
写真右：昭和11年の松尾町商店街。日中
戦争の始まる前年で、大売出しの横断幕
には「愛国」の文字がある。
写真左上：大正7年。女性の髪形は 203高
地髷と呼ばれ日露戦争後に大流行した。
左下：昭和27年。戦後の復興が目覚まし
い年末の商店街。それぞれの時が松尾町
の坂を行き交っている。
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北
國
街
道
は
、
中
山
道
の
追
分
宿（
現 

長
野
県
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町
追
分
）
で

分
岐
し
、
高
田
宿
（
現 

新
潟
県
上
越
市

本
町
）
で
北
陸
道
に
合
流
す
る
全
長
約

１
４
０
㎞
を
言
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に

な
っ
て
日
本
の
中
心
が
京
都
か
ら
江
戸

へ
と
移
っ
た
の
に
伴
い
、北
陸
と
江
戸
を

結
ぶ
脇
街
道
の
整
備
が
必
要
と
な
り
幕

府
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

も
保
福
寺
道
を
通
っ
て
入
っ
て
来
た
も

の
で
す
。
当
時
は
上
田
と
松
本
の
人
同

士
で
結
婚
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
な
ど
、

両
地
域
の
間
で
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た

こ
と
の
現
れ
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
江
戸
時
代
は
江
戸
と
の
結

び
付
き
が
次
第
に
強
ま
り
、
上
田
を
通

る
幹
線
道
路
は
江
戸
へ
と
つ
な
が
る
北

國
街
道
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
上
田
領
で
は
東
境
の
番
所
が
あ
っ

た
加
澤
村（
現
・
東
御
市
加
沢
）か
ら
西

境
の
番
所
が
あ
っ
た
下
塩
尻
村（
現
・
上

　

そ
し
て
加
賀
百
万
石
の
藩
主
の
前
田

氏
を
初
め
と
し
て
、
北
陸
の
諸
大
名
の

参
勤
交
代
に
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
佐
渡
の
金
や
越
後
の
蝋
を

江
戸
へ
と
輸
送
す
る
道
と
し
て
も
使
わ

れ
、
北
國
街
道
は
幕
府
に
と
っ
て
非
常

に
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

一
方
で
江
戸
時
代
の
民
衆
に
と
っ
て
、

北
國
街
道
と
い
え
ば
善
光
寺
へ
の
参
拝

田
市
下
塩
尻
）ま
で
、田
中
宿
・
海
野
宿
・

上
田
宿
の
３
つ
の
宿
場
が
あ
り
、
多
く

の
人
々
や
物
資
の
往
来
で
街
道
筋
は
大

変
に
賑
わ
い
ま
し
た
。
当
時
の
旅
人
は

公
式
に
認
め
ら
れ
た
宿
場
以
外
で
の
宿

泊
は
原
則
禁
止
だ
っ
た
の
で
す
が
、
宿

場
と
宿
場
の
間
や
枝
道
に
も
非
公
認
の

宿
が
で
き
て
旅
人
を
コ
ッ
ソ
リ
と
誘
っ

て
い
ま
し
た
。
宿
場
町
も
手
を
こ
ま
ね

い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、役
人
へ
告
発

し
て
取
り
締
ま
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し

た
。
中
之
条
や
小
牧
の
民
家
で
非
公
認

路
で
し
た
。
特
に
関
東
方
面
の
人
は
専

ら「
善
光
寺
道
」と
称
し
て
い
た
ほ
ど
で
、

信
仰
の
道
と
し
て
い
か
に
大
切
だ
っ
た

か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●　
　
　

　

上
田
に
と
っ
て
、北
國
街
道
と
は
ど
う

い
う
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
江

戸
時
代
に
な
る
ま
で
日
本
の
中
心
地
は

京
都
・
大
坂
を
中
心
と
す
る
近
畿
地
方

で
し
た
の
で
、上
田
か
ら
都
へ
と
上
る
道

と
い
え
ば
浦
野
か
ら
一
の
沢
（
青
木
）
を

通
っ
て
松
本
へ
と
抜
け
る
保ほ

う
ふ
く
じ
み
ち

福
寺
道（
松

本
街
道
）で
し
た
。
保
福
寺
道
は
律
令
時

代
に
拓
か
れ
た
東
山
道
に
近
い
ル
ー
ト

を
辿
る
道
で
、
古
来
よ
り
人
々
の
往
来

が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸

時
代
後
期
の
押
絵
雛
は
松
本
の
文
化
が

上
田
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、こ
れ

北
國
街
道

江
戸
の
新
幹
線
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域
で
の
産
物
は
、
懐
具
合
の
寂
し
い
江

戸
庶
民
の
強
い
味
方
で
し
た
。

　

一
方
、北
國
街
道
を
通
っ
て
上
田
に
入

っ
て
き
て
い
た
も
の
も
数
多
く
あ
り
ま

す
。
海
産
物
が
そ
の
代
表
で
、
と
り
わ

け
生
活
必
需
品
の
塩
が
重
要
で
し
た
。

こ
の
時
代
、
製
塩
は
主
に
赤
穂（
現
・
兵

庫
県
赤
穂
市
）で
行
わ
れ
て
お
り
、
上
田

に
も
北
前
船
な
ど
で
運
ば
れ
た
赤
穂
の

塩
が
、
高
田
か
ら
北
國
街
道
経
由
で
入

っ
て
き
て
い
ま
し
た
。

　

最
初
は
主
に
軍
事
や
政
治
の
都
合
に

よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
北
國
街
道
で
し
た

が
、や
が
て
産
業
、流
通
、宗
教
、文
化
へ

と
裾
野
が
広
が
り
、
そ
の
利
益
を
享
受

し
た
の
は
三
都（
江
戸
・
大
坂
・
京
都
）だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
上
田
の

商
工
業
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
北
國
街

道
沿
い
の
庶
民
も
広
く
そ
の
恩
恵
に
浴

し
て
い
た
の
で
す
。

●　
　
　

　

時
代
は
下
っ
て
明
治
時
代
に
鉄
道
に

よ
る
物
流
革
命
が
起
こ
り
、
街
道
筋
は

急
速
に
寂
れ
、
鉄
道
駅
を
中
心
に
人
や

物
が
集
ま
っ
て
い
く
時
代
と
な
り
ま
す
。

上
田
も
明
治
21
年
の
信
越
線
開
通
を
契

機
に
、
北
國
街
道
筋
の
多
く
は
町
外
れ

へ
と
姿
を
変
え
て
行
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
東
海
道
沿
い
に
東
海
道
線

が
、
甲
州
街
道
沿
い
に
中
央
線
が
あ
る
よ

う
に
、
北
陸
新
幹
線（
し
な
の
鉄
道
）は
北

國
街
道
沿
い
に
走
っ
て
金
沢
に
達
し
ま

す
。
そ
し
て
今
も
変
わ
ら
ず
、
東
京
と
上

田
、
そ
し
て
北
陸
を
繋
ぐ
大
動
脈
と
し
て

の
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
明
治
時
代
以
降

の
近
代
化
の
下
地
と
な
り
、
現
在
へ
と
繋

が
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

に
客
を
泊
め
て
い
る
、と
の
藩
へ
の
告
発

文
が
今
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
交
通
路
の
整
備
と
安
全
確
保

に
よ
り
、
諸
国
を
相
手
に
地
域
産
業
が

発
展
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
蚕
糸
関
係
の

産
業
で
は
、
為の

ぼ
せ
い
と
登
糸（
生
糸
）、
蚕さ

ん
し
ゅ種（
蚕

の
卵
）、
上
田
紬
・
上
田
縞（
絹
織
物
）が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
代
、
上
田
縞

や
上
田
紬
は
農
家
の
副
業
と
し
て
盛
ん

に
織
ら
れ
、
そ
れ
を
集
め
て
取
り
引
き

す
る
市
が
上
田
の
町
で
開
か
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
ら
は
江
戸
、
さ
ら
に
は
名

古
屋
か
ら
京
都
・
大
坂
へ
と
荷
送
り
さ

れ
、
安
価
な
絹
織
物
で
あ
る
の
に
丈
夫

で
長
持
ち
す
る
と
大
人
気
と
な
っ
て
い

た
の
で
す
。

　

次
に
、
上う

え
だ
が
み
田
紙
（
和
紙
）
も
上
田
の
川

西
地
域
で
は
大
切
な
産
物
で
し
た
。
そ

の
地
で
漉
か
れ
た
上
田
紙
は
北
國
街
道

を
通
っ
て
江
戸
へ
と
運
ば
れ
、「
鼻
を
か

む
紙
は
上
田
か
浅
草
か
」
と
川
柳
に
詠

ま
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
質
は
そ
れ
程
良

い
と
は
言
え
な
い
も
の
の
安
価
で
気
軽

に
使
え
る
上
田
紙
は
、
江
戸
庶
民
の
間

で
利
用
さ
れ
、
衛
生
環
境
向
上
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、上
田
領
西
隣
の
横
尾
村（
現
・ 

坂
城
町
南
条
）を
中
心
に
作
ら
れ
て
い
た

玄げ
ん
こ古
煙
草
で
す
。
上
田
の
商
人
に
よ
っ

て
江
戸
に
運
ば
れ
た
こ
の
煙
草
は
、そ
の

安
価
さ
で
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
、上
田
領
を
中
心
と
し
た
こ
の
地

監
修
＝
上
田
社
会
教
育
大
学
講
師 

尾
崎
行
也
先
生

北國街道（上塩尻）の町並み

上田縞着物（上田市立博物館所蔵）
加賀藩前田氏の雪隠（便所）
上塩尻の民家に加賀藩前田氏が参勤交代
の際に使用していた雪隠が残っている。

保命水
柳町にある湧水。町の人々
や北國街道を往来する
人々に利用されてきた。

上田紙とともに広く使われた浅草紙
（公益財団法人紙の博物館所蔵）
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安政年間（1855〜1860）の頃の地図に現在の地図を重
ねた。縮尺が異なるため位置関係にズレがあるが、上
田停車場建設前の上田を想い描いて頂きたい。

つ
が
、『
殖
産
興
業
』
で
し
た
。
国
の
経

済
力
を
高
め
豊
か
な
国
民
生
活
を
築
き
、

先
進
国
で
あ
る
欧
米
に
肩
を
並
べ
る
事

が
出
来
る
国
力
を
つ
け
る
事
が
必
須
で

し
た
。
そ
の
実
現
の
為
に
官
営
工
場
を

造
り
鉄
鋼
、
造
船
な
ど
の
重
工
業
や
繊

維
工
業
を
育
成
し
、
国
立
銀
行
条
例
を

制
定
し
て
金
融
に
よ
る
経
済
の
活
性
を

促
し
、
学
制
（
教
育
法
令
）
を
公
布
し

国
を
支
え
る
人
的
資
源
を
育
成
す
べ
く

教
育
を
推
し
進
め
る
な
ど
の
政
策
が
、

驚
く
べ
き
勢
い
で
実
施
さ
れ
て
行
き
ま

し
た
。
そ
の
勢
い
を
象
徴
す
る
事
業
の

ひ
と
つ
が
、
鉄
道
交
通
網
の
建
設
で
す
。

上
田
停
車
場
の
誕
生

１
８
７
２
年
（
明
治
５
年
）
新
橋
‐
横

浜
間
で
鉄
道
が
開
業
し
ま
す
。「
汽
笛
一

声
新
橋
を
♪
早
わ
が
汽
車
は
離
れ
た
り

♪
…
」
と
鉄
道
唱
歌
に
唄
わ
れ
、
力
強
く

明
治
と
い
う
時
代

明
治
と
い
う
時
代
は
、
近
代
化
へ
の

道
を
一
気
に
進
ん
だ
大
変
な
時
代
で
し

た
。
時
の
流
れ
と
呼
ぶ
だ
け
で
は
収
ま

ら
な
い
、
新
し
い
国
の
か
た
ち
へ
の
理
想

と
国
家
建
設
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
ふ
れ

た
時
代
で
し
た
。
あ
る
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
変
わ
り
、
街
の
か
た
ち
も
変
え
て

行
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
松
尾
町
も

生
ま
れ
ま
し
た
。

明
治
新
政
府
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
、

財
政
基
盤
は
無
き
に
等
し
い
も
の
で
し

た
。
幕
藩
体
制
を
潰
し
、
無
一
文
の
状
態

か
ら
日
本
国
全
体
を
一
手
に
面
倒
を
み

る
事
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
大
変
な
こ
と

で
す
。新
た
な
税
制
を
作
っ
た
と
し
て
も
、

国
内
の
産
業
が
そ
れ
な
り
の
力
を
持
た

な
い
限
り
意
味
を
成
し
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
新
政
府
が
掲
げ
た
最
優
先
課
題
の
一

煙
を
吹
き
あ
げ
な
が
ら
走
る
蒸
気
機
関

車
の
姿
は
、
ま
さ
に
新
し
い
時
代
の
訪
れ

を
告
げ
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
全
国

に
鉄
道
敷
設
の
た
め
の
建
設
土
木
工
事
が

急
速
に
進
め
ら
れ
ま
す
。
野
山
を
切
り
開

き
、
橋
を
か
け
、
駅
を
造
る
。
盛
ん
な
公

共
投
資
は
国
内
経
済
を
押
し
上
げ
る
力

と
も
な
り
ま
す
が
、
当
時
の
日
本
の
財
政

は
乏
し
く
、
地
方
行
政
財
源
、
民
間
資

金
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
し
た
。

～
坂
道
を
登
り
な
が
ら
、こ
う
考
え
た
～

上
田
駅
か
ら
中
心
市
街
地
へ
と
続
く
坂
道
。松
尾
町
の
坂（
真
田
坂
）は

明
治
の
初
め
ま
で
上
田
城
下
の
武
家
屋
敷
と
そ
の
外
に
広
が
る
松
林
で
し
た
。

姿
を
変
え
て
行
っ
た
上
田
と
そ
の
時
代
に
、想
い
を
よ
せ
て
み
ま
し
た
。

上田駅前から望む松尾町の坂。

安政年間（1855〜1860）の頃の地図に現在の地図を重
ねた。縮尺が異なるため位置関係にズレがあるが、上
田停車場建設前の上田を想い描いて頂きたい。

北國街道
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先
ず
住
人
の
立
ち
退
き
が
必
要
で
し
た
。

行
政
は
立
ち
退
き
を
命
じ
、
そ
こ
に
住

む
人
た
ち
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。

国
も
地
方
も
金
の
な
い
時
代
。
満
足
な

保
障
も
な
い
ま
ま
、
御
上
の
ご
意
向
に

逆
ら
う
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
６
、０
０
０
円
と
い
う
巨
額

の
寄
付
を
さ
れ
た
事
業
家
も
お
ら
れ
ま

し
た
。
当
時
活
況
を
呈
し
て
い
た
蚕
種

業
で
富
を
築
い
た
方
で
し
た
。
公
事
の

ま
え
に
涙
を
呑
ん
で
私
事
を
捨
て
た
ひ

と
、
民
か
ら
得
た
富
を
民
へ
返
そ
う
と

し
た
ひ
と
。
明
治
と
い
う
時
代
の
人
々

の
大
き
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
松
林
を

切
り
拓
き
幅
八
間
の
道
を
停
車
場
ま
で

繋
げ
、
掘
削
さ
れ
た
土
砂
で
駅
前
周
辺

が
整
地
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て

駅
を
中
心
に
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
動
き

始
め
た
中
で
店
が
で
き
、
宿
屋
が
で
き
、

住
居
が
で
き
、
町
が
で
き
上
田
は
大
き

く
発
展
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

当
時
も
う
ひ
と
つ
の
都
市
計
画
が
あ

り
ま
し
た
。
上
田
・
松
本
間
を
繋
ぐ
「
第

二
線
路
」
通
称
、「
二
線
路
」の
計
画
で
す
。

松
本
は
県
内
で
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な

商
圏
。
松
本
と
の
交
易
は
上
田
の
産
業

振
興
に
お
い
て
必
須
の
も
の
で
し
た
。
そ

の
た
め
の
道
が
「
第
二
線
路
」
だ
っ
た
の

で
す
。
当
時
の
陸
運
は
ま
だ
馬
車
が
主

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
極
力
勾
配
を
抑

え
な
が
ら
一
直
線
に
青
木
峠
へ
向
か
う
道

が
拓
か
れ
ま
し
た
。着
工
は
１
８
８
８
年
。

上
田
停
車
場
が
出
来
た
年
で
す
。
松
尾

町
の
坂
を
切
り
拓
い
た
と
同
じ
よ
う
に
、

千
曲
川
を
越
え
て
三
好
町
か
ら
青
木
ま

で
宅
地
、
田
畑
、
山
林
を
潰
し
て
新
し

い
時
代
の
た
め
の
真
っ
直
ぐ
な
道
を
造
っ

た
の
で
す
。
着
工
か
ら
２
年
。
鉄
道
を

繋
ぐ
構
想
は
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、

上
田
橋
の
完
成
と
と
も
に
県
道
が
開
通

し
、
そ
の
後
国
道
１
４
３
号
線
と
な
り

ま
す
。
つ
い
で
で
す
が
青
木
峠
の
ト
ン
ネ

ル
は
現
存
す
る
国
道
の
ト
ン
ネ
ル
と
し

て
は
最
古
の
も
の
で
す
。

時
代
の
流
れ
の
中
で
大
き
く
変
わ
っ

て
い
く
上
田
の
姿
を
支
え
た
鉄
道
駅
。

そ
の
た
め
に
造
ら
れ
た
道
。
坂
。
そ
の

坂
道
に
松
尾
町
は
あ
り
ま
す
。
街
が
広

が
り
、
様
々
な
街
の
機
能
が
分
散
さ
れ

て
い
る
現
在
。
昔
の
よ
う
な
賑
わ
い
は

薄
れ
て
来
て
は
い
る
も
の
の
。
上
田
駅
は

上
田
の
玄
関
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
上
っ
て

い
く
坂
道
は
人
や
物
、
暮
ら
し
を
運
ぶ

道
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
日
も
ま
た
、
坂
の
上
を
時
が
流

れ
て
い
き
ま
す
。

り
そ
の
先
は
松
が
生
い
茂
る
急
な
坂
が

千
曲
川
へ
と
降
り
て
い
き
ま
し
た
。当
初
、

上
田
停
車
場
を
新
田
の
あ
た
り
に
作
ろ

う
と
の
計
画
が
あ
り
ま
し
た
。
線
路
も

第
一
段
丘
に
沿
っ
て
山
沿
い
を
走
ら
せ
よ

う
と
の
構
想
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
停

車
場
や
機
関
車
の
た
め
の
施
設
、
線
路
、

停
車
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
に
よ
り
桑

畑
が
潰
さ
れ
て
し
ま
う
と
の
理
由
か
ら
、

有
力
な
地
権
者
や
養
蚕
農
家
か
ら
猛
烈

な
反
対
が
も
ち
あ
が
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
次
に
選
ば
れ
た
の
が
現
在
の

上
田
駅
の
あ
る
場
所
で
し
た
。
工
事
の

難
易
度
、
地
盤
の
安
定
度
な
ど
か
ら
み

て
線
路
を
走
ら
せ
る
に
、
山
沿
い
が
良

い
の
か
川
沿
い
が
良
い
の
か
様
々
な
議

論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
上
田
の
将
来
図

を
描
き
、
最
終
的
に
現
在
の
位
置
に
停

車
場
を
造
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ

う
な
る
と
必
然
的
に
市
街
地
か
ら
の
道

が
必
要
と
な
り
、
そ
の
道
は
時
代
の
最

先
端
の
鉄
道
と
市
街
地
を
結
び
、
地
域

上
野
〜
青
森
間
全
通
。
１
８
９
３
年
（
明

治
26
年
）
に
は
横
川
〜
軽
井
沢
が
開
通

し
信
越
本
線
が
完
成
し
ま
す
。
凄
ま
じ

い
速
さ
と
力
で
す
。
そ
の
力
が
「
殖
産

興
業
」
を
牽
引
し
て
い
き
ま
し
た
。

新
し
い
道
づ
く
り

上
田
停
車
場
が
出
来
る
前
、
停
車
場

周
辺
は
千
曲
川
河
川
敷
に
つ
な
が
る
荒

れ
地
で
し
た
。
太
郎
山
の
裾
野
に
広
が

る
上
田
盆
地
の
地
形
は
、
主
に
染
谷
台

地
の
第
一
段
丘
、
上
田
城
を
取
り
巻
く
城

下
が
の
る
第
二
段
丘
と
い
く
つ
か
の
段

丘
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。明
治
の
初
め
、

第
一
段
丘
に
は
養
蚕
の
た
め
の
桑
畑
が
広

が
り
、
第
二
段
丘
に
は
城
下
町
が
あ
り

北
国
街
道
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
の

中
央
交
差
点
は
第
二
段
丘
に
あ
り
交
差

点
で
は
な
く
曲
が
り
角
で
、
道
は
原
町

か
ら
海
野
町
に
曲
が
り
北
国
街
道
が
横

町
に
抜
け
、
南
側
に
は
武
家
屋
敷
が
残

１
８
８
８
年(

明
治
21
年)

８
月
15

日
上
田
の
停
車
場
（
上
田
駅
）
が
開
業

し
、
長
野
〜
上
田
間
が
開
通
し
ま
し
た
。

「
汽
笛
一
声
」
か
ら
16
年
後
の
こ
と
。
翌

１
８
８
９
年
（
明
治
22
年
）
新
橋
〜
神

戸
間
全
通
。
１
８
９
１
年
（
明
治
24
年
）

取
材
協
力
＝
滝
澤
主
税

参
考
文
献
＝
滝
澤
主
税
著「
上
田
の
水
害
」

　
　
　
　
　
上
田
小
県
教
育
会
編
纂

 

　
　
　
　
　
　「
上
田
小
県
地
誌
」

このような崖（段丘）を切り
拓いて松尾町ができた。

明治42年の上田停車場。（上田市立博物館所蔵）

なんと上田には日本一の道があった。長
野県道162号上田停車場線がそれで、上
田停車場（上田駅）から国道141号交差点
までの一般県道。
総延長は約130mであるが、県道77号
長野上田線との重複区間を除くと実延
長は起点の駅前ロータリーから上田駅
お城口交差点までのほんの7m。日本で
最も短い県道である。標識などは設置さ
れていない。地図上では表示されないこ
とがある。ちなみに短い県道の第２位は
広島県の県道204号線。（平成27年現在）

経
済
を
革
新
的
に

発
展
さ
せ
る
道
と
な

る
。
こ
の
拓
か
れ
た

道
が
「
松
尾
坂
（
真

田
坂
）」
で
し
た
。

前
述
の
よ
う
に
、

中
央
交
差
点
か
ら
南

側
は
住
宅
（
私
有
地
）

と
松
林
で
し
た
。
そ

こ
に
道
を
拓
く
に
は

長野県道162号
上田停車場線

県道77号線
との重複部分

7ｍの実延長部分

駅前ロータリー

上田駅

日本一短い県道



6

に
多
か
っ
た
で
す
。
市
町
村
中
を
回
る
移

動
時
間
や
医
師
の
身
体
的
な
負
担
を
考

え
れ
ば
非
常
に
大
変
で
し
た
。
そ
こ
で
訪

問
看
護
と
い
う
制
度
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
患
者
さ
ん
の
家
庭
療
養
を

看
護
師
が
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
介
護
に
関
し
て
訪
問
看

護
師
だ
け
で
は
支
え
き
れ
な
い
の
で
、
介

護
福
祉
士
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
整
備
さ

れ
、
介
護
プ
ラ
ン
を
作
る
専
門
ス
タ
ッ
フ

と
し
て
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
介
護
支
援

専
門
員
）
が
調
整
役
と
し
て
整
備
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
社
会
福
祉
全
分

野
を
担
う
社
会
福
祉
士
や
精
神
障
害
者
の

保
健
及
び
福
祉
分
野
に
特
化
し
た
精
神
保

健
福
祉
士
も
整
備
さ
れ
、
患
者
さ
ん
が
家

庭
に
帰
っ
て
も
困
ら
な
い
よ
う
に
し
っ
か

り
と
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
が
作
ら
れ
て
き

て
い
ま
す
。
噛
み
砕
い
て
説
明
す
る
と
、

行
政
や
自
治
体
、
家
族
だ
け
で
は
な
く
、

薬
な
ら
薬
局
さ
ん
、
も
ち
ろ
ん
普
段
の
買

い
物
を
す
る
商
店
街
さ
ん
と
い
っ
た
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
機
関
が
協
力
し
て
地

域
社
会
全
体
で
患
者
さ
ん
を
支
え
て
い
こ

う
。
こ
う
い
う
体
制
を
作
ろ
う
と
し
て
い

る
の
が
現
在
の
福
祉
の
姿
で
す
。

　

さ
ら
に
、
上
田
病
院
さ
ん
で
木
曜
日
に

行
わ
れ
て
い
る
社
会
保
険
の
被
保
険
者
を

対
象
に
行
っ
て
い
る
特
定
健
診
に
つ
い
て

も
教
え
て
い
た
だ
き
、
病
気
を
早
期
発
見

し
て
患
者
さ
ん
の
負
担
軽
減
や
医
療
費
の

抑
制
が
で
き
る
よ
う
に
健
康
診
断
を
広
く

呼
び
掛
け
て
い
る
こ
と
も
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
元
気
で
長
寿
日
本
一
の
長
野

県
、
そ
し
て
元
気
す
ぎ
る
上
田
の
お
じ
い

ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
ち
ょ
う
ど
良

い
シ
ス
テ
ム
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。

　

福
祉
に
少
し
興
味
が
で
た
の
で
、
も
う

少
し
調
べ
て
み
る
う
ち
に
上
田
と
福
祉
の

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
、
「
福
祉
と
上
田
」

で
す
。
福
祉
と
言
わ
れ
て
も
、
救
済
事

業
？  

奉
仕
活
動
？  
自
立
支
援
？  

広
い

意
味
で
は
、
医
療
や
教
育
も
入
る
の
か

も
し
れ
な
い
し
、
普
段
意
識
し
た
こ
と
が

な
い
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
と
言
う
事

で
、
今
回
は
、
専
門
家
が
沢
山
い
そ
う
な

所
へ
と
取
材
に
行
っ
て
み
ま
し
た
。

　

さ
っ
そ
く
、
真
田
坂
に
あ
る
上
田
病
院

さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。
駅
に
近
く
て
便
利

で
親
切
な
、
地
域
に
愛
さ
れ
て
い
る
身
近

な
病
院
で
す
。
取
材
を
受
け
て
い
た
だ
け

た
の
は
須
江
さ
ん
と
中
村
さ
ん
と
勝
見
さ

ん
で
す
。
病
院
と
い
う
切
り
口
か
ら
福
祉

を
患
者
さ
ん
に
例
え
て
説
明
し
て
下
さ
い

ま
し
た
。

　

も
し
あ
な
た
が
病
気
に
な
っ
た
ら
、
患

者
さ
ん
で
あ
る
あ
な
た
の
幸
せ
は
何
だ
ろ

う
か
？
を
考
え
ま
す
。
病
院
で
ず
っ
と
過

ご
す
よ
り
も
家
庭
で
過
ご
し
た
い
だ
ろ

う
な
。
も
し
そ
う
な
ら
、
患
者
さ
ん
の
自

立
支
援
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
こ
う
。
こ
う

考
え
て
い
る
の
が
現
代
の
福
祉
で
す
。
昔

は
、
困
っ
た
事
は
市
役
所
か
民
生
委
員
に

相
談
す
る
し
か
な
か
っ
た
し
、
病
院
と
し

て
も
個
人
宅
へ
訪
問
す
る
往
診
が
非
常

意
外
な
関
係
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
例
え

ば
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
上
田
生
ま
れ
の

制
度
だ
っ
た
こ
と
で
す
。

　

昭
和
27
年
（
１
９
５
２
年
）
頃
か
ら
上

田
市
在
住
の
女
性
が
行
っ
て
い
た
、
妊
産

婦
や
多
子
家
庭
な
ど
の
子
供
の
面
倒
や
一

人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
話
し
相
手
、
障
害

者
の
介
護
を
す
る
と
い
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
が
現
在
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
制
度

の
も
と
で
す
。
そ
の
女
性
の
名
前
が
わ
か

ら
な
い
の
に
は
訳
が
あ
り
ま
す
。
奉
仕
の

精
神
か
ら
行
っ
て
い
た
も
の
な
の
で
、
匿

名
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
本
人
の
強
い
希

望
を
汲
ん
だ
為
で
す
。
戦
争
の
爪
痕
に
苦

し
ん
で
い
た
時
代
に
、
こ
の
よ
う
な
事
業

が
起
こ
っ
て
も
他
の
市
町
村
で
は
廃
止
に

追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
上
田

福祉創世記
上田から全国へ 福祉のトップランナー

文●どらいもん

取材を受ける上田病院の皆さん

買い物をする子供たち。世代を超えた優しい町へ

● 
今
回
の
テ
ー
マ
っ
て
ど
う
？

● 

福
祉
の
専
門
家
が

沢
山
い
そ
う
な
所
へ

● 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
と
上
田
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で
は
「
お
金
の
こ
と
よ
り
も
困
っ
て
い
る
人

を
放
っ
て
お
け
な
い
精
神
」
で
辛
う
じ
て

続
け
ら
れ
、
そ
の
後
、
昭
和
30
年
に
上
田

市
社
会
福
祉
協
議
会
が
組
織
化
。
さ
ら
に

翌
年
、
長
野
県
が
上
田
を
モ
デ
ル
に
し
た

家（注
１
）庭

養
護
婦
派
遣
事
業
と
し
て
実
施
し
ま

す
。
長
野
県
と
時
同
じ
く
し
て
大
阪
で
も

同
様
の
事
業
が
始
ま
り
、
徐
々
に
全（注
２
）国

的

な
広
が
り
を
見
せ
て
い
き
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
へ
と
発
展
し
て
い
く
の
で
す
。

　

さ
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
に
「
真
田

丸
」
が
決
ま
り
ま
し
た
。
上
田
と
大
阪
は

縁
が
深
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
も
上
田
と
大
阪
か
ら
広
が
っ
て
行

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
福
祉
の
世
界
で
は

民
生
委
員
制
度
で
も
ご
縁
が
あ
っ
た
り
し

ま
す
。
私
た
ち
の
生
活
の
一
番
近
く
に
あ

る
社
会
福
祉
機
関
で
あ
る
民
生
委
員
さ
ん

は
、
地
域
住
民
の
生
活
状
況
を
把
握
し
て

相
談
に
乗
っ
た
り
必
要
が
あ
る
と
き
に
担

当
行
政
に
協
力
や
報
告
を
し
た
り
と
、
と

に
か
く
大
忙
し
で
す
。
こ
の
民
生
委
員
制

度
は
、
大
正
７
年
（
１
９
１
８
年
）
に
当

時
の
大
阪
府
知
事
で
あ
っ
た
林
市
蔵
と
、

そ
の
政
治
顧
問
で
上
田
市
出
身
の
小
河

滋
次
郎
（
お
が
わ
し
げ
じ
ろ
う
）
が
考
案

し
た
方
面
委
員
制
度
が
発
展
し
た
も
の
で

す
。
法
学
者
で
も
あ
っ
た
小
河
滋
次
郎
の

人
生
は
、
前
半
は
感
化
法
（
現
・
児
童
福

祉
法
お
よ
び
少
年
法
）
や
監
獄
法
（
現
・

刑
事
収
容
施
設
法
）
の
立
法
に
関
わ
り
受

刑
者
を
刑
罰
で
は
な
く
感（注
３
）化

教
育
と
い

う
視
点
で
更
生
さ
せ
る
こ
と
を
唱
え
ま
し

た
。
そ
し
て
、
後
半
は
最
も
身
近
な
地
域

の
福
祉
機
関
で
あ
る
民
生
委
員
制
度
へ
と

発
展
し
た
方
面
委
員
制
度
に
尽
力
を
注
ぎ

ま
し
た
。

　

小
河
滋
次
郎
は
、
医
学
博
士
と
し
て
世

界
初
の
人
工
が
ん
実
験
に
成
功
す
る
山
極

勝
三
郎
や
第
二
代
上
田
市
長
と
な
っ
た
勝

俣
英
吉
郎
ら
と
共
に
真
田
坂
を
の
ぼ
っ
た

先
に
あ
る
馬
場
町
で
幼
少
期
を
過
ご
し
た

竹
馬
の
友
で
す
。
東
京
在
住
中
に
上
田
出

身
者
で
上
田
郷
友
会
と
い
う
会
の
立
ち
上

げ
も
一
緒
に
行
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
小
河

滋
次
郎
を
調
べ
て
い
く
と
そ
の
人
脈
の
す

ご
さ
に
も
驚
か
さ
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教

に
基
づ
い
た
奉
仕
の
考
え
方
と
し
て
、
感
化

教
育
の
先（注
４
）駆

者
で
あ
っ
た
留
岡
幸
助
や
有

馬
四
郎
助
。
内
村
鑑
三
や
新
島
譲
。
そ
の

他
に
も
、
大
隈
重
信
、
渋
沢
栄
一
、
岩
崎
弥

之
助
と
い
っ
た
超
一
流
と
言
わ
れ
る
人
物
と

の
繋
が
り
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
当
時

の
上
田
で
は
自
由
大
学
や
農
民
美
術
運
動

と
い
っ
た
教
育
福
祉
の
運
動
が
展
開
さ
れ

た
り
、
そ
の
後
に
は
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
制

度
、
全
国
初
の
公（注
５
）立
点
字
図
書
館
の
設
立

（
昭
和
30
年
）
と
い
っ
た
、
よ
り
良
い
社
会

建
設
へ
の
気
概
の
様
な
も
の
を
感
じ
ま
す
。

　

ど
う
だ
上
田
っ
て
す
ご
い
だ
ろ(

笑)

。
私

は
、
お
客
様
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
本
質
も
広

い
意
味
で
の
福
祉
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
「
顧
客
の
ニ
ー
ズ
」
や
「
需
要
と
供

給
」
と
表
現
さ
れ
ま
す
が
、

要
は
必
要
と
し
て
い
る
方
に

必
要
と
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
と
い
う
奉
仕

活
動
で
す
。
上
田
病
院
さ
ん

の
お
話
で
は
な
い
で
す
が
、

私
た
ち
商
店
街
も
こ
れ
か

ら
の
福
祉
社
会
を
支
え
る
一

機
関
と
し
て
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
い
け
る
の
か
。
ど
こ

を
目
指
し
て
い
け
ば
良
い
の

か
。
今
回
は
そ
ん
な
こ
と
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
取
材

と
な
り
ま
し
た
。

注１  家庭養護婦派遣事業
戦争未亡人の雇用対策としての意味合いもあったとされるが、補助要綱による
と「多数の母子ならびに身体障害者等が社会的経済的変動を受けて、家庭生活の
維持すら至難となり、さらに不時の傷病等によって家事の処理が困難となる場
合が多く、親せき知人または近隣の扶養奉仕も自ら限界があり、多くを望めな
い状況にかんがみ・・・」とされる事業

注２  ホームヘルパーの歴史

注３  感化教育
刑罰による更生ではなく、教育や道徳といった考え方や行動に影響を与えるこ
とによって、自然に更生感化させることを目的として行われる教育

注４  感化教育の先駆者
留岡幸助(北海道家庭学校)や有馬四郎助(横浜家庭学園)は、私財を投じて感化教
育施設を作った先駆者。日本で私立の児童自立支援施設が二つしかないのもそ
うした経緯からなる。

注５  上田点字図書館設立
昭和26年に点字図書部設立。昭和30年、蔵書・読者の増加に伴い長野県上田点字
図書館として新たに隣接建物で開館。設立には、小河滋次郎の実兄でもある医
師の金子直躬が大きくかかわり、勝俣英吉郎が涙を流して市会を説得した全国
初の公立点字図書館。

昭和27年 上田在住の
女性

妊産婦や多子家庭の子供、一人暮らしの高齢者、障害
者の介護 等

昭和30年 上田市 上田市社会福祉協議会が主体となり組織化し実施

昭和31年 長野県 上田をモデルに家庭養護婦派遣事業として県の事業
として開始

昭和33年 大阪府 臨時家政婦派遣制度として開始

昭和34年 大阪府 家庭奉仕員派遣制度と改名され実施

昭和37年 国 家庭奉仕員制度設置要綱を制定

昭和38年 国 老人家庭奉仕員(老人福祉法)として細分化

昭和42年 国 身体障害者家庭奉仕派遣事業を創設

昭和45年 国 障害児家庭奉仕員派遣事業を創設

平成3年 国 名称を家庭奉仕員からホームヘルパーに変更

【 取材先 】 医療法人 健静会／上田病院

【 参考文献 】 『生涯学習と文化活動』 上田市誌 近現代編
 『長野県上田点字図書館のあゆみ』 －全国最初の公立点字図書館－
 『上田小県近現代史研究会ブックレット』 №12
 『住民と共に歩んだ 50年』 社会福祉法人 上田市社会福祉協議会

点字図書館が併設されていた旧上田図書館

上田城趾公園内にある小河滋次朗の胸像

● 

竹
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～
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次
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勝
三
郎
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● 

民
生
委
員
と
上
田

● 

福
祉
と
ビ
ジ
ネ
ス
と
奉
仕
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● 発行責任者：長野県上田市松尾町
 商店街振興組合
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編集後記
発刊が大変に遅れまして、読者の
皆様には大変にご迷惑おかけいた
しました。また、取材や編集作業な
ど発刊に向けてご協力いただいた
関係者各位に、心より御礼申し上
げます。次号も真田坂をよろしく
お願いいたします。

太字はフリーペーパー協賛店

昨年10月末、上田駅前にOPENさせていた
だきました。
年齢を感じさせない「きれいな日常着」か
ら、素敵なインポート品、アクセサリー、
バッグなどの小物類も揃え「新しい貴女ら
しさの発見」をお手伝いさせていただきた
いと思います。
どうぞお気軽にご利用くださいますよう、
お願い申し上げます。

muse ミューズ
語源は「ギリシャ神話に登場する
9人の芸術の女神たち」。

「ミュージアム」「ミュージック」
「アミューズ」などの意味に通じ
ると言われています。

〒386-0012
上田市中央1-4-4
松尾町駅前ビル1F
tel/fax: 0268-75-7513

10:30 –18:30OPEN 定休日：水曜日

カジュアルなフレンチで
日常生活に小さな贅沢を

広くゆったりとした空間で
楽しいひと時を
お過ごしください

ビストロ  ル・カドル
LUNCH	 11:30〜14:00	(LO)
DINNER	17:30〜
定休日	 火曜／不定休
駐車場あり
長野県上田市中央２丁目1-15

TEL0268-75-0463
パーティなどのご予約も承ります。

（上田市立博物館所蔵）


