
● 特集：信州上田で追い求めた夢

山本鼎と農民美術
● 暮らしと結びついた民俗芸能

上田にある獅子舞
ささやく二人（チンフレロー）1912年頃
山本鼎は1912年（明治45年）にフランス
へ留学に出ます。神戸港から船で欧州に
向かう途中、旅先のスケッチをいくつも
残しています。これもそのうちの１点。
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上
田
の
伝
統
産
業
と
し
て
今
も
大
切
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
木
彫
工
芸
品
「
農
民

美
術
」。
長
野
県
伝
統
工
芸
品
に
も
指
定
さ

れ
、
上
田
を
訪
れ
た
旅
の
お
土
産
に
買
い

求
め
た
り
、
お
祝
い
品
と
し
て
贈
ら
れ
る

こ
と
も
多
い
よ
う
で
す
。
農
民
美
術
の
発

祥
は
今
か
ら
92
年
前
の
大
正
８
年
に
さ
か

の
ぼ
り
ま
す
。
今
で
こ
そ
、全
国
各
地
に「
○

○
彫
り
」
な
ど
の
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の

木
彫
工
芸
品
は
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
源
流
と
も
言
え
る
の
が
実
は
上
田
の
農

民
美
術
な
の
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
「
農

民
美
術
」
と
は
独
特
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
す
。

そ
こ
に
は
大
正
時
代
に
農
民
美
術
運
動
を

起
こ
し
た
山
本
鼎
（
や
ま
も
と
か
な
え
・

１
８
８
２
年—

１
９
４
６
年
）
の
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

山
本
鼎
は
明
治
15
年
に
愛
知
県
岡
崎
市

で
生
ま
れ
、
そ
の
後
、
父
・
山
本
一
郎
が
西

洋
医
学
の
勉
強
の
た
め
上
京
す
る
と
、
鼎

も
母
に
伴
わ
れ
て
東
京
に
移
住
し
ま
し
た
。

一
郎
は
そ
の
後
、
神
川
村
（
現
在
の
上
田

市
神
川
地
区
）
の
大
屋
駅
北
側
の
高
台
に

診
療
所
を
開
業
し
ま
す
。
山
本
は
こ
れ
を

き
っ
か
け
に
し
て
信
州
上
田
と
深
い
関
わ

り
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
島

崎
藤
村
に
留
学
先
の
フ
ラ
ン
ス
で
出
会
い
、

同
じ
信
州
生
ま
れ
と
間
違
え
ら
れ
た
ほ
ど

の
人
物
で
す
。
山
本
は
版
画
家
、
洋
画
家

と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
、
特
に
「
版
画
」

と
い
う
言
葉
を
広
く
普
及
さ
せ
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
が
上

田
の
地
で
取
り
組
ん
だ
の
は
、
児
童
自
由

画
教
育
運
動
と
農
民
美
術
運
動
で
し
た
。

彼
自
身
は
美
術
家
と
し
て
の
成
功
に
は
執

着
せ
ず
、
地
域
の
中
に
分
け
入
っ
て
こ
れ

ら
の
活
動
を
熱
心
に
行
い
、
全
国
に
運
動

を
広
め
て
い
っ
た
こ
と
が
い
ち
ば
ん
の
功

績
で
し
た
。
現
代
で
言
え
ば
、
仕
事
を
通

し
て
社
会
に
貢
献
す
る
「
社
会
的
企
業
家
」

と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

彼
が
上
田
で
児
童
自
由
画
教
育
運
動
と

農
民
美
術
運
動
を
始
め
る
ヒ
ン
ト
を
得
た

の
は
旅
先
の
ロ
シ
ア
で
し
た
。
30
代
で
フ

ラ
ン
ス
留
学
し
た
帰
途
に
立
ち
寄
っ
た
モ

ス
ク
ワ
で
、
児
童
絵
画
の
展
覧
会
を
見
学

し
、
子
ど
も
た
ち
の
自
由
な
創
造
力
や
表

現
に
心
を
揺
り
動
か
さ
れ
た
の
で
す
。
ま

た
、
農
村
工
芸
品
展
示
館
で
は
、
極
寒
の

北
国
に
暮
ら
す
農
民
た
ち
の
素
朴
な
が
ら

も
美
し
い
木
彫
品
に
触
れ
感
銘
を

受
け
た
の
で
し
た
。

モ
ス
ク
ワ
を
後
に
し
た
山
本

は
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
車
中
で

考
え
て
い
ま
し
た
。「
ロ
シ
ア
の
子

ど
も
た
ち
が
受
け
て
い
る
自
由
な

教
育
に
比
べ
、
今
の
日
本
の
学
校

教
育
は
お
手
本
帳
の
絵
を
た
だ
真

似
さ
せ
て
い
る
だ
け
だ
。
子
ど
も
の

創
造
性
を
伸
ば
す
に
は
こ
れ
を
や

め
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
―
― 

農
民
が
あ
の

よ
う
に
農
閑
期
を
使
っ

て
立
派
な
工
芸
品
を
作
る

こ
と
が
で
き
て
収
入
も
得

ら
れ
る
の
だ
っ
た
ら
、
日

本
で
も
で
き
る 

―
―
。

帰
国
し
た
山
本
は

上
田
横
町
の
料
亭
・
菊

与
亭
で
、
子
ど
も
た
ち
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の
図
画
教
育
を
改
め
よ
う
と
熱
心
に
語
っ

た
の
で
し
た
。
こ
の
話
に
共
感
し
た
神
川

村
国
分
の
青
年
・
金
井
正
と
山
越

脩し
ゅ
う
ぞ
う

蔵
（
こ
の
二
人
は
農
民
美
術
運

動
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま

す
）
ら
と
と
も
に
、
大
正
８
年
４

月
、
神
川
小
学
校
で
第
１
回
児
童

自
由
画
展
覧
会
を
開
き
ま
す
。
展

覧
会
に
は
長
野
県
内
の
54
校
か
ら

９
８
０
０
点
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
、

千
点
余
り
が
入
選
し
た
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
お
手
本
帳
の
絵
を
ど
れ

だ
け
上
手
に
模
写
す
る
か
で
成
績

を
決
め
ら
れ
て
き
た
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
、
自
分
の
感
じ
た
ま
ま
に

描
い
た
絵
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
ほ

ど
嬉
し
い
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
。
信
州
の
一
角
で
開
か
れ
た
展
覧

会
の
反
響
は
大
き
く
、
こ
の
運
動

は
全
国
の
学
校
に
広
ま
っ
て
い
き

ま
し
た
。
私
た
ち
が
小
学
校
の
こ

ろ
自
由
に
絵
を
描
く
こ
と
が
で
き

た
の
も
、
そ
の
源
流
に
山
本
の
自

由
画
教
育
の
精
神
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い

起
こ
す
と
、
大
正
時
代
と
い
う
早
い
時
期

に
こ
の
運
動
を
全
国
へ
広
め
て
い
っ
た
彼
の

「
先
見
の
明
」
を
感
じ
ま
す
。

児
童
自
由
画
教
育
運
動
が
成
功
す
る
と
、

山
本
は
心
の
中
で
温
め
て
い
た
も
う
一
つ
の

構
想
―
―
農
民
美
術
運
動
に
取
り
か
か
り

ま
す
。
大
正
時
代
の
上
田
地
域
で
は
、
多

く
の
農
家
が
農
作
業
と
養
蚕
を
行
っ
て
い

ま
し
た
。
今
の
よ
う
な
会
社
勤
め
は
ま
だ

少
な
か
っ
た
時
代
で
す
。
冬
の
間
は
収
入

を
得
ら
れ
る
仕
事
が
減
り
ま
す
。
山
本
は

こ
う
し
た
農
閑
期
を
使
っ
て
ロ
シ
ア
の
農

民
の
よ
う
に
工
芸
品
を
作
れ
ば
、
寒
い
冬

の
間
で
も
副
収
入
が
生
ま
れ
生
活
の
助
け

に
な
り
、
農
村
の
人
々
が
作
品
の
製
作
を

通
し
て
美
術
的
文
化
的
な
素
養
も
身
に
つ

『中国風景（窓辺）』1912年（明治45年）

神川小学校で開かれた第１回
児童自由画展覧会の賞状

『漁夫』1904年（明治37年）創作版画の代表作

児童が描いた自由画作品（大正時代）



借
り
て
開
所
し
た
の
が
「
農
民
美
術
練
習

所
」
で
す
。
受
講
者
は
当
初
、
中
村
實み

の
る
を

含
め
４
人
だ
け
と
い
う
状
態
で
し
た
が
、

そ
の
後
、
受
講
生
は
徐
々
に
増
え
翌
年
の

３
月
に
は
20
人
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
講
習

は
開
放
的
で
、
受
講
生
の
男
女
が
時
に
は

歌
を
歌
い
な
が
ら
楽
し
く
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
木
片
人
形
や
白
樺
巻
き
の
小
物

入
れ
を
は
じ
め
様
々
な
品
物
の
製
作
が
進

め
ら
れ
５
月
に
は
東
京
・
日
本
橋
の
三
越

デ
パ
ー
ト
で
展
示
即
売
会
が
開
か
れ
て
い

ま
す
。
即
売
会
で
は
１
、１
０
０
点
あ
ま
り

の
作
品
の
大
半
が
売
れ
、
予
約
注
文
も
た

く
さ
ん
入
っ
た
の
で
す
。
山
本
ら
は
受
講

生
た
ち
の
作
品
が
売
れ
、
お
金
に
な
る
と

い
う
こ
と
を
大
変
喜
ん
だ
そ
う
で
す
。

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
し
た
。

山
本
は
「
農
民
美
術
と
は
農
民
の
手
に

よ
り
作
ら
れ
た
美
術
的
手
芸
品
の
こ
と
」

と
命
名
の
由
来
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
農

民
が
製
作
し
た
郷
土
色
豊
か
な
工
芸
品
は

す
べ
て
「
農
民
美
術
」
と
呼
ん
で
い
た
わ

け
で
、
木
片
人
形
や
た
ば
こ
入
れ
、
菓
子

鉢
や
皿
な
ど
の
木
製
品
の
ほ
か
、
陶
器
や

敷
物
、
刺
繍
な
ど
、
様
々
な
品
物
が
製
作

さ
れ
ま
し
た
。

大
正
８
年
12
月
、
山
本
ら
が
農
民
美
術

運
動
を
始
め
る
た
め
、
神
川
小
学
校
（
現

在
の
上
田
市
立
神
川
小
学
校
）
の
教
室
を

大
正
９
年
、
練
習
所
は
神
川
小
学
校
の

教
室
か
ら
、
国
分
の
金
井
正
宅
の
蚕
室
に

移
転
し
、
大
正
12
年
に
は
大
屋
駅
北
側
の

高
台
に
北
欧
風
三
階
建
て
の
「
日
本
農
民

美
術
研
究
所
」
が
完
成
し
ま
し
た
。
一
方
、

受
講
を
修
了
し
た
生
徒
た
ち
に
よ
っ
て
日

本
農
美
生
産
組
合
が
作
ら
れ
た
の
も
こ
の

頃
で
す
。

研
究
所
は
、
山
本
や
金
井
の
出
資
の
ほ

か
国
な
ど
か
ら
の
補
助
金
を
受
け
て
、
日

本
全
国
各
地
で
講
習
会
を
開
催
し
、
農
民

美
術
製
作
者
の
養
成
に
努
め
た
の
で
し
た
。

県
内
で
も
50
か
所
余
り
で
講
習
会
が
開
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
最
盛
期
に
は
全

国
に
50
組
合
以
上
の
農
民
美
術
生
産
者
団

体
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

山
本
は
児
童
に
と
っ
て
の
自
由
画
の
場

合
と
同
じ
く
、
農
家
の
人
々
が
自
分
の

美
的
感
性
に
基
づ
い
て
作
品
を
作
る

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
て
い

ま
し
た
。
単
な
る
大
量
生
産
の

「
製
品
」
で
は
決
し
て
生
み
出

す
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
の
土

地
の
人
間
の
感
性
が
表
現
さ

れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
山

本
に
と
っ
て
は
大
切
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
形
や
デ
ザ
イ
ン
が

多
少
い
び
つ
で
も
い
っ
こ
う
に

構
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
山
本

は
農
民
美
術
運
動
を
通
し
て
、
人
の

中
に
眠
っ
て
い
る
創
造
力
を
引
き
出
す

こ
と
に
成
功
し
た
の
で
す
。

昭
和
21
年
10
月
、
山
本
鼎
は
64
歳
の
生

涯
を
上
田
の
地
で
閉
じ
ま
す
。
戦
争
末
期

に
は
全
国
の
農
民
美
術
生
産
組
合
は
解
散

状
態
と
な
り
製
作
活
動
も
中
断
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
運
動
の
発
祥

地
・
上
田
で
農
民
美
術
の
製
作
を
再
開
し

た
人
々
に
よ
っ
て
昭
和
24
年
に
農
民
美
術

連
合
会
が
結
成
さ
れ
ま
す
。
昭
和
30
年
か

ら
は
数
年
に
わ
た
り
県
の
養
成
制
度
に
よ

っ
て
若
い
世
代
の
農
民
美
術
製
作
者
の
育

成
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
昭
和
37
年
、
山
本

に
直
接
の
教
え
を
受
け
た
中
村
實
や
当
時

受
け
継
が
れ
る
山
本
の「
思
い
」

制
作
の
拠
点 

大
屋
の「
農
民
美
術
研
究
所
」 初期の農民美術作品（白樺巻き、たばこ入れ、小盆、鉢）

初期の農民美術作品（木片人形）

現代の農民美術  中村実作  飾り棚



の
上
田
市
長
・
堀
込
義
雄
な
ど
を
は
じ
め

と
す
る
委
員
会
が
中
心
と
な
り
、
多
く
の

賛
同
者
か
ら
寄
付
金
を
募
り
上
田
城
跡
公

園
の
一
角
に
山
本
鼎
記
念
館
が
建
設
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
山
本
が
農
民
美
術
運
動
に
か
け

皆
さ
ん
、
獅
子
舞
と
い
う
も
の
を
ご
存

じ
で
し
ょ
う
か
？
お
正
月
の
テ
レ
ビ
な
ん

か
で
、
獅
子
の
か
ぶ
り
も
の
を
つ
け
て
大

き
な
風
呂
敷
の
様
な
布
を
か
ぶ
っ
て
踊
っ

て
い
る
あ
れ
が
獅
子
舞
で
す
。
お
正
月
の

獅
子
舞
の
様
に
、
数
人
で
四
足
獣
の
姿
を

模
し
て
踊
る
の
が
西
日
本
に
多
い
「
二
人

た
思
い
は
、
教
え
を
受
け
た
人
々
の
心
に

し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
、
復
活
を
遂
げ

た
の
で
す
。

農
民
美
術
は
現
在
、
上
田
地
域
の
地
場

産
業
と
し
て
定
着
し
ま
し
た
。
農
民
美
術

作
家
の
方
に
お
話
を
伺
う
と「
全
て
の
人
々

立
ち
の
獅
子
舞
」。
こ
れ
に
対
し
、
東
日
本

に
多
い
「
一
人
立
ち
の
獅
子
舞
」
は
、
獅

子
が
三
頭
一
組
に
な
り
二
足
歩
行
で
踊
る

の
が
特
徴
で
す
。
獅
子
舞
の
中
に
は
、
鹿

の
頭
や
龍
の
頭
を
し
た
も
の
な
ど
も
存
在

し
て
い
ま
す
。

獅
子
舞
の
歴
史
は
古
く
、
日
本
書
紀
で

は
お
客
様
を
お
迎
か
え
す
る
時
や
仏
寺
建

立
の
供
養
を
す
る
時
に
伎
楽
（
ぎ
が
く
）

が
行
わ
れ
た
と
記
載
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

に
は
芸
術
を
生
み
出
す
力
が
あ
り
、
そ
の

可
能
性
を
信
じ
て
地
方
の
農
村
で
運
動
を

実
践
し
た
の
が
山
本
先
生
で
し
た
。
先
生

の
熱
意
や
信
念
を
我
々
は
決
し
て
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
と
熱
く
語
る
の

で
す
。
農
民
美
術
の
デ
ザ
イ
ン
も
時
代
を

経
て
変
化
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

黙
々
と
制
作
し
た
素
朴
な
風
合
い
に
こ
そ

上
田
人
の
心
が
垣
間
見
え
ま
す
。
そ
う
い

っ
た
意
味
で
「
農
民
美
術
」
と
は
、
我
々

の
風
土
や
気
質
を
よ
く
表
し
た
名
前
だ
と

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

伎
楽
の
一
作
法
に
獅
子
舞
が
あ
り
ま
し
た
。

現
在
で
も
、
神
社
が
神
事
の
際
に
行
う

演
舞
で
獅
子
舞
が
踊
り
伝
え
ら
れ
て
い
た

り
、
地
域
に
よ
っ
て
は
祇
園
祭
や
道
祖
神

祭
な
ど
で
踊
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

獅
子
舞
は
地
域
社
会
が
伝
承
し
て
き
た

民
俗
芸
能
で
す
が
、
そ
の
運
営
は
年
々
苦

し
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
人

手
不
足
や
資
金
不
足
と
い
っ
た
社
会
環
境

の
変
化
も
そ
う
で
す
が
、
地
域
の
人
々
か

上
田
に
あ
る
獅
子
舞

暮
ら
し
と
深
く
結
び
つ
い
た
民
俗
芸
能

獅
子
舞
っ
て
何
？

文 

● 

ど
ら
い
も
ん

房山獅子の天狗

房山獅子のお囃子

房山獅子

上田駅前の、中国・寧波市
より贈られた獅子



ら
信
仰
心
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
そ

の
背
景
に
あ
る
と
思
え
ま
す
。
地
域
の
五

穀
豊
穣
、
家
内
安
全
、
無
病
息
災
を
祈
っ

て
き
た
民
間
信
仰
は
、
現
代
に
は
不
要
な

も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
地

域
の
獅
子
舞
を
残
そ
う
と
懸
命
に
努
力
さ

れ
て
い
る
方
々
や
、
一
時
は
途
絶
え
て
し

ま
っ
た
け
れ
ど
自
分
達
の
地
域
の
獅
子
舞

を
再
び
蘇
ら
せ
よ
う
と
努
力
さ
れ
て
い
る

方
々
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
今
回
は
、

全
国
で
三
千
近
く
あ
る
と
い
わ
れ
る
民
俗

芸
能
「
獅
子
舞
」
を
通
し
て
上
田
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

獅
子
舞
は
、
上
田
が
誇
る
民
俗
芸
能
で

す
。
現
在
で
も
上
田
に
は
沢
山
の
獅
子
舞

が
あ
り
、
再
び
踊
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い

獅
子
舞
を
含
め
る
と
数
は
さ
ら
に
増
え
ま

す
。
数
の
多
さ
だ
け
で
は
な
く
そ
の
歴
史

や
伝
承
さ
れ
て
き
た
ル
ー
ツ
、
種
類
、
形

状
と
い
っ
た
違
い
が
神
秘
性
を
か
も
し
出

し
非
常
に
面
白
い
地
域
だ
と
感
じ
ま
す
。

下
之
郷
三
頭
獅
子
、
岳
の
幟
（
た
け
の
の

ぼ
り
）
で
踊
ら
れ
る
獅
子
舞
の
前
山
三
頭

獅
子
な
ど
は
頭
が
龍
で
あ
っ
た
り
、
歴
代

の
上
田
藩
主
達
も
獅
子
舞
を
丁
重
に
扱
っ

て
い
た
跡
が
見
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
、
地

域
で
獅
子
舞
を
今
に
守
り
伝
え
て
い
ま

す
。
獅
子
舞
の
頭
が
龍
の
理
由
は
、
塩
田

地
方
で
は
岳
の
幟
の
よ
う
な
雨
乞
い
が
今

で
も
続
い
て
い
た
り
、
灌
漑
用
の
た
め
池

も
多
く
作
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
な

ど
か
ら
、
水
不
足
で
大
変
悩
ま
さ
れ
た
地

域
だ
っ
た
の
で
水
の
神
様
で
あ
る
龍
の
か

ぶ
り
も
の
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
歴
代
の
上
田
藩
主
達
と
獅

子
舞
の
関
係
も
、
例
え
ば
、
上
原
区
の
三

頭
獅
子
は
、
真
田
幸
隆
あ
る
い
は
長
男
信

綱
が
屋
敷
の
地
固
め
の
祭
事
に
舞
わ
せ
た

の
が
は
じ
ま
り
で
、
そ
こ
か
ら
伝
え
ら
れ

た
常
田
獅
子
と
房
山
獅
子
は
真
田
昌
幸
が

上
田
城
を
築
城
し
た
地
固
め
の
祭
事
に
そ

れ
ま
で
の
獅
子
舞
を
改
作
し
て
踊
ら
れ
た

も
の
が
今
に
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
に
、
上
室
賀
・

下
室
賀
・
保
野
・
別
所
（
岳
の
幟
）
の
獅

子
舞
も
地
固
め
の
式
に
奉
納
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
次
の
藩
主
、
仙
石

忠
政
の
上
田
城
修
築
で
も
先
例
に
な
ら
い

常
田
獅
子
と
房
山
獅
子
が
奉
納
さ
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
藩
主
が

松
平
に
か
わ
っ
て
も
六
代
目
藩
主
で
二
度

も
老
中
を
大
任
し
た
松
平
忠
固
が
上
田
城

修
築
の
際
に
、
上
室
賀
・
下
室
賀
の
獅
子

舞
に
奉
納
の
褒
美
と
し
て
家
紋
の
使
用
を

許
し
今
で
も
獅
子
の
前
垂
（
ま
え
た
れ
）

に
五
三
の
桐
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

真
田
坂
の
す
ぐ
隣
に

あ
る
常
田
と
房
山
の
獅

子
舞
は
、
上
田
を
代
表

す
る
歴
史
あ
る
獅
子
舞

な
の
で
「
上
田
獅
子
」

と
総
称
さ
れ
て
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
姿
が

農
民
美
術
に
も
度
々

登
場
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
獅
子
舞
が
こ
こ

に
暮
ら
す
住
民
の
日
常

生
活
に
広
く
浸
透
し
て

い
た
も
の
だ
と
感
じ
ら

れ
ま
す
。
上
田
獅
子
は
３
人
で
一
緒
に
舞

う
一
人
立
ち
の
三
頭
獅
子
で
す
。
そ
も
そ

も
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
祇
園
祭
で
踊

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
上
田
城
築
城

の
時
や
そ
れ
以
後
の
修
築
の
度
に
奉
納
さ

れ
、
江
戸
期
で
は
城
中
に
祝
い
事
が
あ
る

度
に
、
明
治
の
廃
藩
後
は
特
別
な
祭
典
や

慶
事
の
時
に
だ
け
舞
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
現
在
で
も
橋
の
開
通
式
や
市
制

実
施
周
年
祝
賀
、
特
に
毎
年
行
わ
れ
て
い

る
「
真
田
ま
つ
り
（
本
年
度
の
真
田
ま
つ

り
は
秋
に
移
行
）」
に
は
一
年
交
代
で
常
田

獅
子
と
房
山
獅
子
が
踊
ら
れ
て
い
ま
す
。

普
通
の
獅
子
舞
に
は
子
供
の
さ
さ
ら
舞
が

つ
い
て
い
る
も
の
で
す
が
上
田
の
獅
子
舞

の
特
徴
と
し
て
、代
わ
り
に
烏
天
狗（
常
田
）

や
小
天
狗
（
房
山
）
の
面
を
つ
け
た
子
供

の
鐘
叩
き
が
一
緒
に
舞
い
ま
す
。
常
田
獅

●参考文献
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（下）房山獅子



子
が「
田
植
え
」を
表
し
、房
山
獅
子
が「
稲

刈
り
」
を
表
し
た
踊
り
だ
と
い
わ
れ
て
い

て
、「
田
植
え
」
を
表
し
た
常
田
獅
子
は
厳

格
で
荒
々
し
く
、「
稲
刈
り
」
を
表
し
た
房

山
獅
子
は
比
較
的
大
人
し
い
踊
り
で
す
。

ま
た
、
現
在
で
は
一
緒
に
踊
る
こ
と
は
難

し
い
で
し
ょ
う
が
、「
田
植
え
」
が
先
で
「
稲

刈
り
」
が
後
と
順
番
も
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

上
田
獅
子
の
違
い
を
探
せ
ば
、
獅
子
の
格

好
も
そ
う
で
す
し
踊
る
向
き
が
違
っ
て
い

た
り
、
履
い
て
い
る
足
袋
の
色
が
違
っ
て

い
た
り
等
々
と
結
構
あ
り
ま
す
が
、
ま
ぁ
、

実
際
に
ご
自
分
の
目
で
探
し
て
く
だ
さ
い

（
笑
）。
ち
な
み
に
、
高
い
所
か
ら
見
下
ろ

さ
な
い
よ
う
に
見
る
の
が
獅
子
舞
を
見
る

時
の
マ
ナ
ー
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

「
上
田
獅
子
」
の
名
前
の
よ
う
に
、
上
田

と
獅
子
舞
は
非
常
に
馴
染
み
深
い
存
在
で

す
。
そ
う
い
え
ば
、

上
田
で
は
獅
子
舞

以
外
に
も
「
獅
子
」

を
良
く
見
か
け
ま
す

ね
。
農
民
美
術
の
中
に

そ
の
姿
が
あ
っ
た
り
、
上

田
駅
の
前
に
友
好
交
流
都
市
、

中
国
・
寧に

ん
ぽ
ー波
市
か
ら
の
中
国
獅

子
が
あ
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
神
社

に
狛
犬
が
あ
っ
た
り
と
。
え
っ
、

狛
犬
は
「
獅
子
」
じ
ゃ
な
い
っ
て
！　

半

分
正
解
で
す
。
神
社
の
狛
犬
は
口
を
開
け

て
い
る
方
が
「
獅
子
」。
口
を
閉
じ
て
い
る

方
が
「
狛
犬
」。
合
わ
せ
て
狛
犬
と
呼
ぶ

け
ど
中
身
は
「
獅
子
と
狛
犬
」
な
ん
で
す
。

実
は
、
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
て
き
て
奈
良
時

代
ま
で
は
駅
前
の
中
国
獅
子
の
様
に
二
匹

と
も
獅
子
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
平
安
時

代
以
降
に
は
獅
子
と
狛
犬
の
組
み
合
わ
せ

に
な
り
ま
す
。
同
時
に
、
元
々
あ
っ
た
狛

犬
の
角
も
簡
略
さ
れ
て
い
き
昭
和
以
降
に

作
ら
れ
た
狛
犬
か
ら
は
角
が
完
全
に
消
さ

れ
、
獅
子
と
の
違
い
は
口
の
開
き
方
だ
け

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
置
か
れ
る
場

所
も
屋
内
か
ら
屋
外
に
な
り
木
製
か
ら
石

や
金
属
や
陶
器
と
材
料
も
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
さ
す
が
に
「
二
匹
と
も
獅
子
」
と

ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
が
古
い
狛
犬
（
木
製
）

が
塩
野
神
社
（
保
野
）
や
生
島
足
島
神
社

（
下
之
郷
）
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ま
ぁ
、「
獅
子
舞
」
も
「
獅
子
」
も
元
々

の
形
と
は
変
わ
っ
て
き
た
み
た
い
で
す
け

ど
、
こ
れ
か
ら
も
疫
病
退
治
、
悪
魔
払
い

を
す
る
も
の
と
し
て
上
田
を
守
っ
て
い
っ

て
下
さ
い
。
今
回
は
、「
上
田
に
あ
る
獅
子

舞
」
を
取
材
し
ま
し
た
が
お
読
み
に
な
っ

た
皆
さ
ん
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
信
仰
心
を
少

し
は
取
り
戻
せ
ま
し
た
か
？　

僕
は
、
狛

犬
み
た
い
に
半
分
く
ら
い
は
取
り
戻
せ
た

か
な
（
笑
）

上
田
と
獅
子

常田獅子
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　私は松尾町に生まれ、高校卒業後の一時期

を除いてずっとこの地に住んでいます。先日、

PTA 役員の家内に聞いて驚きました。4月から

町内の小学生が二人になるとのこと。私は団

塊の世代ではないけれど、小学校にあがった

昭和30年代末頃は、この小さな自治体に同年

生が7～8人もいて、町内には子供があふれか

えり、集団で遊びまわっていました。数年前、

この地域は準限界集落であるとの報道があり

ましたが、さもありなんと実感します。

　駅前から北に延びるこの町は、昭和30年代

後半から40年代にかけて道路拡幅されるま

で、雑然とした街並みでした。風呂のない家も

多く、近くに銭湯が何軒もありました。下水も

未整備で、衛生状態は現在と比べものにはな

りません。しかしながら、当時は、実に人間味

あふれる生活ではなかったかと思うのです。

夕方になると、各商店の奥からは夕餉の支度

の匂いがし、町内では遊んでいる子供達を呼

ぶ母親の声がありました。こうした記憶が刻

み込まれているせいか、私にとってこの地は

遠くから訪れる土地ではなく、暮らしていく

場なのです。

　中心市街地の衰退は、廃業などによる商店

数の減少や地域の居住人口の急激な減少をも

たらし、さらに高齢化も進みました。まちの賑

わいや文化、地域の社会活動の担い手が減り、

地域コミュニティの維持にも支障が出始めて

いる気がします。中心市街地の活性化につい

ては、少子高齢化、特に生産年齢人口の減少

に伴う税収減などの財政問題、既存インフラ

の有効活用など都市経営の面から論じられ

ることも多いのですが、この地に暮らす私に

とっては、大勢の子どもの声がして、若い人

もお年寄りも一緒に暮らす地域社会の復活が

最大の願いです。

　団塊の世代に続き、私の年代も近い将来に

第一線を退く時期がきます。故郷を離れ各地

で頑張ってきた同郷の仲間も、産土に誘われ

て帰還を考えるでしょう。その時、この地域が

心から帰ってきたいと感じてもらえる場所で

ありたいものです
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編集後記
真田坂最新号をお届けいたします。
気が付けば18号。そこで、これまで
の『真田坂』のバックナンバー、紙
面では語りきれなかった資料をご
覧頂けるよう『真田坂キネマギャラ
リー・幻灯舎』内に展示コーナーを
開設いたしました。どうぞお気軽に
お立ち寄りご覧ください。そして、
様々な角度から上田を語り合えれば
幸いです。今後とも宜しくお願い申
し上げます。 

編集室から

この度の東北地方太平洋沖地震
で亡くなられた方々のご冥福を
お祈り致します。そして、被災
された方々と共に、私たちは何
をすべきかを考え、日本の復興
を目指して歩んで行きたいと思
います。


