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街
っ
て
何
…

― 
街
は
出
会
い
の
場 

―

私
の
小
さ
い
頃
は
、
親
に
連
れ
ら
れ
一

緒
に
幼
稚
園
に
行
く
と
い
う
こ
と
が
、
今

と
違
っ
て
少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
だ
け
世
の
中
が
危
険
な
時
代
で
も
な
く
、

周
り
の
大
人
の
目
が
光
っ
て
い
た
の
で
し

ょ
う
。
だ
か
ら
、
毎
日
の
行
き
帰
り
は
冒

険
で
あ
り
、
新
し
い
発
見
の
場
で
も
あ
り

ま
し
た
。
竹
の
湯(

原
町
・
丸
山
文
具
店
の

路
地
裏)

近
く
で
パ
ン
を
買
う
。
一
人
で
買

い
物
を
す
る
事
は
大
変
興
奮
す
る
事
で
も

あ
り
ま
し
た
。
親
は
仕
事
が
忙
し
く
、
や

れ
る
事
は
自
分
で
し
な
く
て
は
い
け
な
い

時
代
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

当
時
、
家
の
近
く
に
「
む
か
で
や
」
と

言
う
魚
屋
が
あ
り
、
今
ま
で
見
た
事
が
無

い
怪
物
の
よ
う
な
魚
が
大
き
な
釣
り
針
に

ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。

の
ち
に
「
鮟あ
ん
こ
う鱇
」
と
言
う
魚
だ
と
知
り
ま

し
た
。
夜
の
街
は
、
裸
電
球
が
沢
山
ぶ
ら

下
が
っ
て
、
ま
る
で
縁
日
・
遊
園
地
に
行

っ
て
い
る
よ
う
な
、
絵
本
の
様
な
メ
ル
ヘ

ン
の
世
界
で
し
た
。
街
は
、
毎
日
々
々
が

新
し
い
発
見
の
場
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

色
々
あ
げ
る
と
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん

が
、「
街
」
は
新
し
い
出
会
い
が
あ
り
、

そ
ん
な
思
い
出
か
ら
、
今
、
あ
の
頃
の
よ

う
な
「
楽
し
さ
」「
出
会
い
」
が
街
に
あ

る
の
か
少
々
疑
問
に
な
り
ま
す
。
何
か
を

忘
れ
て
き
た
の
か
、
人
間
の
楽
し
み
方
や

求
め
る
も
の
が
変
わ
っ
た
の
か
、
時
代
が

確
実
に
変
わ
っ
た
の
だ
と
感
じ
ま
す
。
街

も
お
客
の
要
求
に
対
応
し
き
れ
な
い
、
対

応
出
来
な
い
店
が
多
く
な
り
、
店
も
街
も

追
い
着
い
て
行
け
な
く
な
っ
た
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

こ
の
松
尾
町
を
見
て
も
、
縁
日
の
よ
う

な
感
動
を
与
え
る
も
の
、
心
を
躍
ら
せ
る

も
の
が
ほ
と
ん
ど
無
い
の
が
現
状
で
す
。

街
は
、
商
品
を
販
売
す
る
だ
け
に
な
っ
て

し
ま
い
、
接
客
用
語
が
上
手
に
な
り
、
店

の
利
益
だ
け
追
求
す
る
だ
け
の
街
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
郊
外

に
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ス
ト
ア
ー
・
デ
ィ
ス
カ

ン
ト
ス
ト
ア
ー
が
で
き
、
確
か
に
便
利
に

な
っ
た
が
、
同
時
に
人
と
人
と
の
「
ふ
れ

あ
い
」「
お
も
て
な
し
」

の
心
が
薄
れ
て
し
ま
い
、

利
益
追
求
の
店
は
、
郊
外

で
も
中
心
商
店
街
で
も
衰
退
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
様
な
中
で
も
「
心
の
サ
ー
ビ
ス
」

に
心
が
け
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。
松
尾

町
に
隣
接
す
る
駅
前
ビ
ル
の
中
の
、「
上

田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
と
い
う
図
書
館

で
す
。
商
店
が
、
忘
れ
か
け
て
い
る
心
の

サ
ー
ビ
ス
を
図
書
館
ス
タ
ッ
フ
一
同
で
心

が
け
て
い
ま
す
。
行
政
サ
ー
ビ
ス
で
こ
こ

ま
で
進
ん
で
い
る
の
に
は
驚
き
ま
す
。
前

回
号
で
掲
載
し
た
「
松
井
須
磨
子
」
の
事

を
調
べ
て
い
て
良
い
資
料
が
見
つ
か
ら

ず
、
図
書
館
の
方
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、

後
日
、
数
冊
の
関
連
掲
載
部
分
に
わ
ざ
わ

ざ
メ
モ
ま
で
張
り
付
け
て
連
絡
ま
で
頂
き

ま
し
た
。
こ
れ
に
は
頭
が
下
が
っ
た
次
第

で
す
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
民
間
・
行
政

関
係
な
く
心
に
響

く
サ
ー
ビ
ス
を
し

た
所
だ
け
が
生
き

残
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

近
い
将
来
確
実
に
高
齢
化
社
会
が
や
っ

て
く
る
中
、
人
に
優
し
い
、
お
年
寄
り
に

優
し
い
街
づ
く
り
を
し
た
所
は
、
生
き
残

っ
て
行
け
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
交
通

の
便
・
警
察
・
郵
便
局
・
銀
行
・
病
院
・

買
い
物
が
で
き
る
店
等
が
身
近
に
あ
り
、

安
心
・
安
全
な
街
作
り
が
街
の
再
生
に
つ

な
が
る
と
思
い
ま
す
。

街
の
思
い
出

再
生
の
キ
ー
ワ
ー
ド

文
・
矢
島
嘉
豊



お
す
す
め  

図
書
館  

利
用
法

先
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
私
の
１
冊
、
日
本

の
１
０
０
冊
」
と
い
う
番
組
で
宮
本
常
一

著
「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
」
と
い
う
本
が

紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
面
白
そ
う
だ
と
思
っ

て
読
ん
で
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
借
り
た
い
本
の
題
名
が
わ
か
っ
て

い
る
と
き
に
は
近
く
の
図
書
館
へ
行
っ
て

申
込
を
す
る
と
、
た
と
え
目
的
の
本
が
そ

の
図
書
館
に
な
い
場
合
で
も
、
他
の
図
書

館
か
ら
取
り
寄
せ
て
貸
し
て
も
ら
え
ま

す
。
身
近
な
図
書
館
を
窓
口
と
し
て
全
国

の
図
書
館
に
あ
る
本
を
借
り
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
の
は
本
当
に
便
利
な
シ
ス
テ

ム
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
申
込
か
ら
何
日

か
し
て
手
に
し
た「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
」

と
い
う
本
は
、
民
俗
学
者
で
あ
る
著
者
が

日
本
全
国
を
歩
き
辺
境
の
地
で
黙
々
と
生

き
る
日
本
人
の
姿
を
生
き
生
き
と
描
い
た

内
容
で
、と
て
も
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。

上
田
駅
前
の
パ
レ
オ
ビ
ル
四
階
に
「
上

田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
と
い
う
図
書
館

が
あ
る
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
私
は

そ
こ
で
毎
週
水
曜
日
、
来
館
さ
れ
た
方
々

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

お
使
い
に
な
る
際
の
サ
ポ
ー
ト
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
本

な
ど
の
検
索
方
法
や
そ
れ
に
と
も
な
う
パ

ソ
コ
ン
の
操
作
方
法
の
ご
案
内
で
す
。

近
年
は
各
図
書
館
が
ど
の
よ
う
な
本
を

所
蔵
し
て
い
る
か
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

に
公
開
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
図
書
館

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
か
ら
検
索
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

検
索
シ
ス
テ
ム
を
使
う
と
、
題
名
が
わ
か

っ
て
い
な
い
場
合
で
も
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使

っ
て
本
を
探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
し
雑
誌

や
文
献
な
ど
も
探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

何
か
調
べ
も
の
を
す
る
と
き
に
ご
利
用
い

た
だ
け
れ
ば
便
利
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
新
聞
記
事
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使

っ
て
検
索
し
ま
す
。
上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
の
場
合
、朝
日
新
聞
、信
濃
毎
日
新
聞
、

日
経
新
聞
な
ど
の
記
事
を
検
索
で
き
る
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
が
あ
り
、
ど
な
た
で
も
無
料

で
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
本
や
新

聞
記
事
の
検
索
は
図
書
館
の
職
員
に
相
談

し
て
や
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

図
書
館
利
用
法
で
、
も
う
ひ
と
つ
ぜ
ひ

ご
紹
介
し
た
い
の
は
、
地
域
の
「
記
録
」

を
図
書
館
で
保
存
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
図
書
館
で
は
、
上
田
地
域
や
県

内
の
企
業
、
団
体
、
学
校
、
市
民
グ
ル
ー

プ
等
が
刊
行
し
た
図
書
、
雑
誌
、
新
聞
（
社

史
、
学
校
史
、
紀
要
、
自
治
会
誌
、
会
報
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
調
査
報
告
書
な
ど
）
の

寄
贈
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
個
人
が
持

っ
て
い
た
の
で
は
時
間
の
経
過
と
共
に
失

わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
地
域
の
資

料
を
図
書
館
で
保
存
し
て
も
ら
え
ば
、
多

く
の
人
が
借
り
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
し
次
の
世
代
へ
伝
え
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
地
域
の
記
録
や
資
料
を
集
め
て
保

存
す
る
役
割
を
も
つ
図
書
館
は
、
地
域
の

将
来
の
た
め
に
も
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

図
書
館
は
商
店

と
同
様
に
誰
で
も

何
の
気
兼
ね
も
な

く
行
く
こ
と
が
で

き
る
公
共
施
設
で
、

本
や
資
料
を
借
り

る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
相
談
も
無
料
で

す
。
図
書
館
を
ど
の

よ
う
に
使
う
か
は

ア
イ
デ
ア
次
第
、
一

度
お
出
か
け
に
な

っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

文
・
西
入
幸
代

写
真
・
平
林
敏
夫

上田情報ライブラリー



米
熊
は
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
年
）

長
州
長
府
藩
士
三
吉
慎
蔵
、
母
イ
ヨ
の
長

男
と
し
て
長
門
国
（
山
口
県
）
豊
浦
郡
長

府
（
下
関
市
長
府
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

父
慎
蔵
は
、
幼
少
よ
り
武
芸
を
た
し
な

み
本
藩
（
萩
）
の
明
倫
館
に
も
留
学
し
儒

学
を
修
め
文
武
両
道
に
優
れ
特
に
藩
主
の

信
任
が
篤
く
、
薩
長
同
盟
締
結
の
た
め
上

京
す
る
坂
本
龍
馬
に
京
ま
で
同
道
し
、
寺

田
屋
事
件
に
遭
遇
し
龍
馬
を
救
出
し
た
の

は
慶
応
二
年
一
月
二
三
日
の
こ
と
で
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
時
慎
蔵
は
三
八
才
、
血
気

盛
ん
な
壮
年
時
代
で
米
熊
は
七
才
と
い
う

腕
白
盛
り
の
時
で
あ
り
ま
し
た
。

米
熊
が
生
ま
れ
た
豊
浦
は
、
今
は
下
関

市
長
府
と
な
り
ま
し
た
が
、
慶
長
後
は
支

藩
毛
利
氏
の
城
下
と
し
て
続
い
た
土
地
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
豊
浦
壇
具
川
に
沿
っ
た

中
浜
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
地
は
、
西

北
に
山
々
を
背
負
い
東
南
は
急
に
瀬
戸
内

海
に
迫
り
平
地
は
極
め
て
少
な
い
た
め
、

町
の
大
半
は
海
に
面
し
て
傾
斜
で
あ
り
ま

す
。
下
関
か
ら
長
府
に
い
た
る
海
岸
沿
い

祖
父
、三
吉
米
熊
と
上
田

三吉米熊先生

米熊先生が教壇に立った上田蚕糸専門学校（現信州
大学繊維学部）の講堂。いたる所に蚕、桑をあしらっ
た意匠が凝らされています。

米熊先生の講話をまとめた「通俗養蚕講話」（明治41年
発刊）。塩川（丸子）青年会図書館蔵書の印が捺され、
一円二十銭という高額な本を皆で読み養蚕技術を学
んでいた、当時の青年達の熱意が伝わってきます。

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
製
糸
業
、
養
蚕
業
は
日
本
の
基
幹
産
業
と
し
て

発
展
し
、
日
本
の
近
代
化
へ
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し

ま
し
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
上
田
は
全
国
有
数
の
蚕
種
の
生
産
を
誇
り
、
養

蚕
業
は
豊
か
な
経
済
と
文
化
を
上
田
に
も
た
ら
し
た
の
で
す
。

そ
の
上
田
の
養
蚕
業
の
発
展
に
力
を
尽
く
し
た
人
物
が
三
吉
米
熊
、
そ
の
人

で
す
。
米
熊
先
生
は
、
坂
本
龍
馬
を
寺
田
屋
で
助
け
、
龍
馬
が
妻
お
り
ょ
う

の
行
く
末
を
託
し
た
ほ
ど
の
友
人
、
長
州
長
府
藩
士
・
三
吉
慎
蔵
の
長
男
で

あ
り
、
小
県
蚕
業
学
校
の
初
代
校
長
、
上
田
蚕
糸
専
門
学
校
教
授
と
し
て
生

涯
を
蚕
都
上
田
の
発
展
に
つ
く
さ
れ
た
方
で
し
た
。
今
回
は
三
吉
米
熊
先

生
の
お
孫
さ
ん
に
あ
た
ら
れ
る
、
三
吉
治
敬
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

文
・
三
吉
治
敬
　
写
真
・
飯
島
新
一
郎



に
平
家
が
悲
し
い
歴
史
を
残
し
没
落
し
た

壇
ノ
浦
が
あ
り
ま
す
。
長
府
の
町
は
、
今

で
も
城
下
町
と
し
て
低
い
家
並
み
に
高
い

土
塀
を
巡
ら
し
た
武
家
屋
敷
の
面
影
が
昔

の
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
環
境
の
中
で
、
米
熊
は
幼
年
時
代
を
過

ご
し
て
お
り
ま
し
た
。

維
新
後
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
年
）

藩
主
毛
利
元
敏
公
の
豊
浦
引
き
揚
げ
に
随

行
し
た
父
慎
蔵
に
伴
わ
れ
、
米
熊
十
一
才

の
時
、
勉
学
の
た
め
東
京
へ
出
て
き
ま
し

た
。
米
熊
は
、
私
塾
明
治
協
庠
社
、
勧
学

義
塾
な
ど
で
い
ず
れ
も
英
学
を
中
心
に
学

び
明
治
十
年
一
七
才
の
時
、
攻
玉
塾
に
入

学
し
校
主
近
藤
真
琴
（
士
族
）
の
も
と
で

海
洋
測
量
術
、
和
漢
、
蘭
英
数
学
を
学
び

ま
し
た
。

明
治
十
一
年
に
は
設
立
間
も
な
い
内
務

省
勤
農
局
の
駒
場
農
学
校
（
現
東
大
農
学

部
）
農
学
本
科
に
入
学
、
十
三
年
に
農
学

本
科
を
卒
業
後
も
学
校
に
残
っ
て
農
芸
化

学
本
科
に
入
り
定
量
分
析
、
定
質
分
析
、

植
物
培
養
な
ど
の
新
し
い
学
問
を
修
得
し

ま
し
た
。

そ
し
て
明
治

十
四
年
、
米
熊

二
一
才
の
時
初
め

て
職
に
就
い
た
の

は
長
野
県
で
あ
り

ま
す
。
長
野
県
に

奉
職
し
た
の
は
、
県
の
高
官
に
同
郷
の
山

口
県
出
身
者
が
大
勢
在
職
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
父
慎
蔵
の
薦
め
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
米
熊
は
長
野
県
属
・

勧
業
課
農
務
係
に
任
命
さ
れ
、
こ
れ
が
養

蚕
に
か
か
わ
る
原
点
と
な
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
明
治
十
七
年
頃
か
ら
蚕
の
病
気
微

粒
子
病
に
つ
い
て
本
格
的
に
研
究
し
積
極

的
に
養
蚕
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。

特
に
蚕
種
製
造
に
お
い
て
は
上
田
小
県

の
生
産
量
は
拡
大
し
続
け
、
明
治
二
十
年

代
に
は
小
県
郡
に
お
け
る
生
産
量
は
全
国

の
二
割
に
達
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
当
時
米
熊
は
、
県
職
員
と
し
て
養
蚕

の
知
識
技
術
が
不
可
欠
だ
と
考
え
、
塩
尻

村
の
蚕
種
家
藤
本
善
右
衛

門
宅
に
仕
事
の
傍
ら
休
日

に
は
長
野
か
ら
上
田
ま
で

通
っ
て
養
蚕
や
蚕
種
製
造

を
学
ん
で
お
り
ま
し
た
。

明
治
二
十
二
年
に
は
農

商
務
省
よ
り
伊
仏
蚕
業
事

情
調
査
の
一
員
に
委
嘱
を

受
け
養
蚕
の
基
本
を
勉
強

す
る
事
が
で
き
ま
し
た
が
、
米
熊
は
ひ

と
り
自
費
で
二
年
間
留
学
を
続
け
明
治

二
十
四
年
帰
国
。
明
治
二
十
五
年
上
田
に

誕
生
し
ま
し
た
小
県
蚕
業
学
校
初
代
校
長

（
現
上
田
東
高
等
学
校
）
に
就
任
し
ま
し

た
。
米
熊
三
二
才
の
時
で
あ
り
ま
す
。

小県蚕業学校を前身とする上田
東高等学校の校章には桑の葉が。

蚕都の面影が残る
上田蚕種協業組合



米
熊
の
生
涯
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

波
乱
に
乏
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

母
と
妻
と
を
殆
ん
ど
同
時
に
失
っ
た
こ
と

は
人
生
最
大
の
悲
惨
事
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
明
治
四
十
四
年
の
一
月
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
下
関
長
府
の
町
に
静
か
に
暮

ら
し
て
い
た
母
が
一
月
十
四
日
亡
く
な
り

ま
し
た
。
そ
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
翌
十
五

日
郷
里
へ
向
か
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
日
の
夕
刻
、
米
熊
の
妻
た
き
夫
人
が
急

死
す
る
と
い
う
大
変
な
事
が
起
こ
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
米
熊
は
、
こ
の
こ
と
を
上

野
駅
で
聞
き
終
列
車
に
乗
り
上
田
に
戻
っ

て
き
た
の
で
す
。
同
時
に
母
と
妻
を
失
っ

た
米
熊
（
五
十
才
）
に
は
、
子
供
が
七
人

お
り
ま
し
た
。
私
の
父
当
時
一
七
才
を
頭

に
末
が
三
才
の
幼
児
が
お
り
ま
し
た
。

奇
し
く
も
こ
の
年
、
官
立
高
等
専
門
学

校
と
し
て
上
田
蚕
糸
専
門
学
校
（
現
信
州

大
学
繊
維
学
部
）
が
開
校
し
一
期
生
が
入

学
、
十
月
十
五
日
に
改
め
て
開
校
式
が
挙

行
さ
れ
ま
し
た
。
米
熊
は
同
校
教
授
（
兼

務
）
と
し
て
製
糸
科
で
養
蚕
法
一
般
を
指

導
し
ま
し
た
。

米
熊
は
、
特
に
銭
湯
が
好
き
で
し
た
。

家
で
風
呂
を
沸
か
し
て
も
銭
湯
の
方
が
気

持
ち
い
い
と
言
っ
て
、
手
拭
を
ぶ
ら
下
げ

て
錦
町
（
現
商
工
会
議
所
付
近
。
真
田
坂

12
号
表
紙
参
照
）
の
錦
湯
へ
ほ
と
ん
ど
休

み
な
く
通
っ
た
そ
う
で
す
。銭
湯
に
入
り
、

町
の
人
と
世
間
話
や
囲
碁
の
話
を
す
る
の

が
何
よ
り
楽
し
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

特
に
碁
が
好
き
で
米
熊
の
打
つ
場
所
は
、

主
に
松
尾
町
の
滝
沢
徳
太
郎
氏
宅
（『
蚕

友
』
と
言
っ
て
蚕
種
や
養
蚕
に
使
う
器
具

な
ど
を
売
っ
て
い
た
お
店
）
で
し
た
。
蚕

友
は
滝
沢
徳
太
郎
さ
ん
の
兄
七
郎
さ
ん
が

松
尾
町
に
お
店
を
出
し
た
頃
か
ら
よ
く
通

っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
お
互
い
に
勝
っ
た

り
負
け
た
り
よ
き
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
が

銭
湯
の
帰
り
に
立
ち
寄
る
の
を
楽
し
み
に

し
て
い
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
松
尾
町

通
り
は
一
番
身
近
に
感
じ
気
楽
に
遊
ん
だ

場
所
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

明
治
二
十
五
年
小
県
蚕
業
学
校
を
生
涯

の
活
動
の
場
と
定
め
、
そ
れ
か
ら
六
八
才

で
亡
く
な
る
ま
で
三
十
五
年
余
に
わ
た
り

上
田
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
父
慎
蔵

は
明
治
三
十
四
年
七
一
才
で
病
没
、
下
関

長
府
に
あ
り
ま
す
功
山
寺
に
慎
蔵
の
墓
が

あ
り
ま
す
。
米
熊
の
墓
も
生
れ
故
郷
父
慎

蔵
の
墓
と
向
か
い
合
っ
て
建
っ
て
お
り
ま

す
。

功
山
寺
（
高
杉
晋
作
が
騎
兵
隊
を
率
い
挙
兵
し

た
こ
と
で
名
高
い
）
に
は
、
三
吉
米
熊
と
父
三
吉

慎
蔵
の
墓
地
が
あ
り
ま
す
。

功
山
寺
境
内
に
は
、
万
骨
塔
と
称
す
周
り
に
石

を
配
し
た
土
饅
頭
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
「
一
将

功
成
り
萬
骨
枯
る 

萬
骨
の
遺
芳
を
偲
ぶ
時
誰
か

千
載
不
祀
の
恨
を
懐
か
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
茲
に

全
国
各
県
縁
由
の
地
よ
り
記
念
石
の
寄
贈
を
得
て

こ
の
礎
石
と
な
し
以
て
各
方
の
萬
骨
を
祀
る 

国
県

名
を
刻
せ
る
も
の
は
其
の
地
方
に
於
け
る
あ
ら
ゆ

る
無
名
の
士
の
霊
位
に
充
つ
な
り 

其
の
間
に
配
す

る
先
賢
と
旧
跡
と
の
霊
石
を
以
て
す
」
と
、
格
調

高
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
塔
の
周
囲
に
は
二
百

を
超
え
る
霊
石
が
並
べ
ら
れ
、
ま
さ
に
幕
末
維
新

の
歴
史
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
当
然
長
野

県
の
霊
石
も
あ
る
の
で
す

が
、
な
ん
と
代
表
信
濃
国

霊
石
は
「
上
田
藩
赤
松
小

三
郎
旧
邸
石
」
と
「
松
代

藩
佐
久
間
象
山
旧
邸
石
」

の
二
石
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
昨
年
長
府
藩
士
三
吉

慎
蔵
の
霊
石
が
長
府
博
物

館
友
の
会
に
よ
り
建
立
さ
れ
長
門
国
幕
末
志
士
の

仲
間
入
り
が
出
来
ま
し
た
。

功
山
寺
本
堂
の
横
に
国
宝
指
定
功
山
寺
仏
殿
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
天
井
絵
は
、
祢
津
出
身
の
丸
山

晩
霞
の
石
楠
花
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。

忌
宮
の
境
内
に
、
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ

巨
大
な
蚕
種
渡
来
の
碑
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
仲

哀
天
皇･

神
功
皇
后
が
豊
浦
宮
に
お
ら
れ
た
と
き
、

仲
哀
天
皇
の
即
位
四
年
奏
の
始
皇
帝
十
一
世
の
孫

に
あ
た
る
功
満
王
が
日
本
に
帰
化
し
ま
し
た
。
こ

の
と
き
豊
浦
宮
に
お
ら
れ
た
天
皇
に
蚕
種
を
献
上

し
た
と
い
わ
れ
、
長
府
に
外
国
か
ら
は
じ
め
て
蚕

種
が
渡
来
し
た
謂
わ
れ
あ
る
地
と
し
て
昭
和
八
年

こ
の
碑
が
建
て
ら
れ
、
毎
年
三
月
に
は
蚕
種
祭
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

以
上
簡
単
に
ご
案
内
い
た
し

ま
し
た
が
、
上
田
と
下
関
（
長

府
）
こ
ん
な
に
深
い
つ
な
が
り

が
あ
る
と
は･･･

赤
い
絹
の
糸

で
結
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
の
交

流
が
楽
し
み
で
す
。

【二】

忌
宮
神
社

「
蚕
種
渡
来
の
地
碑
」

長
府
功
山
寺

「
万
骨
塔
と
赤
松
小
三
郎
・

佐
久
間
象
山
」

上
田
と
か
か
わ
り
の
あ
る
史
跡
に
つ
い
て

【一】

（上）功山寺山門（下）万骨塔

蚕種渡来の碑
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松尾町

11月13日（木）～15日（土）に第5回真田坂職人フェアが

行われました。当日、ご参加いただきました皆様、お

力をお貸しいただきました皆様には、この場をお借り

いたしまして御礼申し上げます。皆様のおかげをもち

まして、職人フェアが無事成功したことをご報告申し

上げます。

職人フェアは、フリーペーパー第2号の特集「商店主座

談会／街ってなに？」を受け、お客様と専門店のあり

方、その方向性、専門店の集合体としての商店街に集

うお客様たちへ「暮らしのためになる知恵」をいかに伝

えるか、実際のイベントはどのようなカタチか…を検

討した結果生まれたイベントです（フリーペーパー第2

号・第4号参照）。非常に先進的な考え方ではあると思

いますが、実際に担当してみて少し先進的過ぎたかな

と思いました。とはいえ、無事に事故もなく終わり参

加者の皆様からいただいたアンケート用紙や感想を聞

いてみますと、楽しかったという声が多かったことが

何よりもうれしく思います。

これから、ますます厳しい時代となって行きますが、

その中で商店街が生き残り勝ち残って行く為には何が

必要なのか、どのようにしていけば良いのかが再び問

われて行く時代になって行くと思います。そんな中、

自分本位な考え方ばかりではなく、お客様を大事にし

ていき、さらには、地域を大事にしていくという基本

を忘れず、我々も一層頑張っていきたいと思います。

職人フェ
アを振り返って

文・町田和幸
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フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
で
撮
っ
て
い
た
数
年
前

ま
で
は
、
今
よ
り
も
写
真
を
大
切
に
し
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
二
十
四
枚
撮
り
の
フ
ィ
ル

ム
を
カ
メ
ラ
に
装
填
し
、
失
敗
し
な
い
よ
う

に
一
コ
マ
一
コ
マ
丁
寧
に
撮
影
。
フ
ィ
ル
ム

を
写
真
屋
に
預
け
る
と
全
て
の
コ
マ
が
プ
リ

ン
ト
さ
れ
る
。
仕
上
が
っ
た
写
真
は
、
一
く

く
り
の
思
い
出
と
し
て
大
切
に
ア
ル
バ
ム
に

収
め
て
い
た
。

　
最
近
は
、
当
然
の
ご
と
く
デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
で
撮
影
す
る
。
フ
ィ
ル
ム
に
取
っ
て
代
わ

っ
た
記
録
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
千
枚
を
超
え
る

写
真
が
保
存
で
き
る
。
撮
影
枚
数
は
気
に
せ

ず
、
バ
シ
ャ
バ
シ
ャ
と
気
軽
に
大
量
に
シ
ャ

ッ
タ
ー
を
切
る
よ
う
に
な
っ
た
。
雑
多
な
画

像
の
中
に
も
貴
重
な
瞬
間
や
残
し
て
お
き
た

い
思
い
出
な
ど
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
つ
い

面
倒
で
プ
リ
ン
ト
も
せ
ず
に
放
置
。
撮
っ
た

こ
と
さ
え
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
。
制
約
が

無
い
中
で
撮
っ
た
写
真
は
、
常
に
価
値
を
失

う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
「
制
約
が
価

値
を
生
む
」
時
代
を
懐
か
し
く
思
う
。

　
最
近
郊
外
に
は
、
数
百
坪
数
千
坪
の
売
場

を
擁
し
た
大
型
店
が
立
ち
並
ぶ
。
一
方
真
田

坂
は
、
せ
い
ぜ
い
数
十
坪
の
小
さ
な
店
が
軒

を
連
ね
る
。
明
治
二
十
一
年
上
田
駅
開
業
の

際
、
河
岸
段
丘
を
切
り
開
い
て
造
ら
れ
た
松

尾
町
通
り
は
、
そ
の
後
数
度
の
道
路
拡
幅
に

よ
っ
て
店
舗
が
削
ら
れ
、
売
場
が
縮
小
。
そ

の
結
果
「
坂
の
街
」
「
狭
い
店
舗
」
と
言
う

「
制
約
」
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
店
主
や
店
員
は
「
制
約
」
を
克
服
す
べ

く
、
日
々
試
行
錯
誤
し
、
価
値
あ
る
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
て
き
た
。
今
後
も

そ
の
よ
う
な
努
力
を
重
ね
る
こ
と
で
、
他
に

は
無
い
「
価
値
」
を
提
供
し
続
け
る
街
と
し

て
存
在
し
続
け
て
ほ
し
い
。

制
約
が
生
む
価
値

編集後記 □□□□□□□□□□□□
真田坂14号をお届けいたします。今
回もまた企画から編集まで私たち自
身の手で作成いたしました。何分に
も素人の手によるものですので読み
にくい点などもあろうかと思います
が、ご理解いただきたく存じます。
ご投稿いただいた皆様方にはこの場
を借りて厚く御礼申し上げます。
(志摩充彦とその一味)

■ 服部みどり
上田市生まれ。武蔵野美術大学造形学部彫
刻学課卒。（株）サンリオに立体デザイナー
として勤務。ハローキティーなどの立体デ
ザインに携わられ、後に独立、（有）ポッシュ
ベールを設立。児童書の作成を中心に「こど
もチャレンジ」「たまごクラブ」等、児童雑誌
の扉を手がけ、その数は200冊を超えます。
2007年秋、東京・京橋のギャラリーくぼた
にて初の個展「招福キャラクター展」を開催。
創作活動のほか、クレイ（ねんど）を使い、子
供や親子を対象とする造形ワークショップ
や講演活動も積極的に行い好評を博されて
おります。松尾町の真田坂職人フェアーで
は信州大学感性工学科と共同のクレイワー
クショップを開催。
http://www.pochevert.co.jp/
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