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日本で働く
　ベトナム女性

「
日
本
に
来
て
ほ
ん
と
う
に
良
か
っ

た
」。
感
慨
深
い
表
情
で
話
す
フ
ェ
ン

さ
ん
は
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
タ
イ
グ
エ
ン

出
身
の
26
歳
。
２
０
１
３
年
10
月
に

３
年
間
の
就
労
ビ
ザ
で
来
日
し
、
上
田

市
内
の
車
の
部
品
工
場
で
働
く
。
今
で

こ
そ
明
る
い
フ
ェ
ン
さ
ん
だ
が
、
当
初
は

「
言
葉
も
わ
か
ら
ず
知
り
合
い
も
い
な

く
て
、
ほ
と
ん
ど
引
き
こ
も
り
状
態
だ
っ

た
。
故
郷
の
こ
と
ば
か
り
思
い
出
さ
れ
、

寂
し
く
て
仕
方
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

次
第
に
仕
事
に
慣
れ
、
日
本
語
も
上

達
し
、
今
は
活
動
的
な
日
々
を
送
る
。

富
士
登
山
、
日
本
海
で
水
泳
、
デ
ィ
ズ

ニ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
、
精
力
的
に
日
本
を

旅
す
る
。
同
時
に
日
本
語
の
勉
強
に
も

熱
心
で
、７
月
に
日
本
語
能
力
試
験
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
Ｎ
１
を
受
験
し
た
。
長
文

読
解
力
や
相
当
な
漢
字
力
を
要
求
さ
れ

る
難
関
で
、
大
き
な
挑
戦
だ
っ
た
。
ま

た
、
外
国
人
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募

し
、
優
良
賞
に
輝
い
た
。
と
に
か
く
頑

張
り
屋
さ
ん
だ
。

一
方
、
ベ
ト
ナ
ム
女
性
24
人
と
暮
ら

す
寮
生
活
で
は
、
常
に
お
姉
さ
ん
役
。

仕
事
に
つ
ま
ず
い
た
後
輩
を
慰
め
た
り
、

け
が
を
し
た
同
僚
を
病
院
へ
連
れ
て
行
っ

た
り
、
細
や
か
に
面
倒
を
み
る
。
後
輩

善光寺前にて

ズオン・ティ・ゴック・フェン                                                     さん
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た
ち
か
ら
一
目
置
か
れ
る
存
在
だ
。

不
自
由
な
く
日
本
を
満
喫
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
フ
ェ
ン
さ
ん
だ
が
、
こ
こ

ま
で
の
道
の
り
は
決
し
て
平
坦
で
な
か
っ

た
は
ず
。
10
月
の
帰
国
を
前
に
、
３
年

間
を
振
り
返
っ
て
も
ら
っ
た
。

Ｑ　

初
め
に
、
日
本
に
来
た
理
由
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ　

大
学
４
年
の
と
き
、
外
国
語

選
択
で
英
語
と
日
本
語
を
と
り
ま
し
た
。

ベ
ト
ナ
ム
に
は
日
本
企
業
が
多
く
進
出

し
て
い
る
の
で
、
有
利
か
な
と
思
っ
て
。

そ
れ
と
テ
レ
ビ
で
見
る
日
本
は
風
景
が

き
れ
い
で
、
ず
っ
と
憧
れ
て
ま
し
た
。

Ｑ　

来
て
み
て
ど
う
で
し
た
か
。

Ａ　

イ
メ
ー
ジ
通
り
で
す
。
街
並
み

も
山
の
風
景
も
と
て
も
き
れ
い
。
来
て

み
て
わ
か
っ
た
の
は
、
空
気
が
爽
や
か
な

こ
と
。
ベ
ト
ナ
ム
の
夏
は
42
度
く
ら
い

ま
で
上
が
り
、
暑
く
て
暑
く
て
。
ク
ー

ラ
ー
は
そ
れ
ほ
ど
普
及
し
て
な
く
て
、

扇
風
機
で
凌
い
で
い
ま
す
。

一
番
び
っ
く
り
し
た
の
は
水
で
す
。
蛇

口
か
ら
出
る
水
が
そ
の
ま
ま
飲
め
る
な

ん
て･･････

感
動
し
ま
し
た
。
ベ
ト
ナ

ム
は
煮
沸
し
な
け
れ
ば
飲
め
ま
せ
ん
。

Ｑ　

風
景
も
水
も
日
本
で
は
当
た
り

前
で
す
が
、
改
め
て
そ
う
言
わ
れ
る
と

嬉
し
い
で
す
。
ほ
か
に
ど
ん
な
こ
と
を

感
じ
ま
し
た
か
。

Ａ　

日
本
企
業
は
仕
事
の
や
り
方
が

厳
し
い
で
す
。
そ
し
て
日
本
人
は
ま
じ

め
で
す
。
ベ
ト
ナ
ム
の
日
本
企
業
で
働

い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
多
少
は
知
っ

て
い
ま
し
た
が
、
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

慣
れ
る
ま
で
苦
労
し
ま
し
た
が
、
自
分

に
と
っ
て
は
良
い
経
験
に
な
り
、
そ
の
厳

し
さ
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

生
活
面
で
は
、
ト
イ
レ
の
ウ
オ
ッ
シ
ュ

レ
ッ
ト
で
す
。
気
持
イ
イ
〜
、
特
に
便

座
が
暖
か
く
て
ず
ー
と
座
っ
て
い
た
い
感

じ
。
公
共
の
ト
イ
レ
が
い
つ
も
き
れ
い
な

の
に
も
驚
き
ま
し
た
。
翌
日
届
く
宅
配

便
、
至
る
所
に
あ
る
自
動
販
売
機
な
ど

便
利
な
シ
ス
テ
ム
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

富士山頂上にて
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Ｑ　

日
本
人
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す

か
。Ａ　

細
や
か
な
気
配
り
に
感
心
し
ま

す
。
ス
ー
パ
ー
の
店
員
や
駅
係
員
さ
ん

の
応
対
な
ど
、
お
も
て
な
し
の
心
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
女
性
用
公
共
ト
イ
レ

の
中
の
ベ
ビ
ー
シ
ー
ト
に
も
感
動
し
ま

し
た
。
赤
ち
ゃ
ん
連
れ
で
も
安
心
し
て

ト
イ
レ
が
利
用
で
き
る
ん
で
す
ね
。

不
思
議
な
の
が
行
列
で
す
。
蕎
麦
屋

さ
ん
や
ラ
ー
メ
ン
屋
さ
ん
の
前
で
並
ん

で
ま
す
け
ど
、
ど
う
し
て
で
す
か
。
ベ

ト
ナ
ム
人
は
時
間
が
も
っ
た
い
な
い
と

思
っ
て
他
へ
行
き
ま
す
。

Ｑ　

ど
う
し
て
で
し
ょ
う
ね
ぇ

（
笑
）。
自
分
の
好
き
な
も
の
、
美
味

し
い
も
の
を
食
べ
た
い
気
持
ち
が
強
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
電
車
に
乗
る
と

き
並
ん
で
待
つ
の
で
、
待
つ
の
に
抵
抗

な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

日
本
の
高
齢
者
に
つ
い
て
は
ど

う
感
じ
ま
し
た
か
。

Ａ　

日
本
の
お
年
寄
り
は
働
い
て

い
る
人
が
多
い
と
感
じ
ま
し
た
。
働

く
場
が
多
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
ベ

ト
ナ
ム
で
は
孫
守
り
と
畑
く
ら
い
。

全
体
に
日
本
の
お
年
寄
り
の
方
が
元

気
に
見
え
ま
す
。

Ｑ　

日
本
の
食
べ
物
は
ど
う
で

す
か
。
食
べ
ら
れ
ま
す
か
。

Ａ　

お
寿
司
と
う
ど
ん
と
天
ぷ

ら
が
好
き
で
す
。
そ
れ
と
果
物
が

す
ご
く
新
鮮
で
美
味
し
い
で
す
。
で

も
普
段
は
、
通
販
で
ベ
ト
ナ
ム
の
調

味
料
を
取
り
寄
せ
て
ベ
ト
ナ
ム
料
理
を

作
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ　

日
本
語
を
流
ち
ょ
う
に
話
さ
れ

ま
す
が
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、
漢

字
が
あ
り
苦
労
さ
れ
た
の
で
は
？

Ａ　

日
本
に
来
る
前
に
少
し
習
っ
て

き
ま
し
た
が
、
や
は
り
難
し
い
で
す
。

特
に
漢
字
は
音
読
み
と
訓
読
み
が
あ
り

苦
労
し
ま
し
た
。
少
し
ず
つ
わ
か
る
よ

う
に
な
っ
て
、
漢
字
は
意
味
が
あ
る
の

で
理
解
し
や
す
い
と
思
え
る
よ
う
に
な
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り
ま
し
た
。
今
は
漢
字
が
大
好
き
で
す
。

で
も
ま
だ
ま
だ
難
し
く
、
新
聞
や
本
は

少
し
し
か
読
め
ま
せ
ん
。

Ｑ　

日
本
に
滞
在
中
、
最
も
印
象
に

残
っ
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

Ａ　
「
日
本
の
お
父
さ
ん
お
母
さ

ん
」
に
出
会
え
て
、
娘
の
よ
う
に
可
愛

が
ら
れ
た
こ
と
、
日
本
人
の
知
り
合
い

が
で
き
た
こ
と
、
彼
ら
と
会
話
が
で
き

た
こ
と
、
富
士
山
に
登
っ
た
こ
と
、
デ
ィ

ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
行
っ
た
こ
と
。（
ス
マ

ホ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
写

真
を
見
せ
て
く
れ
な
が
ら
）
楽
し
い
思

い
出
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

Ｑ　

最
後
に
抱
負
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

Ａ　

４
年
後
日
本
に
戻
っ

て
き
て
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
で
通
訳
を
や
り
た
い
で
す
。

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
観
光
ガ

イ
ド
に
な
れ
た
ら
い
い
な
ぁ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
英
語
も
習
得
し
な
い

と
い
け
な
い
し
、
パ
ソ
コ
ン

も
う
ま
く
な
り
た
い
し
。

瞳
を
輝
か
せ
な
が
ら
抱
負
を
語
る

フ
ェ
ン
さ
ん
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
溢
れ
て

い
る
。
３
年
間
で
一
番
良
か
っ
た
こ
と
は

「
仕
事
や
言
葉
の
壁
を
乗
り
越
え
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
。
後
輩
た
ち
の
面
倒

を
見
て
、
人
の
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
が
自
分
の
自

信
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
」。「
残
念
な
こ
と

は
、
雪
が
降
ら
な
い
ベ
ト
ナ
ム
で
は
で

き
な
い
ス
キ
ー
を
や
っ
て
み
た
か
っ
た
け

ど
、
チ
ャ
ン
ス
が
な
か
っ
た
」。

無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
フ
ェ
ン

さ
ん
。
日
本
に
留
ま
ら
ず
世
界
で
羽
ば

た
い
て
ほ
し
い
、
心
か
ら
エ
ー
ル
を
送
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

平
成
28
年
８
月
13
日
取
材　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
文
子

日本のお母さんと食事中



秋霜の柿［大町市八坂］　撮影：原和明

(
一
）　

木
曽
谷
で
初
め
て
の

　
　
　
　
　

天
文
台
を
つ
く
る

寄稿　自然を友に信州の日々を楽しむ      山口　登
 

は
じ
め
に

昭
和
三
九
年(

一
九
六
四)

に
就
職

の
た
め
長
野
県
に
住
み
始
め
、
い
つ
の

間
に
か
半
世
紀
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。

編
集
者
か
ら
「
何
か
ご
自
身
の
自
然

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
書
い
て
み
ま
せ

ん
か
」
と
い
う
お
薦
め
を
い
た
だ
い
て
、

五
〇
年
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
思
い

出
が
次
か
ら
次
へ
と
湧
い
て
き
て
、
数

日
間
は
寝
床
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
シ
ー

ン
が
走
馬
燈
の
よ
う
に
う
ず
ま
い
た
。

そ
の
中
か
ら
身
近
な
自
然
観
察
に
関

わ
る
思
い
出
を
書
い
て
み
よ
う
と
思
う
。

こ
の
自
然
観
察
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、昭
和
四
八
年(

一
九
七
三)

に
信
州
大
学
志
賀
自
然
観
察
研
究
施
設

で
の
「
公
開
講
座
」
に
参
加
し
た
こ
と

に
あ
る
。
中
村
登
流
先
生(

故
人
・
元

上
越
教
育
大
学
名
誉
教
授)

と
山
岸
哲

先
生(

兵
庫
県
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
郷
公
園
8



長)

の
お
二
人
に
鳥
類
観
察
の
面
白
さ

を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
高
等
学
校
の

教
員
と
し
て
林
業
を
教
え
て
い
た
か
ら
、

自
分
の
仕
事
と
し
て
も
関
係
が
深
い
し
、

自
然
観
察
は
趣
味
の
一
つ
に
も
な
っ
た
か

ら
、
常
に
仕
事
と
趣
味
の
境
界
線
上
で

好
き
勝
手
を
や
っ
て
き
た
と
い
う
の
が
、

こ
の
五
〇
年
間
の
信
州
で
の
幸
せ
な
生

活
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

　
　
　
　

＊
＊
＊

第
一
回
は
信
州
の
星
空
の
美
し
さ
に
つ

い
て
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
村
・
山

岸
両
先
生
と
出
会
う
前
の
話
で
あ
る
。

タ
イ
ト
ル
バ
ッ
ク
の
写
真
は
、
大
町

市
八
坂
の
晩
秋
の
風
景
で
あ
る
。
棚
田

の
は
ず
れ
に
ひ
っ
そ
り
と
佇

た
た
ず

ん
で
い
る
柿

の
木
。
田
ん
ぼ
の
表
面
に
は
う
っ
す
ら

と
霜
が
降
り
て
い
る
。
こ
ん
な
情
景
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
が
、
信

州
で
一
番
星
空
が
美
し
い
と
き
な
の
で
あ

る
。

星
が
瞬

ま
た
た

か
な
い
。
そ
の
ま
ま
静
止
し

て
い
る
。
惑
星
な
ら
ま
だ
し
も
恒
星
す

ら
瞬
か
な
い
。
こ
れ
が
晩
秋
か
ら
初
冬

に
か
け
て
、
移
動
性
高
気
圧
に
ど
っ
ぷ

り
と
お
お
わ
れ
た
と
き
の
信
州
の
最
高

に
美
し
い
星
空
な
の
で
あ
る
。

私
は
東
京
渋
谷
の
生
ま
れ
だ
け
れ
ど

小
学
五
年
生
の
と
き
、臨
海
学
校
で
行
っ

た
千
葉
の
房
総
半
島
の
岩
井
海
岸
で
、

水
平
線
か
ら
立
ち
上
が
る
天
の
川
の
美

し
さ
を
見
て
、
星
の
虜

と
り
こに
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
か
ら
は
天
文
少
年
と
し
て
の

日
々
を
送
っ
た
が
、
悲
し
い
か
な
渋
谷

で
は
三
等
星
が
や
っ
と
み
え
る
か
ど
う

か
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
昭
和
三
九
年
に
木
曽
に
住
む

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
た
ま
ら
な
い
。

天
文
少
年
の
頃
の
情
熱
が
む
ら
む
ら
と

噴
き
出
し
、
昭
和
四
一
年(
一
九
六
六)

、

自
分
で
天
文
台
を
作
る
と
宣
言
し
て
し

ま
っ
た
。
天
文
台
と
は
何
と
も
大
げ
さ

9



な
表
現
だ
が
、
そ
の
頃
は
そ
の
言
葉
し

か
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
。

前
頁
の
ス
ケ
ッ
チ
図
を
見
る
と
吹
き

出
し
て
笑
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
本
人
は
大
ま
じ
め
に
こ
の
天
文
台

の
建
設
に
全
力
を
傾
注
し
た
。
幸
い
勤

務
し
て
い
た
木
曽
山
林
高
校
に
は
工
芸

科
と
い
う
学
科
が
あ
り
、
家
具
や
木
製

の
小
物
等
を
生
徒
た
ち
が
実
習
で
作
っ

て
い
た
。
そ
の
指
導
を
し
て
い
る
大
西

貢
先
生
が
全
面
的
に
協
力
し
て
く
だ
さ

り
、
転
勤
す
る
と
き
の
こ
と
も
考
え
て

壁
は
四
枚
の
パ
ネ
ル
状
に
し
て
、
本
格

的
な
ほ
ぞ
接
ぎ
で
釘
を
使
わ
な
い
で
組

立
で
き
る
よ
う
に
考
え
て
く
れ
た
。

屋
根
は
ま
ん
中
で
左
右
に
分
か
れ
、

レ
ー
ル
上
を
動
か
し
て
開
け
閉
め
す
る

が
、
軽
い
方
が
よ
い
の
で
、
大
西
先
生

が
木
曽
で
昔
使
わ
れ
て
い
た
サ
ワ
ラ
の

板
瓦
を
探
し
て
来
て
く
れ
た
。

望
遠
鏡
は
旭
光
学
製
の
一
六
セ
ン
チ

反
射
望
遠
鏡
を
共
済
組
合
か
ら
借
金

し
て
購
入
し
、
小
屋
を
組
み
立
て
る
一

週
間
前
に
台
座
の
と
こ
ろ
だ
け
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
打
ち
、
望
遠
鏡
を
固
定
す
る

た
め
の
ボ
ル
ト
三
本
を
埋
め
込
ん
だ
。

小
屋
の
組
立
を
す
る
当
日
は
、
町
内

に
住
む
生
徒
た
ち
が
手
伝
い
に
来
て
く

れ
、
学
校
か
ら
私
の
下
宿
ま
で
材
料
を

肩
に
か
つ
い
で
運
ん
で
く
れ
た
。
重
要
な

箇
所
は
大
西
先
生
が
ほ
ぞ
穴
を
く
り
抜

い
て
く
れ
た
の
で
、
小
屋
は
見
事
に
組

み
上
が
り
、
そ
の
日
の
夜
、
生
徒
も
い
っ

し
ょ
に
小
屋
の
入
口
に
塩
を
盛
っ
て
お
神み

酒き

を
あ
げ
、
皆
で
柏
か
し
わ

手で

を
打
っ
て
完
成

を
祝
っ
た
。

　
　
　
　
　

こ
の
小
さ
な
天
文
台
が
完
成
し
て
か

ら
八
年
後
の
昭
和
四
九
年(

一
九
七
四)

四
月
に
、
木
曽
福
島
町
・
三
岳
村
・

王
滝
村
の
三
町
村
の
境
界
上
の
幅
広
い

尾
根
上
に
、
東
京
大
学
木
曽
観
測
所
が

オ
ー
プ
ン
し
、一
〇
五
セ
ン
チ
の
シ
ュ
ミ
ッ

ト
望
遠
鏡
が
観
測
を
開
始
し
た
。

私
が
下
宿
の
裏
手
に
小
さ
な
天
文
台

を
開
設
し
た
頃
に
は
、
す
で
に
こ
の
天

文
台
の
適
地
を
探
す
た
め
に
候
補
地
の

気
象
デ
ー
タ
を
集
め
て
い
た
と
思
わ
れ

る
が
、
私
の
選
択
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ

た
と
自
負
し
た
も
の
で
あ
る
。

後
年
、
こ
の
東
大
の
木
曽
観
測
所
を

見
学
し
た
が
、
木
祖
村
出
身
で
木
曽
西

高
校
Ｏ
Ｂ
の
青
木
さ
ん
が
文
部
技
官
と

し
て
勤
務
さ
れ
て
お
り
、
次
ぎ
の
よ
う

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
し
て
く
れ
た
。
そ

れ
は
こ
の
観
測
所
は
、
全
国
の
大
学
の

天
文
学
研
究
者
の
共
同
利
用
施
設
に

な
っ
て
い
て
、
研
究
者
が
テ
ー
マ
に
よ
っ

て
三
泊
四
日
と
か
五
泊
六
日
と
か
の
日

程
で
観
測
に
来
る
が
、
そ
の
日
程
を
前

年
度
の
末
に
決
め
る
と
き
、
こ
の
観
測

所
に
所
属
す
る
専
任
の
研
究
者
は
優
先

的
に
そ
の
日
に
ち
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
10



の
だ
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
十
一
月
か

ら
十
二
月
初
旬
の
と
こ
ろ
は
、
す
べ
て

専
属
の
人
た
ち
の
日
程
で
埋
ま
っ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
晩
秋
か
ら
初
冬
の
木
曽
の
空
は
、

空
は
ど
こ
で
も
同
じ
空
の
は
ず
な
の
に
、

経
験
的
に
最
高
だ
と
い
う
こ
と
が
定
説

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

と
こ
ろ
で
私
の
星
空
観
察
は
ど
う

な
っ
た
か
と
い
う
と
、
あ
の
天
文
台
が

完
成
し
た
ら
す
っ
か
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

切
れ
て
し
ま
っ
て
、
お
気
に
入
り
の
星
団

や
星
雲
に
望
遠
鏡
を
向
け
て
星
空
を
楽

し
む
程
度
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

さ
ら
に
、
二
校
目
に
勤
務
し
た
学
校

で
、
校
内
事
情
に
よ
り
「
生
物
」
の
科

目
を
持
た
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、

天
文
か
ら
動
植
物
の
ほ
う
に
興
味
が
移

り
、
冒
頭
で
ふ
れ
た
公
開
講
座
が
縁
で

鳥
の
生
態
観
察
に
の
め
り
こ
ん
で
い
く
の

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
天
文
に
つ
い
て
は

第
二
幕
が
あ
る
。
昭
和
五
二
年

(

一
九
七
七)

に
再
び
木
曽
山
林
高

校
に
転
勤
に
な
っ
た
が
、
た
ま
た
ま

昭
和
五
五
年(

一
九
八
〇)

に
木

曽
福
島
町
内
の
木
曽
西
高
校
と
木

曽
東
高
校
が
合
併
し
て
木
曽
高
校

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
新
校
舎
の

建
設
工
事
が
始
ま
っ
た
。

あ
る
日
、
つ
き
あ
い
の
あ
る
木
曽
西

校
の
物
理
の
北
沢
和
雄
先
生
か
ら
「
東

西
二
校
が
合
併
し
て
新
し
い
学
校
が
で

き
る
の
だ
か
ら
、
何
か
記
念
に
な
る
こ

と
を
し
た
い
が
、
い
い
知
恵
は
な
い
だ
ろ

う
か
」
と
、
何
気
な
く
言
わ
れ
た
。
私

は
そ
の
場
で
間
髪
を
入
れ
ず
「
星
空
が

も
の
す
ご
く
き
れ
い
な
木
曽
だ
か
ら
五

階
建
て
の
新
校
舎
の
屋
上
に
、
小
さ
な

天
文
ド
ー
ム
を
作
れ
ば
天
文
好
き
の
生

徒
が
続
々
生
ま
れ
る
よ
」
と
提
案
し
た
。

北
沢
先
生
の
熱
意
で
話
は
ト
ン
ト
ン

拍
子
に
進
ん
で
ド
ー
ム
が
出
来
る
こ
と

に
な
り
、
望
遠
鏡
は
私
の
案
が
参
考
に

な
っ
て
三
〇
セ
ン
チ
の
カ
セ
グ
レ
ン
式
反

射
望
遠
鏡
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。五

六
年
十
二
月
十
五
日
、
京
都
の
望

遠
鏡
メ
ー
カ
ー
西
村
製
作
所
の
手
で
望

遠
鏡
の
取
付
と
調
整
が
行
わ
れ
、
夜
の

九
時
過
ぎ
だ
っ
た
ろ
う
か
、「
ど
う
ぞ
見

て
く
だ
さ
い
」
と
声
が
か
か
っ
た
。
木

曽
西
高
校
の
天
文
部
の
生
徒
が
一
人

木曽青峰高校に引き継がれた天文ドーム11



づ
つ
交
代
で
接
眼
鏡
に
目
を
あ
て
る
と
、

オ
リ
オ
ン
大
星
雲
の
ピ
ン
ク
の
雲
が
視

野
の
中
に
鮮
や
か
に
現
れ
た
。

　
　
　
　
　

そ
し
て
第
三
幕
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に

二
〇
年
も
経
過
し
た
頃
、
某
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
に
所
属
し
て
い
た
私
は
、
都
会
か
ら

信
州
へ
修
学
旅
行
等
で
訪
れ
る
子
ど
も

た
ち
の
、
星
空
観
察
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
を
し
て
い
た
。
星
空
観
察
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
天
気
が
悪
く
て
星
が
見

ら
れ
な
い
と
き
に
、
私
が
教
え
て
あ
げ

る
宮
澤
賢
治
の
『
星
め
ぐ
り
の
歌
』
の

方
が
人
気
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
星
空
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

を
や
っ
た
の
は
、
二
年
前
の
菅
平
だ
っ
た

か
ら
、
星
と
の
付
き
合
い
は
六
〇
年
以

上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

著者略歴
昭和 15年 (1940)東京生まれ。昭和 39年 (1964)から長野県内の農業高

校で林業担当の教員を勤める。その後、環境調査・森林ＮＰＯ活動等にか
かわり、現在は木曽山林高校跡地にある「木曾山林資料館」のスタッフ。

木曾山林資料館　

http://kisosanrin.org/

　林業専門の実業学校・実業高校である「木曾山林学校・木曽山
林高等学校」を記録するホームページ。

　木曾山林学校は、明治 34年（1901）4月に、我が国で最初の
林業科をもつ実業学校として誕生。昭和 23年（1948）4月に新
制高校・木曽山林高等学校となった。その後、平成 21年（2009）
3月に普通高校である木曽高等学校との統合により閉校となり、
108年の歴史の幕を閉じた。
　平成 26年 (2014) 3月、木曾山林資料館が所蔵している林業教
育にかかわる資料と、資料館の目の前に広がる演習林が、日本森
林学会から「林業遺産」に認定された。
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上田情報ライブラリーでは今・・・

「図書館貴重資料の巡回展」
　　　　　          ～上田市合併 10 周年記念事業～

　今年、上田市は合併 10 周年を迎え、記念事業があちこちで行われ
ています。市内の各図書館（上田、丸子、真田、上田情報ライブラリー）
では、それぞれが所蔵する貴重資料の巡回展を行っています。4 館が
1 か月を目安に資料を交換し展示します。期間は平成 28 年 7 月から
10 月末まで。通常は書庫で大切に保管されていて、なかなか見るこ
とができないものばかりです。この機会にぜひご覧いただければと思
います。

　以下は上田情報ライブラリーの企画です。
　7 月は「櫻井善雄文庫展示」と題して、「千曲川と生物」の調査資
料や「川」と「生命」の生態に関する研究資料などを展示しました。
情報ライブラリーは、「千曲川地域文化の創造と発信」をコンセプト
にしていることから、
千曲川に関する資料
を積極的に収集して
います。例えば、平
成 26・27 年 に 真 田
町在住の信州大学名
誉教授・櫻井善雄氏
からご寄付いただい
た河川や水質に関わ
る多くの資料などで
す。今回その中から、

13



川とその周辺の生物に
関わる本をご紹介。一
般に流通していない河
川の専門書籍から洋書

まで、貴重な研究資料で、1976 年 1 月、信濃毎日新聞社出版、信州
大学山岳科学総合研究所著「山と里を活かす自然と人の共存戦略」や、
平成 13 年 9 月、北陸地方整備局出版「信濃川河川環境情報図」
などがあります。（※図書館貴重資料の巡回展　目録より）いつもた
んたんと流れている千曲川について、すこし知識を深めてみるのもい
いかもしれませんね。
　8 月は、丸子図書館より寄贈された、江戸時代の国学者・俳人で歌
人の北村季吟が手掛けた万葉集の注釈書、9 月は真田図書館より寄贈
された、大正時代に女性の地位向上に多大な貢献をした、平塚らいて
うの生涯を取り上げた女性史コレクション、10 月は上田図書館より
寄贈された同市出身の実業家で江戸庶民文学研究家の飯島花月が収集
した資料の一部が展示される予定です。

　図書館は、本やＤＶＤの貸し出しの他、古文書や郷土資料など、地
域に密着した重要な書籍の保存も行なっており、次の世代へ引き継ぐ
大切な役割も担っています。中には摩耗により貸し出しできない本も
ありますが、館内で閲覧できる場合もありますので、受付でご相談く
ださい。

　そして、10 月 23 日（日）丸子文化会館セレスホールにて、直木
賞作家辻村深月さんを迎えて、図書館講演会「本の力、図書館の魅力」

（入場無料）を開催いたします。是非ご参加ください。
　　　　　　　　　　　　　　　平成 28 年 9 月取材　　望月　聡子
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信
濃
を
旅
し
た
文
人
た
ち

「
あ
る
日
の
帰
途
、
日
は
も
う
正
午

に
近
い
頃
、
矢
原
の
田
圃
み
ち
に
山
を

見
て
立
っ
て
い
る
一
人
の
少
年
が
あ
っ
た
。

木
綿
縞
の
袢は

ん

纏て
ん

に
雪
袴
を
穿は

い
て
、
そ

れ
で
ひ
と
し
お
に
ず
ん
ぐ
り
と
小
肥
り

に
見
え
、
ま
る
い
顔
が
邪
気
な
く
初
々

し
か
っ
た
。
そ
の
少
年
が
後
の
碌
山
、

守
衛
さ
ん
で
あ
っ
た
。
絵
が
好
き
な
の

で
暇
さ
え
あ
れ
ば
こ
う
し
て
写
生
を
す

る
の
だ
と
い
い
、
そ
れ
が
直
接
に
も
の
を

い
う
初
め
で
あ
っ
た
。」

　
　
　
　
　
（
相
馬
黒
光
著『
穂
高
高
原
』）

　

17
歳
の
守
衛
（
注
）
が
、
相
馬
愛
蔵

と
結
婚
し
た
ば
か
り
の
良
（
注
）
と
出
会

う
場
面
。
ド
ラ
マ
な
ど
で
た
び
た
び
演

じ
ら
れ
て
き
た
印
象
深
い
シ
ー
ン
だ
。

（
注
）
守
衛
・
荻
原
碌
山
（1879

〜1910

）

（
注
）
良
・
相
馬
黒
光
（1875

〜1955

）

碌
山
生
家
が
あ
る
穂
高
町
矢
原
は
、

西
に
常
念
岳
を
望
む
豊
か
な
田
園
地
帯

だ
。
人
影
も
な
く
、
畦
道
に
は
静
寂
が

広
が
る
。
ふ
た
り
が
出
会
っ
た
の
は
こ
の

あ
た
り
だ
ろ
う
か
。
１
２
０
年
前
に
タ

イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
、
パ
ラ
ソ
ル
を
さ
し

た
良
と
、
純
朴
な
守
衛
少
年
が
現
れ
て

き
そ
う
だ
。　

一
角
に
は
荻
原
家
の
墓
地
が
あ
り
、

「
故
碌
山
荻
原
守
衛
之
墓
」
と
中
村

不
折
に
よ
り
刻
字
さ
れ
た
墓
碑
が
建
つ
。

お
参
り
を
す
ま
せ
て
、
生
家
を
訪
れ

る
。
土
蔵
の
前
に
「
荻
原
碌
山
生
家
」

碑
が
建
つ
。
碌
山
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
研
究
、
著
作
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

碌山も眺めた！　遥かな山並と田園風景

荻
原
碌
山　
～
故
郷
の
山
河
と
出
会
い
と
～

15



直
系
の
ご
子
孫
に
お
話
を
伺
い
た
い
と

以
前
か
ら
考
え
て
い
た
。

碌
山
の
長
兄
の
孫
に
あ
た
る
、
現
ご

当
主
・
荻
原
義よ

し

重し
げ

さ
ん
（
72
歳
）
が
出

迎
え
て
く
れ
た
。
玄
関
に
は
碌
山
美
術

館
を
描
い
た
大
き
な
絵
、
続
く
廊
下
や

案
内
さ
れ
た
部
屋
に
も
た
く
さ
ん
の
写

真
が
並
ぶ
。

Ｑ　

碌
山
に
つ
い
て
、
ご
家
族
の
間
で

語
り
継
が
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
お
聞
か

せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。

Ａ　

こ
の
家
は
私
の
母
が

跡
を
継
ぎ
ま
し
た
。
碌
山
が

亡
く
な
っ
た
時
は
４
歳
く
ら
い

だ
っ
た
の
で
、
記
憶
に
は
な
い

け
れ
ど
、
祖
母
り
ょ
う
や
両
親

か
ら
碌
山
の
生
き
様
を
聞
い
て

い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
母
の

妹
孝
子
は
独
身
を
通
し
、
長

年
、
碌
山
美
術
館
の
副
館

長
を
務
め
な
が
ら
碌
山
に
つ
い
て
研
究
、

記
録
を
残
し
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
、

私
は
、
碌
山
が
偉
大
な
彫
刻
家
で
あ
る

と
は
夢
に
も
思
わ
ず
、
社
会
人
に
な
っ

て
か
ら
も
仕
事
に
忙
し
く
過
ご
し
て
き

て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
記
録
が
今

に
な
っ
て
と
て
も
参
考
に
な
っ
て
い
ま
す
。

碌
山
は
５
人
兄
弟
の
末
っ
子
だ
っ
た
の

で
、
と
て
も
大
事
に
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ

へ
出
発
す
る
と
き
、
祖
母
は
可
愛
い
孫

の
た
め
に
農
耕
馬
を
売
っ
て
渡
航
費
用

を
調
達
し
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。
兄
た

故碌山荻原守衛之墓
（中村不折書）

ち
も
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
、

家
族
の
絆
が
強
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。母

は
、「
碌
山
は
貧
乏
な
が
ら
、
ア

メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
で
絵
の
修
業
を
し
て

い
る
時
、
デ
ッ
サ
ン
の
消
し
ゴ
ム
用
に
パ

ン
切
れ
を
使
い
、
後
で
そ
れ
を
食
べ
て昭和20年代の荻原家、右側が碌山館
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努
力
し
た
ん
だ
よ
。
そ
し
て
、
腕
一
本

を
一
年
間
描
き
続
け
た
ん
だ
よ
。
だ
か

ら
碌
山
を
見
習
っ
て
努
力
し
な
さ
い
」

と
諭
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

私
に
と
っ
て
、
碌
山
と
母
の
教
訓
で
も
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
碌
山
の
手
紙
な
ど
約
１
５
０

通
を
収
録
し
た
碌
山
美
術
館
発
行
の

『
荻
原
守
衛
書
簡
集
』
が
あ
り
ま
す

が
、
碌
山
は
、
郷
里
の
先
輩
・
井
口
喜

源
治
や
兄
た
ち
に
膨
大
な
量
の
手
紙
を

出
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
中
に
は
、
英

語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
も
の
も
あ
っ
て
、
実

は
私
は
中
学
の
英
語
教
師
で
し
た
が
、

私
で
も
書
け
な
い
よ
う
な
立
派
な
も
の

で
す
。
渡
米
し
た
当
時
、
ほ
と
ん
ど

英
語
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が

…
…
。
残
念
な
こ
と
に
、
兄
の
穂
一
や

本
十
宛
の
も
の
は
、
処
分
さ
れ
た
り
東

京
大
空
襲
な
ど
で
焼
失
し
て
ほ
と
ん
ど

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

Ｑ　

碌
山
は
、
彫
刻
家
と
な
っ
て
帰
国

し
た
僅
か
２
年
後
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
ね
。
ご
家
族
は
さ
ぞ
悲
し
ま
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

Ａ　

大
変
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

た
く
さ
ん
の
人
が
そ
の
死
を
惜
し
ん
で

く
れ
、「
碌
山
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
わ

ざ
わ
ざ
ア
メ
リ
カ
か
ら
墓
参
に
来
て
く

れ
た
人
が
い
た
ん
だ
よ
」
と
、
母
が
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。
碌
山
は
ア
メ
リ
カ

滞
在
中
、
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
家
で
家
僕

と
し
て
働
き
な
が
ら
美
術
学
校
に
通
っ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
家
の
母
親
エ
リ

ザ
ベ
ス
さ
ん
と
、
娘
の
サ
リ
ー
さ
ん
が

来
て
く
れ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
な
ぜ
こ

ん
な
に
遠
い
異
国
の
地
ま
で
、
ど
う
し

て
だ
ろ
う
、
と
い
ま
だ
に
考
え
て
し
ま

い
ま
す
。

Ｑ　

亡
く
な
っ
た
後
、
新
宿
中
村
屋
で

保
管
さ
れ
て
い
た
作
品
を
引
き
取
ら
れ
た

生家に残る当時の土蔵碌山生家碑
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そ
う
で
す
ね
。

Ａ　

は
い
、
大
正
４
年
、
碌
山
の
長

兄
・
十
重
十
が
作
品
す
べ
て
引
き
取
り
、

敷
地
内
に
「
碌
山
館
」
を
建
て
て
無
料

で
公
開
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
私

の
父
が
作
品
の
寄
贈
を
決
断
、
約
30
万

人
も
の
少
年
、
少
女
、
一
般
の
方
た
ち

の
寄
付
に
よ
っ
て
、
昭
和
33
年
、
碌
山

美
術
館
が
開
館
し
ま
し
た
。
最
近
、
収

蔵
庫
が
最
後
に
出
来
あ
が
り
、50
年
た
っ

て
や
っ
と
ひ
と
つ
の
形
に
完
成
し
た
ん
で

す
よ
。

Ｑ　

碌
山
が
暮
ら
し
た
当
時
の
生
家

で
、
残
っ
て
い
る
の
は
土
蔵
だ
け
と
の
こ
と

で
す
が
…
…
。

Ａ　

昭
和
45
年
４
月
、
未
明
の
火
事

で
土
蔵
と
数
本
の
庭
木
を
残
し
て
す
べ

て
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
数
年

前
、
県
文
化
財
保
護
委
員
会
か
ら
「
碌

山
の
生
家
を
県
の
史
跡
に
指
定
し
た

い
」
と
話
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
私

が
ま
だ
大
学
生
だ
っ
た
た
め
、
３
年
後

に
再
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
、
受
諾
し

た
２
週
間
後
の
事
で
し
た
。

帰
国
後
、
生
家
に
し

ば
ら
く
滞
在
し
て
い
た

時
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す

が
、父
を
描
い
た
《
フ
ァ
ー

ザ
ー
》
や
、
お
盆
に
姪
、

甥
を
描
い
た
油
絵
、
そ

し
て
中
村
不
折
の
書
な
ど

の
宝
物
も
失
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

Ｑ　

絵
を
描
い
て
い
た
碌
山
が
、
黒
光

と
出
会
っ
た
畦
道
は
、
こ
の
家
の
す
ぐ
裏

手
あ
た
り
で
し
ょ
う
か
。

Ａ　

今
は
基
盤
整
備
し
て
大
分
変
わ

り
ま
し
た
が
、
私
が
小
さ
い
頃
は
昔
の

狭
い
道
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
先
の
矢

原
公
民
館
の
南
に
、
明
治
の
こ
ろ
か
ら

安曇野のシンボル
碌山美術館

穂高町矢原の畔道
（左側が荻原家墓地、
右側木立付近に相馬家がある）
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臼
井
さ
ん
と
い
う
内
科
の
医
院
が
あ
っ

て
、
黒
光
さ
ん
は
こ
の
あ
た
り
の
田
ん

ぼ
道
を
通
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

黒
光
に
出
会
わ
な
か
っ
た
ら
、
碌
山

は
彫
刻
家
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
ね
。
情
報
も
な
い
時
代
、
女
学
校
出

の
ハ
イ
カ
ラ
な
女
性
に
よ
り
、
こ
の
片
田

舎
に
突
然
都
会
の
空
気
が
入
っ
て
き
た

の
で
す
。
嫁
入
道
具
の
ひ
と
つ
、
油
絵
の

『
亀
戸
風
景
』
を
観
た
こ
と
で
、
碌
山

の
人
生
が
変
わ
っ
た
の
で
す
。
相
馬
家

に
は
、
新
し
い
文
化
に
あ
こ
が
れ
て
大

勢
の
若
者
が
集
っ
た
の
で
す
が
、
み
ん
な

が
み
ん
な
画
家
を
め
ざ
し
た
か
と
い
う

と
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
や
は
り
碌
山

は
特
別
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
愛
蔵
さ
ん
も
教
養
あ
る
文
化
人
で

し
た
し
、
井
口
喜
源
治
の
博
学
的
な
も

の
に
も
非
常
に
あ
こ
が
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

Ｑ　

碌
山
の
日
記
『
つ
く
ま
の
な
べ
』

に
も
、
相
馬
家
に
た
び
た
び
通
う
様
子
や
、

「
ア
ゝ
才
智
あ
る
婦
女
子
の
會
話
は
実

に
喜
し
き
も
の
な
り
」
な
ど
と
書
か
れ

て
い
ま
す
ね
。
こ
う
し
た
人
と
の
出
会
い
、

そ
し
て
安
曇
野
の
自
然
も
、
碌
山
に
と
っ

て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

Ａ　

安
曇
野
は
、
日
本
で
住
み
た
い

と
こ
ろ
の
筆
頭
の
ひ
と
つ
だ
そ
う
で
す
よ
。

こ
の
あ
た
り
の
古
い
家
や
田
ん
ぼ
な
ど

は
、
私
が
小
さ
い
頃
か
ら
ほ
と
ん
ど
変

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
西
を
見
れ
ば
ゴ
ツ
ゴ

ツ
し
た
常
念
岳
が
あ
り
、
豊
か
な
水
が

湧
く
肥
沃
の
地
で
す
。
碌
山
も
常
念
岳

を
仰
ぎ
な
が
ら
、
万よ

ろ

水ず
い

川か
わ

の
水
と
き
れ

い
な
空
気
の
中
で
育
っ
た
の
で
す
。
ア
ル

プ
ス
お
ろ
し
は
今
よ
り
ず
っ
と
冷
た
か
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
厳
し
い
冬
を
乗
り

切
っ
て
生
き
て
い
た
の
で
す
ね
。
当
時
、

我
が
家
で
は
わ
さ
び
を
作
っ
て
い
て
、
碌

山
も
開
墾
な
ど
を
手
伝
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
故
郷
の
自
然
が
、
碌
山
に
大
き

く
影
響
し
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
で
し
ょ

う
。Ｑ　

最
後
に
、
碌
山
へ
の
思
い
を
お
聞

か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。

Ａ　

碌
山
が
60
歳
位
ま
で
生
き
て

碌山が愛した万水川は犀川と合流
（大王わさび農場付近）
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い
た
ら
ど
ん
な
人
生
を
歩
ん
だ
だ
ろ

う
、
ど
ん
な
作
品
が
生
れ
た
だ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
が
、
30
歳
５
か
月
、《
女
》

（
注
）
を
も
っ
て
碌
山
の
命
は
終
り
ま
し

た
。
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
人
生
は
時
間
で
は
な
い
。
碌
山
は
、

一
日
24
時
間
を
人
の
２
倍
生
き
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。　

（
注
）
最
後
の
作
品
《
女
》
は
国
の
重

要
文
化
財
第
一
号
に
指
定
さ
れ
た
。
同
じ
く

《
北
條
虎
吉
像
》
も
重
要
文
化
財
指
定
。

　

…
…
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ご
当
主
・
義
重
さ
ん
は
、
現
在
碌
山

美
術
館
の
評
議
員
を
し
な
が
ら
、
美
術

館
友
の
会
だ
よ
り
に「
碌
山
こ
ぼ
れ
話
」

を
連
載
さ
れ
て
い
る
。
仕
事
や
子
育
て

真
最
中
の
、
ご
自
身
の
子
ど
も
た
ち
に

残
し
た
い
と
始
め
ら
れ
た
そ
う
だ
。
そ

の
思
い
は
、
こ
れ
か
ら
先
も
受
け
継
が

れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

荻
原
家
を
辞
し
て
、
久
し
ぶ
り
に
碌

山
美
術
館
に
向
か
う
。
安
曇
野
の
シ
ン

ボ
ル
、
真
夏
の
美
術
館
に
は
、
ま
ば
ゆ

い
光
の
中
を
た
く
さ
ん
の
人
が
訪
れ
て

い
た
。

美
術
館
の
正
面
、
砂
岩
の
壁
に
は

「LO
V

E  IS  A
RT ,  STRU

G
G

LE  
IS  BEAU

TY

」（
愛
は
芸
術
な
り
、
相そ
う

克こ
く

は
美
な
り
）
と
い
う
碌
山
の
言
葉
が

刻
ま
れ
、
か
す
か
に
金
色
の
光
を
放
つ
。

《
文
覚
》《
デ
ス
ペ
ア
》、そ
し
て
《
女
》

へ
と
歩
み
を
進
め
な
が
ら
、
こ
こ
に
は

碌
山
の
魂
が
確
か
に
生
き
続
け
て
い
る

と
思
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

平
成
28
年
８
月
１
日
訪
問　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
野　

郁

（
参
考
文
献
）

『
つ
く
ま
の
な
べ　

荻
原
守
衛
の
日
記
』
信

濃
教
育
会
出
版
部

『
碌
山　

愛
と
美
に
生
き
る　

彫
刻
家
荻
原

守
衛
』
碌
山
美
術
館
発
行

『
荻
原
碌
山　

―
そ
の
生
の
軌
跡
―
』
仁
科

惇　

柳
沢
書
苑

『
相
馬
愛
蔵
・
黒
光
著
作
集
１　

穂
高
高

原
』
郷
土
出
版
社　

現ご当主・荻原義重さん
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地域に根ざす

紹介

　  NPO法人　
リベルテ

１.  どういう目的のＮＰＯ法人ですか？
　リベルテは障がいのある方たちとともに「何気ない自由」や「権
利」を尊重し、考え実践していける社会や人、関係づくりを行って
いくことを目的にしています。

２.  具体的にどのような活動をしていますか？
　メインの事業としては、障がい福祉サービスとして就労支援継続
B型と生活介護の多機能型の福祉サービスを運営しています。
また文化事業として福祉やアートの実践を紹介し、新たなケアや
アート、コミュニティーを企画することも行っています。

３.  社会にどういうことを伝えていきたいですか？
　障害のある方の日々の「からだ」と「こころ」や社会的な状況は、
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その日「生きること」に切実です。
ですが、人が「障害」と一緒に生
きるということは、福祉制度の中
だけの問題ではありません。人が
生きる上で、人との関係や社会の
中で生じる「摩擦」が、ひとりで
はどうしようもできない困難とな
る時に、それは「障害」となると
考えています。人や社会、そして
文化の中で、人が生きづらさにう
ずくまってしまうことを、リベル
テはその人だけの問題にしたくは
ありません。

　すでに地域の中で一緒に生きているということを、アートやケア
を通じて考え、取り組んでいくことについて発信したいと思います。

４.  基本情報

（１）活動開始時期 　　　   
2014年 5月
（２）会員数　20人
（３）主な活動資金
　　  訓練等給付費
　　  介護給付費
　　  民間助成金、公共助成金など
（４）運営委員　リベルテ理事会
（５）事務所　長野県上田市中央 4丁目 7-23
（６）TEL&FAX　0268-75-7883
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　国道 18号線材木町一丁目の信号を山側に折れ、細い坂道をしば
し登ると、右手に歴史を感じさせる神社が見えてくる。ここが豊染
英神社で、かつての染屋城である。
　豊染英神社がある場所には土塁が残り、社の東側は空堀になって
いる。ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」が放映中だが、第二次上田合戦
の折、徳川秀忠が染屋台に着陣したとされるのが染屋城である。
　戦国時代の上田は、村上氏のあと武田氏の領有するところとなっ
た。武田氏滅亡後は、真田昌幸の支配下に置かれた。
　上杉謙信の重臣であった大熊朝秀は、武田信玄に内通して重用さ
れ、武田氏滅亡後は真田昌幸に仕えた。昌幸が上田城を築いた時、
上田城の東を守る染屋城を与えられ、大熊屋敷とも呼ばれた。土

ど

豪
ごう

の居城といった規模であったようだ。
　この高台の染屋城を、徳川秀忠が上田城を攻める前線基地とした
のだ。現在は木々が生い茂り、街中には高層ビルが建ち並ぶため上

染
そめ

屋
や

城
じょう

跡
あと

・豊
とよ

染
そめ

英
はなぶさ

神
じん

社
じ ゃ

　

（上田市古里字英2144-イ）
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田城は望めないが、当時は眺望が良かったことがうかがえる。
　二度に渡り徳川軍を破った真田昌幸であったが、関ヶ原の戦で
は西軍石田三成に加担し敗戦。所領を没収され、九度山に流配の
身となり、染屋城は廃城となったとされる。
　現在、境内にはブランコや滑り台の遊具が置かれ、地元の子ら
の遊び場となっている。時には子供相撲大会などが行われるとい
うが、境内に佇むと、大熊朝秀や徳川秀忠が隣にいるかのような
思いにとらわれる。神社の周りは遊歩道になっている。案内板に
沿ってグリーンベルトを歩きながら、往時を偲ぶのも趣があって
よいだろう。
　　　　　　　　　平成 28年 9月 12日訪問　　　吉池　みどり

ＮＨＫ真田丸案内

石垣の跡神社入り口
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　最近、地域の企業から人材採用についての相談が増えている。
大企業から中小企業まで製造業が集積する東信州地域では、技術
系や情報系人材の採用の状況が、企業の業績に大きく影響する。
企業にとっては、仕事の引き合いはあるが、対応できる人材がい
ないといった状況は、単に新しい仕事を受注できないだけではな
い。今、受けている仕事ごと、人材豊富な他社・他地域に移管さ
れるかもしれないのだ。
　信州大学の理工系の学部の卒業生は長野県外への就職が８割程
度と多く、長野県工科短期大学校、長野高専の卒業生も引手数多
だ。地域の企業は技術系や情報系人材の確保に必死だ。このよう
な状況もあり、高校生の進路先として理工系が人気となってい
る。地域外に目を移せば、東信州出身の首都圏等在住者で Uター
ン就転職希望者や、東信州で働きたいと思う Iターン、Jターン
就転職希望者も確実に増えている。その方々と地域企業が上手く
出会えていないことが残念だ。就転職のマッチングは、単独の自
治体ではなく東信州の自治体が連携して取り組むべき急務の課題
だ。佐久市に住居を構え、上田市の企業にしなの鉄道で通う、そ
の逆もあり得る。まずは、「東信州で働く」ことについて、良き
イメージを浮かびあがらせることが必要で、いわゆる、地域のブ
ランドの構築だ。
　「東信州で働く」ことについて、良きイメージとはどのような
ことか、いくつか列記したい。
①東信州出身者以外でも、地域に溶け込みやすい雰囲気　
②市立となる長野大学や ARECにて、社会人教育を受けられる
　環境　

観点
人材採用難と地域イメージ
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③社外同期の交流や研鑽を図れる場　
④時短、季節休暇など多様な働き方の認容　
⑤地元高校生の地元定着への支援　等である。
　こういった地道な努力を行政と地域の企業が一体となり、継続
的に取り組み、情報を発信し続けることで、東信州地域での就転
職に興味を持つ方々が増え、実際の行動につなげてもらえるはず
だ。日本人だけでなく外国人もじゅうぶんにありえる。

一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター　
センター長・専務理事
信州大学繊維学部　特任教授　工学博士　
上田市総合戦略推進協議会会長　岡田基幸

　上田城跡東櫓からの展望。近代の建物からは戦国時代を物語る姿は見え
ず、４００年という歳月を感じさせる。真田氏時代には、千曲川の流れが石
垣の崖下にあって、守りにも強い構造となっていた。今は城跡公園として、ま
た桜並木や芝生広場が広がる憩いの場として多くの市民や観光客が訪れる。
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白
村
江
の
戦
い

　毎
年
九
月
二
十
七
日
、
安
曇
野
市
の

穗
髙
神
社
で
は
「
御
船
祭
」
と
呼
ぶ
、

秋
の
例
大
祭
が
斎
行
さ
れ
る
。
こ
の
祭

は
、
奇
祭
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
。
巨
大

な
舟
を
模
し
た
山
車
（
大
人
船
二
艘
・
子

供
船
三
艘
）
が
市
内
を
練
り
歩
き
、
最

後
に
は
神
社
境
内
に
曳
き
入
れ
ら
れ
た

子
供
船
が
神
楽
殿
の
回
り
を
三
周
し
、

そ
の
後
、
二
艘
の
大
人
船
が
境
内
で
激

海人族安曇族と古代日本列島
知られざる日本古代史⑦

安曇族研究会会員　酒 井 春 人

玄界灘に浮かぶ安曇族の本拠地志賀島

し
く
ぶ
つ
か
り
合
う
勇
壮
な
祭

を
特
徴
と
し
て
い
る
。

　
山
国
信
州
で
、
な
ぜ
船
を

使
っ
た
祭
が
行
わ
れ
る
の
か
。

そ
こ
に
は
古
代
海
人
族
安
曇
族

と
の
深
い
関
係
性
が
存
在
し
て

い
る
か
ら
だ
。

　
西
暦
六
六
三
年
、
倭
国
水
軍

は
朝
鮮
半
島
で
の
唐
・
新
羅
連

合
軍
対
百
済
の
戦
い
に
百
済
支

援
の
旗
を
掲
げ
て
参
戦
し
た
。

世
に
言
う
「
白は
く
す
き
の
え

村
江
の
戦
い
」

で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
か
ら
、

白
村
江
の
戦
い
以
前
か
ら
の
経

緯
を
見
て
み
よ
う
。

　
舒じ
よ
め
い明
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
翌

穗高神社の御船祭　2艘の船を激しくぶつけあう（穗高神社提供）

安曇族とは⑦.indd   1 16/10/03   9:41
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年
の
六
四
二
年
、
阿
曇
連む

ら
じ

　
比
羅
夫
が
百

済
の
弔
使
を
伴
っ
て
帰
国
す
る
。
こ
の

と
き
、
比
羅
夫
は
冠
位
十
二
階
制
の
三

番
目
に
当
た
る
大だ
い
に
ん仁

の
位
を
得
て
い

た
。さ
ら
に
同
年
六
月
二
十
四
日
に
は
、

百
済
の
王
子
翹ぎ
よ
う
き岐
を
比
羅
夫
の
家
に
住

ま
わ
せ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
斉
明
天
皇
三
（
六
五
七
）
年
、
阿

曇
連
頬つ
ら
た
り垂
が
、
冠
位
十
三
階
制
の
第
十

番
目
に
あ
た
る
小し
よ
う
け
げ

　

花
下
の
位
を
得
て
、

西に
し
み
ち
の
つ
か
い

海
使
と
い
う
役
職
を
与
え
ら
れ
、
百

銅
像
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
遠
く
琵
琶
湖
の
畔ほ
と
り、
滋
賀
県

高
島
市
の
安あ

　ど

　が
わ

曇
川
町
に
は
、
比
羅
夫
の

墓
と
伝
え
ら
れ
る
墓
所
が
存
在
す
る
。

安
曇
川
町
も
ま
た
、
安
曇
族
の
関
係
地

と
し
て
知
ら
れ
る
所
だ
が
、
比
羅
夫
は

山
城
国
（
現
在
の
京
都
府
南
部
）
に
住
ん

で
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
安
曇
川

と
の
関
係
も
浮
か
び
上
が
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
安
曇
族
に
と
っ
て
、
比
羅
夫
の

死
は
、
ま
た
一
族
の
衰
亡
を
意
味
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ

で
、
白
村
江

の
戦
い
の
敗

戦
は
、
倭
国

に
と
っ
て
大

き
な
痛
手
と

な
る
。
中
国

の
史
書
『
旧

唐
書
』
に
よ

水
軍
一
七
〇
隻
を
率
い
て
百
済
に
渡

り
、
滅
亡
し
た
百
済
再
建
の
た
め
に
豊

璋
を
百
済
の
王
位
に
就
け
て
い
る
。

　
そ
し
て
白
村
江
の
戦
い
で
、
倭
国
水

軍
は
、
唐
・
新
羅
連
合
軍
の
圧
倒
的
な

兵
力
の
前
に
敗
れ
た
。

　『
日
本
書
紀
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
の
戦
い
で
阿
曇
連
比
羅
夫
は

戦
死
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
命
日
が
旧
暦

の
八
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
冒
頭
の
穗
高
神
社
の
御
船
祭
は
、
こ

の
阿
曇
連
比
羅
夫
の
命
日
（
新
暦
の
九

月
二
十
七
日
）
を
記
念
し
て
行
わ
れ
る
祭

で
あ
る
。
玄
界
灘
の
荒
波
を
渡
る
倭
国

水
軍
の
軍
船
、
ま
た
激
し
く
船
が
ぶ
つ

か
り
あ
う
様
は
、
白
村
江
の
戦
い
を
表

現
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ほ
ど
に
阿
曇
連
比
羅
夫
は
、
安
曇
族
の

英
雄
と
し
て
、
長
く
称
え
ら
れ
て
き
た
。

　
穗
高
神
社
境
内
の
一
隅
に
は
、
軍
装

し
、
槍
を
持
ち
軍
船
に
立
つ
比
羅
夫
の

岸
」
に
着
い
た
と
記
述
し
て
い
る
こ
と

か
ら
理
解
出
来
る
。
そ
の
後
、
倭
国
は

こ
の
狗く

　や

　
邪
韓
国
に
変
わ
る
金
官
国
・
伽

耶
国
・
任
那
・
百
済
南
部
な
ど
を
支
配

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
倭
国
は
北
九
州

と
朝
鮮
半
島
南
部
地
域
を
領
土
と
し
た

国
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

倭
国
滅
亡
と
ヤ
マ
ト
王
権
の
成
立

　
お
そ
ら
く
中
国
江
南
地
方
か
ら
紀
元

前
五
世
紀
頃
に
日
本
列
島
に
や
っ
て
き

た
海
人
族
系
の
民
族
は
、
九
州
だ
け
で

な
く
、
対
馬
・
壱
岐
、
あ
る
い
は
朝
鮮

半
島
南
部
に
海
流
に
乗
っ
て
上
陸
し

た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
民
族
は
同
族
の

民
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
倭
国
は
百
済
滅
亡
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、
同
族
救
援
に
乗
り
出
す
。

白
村
江
の
戦
い
の
背
景
に
は
、
お
そ
ら

く
そ
の
辺
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
え
る
。

済
に
派
遣
さ
れ
て
、
帰
国
時
に
ラ
ク
ダ

一
匹
と
ロ
バ
二
匹
を
持
ち
帰
り
、
朝
廷

に
献
上
し
て
い
る
。

　
続
い
て
六
六
一
年
八
月
に
は
、
唐
・

新
羅
に
侵
略
さ
れ
滅
亡
の
憂
き
目
に

遭
っ
た
百
済
に
阿
曇
連
比
羅
夫
や
阿
倍

臣
比
羅
夫
ら
が
、
武
器
や
食
糧
支
援
の

た
め
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　
盛
ん
に
百
済
支
援
を
行
っ
て
い
る
倭

国
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
が
、
こ
こ
で

活
躍
し
て
い
る
の
は
、
阿
曇
連
比
羅
夫

阿曇連比羅夫の勇姿像（穗高神社境内）

を
は
じ
め
、
阿
倍
臣

比
羅
夫
ら
海
人
族
の

人
々
で
あ
る
。
と
く

に
阿
曇
連
比
羅
夫

は
、
百
済
王
家
と
密

接
な
繋
が
り
を
も

ち
、
百
済
滅
亡
後
の

六
六
二
年
に
は
日
本

へ
渡
来
し
た
百
済
の

王
子
豊ほ
う
し
よ
う

　

璋
を
連
れ
、

阿曇比羅夫の墓
墓碑には「宝永三年（1706）丙戌
十一月二十四日大将軍墓補　川妻善太
夫」と刻まれている。人々は「大将軍
塚」と呼び、阿曇比羅夫の墓と伝えて
いる（滋賀県高島市新旭町）

る
と
、「
日
本
は
倭
国
の
別
種
也
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
日
本
（
い
わ

ゆ
る
ヤ
マ
ト
王
権
）
と
倭
国
は
別
の
国
で

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。『
三
国
志
』

の
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
登
場
す
る
奴
国

あ
る
い
は
伊
都
国
、
邪
馬
台
国
な
ど
の

連
合
体
が
倭
国
で
あ
り
、
そ
の
倭
国
は

北
九
州
全
域
の
み
な
ら
ず
、
朝
鮮
半
島

南
部
に
あ
っ
た
狗く

　や

　
邪
韓
国
も
倭
国
の
領

土
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
根

拠
は
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
魏
使
が
韓
国

の
南
端
に
着
い
た
と
き
、「
倭
国
の
北

安曇族とは⑦.indd   2-3 16/10/03   9:41
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年
の
六
四
二
年
、
阿
曇
連む

ら
じ

　
比
羅
夫
が
百

済
の
弔
使
を
伴
っ
て
帰
国
す
る
。
こ
の

と
き
、
比
羅
夫
は
冠
位
十
二
階
制
の
三

番
目
に
当
た
る
大だ
い
に
ん仁

の
位
を
得
て
い

た
。さ
ら
に
同
年
六
月
二
十
四
日
に
は
、

百
済
の
王
子
翹ぎ
よ
う
き岐
を
比
羅
夫
の
家
に
住

ま
わ
せ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
斉
明
天
皇
三
（
六
五
七
）
年
、
阿

曇
連
頬つ
ら
た
り垂
が
、
冠
位
十
三
階
制
の
第
十

番
目
に
あ
た
る
小し
よ
う
け
げ

　

花
下
の
位
を
得
て
、

西に
し
み
ち
の
つ
か
い

海
使
と
い
う
役
職
を
与
え
ら
れ
、
百

銅
像
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
遠
く
琵
琶
湖
の
畔ほ
と
り、
滋
賀
県

高
島
市
の
安あ

　ど

　が
わ

曇
川
町
に
は
、
比
羅
夫
の

墓
と
伝
え
ら
れ
る
墓
所
が
存
在
す
る
。

安
曇
川
町
も
ま
た
、
安
曇
族
の
関
係
地

と
し
て
知
ら
れ
る
所
だ
が
、
比
羅
夫
は

山
城
国
（
現
在
の
京
都
府
南
部
）
に
住
ん

で
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
安
曇
川

と
の
関
係
も
浮
か
び
上
が
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
安
曇
族
に
と
っ
て
、
比
羅
夫
の

死
は
、
ま
た
一
族
の
衰
亡
を
意
味
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ

で
、
白
村
江

の
戦
い
の
敗

戦
は
、
倭
国

に
と
っ
て
大

き
な
痛
手
と

な
る
。
中
国

の
史
書
『
旧

唐
書
』
に
よ

水
軍
一
七
〇
隻
を
率
い
て
百
済
に
渡

り
、
滅
亡
し
た
百
済
再
建
の
た
め
に
豊

璋
を
百
済
の
王
位
に
就
け
て
い
る
。

　
そ
し
て
白
村
江
の
戦
い
で
、
倭
国
水

軍
は
、
唐
・
新
羅
連
合
軍
の
圧
倒
的
な

兵
力
の
前
に
敗
れ
た
。

　『
日
本
書
紀
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
の
戦
い
で
阿
曇
連
比
羅
夫
は

戦
死
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
命
日
が
旧
暦

の
八
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
冒
頭
の
穗
高
神
社
の
御
船
祭
は
、
こ

の
阿
曇
連
比
羅
夫
の
命
日
（
新
暦
の
九

月
二
十
七
日
）
を
記
念
し
て
行
わ
れ
る
祭

で
あ
る
。
玄
界
灘
の
荒
波
を
渡
る
倭
国

水
軍
の
軍
船
、
ま
た
激
し
く
船
が
ぶ
つ

か
り
あ
う
様
は
、
白
村
江
の
戦
い
を
表

現
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ほ
ど
に
阿
曇
連
比
羅
夫
は
、
安
曇
族
の

英
雄
と
し
て
、
長
く
称
え
ら
れ
て
き
た
。

　
穗
高
神
社
境
内
の
一
隅
に
は
、
軍
装

し
、
槍
を
持
ち
軍
船
に
立
つ
比
羅
夫
の

岸
」
に
着
い
た
と
記
述
し
て
い
る
こ
と

か
ら
理
解
出
来
る
。
そ
の
後
、
倭
国
は

こ
の
狗く

　や

　
邪
韓
国
に
変
わ
る
金
官
国
・
伽

耶
国
・
任
那
・
百
済
南
部
な
ど
を
支
配

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
倭
国
は
北
九
州

と
朝
鮮
半
島
南
部
地
域
を
領
土
と
し
た

国
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

倭
国
滅
亡
と
ヤ
マ
ト
王
権
の
成
立

　
お
そ
ら
く
中
国
江
南
地
方
か
ら
紀
元

前
五
世
紀
頃
に
日
本
列
島
に
や
っ
て
き

た
海
人
族
系
の
民
族
は
、
九
州
だ
け
で

な
く
、
対
馬
・
壱
岐
、
あ
る
い
は
朝
鮮

半
島
南
部
に
海
流
に
乗
っ
て
上
陸
し

た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
民
族
は
同
族
の

民
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
倭
国
は
百
済
滅
亡
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、
同
族
救
援
に
乗
り
出
す
。

白
村
江
の
戦
い
の
背
景
に
は
、
お
そ
ら

く
そ
の
辺
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
え
る
。

済
に
派
遣
さ
れ
て
、
帰
国
時
に
ラ
ク
ダ

一
匹
と
ロ
バ
二
匹
を
持
ち
帰
り
、
朝
廷

に
献
上
し
て
い
る
。

　
続
い
て
六
六
一
年
八
月
に
は
、
唐
・

新
羅
に
侵
略
さ
れ
滅
亡
の
憂
き
目
に

遭
っ
た
百
済
に
阿
曇
連
比
羅
夫
や
阿
倍

臣
比
羅
夫
ら
が
、
武
器
や
食
糧
支
援
の

た
め
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　
盛
ん
に
百
済
支
援
を
行
っ
て
い
る
倭

国
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
が
、
こ
こ
で

活
躍
し
て
い
る
の
は
、
阿
曇
連
比
羅
夫

阿曇連比羅夫の勇姿像（穗高神社境内）

を
は
じ
め
、
阿
倍
臣

比
羅
夫
ら
海
人
族
の

人
々
で
あ
る
。
と
く

に
阿
曇
連
比
羅
夫

は
、
百
済
王
家
と
密

接
な
繋
が
り
を
も

ち
、
百
済
滅
亡
後
の

六
六
二
年
に
は
日
本

へ
渡
来
し
た
百
済
の

王
子
豊ほ
う
し
よ
う

　

璋
を
連
れ
、

阿曇比羅夫の墓
墓碑には「宝永三年（1706）丙戌
十一月二十四日大将軍墓補　川妻善太
夫」と刻まれている。人々は「大将軍
塚」と呼び、阿曇比羅夫の墓と伝えて
いる（滋賀県高島市新旭町）

る
と
、「
日
本
は
倭
国
の
別
種
也
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
日
本
（
い
わ

ゆ
る
ヤ
マ
ト
王
権
）
と
倭
国
は
別
の
国
で

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。『
三
国
志
』

の
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
登
場
す
る
奴
国

あ
る
い
は
伊
都
国
、
邪
馬
台
国
な
ど
の

連
合
体
が
倭
国
で
あ
り
、
そ
の
倭
国
は

北
九
州
全
域
の
み
な
ら
ず
、
朝
鮮
半
島

南
部
に
あ
っ
た
狗く

　や

　
邪
韓
国
も
倭
国
の
領

土
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
根

拠
は
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
魏
使
が
韓
国

の
南
端
に
着
い
た
と
き
、「
倭
国
の
北
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　『
日
本
書
紀
』
を
仔
細
に
読
ん
で
い

く
と
、
こ
の
白
村
江
の
戦
い
の
戦
後
処

理
に
き
わ
め
て
不
可
思
議
な
こ
と
が
記

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
唐
・
新
羅
連
合
軍

の
占
領
軍
司
令
官
劉り
ゆ
う
じ
ん
が
ん

仁
願
と
郭か

く
む

　そ
う

務
悰

が
、
筑
紫
都
督
府
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
を
置
き
、

ヤ
マ
ト
王
権
の
所
在
地
と
考
え
ら
れ
る

奈
良
の
三
輪
山
周
辺
に
は
、
来
て
い
な

い
。つ
ま
り
、戦
後
処
理
を
九
州
で
行
っ

て
い
る
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
唐
・
新
羅
連
合
軍

と
戦
っ
た
の
は
、
筑
紫
王
朝
と
も
呼
べ

る
九
州
の
王
朝
で
あ
り
、
ヤ
マ
ト
王
権

で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
白
村
江
の
戦
い
で
筑
紫
君
薩
夜
麻

な
る
者
が
、
八
年
間
唐
に
拘
束
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
筑
紫
君
薩
夜
麻
が
帰
国
後

ど
う
な
っ
た
か
は
、『
日
本
書
紀
』
に

記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
ま
だ
こ
の

頃
、「
日
本
」
と
い
う
国
名
は
登
場
し

て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
倭
国
」
で

あ
る
。「
日
本
」
と
い
う
名
が
歴
史
上

に
登
場
す
る
の
は
、
前
述
し
た
『
旧
唐

書
』
な
ど
中
国
史
書
、
並
び
に
『
日
本

書
紀
』
に
も
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は

七
〇
一
年
に
初
め
て
日
本
が
国
号
と
し

て
成
立
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
類
推
す
る
と
、

筑
紫
王
朝
と
も
言
え
る
古
代
王
朝
が
最

初
九
州
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
中
国
江
南

地
方
か
ら
紀
元
前
に
や
っ
て
来
た
安
曇

族
な
ど
海
人
族
系
の
渡
来
人
た
ち
が
樹

立
し
た
王
朝
で
あ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ヤ
マ
ト
王
権
が
近
畿
に
王
朝
と
し
て

成
立
す
る
の
は
、
ど
う
も
こ
の
白
村
江

の
戦
い
後
、
疲
弊
し
た
筑
紫
王
朝
に
か

わ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
と
筆
者
は
考
え

て
い
る
。

　
前
号
で
記
し
た
磐
井
の
乱
、
ま
た
白

村
江
の
戦
い
は
、
い
ず
れ
も
筑
紫
王
朝

の
話
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
は
、
そ

の
辺
を
上
手
に
改
ざ
ん
し
て
、
ヤ
マ
ト

王
権
の
話
に
す
り
替
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
信
州
の
地

は
、
安
曇
族
、
百
済
、
高
句
麗
、
新
羅

な
ど
大
陸
や
朝
鮮
半
島
の
難
民
や
敗
残

者
な
ど
が
逃
げ
込
ん
で
き
た
、
あ
る
い

は
積
極
的
に
送
り
込
ま
れ
た
可
能
性
が

高
い
地
域
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
松
代

の
大
室
古
墳
（
高
句
麗
系
）、善
光
寺
（
百

済
系
）、
諏
訪
大
社
（
出
雲
系
＝
新
羅
系
）、

穗
高
神
社
（
安
曇
族
＝
中
国
大
陸
系
）
な

ど
、
渡
来
人
の
痕
跡
が
色
濃
い
地
は
、

他
に
見
当
た
ら
な
い
。

　
北
ア
ル
プ
ス
に
守
ら
れ
、
千
曲
川
、

犀
川
な
ど
水
に
恵
ま
れ
た
信
州
は
、
さ

し
ず
め
敗
残
者
に
と
っ
て
安
心
で
き
る

復
活
の
地
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
安
曇
族
を
追
う
う
ち
に
、
日
本
古
代

の
王
朝
の
話
に
ま
で
進
ん
だ
。
次
回
は

さ
ら
に
話
を
発
展
さ
せ
て
み
よ
う
。
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あとがき

 　“NHK朝ドラ ”「ととねえちゃん」は、雑誌「暮しの手帖」の創刊
者がモデルでした。
　母が「暮しの手帖」を購読していたので、高校生だった私も自然に
手にとっていました。50年経った今でも、トースターや運動靴、ベビー
カーなどの商品テスト記事は鮮明に覚えています。藤城清治の影絵が
印象的な童話も好きでした。
　けれどもいちばん影響を受けたのは「すてきなあなたに」という記
事で、「さりげないごくふだんの暮し」のなかで「ささやかな、それ
でいて心にしみてくるすてき」が書かれています。思春期特有のかた
くなな私の心に「オシャレのたのしさ」や「ちょっとした贅沢」、「パ
リのファッション」や「おいしい料理」に対する憧れを注ぎ込んでく
れました。
　今、身近な女性たちに「暮しの手帖」の話をすると、驚くほど多く
の人が「私も読んでいたわ」と言い、しばらくはその思い出に花が咲
きます。写真はそういう友人作の「古いセーターで作った人形」（昭
和 57年 12月 1日発行 81号に作り方が掲載された）です。「おかあちゃ
ん、ちゃんとすわる人形があったらいいな」という子どもの言葉で、
着られなくなったセーターにあずきを入れることを思いつき、すわる
人形ができたのだそうです。
　先日信濃毎日新聞に、「暮しの手帖」についての投稿が掲載されま
した。「雑誌の影響を受けて今でも直線立ちの服を作ったり、市販の
物にはひと工夫加えたりしている」という内容でした。

　戦後多くの女性たちに支持
された「暮しの手帖」、日常の
暮らしをすてきなものにしま
しょう、というメッセージは
今も色あせていないように思
います。（幸）
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