
利根町地域資源登録事業

利根町思い出ライブラリ
戦後の利根町の写真や証言を収集して、地域の思い出として保存・
共有を目指すプロジェクトが動き始めました。
今後も収集、編集を継続して、デジタル技術を利用した地域アーカ
イブスの構築を目指していきます。

　
高
度
経
済
成
長
期
と
呼
ば
れ
る
昭
和
30
年

代
か
ら
40
年
代
。
戦
後
、
日
本
社
会
は
高
度

経
済
成
長
に
よ
り
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
大
き

く
変
化
し
ま
し
た
。
利
根
町
に
も
多
く
の
変

化
が
あ
っ
た
こ
の
時
期
。
現
代
に
繋
が
る
変

化
を
知
る
こ
と
は
、
町
の
未
来
を
考
え
る
上

で
も
重
要
な
こ
と
で
す
。

　
50
年
以
上
前
の
利
根
町
の
記
録
を
集
め

て
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
し
た
地
域
ア
ー

カ
イ
ブ
ス
の
構
築
を
目
指
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
動
き
始
め
ま
し
た
。
そ
の
名
も
「
利
根
町

思
い
出
ラ
イ
ブ
ラ
リ
」。

　
み
な
さ
ん
の
記
憶
の
中
に
あ
る
、
貴
重
な

利
根
町
の
思
い
出
や
経
験
を
、
収
集
・
記
録

し
て
、
利
根
町
の
過
去
の
姿
や
地
域
の
変
遷

を
共
有
資
産
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
戦
後
の
利
根
町
を
知
っ
て
い
る
人
た
ち

は
、
地
域
の
歴
史
や
変
遷
に
深
く
関
わ
っ
て

き
た
貴
重
な
証
人
で
あ
り
、
そ
の
記
憶
や
経

験
は
、
個
人
の
人
生
や
経
験
に
留
ま
ら
ず
、

時
代
や
地
域
の
貴
重
な
記
録
で
も
あ
り
ま

す
。
　

　
広
報
と
ね
の
裏
表
紙
に
毎
月
掲
載
し
て
い

る
「
と
ね
ま
ち
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
」
で
も
、
昔

の
広
報
と
ね
を
掲
載
し
て
い
ま
す
が
、
一
つ

の
記
事
か
ら
当
時
の
様
子
が
わ
か
る
よ
う

に
、
昔
の
写
真
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
証
言
を

記
録
す
る
こ
と
は
、
町
の
貴
重
な
記
録
と
な

り
ま
す
。

　
今
年
の
７
月
、
シ
ニ
ア
の
方
々
に
よ
る
少

人
数
で
の
座
談
会
を
開
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持

ち
寄
っ
た
昭
和
30
～
40
年
代
の
写
真
を
見
な

が
ら
当
時
の
記
憶
を
話
し
て
、
記
録
す
る
と

い
う
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
今
後
も
、
年
代

や
カ
テ
ゴ
リ
を
細
か
く
わ
け
な
が
ら
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
な
ど
、
収
集
作
業
を

進
め
て
い
く
予
定
で
す
。収
集
し
た
記
録
は
、

整
理
・
編
集
を
行
い
、
ウ
ェ
ブ
上
で
の
公
開

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

探しているのはこんな写真です
・昭和 30～ 40年代の写真
・集合写真やポートレートよりも人々の暮らしの様子がわかるもの
・屋内よりも屋外で撮影された、町の様子がわかるもの
・撮影者が写真提供について許可できるもの

古い広報とねも探しています
・昭和 39年に発行された広報とね第 1号から第 8号
・昭和 40年２月号、昭和 40年４～ 7月号

お持ちの方は役場まち未来創造課シティプロモーション係までご連絡ください。
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て
意
味
を
持
ち
ま
す
し
、
何
よ
り
地
域
は
ま

ず
人
々
が
暮
ら
す
場
所
だ
か
ら
で
す
。

　
例
え
ば
あ
る
町
は
、
過
疎
指
定
を
受
け
、

若
い
人
た
ち
が
町
か
ら
出
て
行
っ
て
高
齢
化

率
が
高
く
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。
そ
の
対
策

を
考
え
る
前
に
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
そ
う
な
っ

た
の
か
、
元
々
は
ど
う
い
う
産
業
が
あ
っ
た

町
で
、
い
つ
か
ら
そ
う
な
っ
た
の
か
、
そ
う

し
た
こ
と
も
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
特
に
今
、
地
方

が
抱
え
て
い
る
課
題
は
、
こ
の
国
が
大
き
く

変
わ
っ
て
き
た
、
戦
後
か
ら
高
度
成
長
の
時

代
辺
り
に
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
が

あ
っ
た
は
ず
で
す
。

　
筆
者
は
、
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
に
在
職

中
に
、
利
根
町
の
他
、
真
鶴
町
、
横
瀬
町
な

ど
、
都
市
圏
か
ら
近
い
距
離
に
あ
る
近
郊
都

市
に
着
目
し
て
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
授
業

で
は
そ
の
町
を
知
る
た
め
に
、
地
域
の
シ
ニ

ア
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
私
た
ち
が
聞
き
た
か
っ
た
の
は
、
シ

ニ
ア
の
自
分
語
り
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
長

く
生
き
て
き
た
方
の
人
生
は
、
そ
の
ま
ま
町

や
時
代
の
歴
史
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。
利
根

町
で
は
、
御
年
90
歳
（
当
時
）
の
行
商
人
の

方
と
学
生
た
ち
が
対
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
そ
の
方
が
語
る
当
時
の
記
憶
や
商

売
の
こ
と
な
ど
は
、
素
晴
ら
し
い
戦
後
史
そ

の
も
の
で
し
た
。

　
こ
う
し
た
経
験
か
ら
、
シ
ニ
ア
の
記
憶
と

記
録
は
、
そ
の
地
域
の
最
大
の
資
産
で
あ

り
、
未
来
に
継
承
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
思

利根町の財産って
何ですか？

　
余
所
者
と
し
て
あ
る
町
に
伺
う
時
に
ま
ず

知
り
た
い
の
は
、
そ
こ
は
ど
う
い
う
町
で
、

そ
こ
で
は
ど
う
い
う
人
が
ど
う
暮
ら
し
て
き

た
の
か
、
そ
の
町
で
暮
ら
す
人
々
の
日
常
の

暮
ら
し
で
す
。
観
光
や
歴
史
的
な
こ
と
に
関

す
る
資
料
は
、
ど
の
町
で
も
力
を
入
れ
て
作

成
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
本
当
に
そ
の
町
を

理
解
す
る
た
め
に
は
、
日
常
の
こ
と
も
知
り

た
い
の
で
す
。
祭
り
や
行
事
な
ど
「
ハ
レ
」

の
日
は
、
日
常
「
ケ
」
の
日
が
あ
っ
て
初
め

い
を
強
く
し
ま
し
た
。
人
々
の
人
生
の
物
語

は
、
集
ま
る
こ
と
で
大
き
な
時
代
と
地
域
の

記
録
、
物
語
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
利
根
町

に
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
と
い
う
激
動
の
時
代

を
乗
り
切
っ
て
き
た
た
く
さ
ん
の
シ
ニ
ア
の

方
々
が
お
ら
れ
ま
す
。
今
回
、
利
根
町
と
ご

縁
を
い
た
だ
き
、
利
根
町
を
舞
台
に
シ
ニ
ア

を
中
心
と
し
た
地
域
住
民
の
記
憶
を
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
収
集
し
な
が
ら
、
個
人

写
真
や
映
像
、書
面
な
ど
の
記
録
を
集
め
て
、

利
根
町
の
記
憶
と
記
録
か
ら
な
る
、
住
民
に

よ
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
「
利
根
町
思
い
出
ラ
イ

ブ
ラ
リ
」
を
作
成
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
ま

す
。そ
し
て
そ
れ
を
利
根
町
の
資
産
と
し
て
、

次
の
時
代
に
残
し
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
あ
る
町
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
そ

の
町
で
暮
ら
し
て
い
る
方
な
の
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
町
と
縁
を
持
っ
て

出
入
り
し
て
い
る
人
も
、
住
人
が
気
付
い
て

な
い
こ
と
に
目
が
向
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
の
こ
と
を
「
関
係
人
口
」

と
呼
び
ま
す
。
筆
者
は
、
川
べ
り
で
強
烈
な

夕
日
を
浴
び
た
り
、
路
地
裏
の
洋
食
屋
さ
ん

の
ハ
ン
バ
ー
グ
も
食
べ
ま
し
た
。
夕
方
５
時

に
流
れ
る
ド
ボ
ル
ザ
ー
ク
の
家
路
も
何
回
も

聴
い
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
利
根
町
の
関

係
人
口
の
一
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は

利
根
町
の
財
産
は
、
ま
ず
そ
こ
で
暮
ら
し
て

き
た
住
民
の
方
々
と
そ
の
記
憶
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

春木 良且 先生
産業民俗学者

（一社）先端社会科学技術研究所代表理事
昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員

利根町に何度も足を運び、シニアの方々
にお話を聞いてきた産業民俗学者の春木
先生にアドバイスを頂きながらプロジェ
クトを進めています。
「利根町思い出ライブラリ」について、あ
らためて春木先生にお話を伺いました。

柳
田
國
男
の
第
二
の
故
郷
「
利
根
町
」

　
「
ハ
レ
」
と
「
ケ
」
は
、
柳
田
國
男
に
よ
っ

て
唱
え
ら
れ
た
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
世
界
観

や
生
活
リ
ズ
ム
を
表
現
し
た
言
葉
で
す
。
柳
田

國
男
は
、
昔
の
人
々
の
「
ハ
レ
」
と
「
ケ
」
の

区
別
の
仕
方
と
、
現
代
の
人
々
の
「
ハ
レ
」
と

「
ケ
」
の
区
別
の
仕
方
を
比
較
し
、
そ
こ
か
ら

未
来
へ
の
潮
流
を
読
み
取
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

　
柳
田
國
男
の
第
二
の
故
郷
で
あ
る
利
根
町

で
、
こ
の
「
利
根
町
思
い
出
ラ
イ
ブ
ラ
リ
」
を

実
践
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
大
き
な
意
味
が
あ

る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
柳
田
國
男
が
重
要
視
し
て
い
た
「
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
民
俗
資
料
の
収
集
」
が
、
こ

の
「
利
根
町
思
い
出
ラ
イ
ブ
ラ
リ
」
に
繋
が
る

よ
う
に
、
利
根
町
の
昔
の
姿
を
拾
い
集
め
て
い

き
ま
す
。　

　

７月に試験的に実施した座談会も、柳田國男が少年時
代を過ごした旧小川家の母屋を再現した「柳田國男記
念公苑」で行いました。今後も継続していく予定です
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