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春のおもてなし（上田市本郷）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　表紙写真・文　矢幡正夫
　春になるといろいろな花の季節を迎える上田電鉄別所線、塩
田町駅のホーム。暖かな日差しを受け、厳しい冬を越えたビオ
ラ、パンジーの華やかな賑わいが始まった。
　中学生の皆さんが協力する学校から地域への活動として、電
車利用者へ心からのおもてなし、小さな一歩で歩き始めた。
　開業以来 90年、歴史的な丸窓電車からカラフルな車体の電
車に変貌した。地域の生活だけでなく観光の一端も担い、車社
会にも屈せずに走り続ける。
　山々に囲まれた魅力ある田園地帯、のんびり走る姿は地域の
文化財と言える。大切な地域の足、活力の源、故郷の名物の限
りない存続を願うばかりである。
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「ドストエフスキーの後は……」

　数年前ドストエフスキーが盛んに取り上げられたが、
今度はチェーホフの出番だと沼野充義氏は言う。「外国
文学を楽しむ会」では、昨年から『新訳チェーホフ短篇
集』（沼野充義訳）を読んでいる。ブームに乗ったわけ
ではないが、メンバーのひとりが書評を読んで紹介、面
白そうね、ロシア文学もいいわね、となった。『かわいい』
『おおきなかぶ』など全 13篇が、斬新な訳によって語り
かける。
　先月の例会は『牡蠣』の番だった。訳者は、「飢えた
小さな少年が、当時の貧乏人にはとうてい手の届かない
牡蠣を食べさせてもらえるという話で、ロシア版の『小
僧の神様』のようだ。いや、 チェーホフは志賀直哉より
滑稽で残酷だったと言うべきだろうか」と解説冒頭で述
べている。飢餓状態の少年が、見たこともない牡蠣を頭
の中で奇怪なものにふくらませていく様を、医者でもあ
るチェーホフが冷徹さとユーモアをもって描く。少年は
恐ろしさに目をつぶりながらしゃにむに牡蠣に食らいつ
き、それを面白がる大人たち。　
　さて『小僧の神様』はどうであったか。屋台のすし屋
に小僧がはいって来てすしをひとつとったが、値段を聞
いてまた置いて出て行く。その場に居合わせたＡが偶然
小僧と再会し、使いを頼んだついでにすしを存分にご馳
走する。志賀直哉が自身の体験をふくらませて書いた代
表作のひとつだ。満ち足りた小僧と、これでよかったの
かと逡巡するＡ。
　人の痛みを分かち合うことの難しさを考え続けた１年
だった。また餓死者のニュースに胸が痛むこの頃、自分
には何が出来るだろうか、などとチェーホフを読みなが
ら考えてみる。（はな）
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信
濃
の
美
術
館
を
歩
く

小諸市立小山敬三美術館
～千曲河畔・白亜の異空間～

　

早
朝
︑人
影
も
ま
ば
ら
な
懐
古
園
の

凛
と
し
た
空
気
の
中
︑ひ
た
す
ら
美
術

館
を
め
ざ
す
︒や
が
て
清
楚
な
白
亜
の
建

物
が
現
れ
る
︒小
林
秀
夫
館
長
に
案
内

し
て
い
た
だ
き
︑見
る
位
置
に
よ
っ
て
変

わ
る
そ
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
た
︒村
野

藤
吾
に
よ
る
土
地
の
起
伏
や
勾
配
を
生

か
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
設
計
は
︑こ
の
美
術

館
の
特
色
の
ひ
と
つ
で
あ
り
︑毎
日
芸
術

大
賞
を
受
賞
し
て
い
る
︒

　

小
山
敬
三
画
伯
が
自
身
の
作
品
を
寄

贈
︑懐
古
園
内
に
美
術
館
が
建
っ
た
の
は

１
９
７
５
年
の
こ
と
で
あ
る
︒設
計
に
あ

た
っ
て
小
山
が
注
文
し
た
の
は
︑子
ど
も

の
頃
遊
ん
だ
千
曲
川
の
見
え
る
場
所
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
︒美
術
館
か
ら

は
ま
さ
し
く
千
曲
の
流
れ
が
望
ま
れ
︑そ

の
風
景
は﹃
薄
暮
千
曲
の
流
れ
﹄に
描
か



6 アトリエ

第一展示室

れ
て
い
る
︒

　

第
一
展
示
室
に
入
る
と
︑上
田
中
学
時

代
に
描
い
た
と
い
う
初
め
て
の
油
絵﹃
盛

夏
樹
林
﹄が
目
に
入
る
︒兄
の
東
京
土
産

の
油
絵
具
一
式
を
使
い
︑手
探
り
で
描
い

た
と
い
う
力
強
い
作
品
で
あ
る
︒﹃
浅
間

山
夕
月
﹄の
前
に
は
︑小
諸
市
立
坂
の
上

小
学
校
の
生
徒
の
模
写
が
展
示
さ
れ
て

い
た
︒授
業
の
一
環
と
し
て
学
校
に
作
品

の
レ
プ
リ
カ
を
展
示
︑そ
れ
に
よ
り
描
か

れ
た
も
の
だ
と
い
う
︒

　

風
景
画
の
他
︑﹃
若
き
文
学
者
K
氏

像
﹄や
女
性
を
描
い
た
人
物
画
が
目
を

惹
く
︒作
品
を
眺
め
な
が
ら
︑ふ
と
床
が

傾
斜
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
︒入

口
か
ら
緩
や
か
に
床
が
下
が
っ
て
い
く
︒

地
形
に
沿
っ
た
な
ん
と
も
心
地
よ
い
造

り
と
な
っ
て
い
る
︒

　

１
９
８
９
年
に
増
設
し
た
第
二
展
示

室
で
は
特
別
展
示
が
行
わ
れ
る
︒訪
れ

た
時
︑ミ
ニ
企
画
と
し
て
ス
ケ
ッ
チ
帳
に

美術館裏

美術館から千曲川を望む
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残
さ
れ
た
未
公
開
の
富
士
山
の
ス
ケ
ッ

チ
８
点
と
︑リ
ト
グ
ラ
フ
２
点
が
展
示

さ
れ
て
い
た
︒こ
こ
数
年
は
︑夏
に
な
る

と﹁
小
山
敬
三
が
描
い
た
花
の
絵
と
壺

展
﹂が
人
気
を
集
め
て
い
る
︒絵
と
共
に
︑

描
か
れ
た
壺
が
一
緒
に
並
ぶ
の
だ
と
い

う
︒

　
　
　
　
　

＊　

＊　

＊

　

小
山
の
芸
術
に
か
か
わ
る
生
き
方
に

つ
い
て
は
︑小
林
館
長
の
お
話
や
︑紹
介

さ
れ
た
著
書﹃
来
し
方
の
記
﹄な
ど
に
よ

り
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
た
︒醤
油
や
味

噌
な
ど
を
扱
う
小
諸
の
豪
商
に
生
ま
れ

た
小
山
の
生
涯
は
︑随
分
と
恵
ま
れ
た
も

の
と
言
え
よ
う
︒幼
少
時
か
ら
絵
に
親
し

み
︑一
旦
は
慶
応
義
塾
に
入
学
す
る
が
夢

を
あ
き
ら
め
ら
れ
ず
︑中
退
し
て
画
家

を
め
ざ
す
︒父
親
は﹁
絵
を
描
く
の
は
高

尚
な
趣
味
だ
か
ら
や
る
が
よ
い
︒だ
が
そ

れ
で
生
き
て
行
く
よ
う
な
こ
と
は
考
え

て
は
い
け
な
い
﹂と
反
対
す
る
︒し
か
し

小
山
の
思
い
は
固
く
︑父
も
受
け
入
れ
応

援
す
る
よ
う
に
な
る
︒

　

小
山
に
と
っ
て
︑小
諸
義
塾
の
教
師

だ
っ
た
島
崎
藤
村
の
影
響
力
も
大
き

か
っ
た
︒画
家
を
め
ざ
す
小
山
に
︑藤
村

は
フ
ラ
ン
ス
行
き
を
奨
め
る
︒帰
国
後
の

個
展
の
際
に
は
︑図
録
に
序
文
を
寄
せ
て

い
る
︒そ
の
原
稿
は
︑現
在
同
じ
懐
古
園

内
に
あ
る
藤
村
記
念
館
で
見
る
こ
と
が

出
来
る
︒

　
　
　
　
　

＊　

＊　

＊

　

小
山
敬
三
と
い
う
と
浅
間
山
の
絵
を

思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
︒長
野
県
民
文

化
会
館
の﹃
紅
浅
間
﹄の
緞
帳
も
有
名
で

あ
る
︒戦
後
軽
井
沢
に
別
荘
を
持
っ
た
こ

と
か
ら
浅
間
山
シ
リ
ー
ズ
が
生
れ
た
︒

　

17
歳
の
時
に
は
信
州
に
来
て
い
た
夭

折
画
家
・
村
山
槐
多
と
知
り
合
い
︑東
京

で
は
同
じ
研
究
所
に
通
っ
た
︒槐
多
は
激

し
く
燃
え
尽
き
て
22
歳
で
逝
っ
た
が
︑片

や
小
山
は
常
に
高
い
境
地
を
め
ざ
し
な

が
ら
長
い
芸
術
家
人
生
を
歩
ん
だ
︒

　

美
術
館
隣
に
は
︑茅
个
崎
に
あ
っ
た
ア

ト
リ
エ
と
住
居
の
一
部
が
移
転
さ
れ
た

小
山
敬
三
記
念
館
が
建
つ
︒パ
リ
︑モ
ン

マ
ル
ト
ル
の
ア
ト
リ
エ
を
模
し
て
造
ら
れ

た
部
屋
に
は
陽
光
が
差
し
込
み
︑在
り

し
日
を
偲
ば
せ
る
︒美
術
館
と
併
せ
て
是

非
見
て
い
た
だ
き
た
い
︒但
し
︑開
館
日

に
つ
い
て
は
事
前
に
美
術
館
に
問
い
合
わ

せ
が
必
要
で
あ
る
︒

　

な
お
昭
和
59
年
に
発
行
さ
れ
た﹃
来

し
方
の
記
﹄は
︑現
在
美
術
館
友
の
会
が

中
心
に
な
っ
て
復
刻
版
の
編
纂
作
業
が

行
わ
れ
て
い
る
︒新
た
な
原
稿
や
書
簡
類

が
収
録
さ
れ
る
予
定
で
︑発
刊
が
待
た
れ

る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
24
年
２
月
21
日
訪
問　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
野　

郁
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の
こ
と
︒サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は﹁
養
蚕
家
清

水
金
左
衛
門
の
は
る
か
な
旅
路
﹂︒ご
主

人
が
︑幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
養
蚕
の

発
展
に
尽
く
し
た
塩
尻
の
清
水
金
左
衛

門
の
お
孫
さ
ん
だ
っ
た
こ
と
か
ら
︑婚
家

に
残
さ
れ
て
い
た
貴
重
な
資
料
を
も
と

に
金
左
衛
門
の
生
涯
を
辿
っ
た
︒明
治
時

代
︑日
本
の
主
産
業
だ
っ
た
養
蚕
業
︑そ

の
技
術
向
上
に
貢
献
し
た
金
左
衛
門
の

一
生
が
物
語
風
に
記
さ
れ
て
お
り
︑今
な

お
多
く
の
人
に
読
ま
れ
て
い
る
︒こ
の
本

の
お
か
げ
で
上
田
に
お
け
る
養
蚕
業
を

理
解
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒　　
　
　

　

次
に
書
き
上
げ
た
の
は
江
戸
時
代
後

期
の
絵
師
︑谷た

に 

文ぶ
ん

晁ち
ょ
うに
つ
い
て
︒数
々
の

名
画
を
残
し
な
が
ら
も
︑光
が
当
て
ら
れ

な
か
っ
た
文
晁
を
取
り
上
げ
た
︒書
名
は

﹃
だ
ま
し
や
文
晁
﹄︑４
０
０
字
詰
め
原

稿
用
紙
１
５
０
枚
に
も
及
ん
だ
︒現
在
︑

太
宰 

治
賞
に
応
募
中
で
︑出
版
が
待
た

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
を
楽
し
む

清
水
た
か
子
さ
ん

埋
も
れ
た
歴
史
に
光
を
当
て
︑
小
説
を
綴
る

　

地
域
の
歴
史
を
静
か
に
ひ

も
と
く
︑
そ
の
中
か
ら
興

味
を
持
っ
た
題
材
を
取
り
上

げ
︑
丁
寧
に
調
べ
て
小
説
に

す
る
︒
上
田
市
在
住
の
清
水

た
か
子
さ
ん
︒
長
年
︑
中
学

校
と
高
校
に
勤
務
︑
退
職
後

は
執
筆
を
中
心
に
し
た
生
活

を
送
る
︒
そ
の
た
め
か
穏
や

か
な
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
が

漂
う
︒

　

最
初
に
上
梓
し
た
の
は

﹃
蚕
都
物
語
﹄︑２
０
０
８
年
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い
き
︑１
～
２
年
か
け
て
書
き
上
げ
る
︒

　
　
　

❀　
　
　

❀　
　
　

❀　
　
　

　
　
　

　

こ
の
よ
う
に
文
筆
中
心
の
清
水
さ
ん

だ
が
︑活
字
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

洋
裁
が
好
き
で
︑タ
ン
ス
の
奥
に
眠
っ
て

い
た
着
物
を
洋
服
に
リ
フ
ォ
ー
ム
︒着
物

の
柄
を
生
か
し
な
が
ら
デ
ザ
イ
ン
を
決

め
︑ジ
ャ
ケ
ッ
ト
や
ス
カ
ー
ト
︑パ
ン
ツ
な

ど
に
変
身
さ
せ
る
︒エ
レ
ガ
ン
ト
に
仕
立

て
ら
れ
た
洋
服
は
10
着
以
上
︒集
ま
り

な
ど
に
着
て
い
く
と
注
目
の
的
に
な
る
︒

　

ま
た
お
菓
子
作
り
も
得
意
で
︑集
ま

り
に
は
必
ず
お
手
製
の
お
菓
子
を
持
参

す
る
︒自
然
な
食
材
を
使
っ
た
ク
ッ
キ
ー

や
マ
ー
マ
レ
ー
ド
︒当
然
の
こ
と
な
が
ら

参
加
者
に
大
い
に
喜
ば
れ
る
︒﹁
そ
の
場

に
合
っ
た
お
菓
子
を
作
る
の
が
楽
し
い
﹂

と
ほ
ほ
え
む
︒

　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
し
な
が
ら
︑と
き
に

は
ミ
シ
ン
を
動
か
し
な
が
ら
清
水
さ
ん

は
き
ょ
う
も
小
説
の
構
想
を
練
る
︒﹁
何

よ
り
も
調
べ
て
書
く
こ
と
が
好
き
︒こ
れ

か
ら
も
書
い
て
い
き
た
い
﹂と
︑や
さ
し
い

表
情
の
中
に
情
熱
を
秘
め
る
︒次
の
テ
ー

マ
は
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
24
年
２
月
８
日
訪
問　

伊
藤
文
子リフォーム作品

れ
る
︒

　

最
近
３
冊
目
を
仕
上
げ
た
︒明
治
時

代
︑野
辺
山
高
原
で
開
か
れ
て
い
た
馬
市

に
関
す
る
内
容
︒題
し
て﹃
幻
の
馬
た
ち

へ
﹄︒ 

宮
様
も
訪
れ
て
い
た
馬
市
︑島
崎

藤
村
の
小
説
に
も
出
て
く
る
と
い
う
︒誰

か
が
こ
の
よ
う
な
貴
重
な
祭
典
を
書
き

残
し
て
お
か
な
い
と
過
去
の
文
化
が
消

え
て
し
ま
う
︑そ
ん
な
切
迫
感
も
あ
っ
て

書
い
た
と
い
う
︒

　

小
説
を
書
く
と
き
は
︑ま
ず
好
き
な

歴
史
を
読
み
な
が
ら
︑テ
ー
マ
を
決
め
る
︒

今
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い

埋
も
れ
た
人
物
や
出
来
事
を
取
り
上
げ

る
こ
と
が
多
い
︒テ
ー
マ
が
決
ま
っ
た
ら

何
十
冊
も
の
資
料
を
丹
念
に
読
み
︑調
べ

る
︒目
次
に
あ
た
る
大
ま
か
な
構
想
を

決
め
る
︒そ
れ
か
ら
書
き
始
め
る
︒慎
重

に
言
葉
を
選
び
︑校
正
に
校
正
を
重
ね

る
︒一
項
目
に
つ
き
５
回
は
書
き
直
す
と

い
う
︒膨
大
な
量
の
情
報
を
組
み
立
て
て
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観点

Hanalab.で仕事をする人たち

交流から生まれる起業・創業　

　　　　　　　　　財団法人上田繊維科学振興会理事
　　　　　　　　　信州大学繊維学部特任教授
　　　　　　　　　内閣官房　地域活性化統合事務局地域活性化伝道師
　

　長野県内初のコワーキングスペース（HanaLab.）が市内の上
田紬工房「藤本」の工房の 2階にオープンした。コワーキング
スペースとは、起業家やフリーランス、起業や創業に関心のあ
る学生や主婦、士業の方や公務員、さらには、仕事の合間にサ
ラリーマンなどが集まり、個々のビジネス活動に、お互いに知
恵、アイデア、人脈を出し合い、さまざまな視点からのアドバ
イスを受けることのできる場所のことである。簡単にいえば、
仕事をするために集うカフェのようなものである。
　２月４日のHanaLab.開所式の講演会とその後の交流会には、
上田市を中心に県内各地から１２０人超の参加があり、会場は
若い熱気であふれた。土曜日にも拘わらず、起業や創業に関す
る講演会に、これほどまでに若者が集まったことは、上田市は
もちろんのこと、長野県内でも今までなかっただろう。
　このような華々しいスタートを切ることができたのは、

岡田基幸
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HanaLab.の仕掛け人であり、異業種ネットワーク（Loop38）
の運営を担う間島賢一 氏（デザインルームエム勤務）と井上
拓磨氏（フリーランス ･モバイルコンテンツ制作）の両者の、
人を引きつける魅力と普段の行動からにじみ出る人徳があった
からである。長年にわたり地域で幅広い層の人脈を構築し、そ
の人脈が途切れないようにフェイスブックという新たなコミュ
ニケーションツールを活かしきるセンスもある。
　HanaLab.では、初めての人でも気軽に集まれるように、日
時を決めた気軽なイベント（

ジェリー

Jelly）をほぼ隔週で開催している。
集まってくる人も、ビジネスマインドが高い。さらには、お洒
落なカフェの経営でも有名な halutaの徳武睦裕氏のセレクト
による欧州家具に囲まれたスペースの雰囲気も、筆者の普段の
殺風景な仕事と違い大変良い。「仕組み」を上手くまわすため
の「仕掛け」と「仕込み」が徹底している。
　ちなみに、この HanaLab.の取り組みは、NPO法人侍学園ス
クオーラ今人の理事長の長岡秀貴氏との連携により、地域の若
者の社会復帰支援事業の要素も加え、長野県の平成 23年度「新
しい公共の場づくりのためのモデル事業」に採択されている。
地域活性化にむけた地域の人財を巻き込みつつあるあらたな渦
をぜひ現場で感じてもらいたい。

ミーティング風景 2月4日の開所式
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連
載

老
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

さ
な
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
澤
田
祐
介

加
齢
と
老
化

　

エ
ッ
︑あ
の
人
が
80
歳
！　

あ
る
い
は

逆
に
︑あ
れ
で
ま
だ
65
歳
な
ん
で
す
っ

て
！
と
︑驚
か
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
︒ヒ
ト
は
誰
し
も
公
平
に
毎
年
一
つ
ず

つ
歳
を
と
り
ま
す
が
︑加
齢
と
老
化
は

喩
え
て
み
れ
ば
ハ
ー
ド
面
と
ソ
フ
ト
面

の
よ
う
に
︑別
物
の
よ
う
で
す
︒時
の
流

れ
に
よ
る
加
齢

か
ら
逃
れ
る
わ

け
に
は
行
き
ま

せ
ん
︒で
も
元
気

で
長
生
き
と
は
︑

言
葉
を
変
え
れ

ば﹁
歳
を
と
っ
て

も
老
化
し
な
い
﹂と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
︒

齢
を
重
ね
る
︑老
い
る
と
は
︑具
体
的
に

は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
︒そ
れ
が
今

回
の
主
題
で
す
︒

①
身
体
能
力
と
感
覚
の
ズ
レ

　

こ
ん
な
幅
の
溝
と
思
っ
た
が
飛
び
越

せ
な
か
っ
た
と
か
︑バ
レ
ー
ボ
ー
ル
で
華

麗
に
ト
ス
を
し
よ
う
と
し
た
の
に
お
で
こ

に
ぶ
つ
け
た
︑ホ
ー
ム
ラ
ン
と
思
っ
た
の

に
見
事
に
三
振
な
ど
と
い
う
経
験
は
あ

り
ま
せ
ん
か
︒こ
ん
な
筈
で
は
と
思
っ
て

も
︑若
い
頃
に
身
体
が
覚
え
込
ん
だ
感

覚
と
︑齢
を
重
ね
た
現
在
の
運
動
能
力

が
ズ
レ
て
し
ま
っ
た
結
果
で
す
︒

②
身
体
能
力
と
言
語
能
力

　

言
語
能
力
も
同
じ
で
す
︒若
い
人
の

会
話
に
は
︑多
く
の
擬
音
や
擬
態
語
が
出

て
き
ま
す
︒﹁
ブ
ワ
ァ
ー
と
来
た
車
が
立

ち
木
に
ガ
ッ
チ
ャ
ー
ン
さ
︒ア
ッ
と
い
う

間
に
グ
シ
ャ
ッ
と
き
て
︑全
部
オ
シ
ャ
カ

よ
﹂な
ん
て
会
話
は
︑ど
う
し
た
っ
て
大

仰
な
身
振
り
手
振
り
が
必
要
で
︑正
座

し
て
な
ん
か
話
せ
ま
せ
ん
よ
ね
︒東
海
林

太
郎
の
よ
う
な
姿
勢
で
︑﹁
嵐
﹂の
歌
は
歌

え
ま
せ
ん
︒身
体
能
力
が
衰
え
る
と
︑言

語
能
力
に
も
変
化
が
来
る
の
で
す
︒

③
身
体
能
力
と
感
情
表
現

　

会
話
で
は
顔
の
表
情
が
重
要
で
す
︒

筋
力
が
衰
え
る
と
い
う
こ
と
は
︑表
情
を
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作
る
顔
の
筋
肉
も
衰
え
る
と
い
う
こ
と

で
す
︒あ
る
研
究
機
関
で
は
︑お
年
寄
り

は
自
分
が
笑
顔
で
い
る
積
り
で
も
︑他
人

に
は
自
分
が
笑
っ
て
い
る
と
は
見
て
も
ら

え
な
い
方
が
多
い
と
い
う
︑興
味
深
い
研

究
成
果
を
発
表
し
て
い
ま
す
︒自
分
の
意

志
や
感
情
に
︑顔
の
筋
肉
が
十
分
に
応
え

て
く
れ
て
い
な
い
︑つ
ま
り
身
体
能
力
が

衰
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

加
齢
か
ら
老
化
へ

　

加
齢
と
と
も
に
︑身
体
能
力
は
間
違

い
な
く
少
し
ず
つ
衰
え
ま
す
︒こ
れ
は
避

け
ら
れ
ま
せ
ん
︒で
も
心
は
若
い
頃
の
ま

ま
元
気
で
す
︒あ
る
時
︑そ
の
身
体
能
力

と
心︵
感
覚
︶を
通
し
て
の
環
境
へ
の
対

応
と
の
間
に
︑何
か
お
か
し
い
︑何
処
か

に
ズ
レ
が
あ
る
と
︑自
分
自
身
で
違
和
感

を
覚
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒こ
ん
な
筈

が
と
い
う
思
い
が
嵩
ず
る
と
不
安
感
・
疎

外
感
・
孤
独
感
と
な
っ
て
︑つ
い
に
︑ア
ー

俺
も
歳
を
と
っ
た
も
の
だ
と
の
︑諦
め
の

気
持
ち
が
生
じ
︑意
気
消
沈
し
た
自
分

は
外
部
か
ら
の
刺
激
を
遮
断
し
︑自
分

の
殻
に
引
き
籠
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒こ

う
し
て
ズ
ル
ズ
ル
と
老
化
が
進
行
し
ま

す
︒つ
ま
り
︑加
齢
に
と
も
な
う
身
体
能

力
の
衰
え
と
︑そ
れ
を
認
め
た
く
な
い
心

の
不
均
衡
が
︑つ
い
に
は
諦
め
へ
と
変
化

し
︑自
ら
を
老
化
へ
と
追
い
込
ん
で
し
ま

う
の
だ
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
︒

で
は
ど
う
す
る
の
か

　

加
齢
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
︒で
も
加
齢

と
老
化
は
異
な
り
ま
す
︒①
～
③
の
よ

う
に
考
え
る
と
︑老
化
を
予
防
す
る
ポ
イ

ン
ト
は
身
体
能
力
の
衰
え
を
遅
ら
せ
る

こ
と
と
︑加
齢
に
よ
る
そ
の
変
化
を
否
定

し
な
い
心
の
持
ち
方
が
重
要
な
こ
と
で

す
︒身
体
能
力
に
は
②
と
③
に
関
わ
る
顔

の
筋
力
︑つ
ま
り
表
情
を
作
る
動
き
や
言

葉
を
話
す
能
力
も
含
ま
れ
ま
す
︒話
好

き
な
高
齢
の
女
性
が
元
気
な
の
は
︑こ
ん

な
と
こ
ろ
に
秘
訣
が
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
︒

　

感
覚
器
官
は
心
の
窓
口
で
す
︒何
十

年
も
住
ん
だ
家
の
傷
ん
だ
個
所
を
補
強

す
る
と
同
じ
よ
う
に
︑外
界
の
刺
激
を

受
け
入
れ
る
目
︑目
・
耳
・
歯
な
ど
は
︑老

眼
鏡
や
補
聴
器
︑入
れ
歯
と
い
っ
た
道
具

を
使
い
︑し
っ
か

り
と
補
強
し
ま

し
ょ
う
︒
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大石がそこにある理由

 　以前、豊殿地区を歩いていた折、道端のあちこちに、大きな石が幾つも目に

つくことに気付きました。直径数十センチくらいから、大きなものでは１メー

トルはありそうなものまでゴロゴロしているのです。遺跡か何かの痕跡かと思

い、地元の人に聞いてみたら、「昔の水害の跡」という驚きの答えが返ってき

ました。川は確かにあります。行
ぎょう

沢
さわ

川
がわ

といい、上流では稲倉の棚田を潤し、流

れ下ってくる川です。過去にそんな大きな石を転がす程、大暴れしたことがあ

るとは思えないような、ありふれた川です。

日本は昔から自然災害の多い国なので、こ

ういった場所はどこにでもあるのでしょ

う。大災害の痕跡も、年月とともに見慣れ

た風景になってしまい、やがて誰も気にも

留めなくなってしまいます。でも大きな石

はずっとそこにあり、過去の災害を、忘れっ

ぽい人間に対して語り続けています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ひが）

おもしろｗeｂ診療ガイドライン

　　　　　　　東邦大学医学メディアセンター

　　　　　　　http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/guideline/

診療ガイドラインは、「医療者と患者が特定の臨床状況で適切な決断を下

せるよう支援する目的で、体系的な方法に則って作成された文書」です。

例えば、緑内障診療を検索すると、日本眼科学会のサイト内のガイドライ

ンへリンクして、詳細な内容を確認することが出来ます。
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ま
る
で
少
年
の
よ
う
な
い
た
ず
ら
っ

ぽ
い
笑
顔
が
印
象
的
な
ロ
ベ
ル
ト
さ
ん

は
開
口
一
番
﹁M

y w
ife is N

o1

」︒
妻

の
ル
ミ
さ
ん
は
﹁
ロ
ベ
ル
ト
は
ジ
ョ
ー

ク
が
好
き
な
も
ん
で
本
意
で
は
な
い
の

で
す
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
︑
こ
の
一

言
で
以
降
会
話
は
楽
し
く
運
ん
だ
︒

　

ロ
ベ
ル
ト
さ
ん
は
︑陶
器
な
ど
自
分
で

創
り
た
い
物
が
ひ
ら
め
き
︑製
作
に
入
る

と
も
う
完
成
す
る
ま
で
手
を
止
め
ら
れ

な
い
︒だ
か
ら
自
分
の
満
足
す
る
も
の
を

１
点
だ
け
作
り
た
い
︒

　

別
所
温
泉
街
の
中
ほ
ど
に
大
正
時
代

か
ら
の
民
家
を
改
修
し
た
︑バ
ウ
マ
ン
ご

夫
妻
の﹁
ア
ー
ス
ワ
ー
ク
ス
ギ
ャ
ラ
リ
ー
﹂

が
あ
る
︒そ
こ
に
展
示
さ
れ
た
陶
器
な
ど

の
作
品
群
は﹁
み
ご
と
﹂と
し
か
言
い
よ

う
が
な
い
︒１
階
は
お
ふ
た
り
の
作
品
を

展
示
販
売
︒フ
ロ
ア
い
っ
ぱ
い
に
並
べ
ら

れ
た
作
品
た
ち
︒ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
し
て
い
て
ス
イ

   
千
曲
川
地
域
の
芸
術
家
を
訪
ね
る

ロベルト・Ｗ・バウマンさん
　　　　　　　　　　　　　　（ニューヨーク生まれ）

ルミ・Ｗ・バウマンさん　
　　　　　　　　　　　　　　（東京生まれ）
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ス
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
活
躍
し
て
き
た

と
い
う
ロ
ベ
ル
ト
さ
ん
の
作
品
は
洒
脱
に

し
て
繊
細
︑な
ん
と
も
都
会
的
な
セ
ン
ス

が
あ
ふ
れ
て
い
る
︒ロ
ベ
ル
ト
さ
ん
の
作

品
は
︑上
田
市
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
実
際

に
料
理
を
盛
り
お
客
様
に
提
供
さ
れ
て

い
る
︒

　

ル
ミ
さ
ん
の
作
品
は
一
見
お
と
な
し

い
が
食
器
な
ど
口
あ
た
り
の
良
さ
そ
う

な
︑手
に
し
て
み
る
と
程
良
い
厚
み
が
優

し
さ
と
温
も
り
を
感
じ
さ
せ
る
︒し
ば
ら

く
は
そ
こ
に
足
を
止
め
見
入
っ
て
し
ま

う
ほ
ど
魅
力
が
あ
る
︒日
本
ク
ラ
フ
ト
展
︑

草
月
花
の
器
展
︑日
本
陶
芸
展
な
ど
に

入
選
さ
れ
て
い
る
︒

　

2
階
で
は
年
に
10
回
ほ
ど
の
企
画
展

を
開
催
す
る
︒

　

１
９
８
５
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら

移
住
し
て
︑住
ま
い
と
作
業
場
・
窯
は
温

泉
街
を
抜
け
た
も
う
少
し
山
間
地
に
定

住
︒

アースワークスギャラリー看板

個性的な作品が並ぶ　

作業場・焼き窯・住居のある別天地
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こ
の
住
宅
も
お
ふ
た
り
で
山
林
を
切

り
開
く
と
こ
ろ
か
ら
家
造
り
が
始
ま
り
︑

柱
は
近
く
の
山
か
ら
切
り
出
し
︑ま
だ

子
供
が
小
さ
か
っ
た
の
で
お
ん
ぶ
し
て
働

い
た
︒大
変
だ
っ
た
け
れ
ど
楽
し
か
っ
た
︒

今
で
も
改
築
中
︒夏
に
は
虫
や
蛇
が
い
っ

ぱ
い
出
て
く
る
︒﹁
ご
一
緒
に
こ
こ
に
住
ま

わ
せ
て
下
さ
い
と
自
然
に
対
す
る
畏
敬

の
念
が
湧
く
﹂と
ル
ミ
さ
ん
の
お
話
︒

﹁
私
は
︑自
然
の
中
で
暮
ら
せ
︑仕
事
が
で

き
︑子
育
て
に
最
適
な
環
境
を
こ
の
別
所

に
見
つ
け
た
︒イ
ヌ
︑ニ
ワ
ト
リ
︑ネ
コ
な

ど
と
自
然
の
中
で
共
同
生
活
を
し
て
い

る
﹂と
ロ
ベ
ル
ト
さ
ん
︒

　

焼
物
は
作
り
た
い
も
の
に
よ
っ
て
土
を

混
ぜ
る
割
合
を
変
え
る
︒

　

奥
さ
ん
の
ル
ミ
さ
ん
は
陶
芸
家
で
︑日

用
の
食
器
や
引
き
出
物
の
注
文
な
ど
単

色
の
物
の
製
作
が
多
い
が﹁
作
品
を
製

作
し
て
い
る
時
間
は
至
福
の
時
﹂と
お
っ

し
ゃ
る
︒そ
の
語
り
口
か
ら
楽
し
く
て
仕

方
が
な
い
と
の
思
い
が
ほ
と
ば
し
り
出

て
く
る
︒ル
ミ
さ
ん
は
︑結
婚
前
グ
ァ
テ

マ
ラ
に
行
き
︑イ
ザ
リ
織
に
魅
せ
ら
れ
て

現
地
の
人
に
直
接
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
︒

着
衣
の
模
様
で
ど
こ
の
土
地
の
人
か
が

わ
か
る
と
い
う
︒そ
の
カ
ラ
フ
ル
で
整
然

と
し
た
幾
何
学
模
様
は
目
眩
が
す
る
ほ

ど
美
し
い
︒そ
の
写
真
集
も
見
せ
て
い
た

だ
い
た
︒実
際
に
ル
ミ
さ
ん
が
自
身
で
手

掛
け
ら
れ
た
作
品
も
見
せ
て
い
た
だ
け

た
︒根
気
の
い
る
仕
事
だ
︒そ
の
体
験
も

陶
器
作
り
に
生
き
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
︒時
折
︑芸
術
作
品
を
作
る
時
は
実

用
物
か
ら
瞬
時
に
頭
が
切
り
替
わ
る
と

い
う
︒

　

こ
れ
か
ら
は
︑﹁
こ
ん
な
の
見
た
こ
と
な

い
﹂と
言
わ
れ
る
よ
う
な
新
し
い
物
の
発

見
と
創
作
に
︑さ
り
げ
な
い
け
れ
ど
温
も

り
の
あ
る
物
で
ち
ょ
っ
と
だ
け
自
分
の
個

性
が
見
え
る
作
品
を
作
り
た
い
︒と
の
事
︒

　

グ
ァ
テ
マ
ラ
で
出
会
い
︑ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

で
結
婚
し
生
活
し
て
︑そ
の
後
別
所
に
落

ち
着
い
た
お
ふ
た
り
は
豊
か
な
感
性
︑価

値
観
も
似
て
い
る
と
思
え
た
︒

　

ロ
ベ
ル
ト
さ
ん
は
あ
く
ま
で
も
芸
術

性
を
追
求
し
カ
ラ
フ
ル
で
上
品
な
中
間

色
の
も
の
を
製
作
︒

　

将
来
の
抱
負
は﹁
ゴ
ー
ル
を
決
め
た
ら

日
々
進
歩
︒発
見
や
驚
き
を
ど
う
作
品

に
表
現
す
る
か
︑そ
れ
が
私
の
生
涯
の
課

題
で
す
﹂︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
23
年
11
月
24
日
訪
問

　
　
　
　
　

                   

吉
池
み
ど
り
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　例： 　生活 空間　・　設計・　・水準

発電　・　中毒　・撞着

実現　・主張　・中心

能力　・地図　・生活

国家　・社会　・都市

因数　・ 加水　・ 空中

短波　・ 民間　・ 多重

吉備　・ 五色　・ 言問

　

海鮮　・ 川魚　・ 一品

国連　・ 定期　・ 株主

３つの語に共通する２文字を入れ
4文字熟語にしましょう。
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龍
の
獰
猛
さ
と
恵
み
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
田
貴
美
子

　

昨
年
は
と
て
も
悲
し
い
こ
と
の
多
い

年
で
し
た
︒三
月
十
一
日
の
東
日
本
大

震
災
に
始
ま
り
︑栄
村
の
震
災
︑そ
し
て

夏
の
台
風
が
も
た
ら
し
た
大
洪
水
に
よ

る
近
畿
地
方
の
災
害
な
ど
︑本
当
に
恐

ろ
し
い
こ
と
で
し
た
︒日
本
中
の
人
々
が
︑

自
然
の
猛
威
の
前
に
は
︑個
と
し
て
の
人

間
は
︑な
す
す
べ
も
な
い
こ
と
を
や
り
き

れ
な
い
思
い
で
胸
に
刻
ん
だ
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
︒

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
半
年
あ
ま
り
が

過
ぎ
た
昨
年
秋
に
︑ブ
ー
タ
ン
の
国
王
夫

妻
が
日
本
を
訪
れ
︑そ
し
て
東
北
の
震
災

に
遭
遇
し
た
子
ど
も
た
ち
を
見
舞
わ
れ

ま
し
た
︒そ
の
時
国
王
は
︑﹁
皆
様
の
中
に

人
格
と
い
う
龍
が
い
ま
す
︒年
を
取
っ
て

経
験
を
積
む
ほ
ど
︑龍
は
大
き
く
強
く

な
り
ま
す
﹂と
お
っ
し
ゃ
っ
て
︑子
ど
も
た

ち
を
励
ま
さ
れ
ま
し
た
︒そ
れ
は
環
境

問
題
を
何
に
も
勝
る
重
要
課
題
と
位
置

付
け
る
ブ
ー
タ
ン
の
国
王
ら
し
い
お
言

葉
で
︑私
も
そ
の
お
言
葉
に
と
て
も
感
動

し
ま
し
た
︒

　

龍
︒日
本
で
は
水
神
で
す
︒私
は
静
岡

県
の
片
田
舎
に
生
ま
れ
ま
し
た
︒見
渡

す
限
り
の
田
ん
ぼ
の
縁
に
楚
々
と
張
り

付
い
た
小
さ
な
町
で
す
︒そ
ん
な
田
舎
町

で
も
春
に
な
る
と
︑賑
や
か
な
祭
り
が
行

わ
れ
ま
し
た
︒村
々
の
人
々
が
曳
く
十

台
あ
ま
り
の
祢ね

里り

の
枠
に
は
︑勇
壮
な
白

木
の
龍
が
彫
ら
れ
て
い
て
︑祢
里
の
動
き

に
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
ま
る
で
息
を
吹
き

返
し
た
か
の
よ
う
に
の
た
う
ち
回
る
の

で
す
︒春
︑特
に
稲
作
の
た
め
に
は
︑大
量

の
水
が
必
要
で
す
︒そ
の
た
め
に
冬
の
間

に
山
に
い
た
水
神
の
龍
を
お
迎
え
し
︑農

民
た
ち
は
豊
か
な
水
を
祈
願
し
た
の
で

す
︒

　

ブ
ー
タ
ン
と
日
本
で
は
龍
の
概
念
は

多
少
異
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

し
か
し
ブ
ー
タ
ン
の
国
王
は
︑こ
の
よ
う

な
正
視
で
き
な
い
よ
う
な
惨
状
を
引
き

起
こ
す
自
然
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
︑

そ
れ
を
糧
に
強
く
逞
し
く
育
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
心
か
ら
な
る
メ
ー
セ
ー
ジ
を
子

ど
も
た
ち
に
送
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
︒あ
れ
だ
け
の
災
害
に
遭
わ
れ
た
方
々

は
︑そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
自
然
を
受
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け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い

で
し
ょ
う
︒し
か
し
ブ
ー
タ
ン
の
国
王
が

お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
︑そ
の
経
験
は

否
応
な
く
個
人
の
中
に
記
録
さ
れ
︑否

応
な
く
そ
れ
を
受
動
し
て
い
か
ざ
る
を

得
な
い
の
で
す
︒

　

ア
ジ
ア
の
龍
の
概
念
は
︑中
国
で
生
ま

れ
ま
し
た
︒や
は
り
洪
水
で
悩
ま
さ
れ

た
黄
河
流
域
で
の
こ
と
で
す
︒黄
河
の
治

水
を
す
る
た
め
に
歴
代
の
中
国
の
皇
帝

は
︑紀
元
前
か
ら
と
て
も
苦
慮
し
て
き
ま

し
た
︒そ
し
て
そ
の
黄
河
の
洪
水
を
起
こ

す
自
然
の
力
を
具
現
す
る
た
め
に
︑中
国

の
人
々
は
大
き
な
龍
を
想
定
し
ま
し
た
︒

そ
の
龍
を
治
め
る
こ
と
が
︑名
皇
帝
の
証

と
な
っ
た
の
で
す
︒そ
う
い
う
経
過
を
た

ど
っ
て
︑そ
の
後
中
国
の
龍
は
︑皇
帝
の

権
力
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
︒

　

日
本
に
も
︑そ
の
中
国
の
龍
の
概
念
は
︑

間
も
な
く
流
入
し
て
き
ま
す
︒で
も
天
皇

の
権
威
と
は
結
び
つ
か
ず
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
︑豊
穣
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て

い
た
蛇
信
仰
と
結
び
つ
い
た
の
で
す
︒し

か
し
龍
の
持
つ
想
像
を
超
え
る
力
と
雨

風
を
起
す
自
然
の
猛
威
は
な
お
も
残
さ

れ
ま
し
た
︒あ
の
よ
う
な
悲
惨
な
地
震

と
洪
水
を
起
こ
し
た
の
は
︑龍
の
仕
業

で
し
ょ
う
︒と
て
も
許
す
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
︒

　

で
す
け
れ
ど
も
︑ブ
ー
タ
ン
の
国
王

が
言
わ
れ
た
よ
う
に
︑そ
の
経
験
は
無

意
識
の
と
こ
ろ
で
私
た
ち
の
中
に
受
容

さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒あ
の
よ
う
な
悲
惨

な
記
憶
は
胸
か
ら
決
し
て
消
え
る
こ
と

は
な
く
て
も
︑そ
れ
で
も
人
は
そ
の
自
然

と
共
存
し
て
い
る
の
で
す
︒そ
の
共
存
の

力
を
得
た
と
き
︑そ
の
よ
う
に
恐
ろ
し
い

牙
を
む
く
こ
と
が
あ
る
自
然
に
も
︑優
し

さ
や
︑美
し
さ
や
ま
た
恵
み
の
力
が
あ
る

こ
と
も
見
出
す
で
し
ょ
う
︒日
々
の
生
活

の
中
に
あ
る
︑そ
の
よ
う
な
自
然
の
持
つ

善
な
る
も
の
に
目
を
向
け
︑自
然
と
の
共

生
の
真
の
意
味
を
知
っ
た
と
き
︑私
た
ち

の
中
に
は
あ
し
た
に
向
か
う
力
が
少
し

ず
つ
わ
い
て
く
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒

　

筆
者　

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

静
岡
県
出
身　

津
田
塾
大
学
英
文
学
科
卒
業　

 

現
在
︑上
田
女
子
短
期
大
学
非
常
勤
講
師

日
本
子
ど
も
の
本
研
究
会
・
全
作
家
協
会

会
員

著
書
：﹁
子
ね
こ
の
ラ
ブ
は
み
ん
な
の
天
使
﹂

﹁
白
壁
の
家
﹂な
ど
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山裾を彩る

　　　　　　

　　　　　　（上田市金剛寺）　

木々の緑が映える季節、金剛寺

地籍にツツジの花が自宅の庭先

から山裾まで彩る田中和夫さん

（89 歳）のお宅がある。

　山の雑木が茂る境まで赤やピ

ンクの彩で見事な光景を形成し

ている。ツツジの季節には地域

の新聞で見ごろを（年によって変わるが５月 10 日前後）報道いただく

ほどマニアとして熱心であり、上田地域のスポットとして貢献している。

　　　　　　                                                  写真・文　矢幡正夫

おもしろｗeｂ
上田市デジタルアーカイブポータルサイト

                                      http://museum.umic.jp/

　

上田市の博物館や美術館、歴史資料や文化を取り上げ、豊富な映像

や写真で楽しく紹介しています。

上田市立博物館、信濃国分寺資料館、上田地域データベース「上田

情報蔵」、信州上田軍記、紙本墨書 生島足島神社文書など。

また「現代に生きる蚕種製造技術」や「上田紬織物の技術」のよう

な伝統文化や、広報番組の映像記録もあります。
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　　上田小県地域の歯科医療の源流を辿る（１）

　　　　　　　　　　　　　日本歯科医学史学会会員
　　　　　　　　　　　　　元海野町歯科診療所長　村居正雄

はじめに
　一昨年１０月～昨年４月にかけて、図書館倶楽
部主催の執筆編集講座を受講する機会を得まし
た。ここ１０年ほどボチボチ書き溜めた上田市に
縁
ゆかり

のある人物についてまとめるのにちょうど良い
機会と考えて、通わせていただきました。
　その人物は、門

かど

石
いし

長
おさ

秋
あき

と言います。明治３０年
（１８９７年）国家資格をもって小県郡上田町に開業
した最初の歯科医師でした。江戸時代から明治に
かけて地域住民の歯の悩みに応えていたのは、実は口中医あるいは入
歯師、歯抜きといわれる人達でした。入歯師には入鼻・入眼を兼業し
た者もおり、謂わば手先の器用な人たちでした。技術は秘伝で、親か
ら子（養子）に伝えられました。一方、歯抜きは香

や

具
し

師の党
なかま

で、居合
抜き、あるいは独楽回しなどの芸を縁日などで演じて、その傍ら口中
療治をするという民衆に親しまれた大衆的な存在でした。
　国のレベルで医師の資格審査制度（医師開業試験）が始まったのは
明治８年（１８７６年）で、その年２８名が合格して内務省から開業免許
を受けています。歯科医師も１名おり、大分県中津出身の小幡英之助
でした。福澤諭吉と同郷で、叔父の小幡篤次郎は慶応義塾の塾長を務
めた諭吉の親友です。篤次郎の勧めで英之助は西洋歯科医学を学び、
日本最初の歯科医師として多くの弟子を育てました。後に詳しく触れ

　門石長秋　39歳

連 載
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ますが、門石長秋は大分県大野郡の出身で、明治期の日本の歯科界は
豊前、豊後の人たちの活躍で発展したのです。
　明治１７年（１８８４年）に医師免許制度（医籍、歯科医籍）がスター
トすると、医師・歯科医師は全て試験に合格して医籍に登録すること
が義務付けられます。従来開業の口中医、入歯師等は履歴を申請する
ことで、入歯歯抜口中療治鑑札を交付され、営業を続けることができ
ました。明治２６年（１８９３年）上田町には３名の鑑札所有者がいたこ
とが記録に残っております。
　残念ながら門石長秋に関する個人的な情報は全く残されていませ
ん。大分県出身の門石が、何故上田で開業したのだろうか、そして彼
は歯科医師会の組織作りに奔走するのですが何故か。明治３６年に長
野県歯科医師会を創設して初代会長に就任すると、４１年にはあっさ
りと東京に移住するのだが何故だろうか。また彼はどこで誰の下で歯
科医学を学んだのかなどなど、私は謎に満ちた彼の生涯を辿ってみた
いという強い衝動に駆られました。

門石長秋の生い立ちを辿る

　まず参考にしたのは、長野県歯科医師会史（昭和１１年刊）の復刻
版１） （平成９年）で、その会員名簿に記載されていた門石の履歴は下
記の通りでした。

　　　　　　本籍：大分県大野郡合川村宇田枝１９０番地
　　　　　　　族称：士族
　　　　　　　住所：小県郡上田町４６１番地
　　　　　　　生年月：明治１０年２月３日
　　　　　　　開業の場所：住所に同じ
　　　　　　　開業年月日：明治３０年１０月１０日
　　　　　　　免許番号：第３７０号
　　　　　　　同下付年月日：明治３０年９月３０日
　　　　　　　資格：試験合格

　地図で、大分県大野郡合川村を探しましたが合併したのか見当たり
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ません。地名辞典から、合
川村⇒清川村⇒現在は豊後
大野市清川町となっている
ことがわかりました。豊後
大野市役所戸籍課に電話を
して何か手掛かりを掴も
うとしましたが、合併を
繰り返していること、個人
情報の壁などで先に進めま
せん。思い余ってインター
ネットで検索した清川町商
工会に協力依頼の手紙を出しました。１ヵ月後に商工会から電話をい
ただきました。八方手を尽くしたが残念ながら手掛かりは得られな
かったこと、照会した本籍地は現在山林となっており門石姓の方も近
隣にはいないとのことで、万事休したかに思えました。
　ところが、その１週間後に奇跡が起こります。清川村誌２）（昭和
５４年刊）に門石長秋について記載があったのでコピーを送った、と
の電話をいただいたのです。待ちに待った手紙が届き、正に目の前が
パッと開けた感じでした。
　門石長秋は、明治１０年に豊後竹田の岡藩士宇野十平・ウラの二男
として生まれるのですが、７歳で叔父門石虎三郎の養子になります。
父十平は維新後、大分県常備兵、巡査など歴任後合川村助役を務め、
農業殖産経営に情熱を燃やし、地域の養蚕業の振興、製糖産業や畜産
業の普及にも貢献した人物でした。一方、養父の虎三郎は同じく岡藩
士でしたが、維新当時勤皇の大義を唱えて投獄され、家禄を没収され
るなど辛酸不遇の生涯を送った志士でした。長秋の一生を辿ってみる
と、実父の事業家気質と養父の律義な生き方が、彼の人生に大きな影
響を与えたように思います。豊後大野市清川町宇田枝には、宇野家を
継いだ弟長尚の孫である長史氏が住んでおられて、後日ご挨拶に伺う
ことができました。
　明治２２年１２歳で地元の六

むく

種
さ

簡易学校を卒業した長秋は、向学の志
に燃えて故郷を後にします。どういう切っ掛けがあったかは不明です

　　歯科医師法第二次改正記念 1916.3



25

が、２６年小倉の歯科医師石井良治の下で歯科医術を修行したと記録
にあります。翌２７年上京して高山歯科医学院の門を叩きます。高山
歯科医学院は、筆者の母校、東京歯科大学の前身なので、ここまで辿
れると後は芋蔓式にいろいろな情報を入手することができました。ふ
とした切っ掛けで物事は進展して行くものです。（つづく）

＜参考文献＞
１）解読復刻版　長野県歯科医師会史（全５巻）、長野県歯科医師会
        初版 昭和１１年（１９３６）、復刻版 平成７年（１９９５）

２）清川村誌　清川村誌刊行会編　昭和５４年（１９７９）

おもしろｗeｂ
マーケット情報

https://www.fuji-keizai.co.jp/market/index.html

株式会社富士経済サイトで、主要家電の世界市場、国内ジェネリック医薬

品市場など、項目別の市場調査の概要を見ることが出来ます。

筆者プロフィール
１９４２年生まれ。１９６１年上田高校卒業。東京歯科大学卒業後、
東京医科歯科大学医学部助手、都立荏原病院歯科勤務などを経て、
 １９７３年上田市で開業（海野町歯科診療所）2009年閉院。
上田市、長野県の小児むし歯予防に取り組み、１９９０年以来カンボジア、
ミャンマー、マレーシアなどで口腔保健向上の政策提言を行なっている。
現在、アジア歯科保健推進基金（ＡＯＨＰＦ）代表。
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パズル　答

あとがき

　Little Free Library というプロジェクトがアメリカを中心にドイツ、イギリ
スなどで広がっている。家庭やオフィスで眠っている本や雑誌を近隣同士
でシェアし、有効活用しようというもの。このネットワークに賛同する人は、
郵便箱のようなミニ書棚を玄関先に置き、不要になった本を入れておくだ
け。借りたい人は自由に持っていくことができる。シンプルな仕組みと物を
大切にしたい昨今の風潮がマッチングして、草の根は静かに広がってい
る。ミニ書棚は通路沿いに置くので、雨に濡れないように屋根をつけ、扉

をつける。オリジナルを手作りする人も多く、書棚自
慢をする男性らの会話も広がる。

　散歩がてら、あちこちの Little Free Library をのぞ
く、気に入った本があれば手にとってみる、あるいは
木陰にすわってゆっくり読む、ときには通りがかりの
人と本談義、傍らでは子どもたちが絵本に夢中。アッ
トホームな想像が膨らむプロジェクトである。
    　　　　　　　　　　　　　　　（木漏れ日）

　自家 発電　・　　　中毒　・ 撞着

　自己 実現　・ 主張　・ 中心

　言語 能力　・ 地図　・ 生活

　近代 国家　・ 社会　・ 都市

因数　・ 加水　・ 空中 　分解

短波　・ 民間　・ 多重 　放送

吉備　・ 五色　・ 言問 　団子
　
海鮮　・ 川魚　・ 一品 　料理

国連　・ 定期　・ 株主 　総会
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