
N
o.1216
2017-9-12

広
報
し
ら
た
か

〒
9
9
2
-
0
8
9
2
 
山
形
県
西
置
賜
郡
白
鷹
町
大
字
荒
砥
甲
8
3
3
　
 
 
 
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
 
:
 
http://www.town.shirataka.lg.jp 

　
☎
0
2
3
8
(
8
5
)
2
1
1
1
 
 
[
F
A
X
]
0
2
3
8
(
8
5
)
2
1
2
8
　
　
　
　
　
　
　
 
 
E-mail:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp  

編
集
と
発
行
／
白
鷹
町
企
画
政
策
課

▼
ま
ち
づ
く
り
複
合
施
設
の
工
事

が
始
ま
り
ま
し
た
。
役
場
の
２
階

か
ら
も
工
事
の
様
子
が
よ
く
見
え

る
の
で
、
仕
事
の
合
間
に
つ
い
窓

か
ら
外
を
見
て
し
ま
い
ま
す
。

▼
普
段
見
る
こ
と
の
な
い
世
界
は

「
見
て
い
な
い
」
だ
け
で
、
意
外

と
身
近
に
あ
る
も
の
で
す
。
私
も

も
っ
と
い
ろ
ん
な
も
の
に
関
心
を

持
っ
て
、
い
ろ
ん
な
世
界
を
発
見

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼
な
お
、
工
事
に
伴
う
駐
車
ス
ペ

ー
ス
の
制
限
や
一
部
区
間
の
通
行

止
め
な
ど
が
生
じ
て
い
ま
す
。
皆

様
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
し
て
お

り
ま
す
が
、
安
全
に
工
事
が
進
行

さ
れ
る
よ
う
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
本
誌
の
６
〜
７
頁
を
ご
覧
い
た

だ
き
ま
す
と
、
結
婚
前
か
ら
お
子

さ
ん
が
中
学
生
に
な
る
ま
で
、
町

で
は
ど
の
よ
う
な
支
援
を
行
っ
て

い
る
か
が
一
目
で
わ
か
る
と
思
い

ま
す
。
子
育
て
世
代
の
皆
さ
ん
の

中
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や
不

安
を
感
じ
て
い
る
方
も
少
な
く
は

な
い
は
ず
。
お
子
さ
ん
の
健
や
か

な
成
長
の
た
め
に
町
が
行
う
支
援

を
ご
活
用
い
た
だ
き
、
ご
要
望
等

が
あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
ご
相

談
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
私
も
ま
ず
婚
活
か
ら
ス
タ

ー
ト
で
す
。
　
　
　 

（
て
づ
か
）

★広報しらたかは再生紙を使用しています。

　
町
の
歴
史
を
知
る
た
め
に
は
、

遺
跡
の
発
掘
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま

な
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
一
番
身

近
な
も
の
は
古
文
書
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
古
文
書
を
読
み

解
く
、
白
鷹
町
古
文
書
研
究
会
の

皆
川
会
長
を
紹
介
し
ま
す
。

　
皆
川
会
長
が
古
文
書
を
読
み
始

め
た
き
っ
か
け
は
「
江
戸
時
代
の

庶
民
が
普
通
に
読
み
書
き
し
て
い

た
文
字
を
読
め
な
い
こ
と
が
悔
し

か
っ
た
」
か
ら
だ
と
言
い
ま
す
。

以
降
、
町
の
古
文
書
研
究
会
に
入

会
し
、
14
年
余
り
古
文
書
に
触
れ

て
き
た
そ
う
で
す
。

　
「
古
い
文
書
を
読
む
と
、
例
え

ば
江
戸
中
期
の
荒
砥
の
商
人
は

四
十
代
で
隠
居
し
て
、
趣
味
の
世

界
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
も
分
か

る
。
こ
う
い
っ
た
各
時
代
、
各
層

の
暮
ら
し
ぶ
り
を
知
る
こ
と
が
お

も
し
ろ
い
」
と
熱
く
語
り
ま
す
。

ま
た
、
長
く
続
け
て
こ
ら
れ
た
理

由
は
、
研
究
会
の
講
師
佐
藤
與
七

先
生
の
人
柄
や
、
個
性
豊
か
で
魅

力
的
な
会
員
に
恵
ま
れ
た
か
ら
だ

と
楽
し
そ
う
に
話
し
ま
す
。

　
白
鷹
古
文
書
研
究
会
で
は
地
元

の
文
書
を
解
読
し
、
読
み
下
し
た

も
の
を
冊
子
と
し
て
残
し
て
い
ま

す
（
町
立
図
書
館
に
も
寄
贈
）。

「
こ
れ
か
ら
も
地
元
の
貴
重
な
文

書
を
発
掘
し
て
、
活
字
と
し
て
形

に
残
す
活
動
を
続
け
て
い
き
た

い
」
と
語
る
皆
川
会
長
の
目
は
輝

い
て
い
ま
し
た
。

「
歴
史
の
断
片
を
未
来
へ
つ
な
げ
る
」

❶研究会の様子。この日の教材は『おくの細道 芭蕉自筆
本』。皆川さんを講師に一字一句、丁寧に読み込んでいく

❷明治時代の町内の様子が書かれた「戸長日誌』を解読す
る。写真は明治７年８月７日、８日の文章　❸日誌の内容
を解説してくれた。戸長の仕事の幅広さに驚く

地
域
お
こ
し
協
力
隊

石
井
紀
子
さ
ん

「　古文書の研究　」
　　皆川 清彦さん（横田尻・76歳）

しらたかの鉄人！達人！　　 
　

地域おこし協力隊が見っけだ

連 載 企 画

皆川さんや研究会の皆さんが

文書を読みながら、幼かった

頃の町並みについて楽しそう

に話していたのが印象的でし

た。古文書を通して歴史に触

れ、世間話に変換できたら町

内どこにいても楽しめそうで

す。皆さんも古文書読みに

チャレンジしてみませんか。

❶

❷❸


