り
、
事
業

が
あ
る
中
で
、
会
の
主
旨
そ
の
も
の

が
時
代
と
共
に
変
わ
り
、
人
々
の
思

い
も
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
基
本
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

加
え
て
価
値
観
の
多
様
化
や
個
人

主
義
、
人
間
関
係
が
希
薄
に
な
っ
て
、

誰
も
が
先
の
不
安
を
抱
え
る
中
で
、

高
齢
化
や
病
気
な
ど
多
く
の
人
が
本

当
に
大
変
で
、
そ
れ
も
実
際
無
理
か

ら
ぬ
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
一
方
で
会
の
活
動
は
そ

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
意
味
が
あ
り
、

長
い
間
に
淘
汰
さ
れ
た
大
切
な
も
の

が
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
会
の
持
つ

社
会
性
の
観
点
か
ら
は
、
地
域
や
行

政
と
の
関
わ
り
の
中
で
簡
単
に
無
く

せ
な
い
も
の
も
多
く
、
私
は
そ
れ
を

何
で
も
大
変
と
取
ら
ず
、
む
し
ろ
で

き
る
だ
け
応
え
て
協
力
す
る
こ
と
が

必
要
と
さ
え
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
結
局
な
ん
と
か
継
続
し
て
ゆ
く

に
は
、
周
り
を
受
容
し
つ
つ
協
調
し

て
ゆ
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
視
点
を
変
え
れ
ば
、
こ
の

「
大
変
病
」
に
は
新
た
な
出
会
い
が

あ
り
、
学
習
が
あ
り
、
役
得
が
あ
り

で
、
む
し
ろ
楽
し
い
こ
と
の
方
が
多

い
の
で
す
。

　

本
当
の
大
変
さ
は
、
こ
の
大
き
な

う
ね
り
の
中
で
、
多
く
の
異
な
っ
た

意
見
を
汲
み
取
り
ま
と
め
て
ゆ
く
こ

と
、
会
の
現
状
を
知
り
先
を
見
据
え

て
、
そ
の
時
が
い
つ
か
を
見
極
め
る

こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

人
間
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
し
、

地
域
社
会
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
恩
恵
を

受
け
て
い
て
、
公
助
、
協
助
、
自
助

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
と
も
か

く
今
は
会
が
存
在
し
仲
間
が
い
る
と

い
う
事
実
を
大
切
に
考
え
て
、
自
分

の
で
き
る
こ
と
を
地
道
に
実
行
し
て

ゆ
く
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

昔
話
の
浦
島
太
郎
は
玉
手
箱
を
開

け
白
髪
に
な
っ
て
お
し
ま
い…

け
れ

ど
こ
の
私
は
そ
の
責
任
や
愛
着
か
ら

白
髪
に
な
っ
て
も
、
只
々
今
を
精
一

杯
生
き
て
ゆ
く
の
み
な
の
で
す
。

　

ま
と
め
る
の

　
　
意
味
い
く
た
び
か
反
芻
す

　
　
　
人
の
心
の
　
定
か
な
ら
ず
に

富
士
見
町
　
　
髙
木
　
萬
知
江

ひ ろ ばひ ろ ば

投
稿

水、ぬるむ
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う
ぐ
い
す
が　

鳴
い
て
桜
の　

開
く
こ
ろ

　
　
　
　
　

待
て
ず
に
走
る　
　

和
菓
子
の
老
舗

　

「
う
ぐ
い
す
餅　

さ
く
ら
餅
ひ
と
つ
ず
つ
包
ん
で
い
た

だ
け
ま
す
か
」

　

「
ハ
イ
？
・
・
・
（
気
の
毒
に
。
こ
の
男
の
人
一
緒
に

食
べ
て
く
れ
る
女
性
も
い
な
い
の
か
し
ら
ね
）
お
ひ
と
つ

ず
つ
で
す
よ
ね
？
」

　

「
今
訳
あ
っ
て
単
身
こ
の
地
に
い
る
ん
で
す
よ
」

　

相
手
の
訝
し
げ
な
脳
内
活
動
を
感
知
し
、
苦
し
ま
ぎ
れ

に
先
手
を
打
つ
。

　

そ
う
そ
う
、
う
ぐ
い
す
餅
は
、
一
足
、
ふ
た
足
は
や
く

店
に
出
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
な
く
な
る
か
ら
、
店
に
入

る
前
に
あ
る
か
ど
う
か
確
か
め
る
こ
と
。
両
方
揃
わ
な
い

と
、
さ
さ
や
か
な
「
儀
式
」
が
始
ま
ら
な
い
。
体
全
体
で

春
の
到
来
を
感
じ
と
る
と
い
う
。

　

あ
ん
も
の
に
目
が
な
い
。
少
年
時
代
は
あ
ん
み
つ
若
と

呼
ば
れ
、
長
じ
て
は
「
男
の
」
お
ば
さ
ん
と
な
る
。
（
誤

解
さ
れ
る
と
嫌
な
の
で
一
言
。
酒
も
大
好
き
、
で
強
い
）

　

高
冷
の
地
諏
訪
で
は
、
鶯
が
鳴
き
、
桜
が
咲
き
始
め
る

の
は
四
月
下
旬
。
待
て
な
い
で
は
な
い
か
。
一
時
も
は
や

く
旬
を
感
じ
た
く
て
和
菓
子
屋
さ
ん
に
走
る
。
店
内
に
は

季
節
の
風
雅
と
い
う
も
の
が
充
満
し
て
い
る
。
本
当
は
五

個
ず
つ
買
っ
て
食
べ
た
い
。

　

職
人
さ
ん
が
、
食
べ
る
人
の
身
に
な
っ
て
作
っ
て
く
れ

る
ぬ
く
も
り
が
う
ぐ
い
す
餅
、
さ
く
ら
餅
の
中
に
込
め
ら

れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
作
今
、
和
菓
子
屋
さ
ん
も
め
っ

き
り
少
な
く
な
り
、
淡
い
切
な
さ
を
覚
え
る
。

（
植
松　

昌
弘
）

三
月
の
こ
え

町立図書館のおすすめ本コーナー

『岡谷製糸王国記　信州の寒村に起きた奇跡』

　製糸業で糸を取る人を女工と呼んではいませんか。本来は工女
と呼ばれていました。しかし、「女工哀史」「あゝ野麦峠」がベ
ストセラーになる中で女工という名がひろまり、同時に厳しい労
働条件の下で資本家に搾取される可哀そうな少女たちというイメ
ージがこの言葉に付きまとうようになります。しかし、本当にそ
うだったのでしょうか。本書は岡谷製糸の歴史を体系的にまとめ
る中で、工女の果たした役割の大きさを示し、工女は自分の仕事
に誇りを持っており、家族経営の工場主は技術を持った工女を大
切にした事例をたくさん紹介しています。

　また、本書で紹介されているシャール・サンドラ氏の論文「『女工
哀史』言説についてのもう一つの視点：戦前日本における女性製糸労
働者の生活世界」はインターネットでも読むことができ、インターネ
ット環境をお持ちでない方は図書館で見ることができます。図書館に
は前出の「女工哀史」「あゝ野麦峠」も所蔵しており、借りることが
できますので、読み比べてみることをおすすめします。本は書かれた
時代の制約を受けて生み出されます。そして、時間の検証を受けなが
ら新たな歴史的視点を育み、新しい見地の本を誕生させます。

　　参考文献：「女工哀史」　細井和喜蔵　著　岩波書店

市川一雄　著　あざみ書房


