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【一般書/小説】
業平

高樹のぶ子　著
　美麗な容貌と色好みで知ら
れる在

あ り

原
わらの

業
な り

平
ひ ら

の一代記。千
年前から読み継がれる歌物語
の沃

よ く

野
や

に分け入り、小説に紡
ぐことで日本の美の源流が立
ち現れた。『日本経済新聞』
連載を単行本化。

出版社…日経BP

【絵本】
ちちゃこいやつ

ロブ・ハドソン　作
　おなかをすかせたおおかみ
が、ほら穴のなかの小さない
きものをおびき出そうと、あ
の手この手でがんばります。
はたしておおかみの作戦は、
成功するのでしょうか？　味
のある山形弁も魅力の絵本。
出版社…マイクロマガジン社

【一般書/歴史】
だから拙者は負けました。

本郷和人　監修
　天皇より偉そうにしてライ
バルにシメられた蘇我入鹿、
優秀すぎて主君に殺された太
田道灌、人たらしすぎて逆賊
にされた西郷隆盛…。日本史
を「負けた人」の言い分に注
目して解説。子どもから大人
まで楽しめる歴史エンタメ本。

出版社…宝島社

【児童/読み物】
囚
と ら

われのアマル
アイシャ・サイード　作

　父親の借金のために大地主
一族の屋敷の使用人になり、
自由も、教師になる夢も奪わ
れた十二歳の少女、アマル。
自由をその手でつかみ取るた
め、アマルの反撃が始まる。
差別や偏見と闘うすべての少
女たちへ送る応援の物語。

出版社…さ・え・ら書房

三和図書館

　

大
堤
に
あ
る
鮭け

い

延え
ん

寺じ

に
は
、
江
戸

時
代
前
期
の
儒
学
者
で
あ
る
熊く

ま

沢ざ
わ

蕃ば
ん

山ざ
ん(

１
６
１
９
～
１
６
９
１
年)
の
墓
が

あ
り
ま
す
。
昨
年
は
、
蕃
山
が
元
和

５(

１
６
１
９)

年
に
誕
生
し
て
か
ら

４
０
０
年
の
節
目
の
年
に
あ
た
り
ま
し

た
。
三
和
資
料
館
で
は
、
ス
ポ
ッ
ト
展

示
「
熊
沢
蕃
山
生
誕
４
０
０
年　
蕃
山

の
書
」
を
３
回
に
分
け
て
開
催
し
、
資

料
館
収
蔵
の
蕃
山
の
書
状
な
ど
を
展
示

し
ま
し
た
。
展
覧
会
準
備
の
調
査
で
判

明
し
た
、
蕃
山
を
モ
デ
ル
に
し
た
歌か

舞ぶ

伎き

・
浄じ

ょ
う

瑠る

璃り

・
講こ

う

談だ
ん

や
、
蕃
山
が
登
場

す
る
落ら

く

語ご

を
、
今
回
改
め
て
紹
介
し
ま

す
。

浄
瑠
璃
『
朝
顔
日
記
』

　
『
朝あ

さ

顔が
お

日に
っ

記き

』
は
浄
瑠
璃
『
生し

ょ
う

写う
つ
し

朝あ
さ

顔が
お

話ば
な
し

』
の
通
称
で
、
天
保
３

(

１
８
３
２)

年
１
月
に
大
坂
で
初
演
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
浄
瑠
璃
は
五
段
か
ら

な
り
、
芸げ

い

州し
ゅ
う

岸き
し

戸ど

藩は
ん

士し

秋あ
き

月づ
き

弓ゆ
み

之の

助す
け

の

娘
深み

雪ゆ
き(

後
に
盲
目
と
な
り
朝
顔
と
名

乗
る)

と
、
大
内
家
の
家
臣
宮み

や

城ぎ

阿あ

曽そ

次じ

郎ろ
う(

後
に
伯
父
駒こ

ま

沢ざ
わ

了り
ょ
う

庵あ
ん

の
養
子
と

な
り
駒こ

ま

沢ざ
わ

次じ

郎ろ
う

左ざ

衛え

門も
ん

と
改
名)

と
の

情
話
を
中
心
と
す
る
悲
恋
物
語
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
駒
沢
次
郎
左
衛
門
の

モ
デ
ル
が
熊
沢
蕃
山
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

浄
瑠
璃
か
ら
実
説
物
、
講
談
へ

　
『
朝
顔
日
記
』
は
、
や
が
て
蕃
山
を
中

心
に
し
た
実
説
物
や
講
談
が
作
ら
れ
ま

す
。
話
の
筋
は
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん

が
、
駒
沢
次
郎
左
衛
門
の
名
前
や
深
雪

の
父
親
の
名
前
な
ど
が
変
わ
り
ま
す
。

　
明
治
13(
１
８
８
０)

年
刊
行
の
大
西

庄
之
助
編
・
歌
川
国
政
画
『
実じ

っ

説せ
つ

朝あ
さ

皃が
お

日に
っ
き記
』
上
・
下
巻
で
は
、
次
郎
左
衛
門

は
、
肥ひ

後ご
の

国く
に

熊く
ま

本も
と

城じ
ょ
う

主し
ゅ

細ほ
そ

川か
わ

越え
っ

中ち
ゅ
う

守の
か
み

の

家
来
野の

尻じ
り

伝で
ん

左ざ

衛え

門も
ん

の
子
安あ

蘇そ

松ま
つ

、
後

に
宮み

や

木き

安あ

蘇そ

次じ

郎ろ
う

と
改
名
し
、
備び

前ぜ
ん

岡お
か

山や
ま

城じ
ょ
う

主し
ゅ

松ま
つ

平だ
い
ら

光み
つ

政ま
さ

の
家
来
で
、
伝
左
衛

門
の
弟
熊く

ま

沢ざ
わ

良り
ょ
う

達た
つ

の
養
子
と
な
り
、
熊く

ま

沢ざ
わ

助す
け

左ざ

衛え

門も
ん

と
名
乗
り
ま
す
。
深
雪
は

肥ひ

前ぜ
ん

佐さ

賀が

城じ
ょ
う

主し
ゅ

鍋な
べ

島し
ま

肥ひ

前ぜ
ん
の
か
み守
の
家
臣
矢や

部べ

靱ゆ
き

負え

の
娘
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
講
談
師
伊い

東と
う

陵り
ょ
う

潮ち
ょ
う

が
『
朝
顔
日
記
』

の
実
説
と
し
て
講
演
し
た
講
談
を
今
村

次
郎
が
速
記
し
た
毎
日
新
聞
附
録
『
朝

顔
実
記　

熊
沢
蕃
山
』
第
一
編
～
第

十
三
編
［
明
治
31(

１
８
９
８)

年
８
月

か
ら
11
月
発
行
］
で
は
、
次
郎
左
衛
門

は
、
肥
後
国
熊
本
城
主
加か

藤と
う

肥ひ

後ご
の

守か
み

忠た
だ

広ひ
ろ

の
家
臣
宮み

や

城ぎ

八や

十そ

松ま
つ

、
後
に
八や

十そ

次じ

郎ろ
う

と
名
乗
り
、
叔
父
の
備び

前ぜ
ん

岡お
か

山や
ま

藩は
ん

池い
け

田だ

家け

の
儒
者
熊く

ま

沢ざ
わ

了り
ょ
う

庵あ
ん

の
養
子
と
な

り
、
熊く

ま

沢ざ
わ

次じ

郎ろ
う

左ざ

衛え

門も
ん

了り
ょ
う

介か
い

と
改
名
し

ま
す
。
深
雪
は
、
黒
田
家
の
浪
人
で
京

都
岡
崎
村
に
住
む
財
産
家
、
矢
部
靱
負

の
娘
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
実
際
の
蕃
山
は
、
浪
人
野の

尻じ
り

一か
ず

利と
し

の

子
で
京
都
生
ま
れ
、
水
戸
家
に
仕
え
る

外
祖
父
熊く

ま

沢ざ
わ

守も
り

久ひ
さ

の
養
子
と
な
り
蕃し

げ

山や
ま

了り
ょ
う

介か
い

と
称
し
ま
し
た
。
妻
の
「
い
ち
」

は
播ば

ん

州し
ゅ
う

姫ひ
め

路じ

藩は
ん

士し

矢や

部べ

刑ぎ
ょ
う

部ぶ

左ざ

衛え

門も
ん

の

娘
で
し
た
。
こ
う
し
た
史
実
を
ふ
ま

え
、
多
少
修
正
さ
れ
た
こ
と
が
伺
え
ま

す
が
、
蕃
山
の
実
説
と
は
と
て
も
言
え

な
い
内
容
で
す
。
や
が
て
史
実
に
基
づ

い
た
少
年
向
け
の
伝
記
、『
少
年
読
本

第
三
十
五
編
熊
沢
蕃
山
』
が
明
治
34
年

に
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

落
語
「
狐
つ
き
」

　
「
狐
つ
き
」
と
い
う
落
語
は
三
つ
あ

り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
別
名
「
熊
沢

蕃
山
」
と
い
い
、
蕃
山
が
狐
つ
き
を
落

と
す
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
七
代
目
土ど

橋き
ょ
う

亭て
い

里り

う
馬ば

か
ら
、
六
代
目
三さ

ん

遊ゆ
う

亭て
い

円え
ん

生し
ょ
う

が
覚
え
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。

　

蕃
山
が
若
い
こ
ろ
の
話
で
、
弟
子

に
頼
ま
れ
、
17
歳
の
娘
に
つ
い
た
狐

に
「
論
語
の
う
ち
に
子し

曰い
わ

く
と
い
う
言

葉
は
い
く
つ
あ
る
か
」
と
聞
き
、
答
え

ら
れ
な
い
狐
を
落
と
す
と
い
う
も
の

で
す
。『
円
生
全
集
』
に
載
る
「
狐
つ

き
」
で
は
前
段
で
『
朝
顔
日
記
』
に
つ

い
て
触
れ
て
い
ま
す
。

三
和
資
料
館
学
芸
員
　
小
林
靖

浄
瑠
璃
『
朝
顔
日
記
』
と
熊
沢
蕃
山

▲「実説朝皃日記 上巻」(個人蔵)

▲ 少 年 読 本「 熊 沢 蕃
山」（個人蔵）

提供：三和資料館

　明治43年頃の、青谷山東
と う

漸
ぜ ん

寺
じ

。このころは現在の仁連小学校の
前身である幸

こ う

島
じ ま

第二尋常小学校として、寺の本堂が使用されてい
ました。現在は同じ場所に新しい本堂が建っています。

【募集】このコーナーに掲載する昔の総和地区の写真を探しています。お持
ちの人は シティプロモーション課(℡92-3111)までご連絡ください。

1910　明治43年頃

2020　令和2年


