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心のふるさと（上田市　古安曽地区）
　雪の朝、山裾の集落では生活道確保のために雪かきが行わ
れる。民家の庭先からは里山が続く。茅葺屋根、立て掛けら
れたハゼ棒、養蚕の籠が積まれた棚などが、田舎の象徴とも
いえる景色を残す。
　囲炉裏で暖をとる、家族で団欒など懐かしい思いがめぐる
世界である。
　　　　　　　　　　　　　　　　表紙写真・文　矢幡正夫

柊
花

し
ゅ
う
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松本民芸館
～美しいものが美しい～

錦
繍
の
三
才
山
峠
は
柔
ら
か
な
秋
の

日
差
し
を
浴
び
て
、
あ
た
か
も
油
彩
画

の
よ
う
だ
。
そ
こ
か
ら
下
っ
て
美
ヶ
原
温

泉
方
面
へ
と
向
か
う
。
ほ
ど
な
く
し
て

案
内
板
が
現
れ
、
左
折
す
る
と
白
壁
の

松
本
民
芸
館
に
行
き
つ
く
。
長
屋
門
の

先
に
は
石
畳
が
続
き
、
鮮
や
か
に
紅
葉

し
た
木
々
や
石
造
物
が
来
館
者
を
誘
い
ざ
な
う
。

な
ま
こ
壁
が
美
し
い
建
物
に
一
歩
足
を

踏
み
入
れ
る
と
、
そ
こ
は
「
手
仕
事
の

美
」
の
世
界
で
あ
る
。

１
９
６
２
年
に
丸
山
太
郎
さ
ん

（
１
９
０
９
〜
１
９
８
５
）
が
創
設

し
た
松
本
民
芸
館
は
、
今
年
開
館
50
周
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年
を
迎
え
た
。
丸
山
さ
ん
は
亡
く
な
る

２
年
前
に
土
地
、
建
物
、
所
蔵
品
の
全

て
を
市
に
寄
贈
し
、
現
在
は
松
本
市
が

運
営
し
て
い
る
。

丸
山
さ
ん
を
民
藝
の
道
へ
と
導
い
た

の
は
、
東
京
駒
場
の
日
本
民
藝
館
だ
っ

た
。
日
本
民
藝
館
創
設
者
の
柳
や
な
ぎ

宗む
ね

悦よ
し

ら

は
、
民
衆
の
用
い
る
日
用
品
の
美
に
着

目
し
、
無
名
の
職
人
た
ち
が
作
っ
た
民

衆
的
工
芸
品
を
「
民
藝
」
と
名
付
け
た
。

丸
山
さ
ん
は
上
京
す
る
た
び
に
日
本
民

藝
館
に
立
ち

寄
り
、
柳
宗

悦
た
ち
民
藝

運
動
家
の
知

遇
を
得
る
。

民
藝
の
美
し

さ
の
虜
と
な
っ

た
丸
山
さ
ん

は
、
蒐
集
の

た
め
日
本
全
国
を
旅
す
る
。
ま
た
＊

李

朝
の
品
に
強
く
魅
か
れ
、
韓
国
や
台
湾

ま
で
足
を
延
ば
し
た
。

＊ 

李
朝
：
朝
鮮
の
最
後
の
王
朝

　
　
　
（
１
３
９
２
〜
１
９
１
０
）

現
在
所
蔵
品
は
７
０
０
０
点
ほ
ど
、

陶
磁
器
や
木
工
・
漆
・
竹
製
品
、
染
織

物
や
ガ
ラ
ス
製
品
な
ど
、
多
く
は
日
常

的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
常

時
７
０
０
〜
８
０
０
点
が
展
示
さ
れ
て

い
る
。
今
年
は
通
年
で
「
松
本
民
芸
館　

50
年
の
歩
み
と
丸
山
太
郎
の
こ
こ
ろ
ざ

し
」
展
を
開
催
。
並
行
し
て
４

つ
の
特
別
展
が
企
画
さ
れ
て
い
て
、

私
が
訪
れ
た
際
は
「
民
芸
の
ふ
る

さ
と　

李
朝
展
」
が
開
か
れ
て
い

た
。
李
朝
の
民
芸
品
５
５
０
点

の
中
か
ら
約
１
５
０
点
が
展
示

さ
れ
て
い
る
。

１
号
館
展
示
室
に
入
る
と
、

ま
ず
一
対
の
李
朝
の
人
形
が
目
に
入
る
。

素
朴
で
単
純
な
造
り
な
が
ら
何
と
も
温

か
く
、
上
田
近
辺
で
農
閑
期
の
農
民
が

彫
っ
た
木
端
人
形
に
通
ず
る
も
の
を
感

じ
る
。
木
製
の
戸
棚
な
ど
は
素
朴
さ
と

重
厚
さ
を
併
せ
持
ち
、
白
磁
の
壺
の
高

貴
な
美
し
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

２
階
へ
の
階
段
に
は
、
野
の
花
が
さ

李朝の人形

民芸館庭
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り
げ
な
く
飾
ら
れ
て
い
る
。
丸
山
さ
ん

は
、『
野
辺
に
生
え
る
あ
り
き
た
り
の

花
』を
愛
し
た
と
い
う
。
庭
の
雑
木
林
も
、

丸
山
さ
ん
自
ら
が
手
掛
け
た
も
の
で
あ

る
。
柳
宗
悦
の
写
真
が
飾
ら
れ
た
部
屋

か
ら
は
ア
ル
プ
ス
が
眺
望
で
き
、
紅
葉

が
映
え
る
小
窓
は
あ
た
か
も
一
幅
の
絵

の
よ
う
で
あ
る
。

１
９
６
５
年
に
は
、松
本
市
内
に
あ
っ

た
江
戸
時
代
の
土
蔵
を
移
築
し
２
号
館

と
し
た
。
１
号
館
と
は
別
々
の
建
物
で

あ
っ
た
が
、
現
在
は
改
造
さ
れ
て
つ
な

が
っ
て
い
る
。
屋
根
裏
部
屋
の
太
い
梁
の

下
に
は
、
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
た
大

甕
や
船
箪
笥
、
野
に
あ
っ
た
石
造
物
が

存
在
感
を
放
つ
。
吹
抜
け
部
分
か
ら
階

下
を
覗
く
と
、
そ
こ
に
は
く
つ
ろ
ぎ
の

空
間
が
あ
る
。　

丸
山
さ
ん
は
、「
こ
こ
に
陳
列
し
て
い

る
ほ
と
ん
ど
の
物
は
、
名
も
無
い
職
人

さ
ん
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
手
仕
事
の
日

用
品
ば
か
り
。
美
し
い
物
に
は
国
境
も

な
く
新
旧
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
美
し

い
も
の
が
美
し
い
。
そ
う
感
じ
て
も
ら

え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
」
と
語
り
、
郷

土
の
人
に
こ
そ
見
て
も
ら
い
た
い
と

願
っ
て
い
た
。
現
在
の
館
長
の
丸
山
廣

登
さ
ん
も
、「
来
館
者
の
殆
ど
が
県
外
の

方
々
で
す
。
地
元
の
人
に
も
是
非
一
度

訪
れ
て
民
芸
品
に
触
れ
て
ほ
し
い
。
12

月
11
日
か
ら
来
年
２
月
24
日
ま
で
は
、

企
画
展
『
沖
縄
に
咲
い
た
民
芸
』
を
開

日用品の美

くつろぎの空間
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催
。
紅
型
や
テ
ィ
サ
ー
ジ
な
ど
の
染
織

物
、
焼
物
、
異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る
琉
球

人
形
な
ど
、
沖
縄
の
魅
力
が
溢
れ
出
て

き
ま
す
」
と
話
さ
れ
た
。「
来
館
者
用

の
ノ
ー
ト
も
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」。

館
長
さ
ん
の
言
葉
に
も
う
一
度
館
内
に

戻
る
。
ノ
ー
ト
に
は
、
訪
れ
た
人
た
ち

の
思
い
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。　

『
人
か
ら
人
へ
大
切
に
伝
え
ら
れ
た
も

の
に
は
愛
が
あ
り
、
美
し
い
で
す
ね
』　

『
何
度
来
て
も
落
ち
着
き
ま
す
。
心

が
洗
わ
れ
ま
す
』

無
名
の
職
人
た
ち
が
作
っ
た
民
芸
に

は
、
華
美
な
も
の
な
ど
ひ
と
つ
と
し
て
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
は
懐
か
し
さ
と

共
に
静
か
な
感
動
を
味
わ
う
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
24
年
11
月
７
日
訪
問　

海
野　

郁

松本市立博物館分館「松本民芸館」　　　　　　　　　　　　
　料金　大人　３００円
　　　　小・中学生、70歳以上の松本市民　無料
　開館時間　午前９時～午後５時（入館は４時 30分まで）
　休館日　毎週月曜日（休日の場合はその翌日）
　　　　　年末年始（12月 29日～１月３日）
　所在地　〒 390-0221　松本市里山辺 1313-1
　電話　0263-33-1569　　　　http://www.matsu-haku.com

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

未来へのキオク

震災遺構デジタルアーカイブプロジェクト

http://www.miraikioku.com/streetview/building

東日本大震災で被害をうけた施設の外観・構内を撮影し、記録・保

存・公開を行う取り組み。google ストリートビューのパノラマ写

真で撮影。釜石市立唐丹小学校 　大船渡魚市場 　陸前高田市役所

旧庁舎 

大字請戸集会所 　泊漁港 　道の駅 高田松原　など 

おもしろｗeｂ



「『
遠
く
か
ら
来
て
疲
れ
た
け

ど
、
こ
の
ロ
ッ
キ
ン
グ
チ
ェ
ア
に

座
っ
た
ら
す
っ
か
り
疲
れ
が
と

れ
た
よ
、
あ
り
が
と
』
と
言
っ

て
も
ら
っ
た
時
は
最
上
の
喜
び

だ
っ
た
よ
。
こ
の
仕
事
を
し
て
い

て
よ
か
っ
た
、
と
思
っ
た
瞬
間

だ
っ
た
ね
」。
今
年
で
28
回
目
に

な
る
ク
ラ
フ
ト
フ
ェ
ア
ま
つ
も
と

に
癒
し
の
ロ
ッ
キ
ン
グ
チ
ェ
ア
を

出
品
し
た
羽
柴
完
さ
ん
の
感
想

で
あ
る
。
五
月
晴
の
あ
が
た
の

森
公
園
は
出
品
者
２
５
０
ブ
ー

ス
、
全
国
か
ら
観
客
７
万
人
の

人
出
で
２
日
間
大
賑
わ
い
だ
っ

た
。
こ
の
フ
ェ
ア
は
最
初
ク
ラ
フ

ト
マ
ン
の
交
流
の
場
だ
っ
た
の
が
、

い
つ
ご
ろ
か
ら
か
一
般
客
が
増

え
て
今
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
に

な
っ
て
い
る
。

羽
柴
さ
ん
親
子
の
工
房

「K
ancraft

」
は
塩
尻
市
に
あ

る
。
住
ま
い
は
松
本
市
で
、
毎

日
工
房
ま
で
通
勤
し
て
い
る
。

１
９
４
９
年
愛
知
県
生
ま
れ

の
完
さ
ん
は
、
１
９
７
４
年
に

松
本
民
芸
家
具
藤
沢
木
工
に

入
社
し
た
。
６
年
後
、
松
本
で

独
立
し
て
「K

ancraft

」
を
立

ち
上
げ
た
。
息
子
の
弦
さ
ん
は

１
９
８
０
年
長
野
県
で
生
ま
れ
、

２
０
０
８
年
か
ら「K

ancraft

」

で
働
い
て
い
る
。

「
暮
ら
し
の
中
に
木
の
温
も

り
を
取
り
入
れ
た
い
と
い
う

方
に
、
長
く
お
使
い
頂
け
る

様
、
無
垢
の
木
を
使
い
、
シ
ン

プ
ル
で
素
朴
、
そ
し
て
丈
夫
な

家
具
を
一
品
一
品
手
作
り
で
受

注
製
作
し
て
い
ま
す
」。
こ
れ
は
8

Kancraft
手作り家具の店

千曲川地域の芸術家を訪ねる

羽柴完さん・羽柴弦さん親子を訪ねて



「K
ancraft

」
の
コ
ン
セ
プ
ト

で
あ
る
。

案
内
し
て
い
た
だ
い
た
お
住

ま
い
に
は
、
目
を
引
く
洒
落
た

椅
子
が
１
脚
、
畳
半
畳
を
占

め
て
置
か
れ
て
い
る
。
あ
る
時
、

完
さ
ん
は
ク
ラ
フ
ト
雑
誌
に
掲

載
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
産
の
椅
子

に
目
を
と
め
た
。「
お
お
お
…
」

と
な
っ
て
作
っ
た
の
が
こ
の
椅

子
で
あ
る
。
背
も
た
れ
に
は
４

本
の
縦
棒
が
平
均
し
て
置
か
れ
、

そ
の
奥
に
２
本
の
補
強
縦
棒
が

あ
る
。
ト
ッ
プ
は
、
鶏
冠
を
か

た
ど
っ
た
滑
ら
か
な
カ
ー
ブ
を

え
が
い
た
板
で
、
２
本
の
縦
棒

が
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
り
高
級
感

を
醸
し
出
し
て
い
る
。

完
さ
ん
が
自
ら
の
作
品
に
つ

リ
カ
産
ウ
ォ
ー
ル
ナ
ッ
ト
と
会

津
桐
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
も
面

白
い
。

子
ど
も
の
椅
子
は
、
祖
父
母

が
孫
の
為
に
と
購
入
す
る
場
合

が
多
い
。
孫
が
生
れ
る
度
に
１

脚
ず
つ
購
入
し
て
く
れ
る
客
も

い
る
。
こ
こ
の
子
ど
も
椅
子
は

座
卓
に
合
う
高
さ
に
出
来
て
い

る
。
愛
ら
し
く
、
部
屋
の
イ
ン

テ
リ
ア
と
し
て
購
入
す
る
人
も

多
い
と
い
う
。
ぬ
い
ぐ
る
み
や

植
木
鉢
の
台
に
し
て
も
洒
落
て

い
る
。

ず
い
ぶ
ん
前
の
こ
と
、
完
さ

ん
作
の
水
屋
箪
笥
を
購
入
し

て
く
れ
た
奥
さ
ん
が
い
て
、
毎

日
ま
い
に
ち
隅
々
ま
で
か
ら
ぶ

き
し
た
と
い
う
。
新
品
の
時
よ

り
自
然
の
艶
が
出
て
ほ
ん
と
う
9

い
て
、
誇
ら
し
げ
に
説
明
し
て

下
さ
る
。
手
作
り
家
具
の
材
料

は
子
ど
も
椅
子
の
本
桜
・
ハ
イ

チ
ェ
ア
の
く
る
み
・
ス
ピ
ン
ド

ル
チ
ェ
ア
の
ウ
ォ
ー
ル
ナ
ッ
ト
・

テ
ー
ブ
ル
の
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
・

折
り
畳
み
卓
袱
台
の
松
材
・
抽

斗
の
桐
材
な
ど
、
用
途
に
応
じ

て
使
い
分
け
る
。
気
に
入
っ
た

材
木
を
手
に
入
れ
る
た
め
、
時

に
は
名
古
屋
の
製
材
所
ま
で
足

を
延
ば
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

単
材
が
普
通
だ
け
れ
ど
、
何
種

類
か
の
材
料
を
合
わ
せ
る
と
ま

た
面
白
い
も
の
が
で
き
る
。
時

に
は
遊
び
心
も
必
要
で
、
た
と

え
ば
こ
の
椅
子
は
ウ
ォ
ー
ル
ナ
ッ

ト
と
メ
ー
プ
ル
。
ウ
イ
ン
ザ
ー

椅
子
は
ニ
レ
・
イ
チ
イ
・
ヒ
ッ

コ
リ
な
ど
を
あ
わ
せ
る
。
ア
メ



に
自
分
が
作
っ
た
作
品
か
と
目

を
見
張
る
ほ
ど
美
し
い
家
具
に

な
っ
て
い
た
。
買
う
だ
け
で
な

く
そ
の
後
も
大
切
に
扱
っ
て
い

た
だ
け
る
と
50
年
、
１
０
０
年

後
に
は
木
本
来
の
持
つ
美
し
さ

が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
孫
子
の

代
ま
で
十
分
使
用
に
耐
え
ら
れ

家
宝
に
も
な
る
。

ま
た
、
す
べ
て
が
手
作
り
の

た
め
、
同
じ
も
の
は
二
つ
と
な

い
。
客
に
は
材
料
か
ら
デ
ザ
イ

ン
ま
で
細
か
く
指
定
し
て
く
る

人
も
い
れ
ば
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に

言
っ
て
あ
と
は
君
に
任
せ
る
と
い

う
人
も
い
る
。

注
文
が
あ
れ
ば
、
国
内
は
も

と
よ
り
、香
港
や
台
湾
に
も
送
っ

た
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
の
場

合
も
出
来
上
が
る
ま
で
真
剣
で

充
実
し
た
日
々
が
続
く
。

完
さ
ん
は
カ
ッ
プ
ボ
ー
ド
や

水
屋
箪
笥
な
ど
箱
物
が
得
意

で
、
弦
さ
ん
は
椅
子
の
製
作
が

好
き
。
完
さ
ん
は
「
家
具
作
り

で
一
番
大
切
な
の
は
設
計
図
で

最
初
に
デ
ザ
イ
ン
が
決
ま
り
設

計
図
が
正
確
に
で
き
れ
ば
８
割

が
た
出
来
た
よ
う
な
も
の
。
な

ん
で
も
そ
う
だ
け
ど
、
基
本
が

大
事
。
も
っ
と
も
私
は
、
設
計

図
も
な
く
材
木
に
墨
付
け
し
な

く
て
も
、
頭
の
中
に
あ
る
完
成

品
を
製
作
で
き
る
」と
話
さ
れ
る
。

父
と
同
じ
道
を
歩
く
弦
さ
ん
、

「
子
ど
も
の
頃
父
は
い
つ
も

楽
し
そ
う
に
仕
事
を
し
て
い
た
。

楽
し
さ
の
中
に
威
厳
が
あ
っ
て
、

僕
も
い
つ
か
あ
あ
な
ろ
う
と
思
っ

て
い
た
。
同
じ
仕
事
を
す
る
よ

う
に
な
っ
て
そ
の
楽
し
さ
を
身

に
し
み
て
感
じ
て
い
る
。
親
方

（
父
）
の
言
う
こ
と
を
聞
き
な

が
ら
、
吸
収
で
き
る
こ
と
は
ど

ん
ど
ん
吸
収
し
、
自
分
の
感
性

を
大
切
に
し
て
創
造
家
具
に
挑

戦
し
た
い
」。
穏
や
か
な
が
ら
筋

の
通
っ
た
完
さ
ん
と
暖
か
い
母

の
眼
差
し
に
見
守
ら
れ
て
、
弦

さ
ん
は
未
来
に
向
け
て
限
り
な

く
大
き
な
希
望
を
描
い
て
い
る
。

平
成
24
年
６
月
６
日
訪
問　
　

　
　
　
　
　

吉
池　

み
ど
り
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諏
訪
市
立 

信
州
風
樹
文
庫

岩
波
書
店
出
版
物
の
殿
堂

は
じ
め
に

日
本
の
良
心
と
も
言
う
べ
き
岩
波
書

店
の
出
版
物
が
全
て
揃
っ
て
い
る
図
書

館
が
信
州
に
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
だ
ろ

う
か
。
諏
訪
市
立
の
信
州
風
樹
文
庫
で

あ
る
。

11
月
の
小
春
日
和
の
日
、
私
は
そ
の

信
州
風
樹
文
庫
を
久
し
ぶ
り
に
訪
ね
た
。

風ふ
う

樹じ
ゅ

文
庫
の
名
は
岩
波
書
店
の
創

立
者
岩
波
茂
雄
の
座
右
の
銘
「
風
樹
の

歎
」
に
由
来
す
る
。
中
国
の
韓
詩
外
伝

巻
九
に
、「
樹
静
か
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ど

風
止
ま
ず　

子
養
わ
ん
と
欲
す
れ
ど
親

待
た
ず　

往
き
て
見
る
を
得
べ
か
ら
ざ

る
は
親
な
り
」
と
あ
る
。
茂
雄
は
少
年

時
代
に
父
を
亡
く
し
、
青
年
時
代
に
母

を
喪
っ
た
。「
海
嶽
の
慈
恩
に
一
片
も
報

い
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
は
終
生
に
わ

た
る
自
分
の
恨
み
事
。
今
日
に
至
る
ま

で
父
を
思
い
、
母
を
思
っ
て
暗
然
た
る

も
の
が
あ
る
。
私
が
多
少
と
も
世
に
奉

仕
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
風
樹
の
歎
を

自
ら
慰
め
よ
う
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
」

と
孝
心
を
人
生
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し

た
。（『
信
州
風
樹
文
庫
50
年
』）

信
州
風
樹
文
庫
入
口
に
は
有
名
な

「
低て

い

處し
ょ

高こ
う

思し

」
の
偏
額
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
扁
額
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
そ

の
日
私
を
玄
関
で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
図

書
館
の
矢
崎
勝
美
さ
ん
に
招
じ
入
れ
ら

れ
ゲ
ー
ト
を
く
ぐ
っ
た
が
、
林
立
す
る

書
架
と
静
寂
な
館
内
の
雰
囲
気
に
身
が

引
き
締
ま
る
思
い
が
し
た
。
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４
万
点
を
超
え
る
戦
後
の

 
 

岩
波
書
店
出
版
物
が
全
て
こ
こ
に

書
架
の
中
を
ブ
ラ
ウ
ジ
ン
グ
し
て
先

ず
目
に
つ
く
の
が
岩
波
書
店
の
全
集
群

で
あ
る
。『
漱
石
全
集
』、『
鴎
外
全
集
』、

『
白
秋
全
集
』、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』、

『
泉
鏡
花
全
集
』、『
露
伴
全
集
』
か

ら
最
近
の
『
幸
田
文
全
集
』
ま
で
全
て

揃
っ
て
い
る
。

中
で
も
岩
波
書
店
の
初
期
の
出
版
物

の
哲
学
叢
書
が
目
を
ひ
く
。『
プ
ラ
ト

ン
全
集
』、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』、

『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
』、『
西
田
幾
多
郎

全
集
』、『
和
辻
哲
郎
全
集
』、『
津
田
左

右
吉
全
集
』、『
三
木
清
全
集
』、『
内
村

鑑
三
全
集
』、『
福
沢
諭
吉
全
集
』
等
の

書
架
の
前
に
立
つ
と
な
ん
と
も
圧
倒
さ

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
真
理
は
萬
人
に
よ
っ
て

求
め
ら
れ
る
こ
と
を
自
ら
欲
し
、
芸
術

は
萬
人
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
る
こ
と
を
自
ら

望
む
…
」
と
い
う
格
調
高
い
マ
ニ
ュ
フ
ェ

ス
ト
で
知
ら
れ
た
「
岩
波
文
庫
」
の
お

世
話
に
な
っ
た
中
高
年
世
代
は
少
な
く

な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
「
岩
波
文
庫
」
は
昭
和
2
年
に

創
刊
さ
れ
た
が
、
こ
の
出
版
こ
そ
は
岩

波
の
理
想
と
プ
ラ
イ
ド
を
賭
け
た
畢
生

の
大
事
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
日
本
は

「
円
本
」
と
呼
ば
れ
る
狂
乱
の
全
集

廉
価
販
売
ブ
ー
ム
の
渦
中
に
あ
っ
た
が
、

円
本
ブ
ー
ム
に
乗
り
遅
れ
た
出
版
社
の

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
「
岩
波
文
庫
」

が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
、

Ａ
６
版
の
ハ
ン
デ
ィ
ー

な
廉
価
版
は
爆
発
的

な
人
気
を
呼
び
、
何

百
通
と
い
う
感
謝
状
・

激
励
文
が
寄
せ
ら
れ

た
。
岩
波
茂
雄
を
し
て

「
本
屋
に
な
っ
て
よ

か
っ
た
」
と
大
感
激
さ

せ
た
と
出
版
史
に
詳
し
い
塩
澤
実
信
氏

は
そ
の
著
『
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
風
景
』

で
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、「
岩
波
新
書
」
が
昭
和
13
年

に
創
刊
さ
れ
る
と
他
社
の
多
く
が
新
書

版
発
行
に
追
随
し
た
。
昭
和
22
年
以
降

の
こ
れ
ら
の
「
岩
波
文
庫
」、「
岩
波
新

書
」
が
信
州
風
樹
文
庫
の
南
側
壁
面
書

架
を
埋
め
、
10
連
近
く
林
立
す
る
様
は

壮
観
で
あ
っ
た
。

現
在
、
岩
波
書
店
か
ら
発
行
さ
れ
る

出
版
物
の
全
て
、
50
冊
〜
１
０
０
冊
ほ

「広辞苑」は初版から第6版まで
全て揃っている
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ど
が
毎
月
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
荷
造
り
さ
れ

て
送
ら
れ
て
く
る
と
い
う
。
北
隅
の
一
角

に
今
月
の
岩
波
書
店
の
新
刊
本
が
テ
ー

ブ
ル
の
上
に
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
奥
へ
入
る
と
清
楚
な
雰
囲

気
の
閲
覧
席
コ
ー
ナ
ー
が
西
日
に
当
っ

て
明
る
く
輝
い
て
い
た
。
矢
崎
さ
ん
の

話
で
は
作
家
の
井
出
孫
六
さ
ん
も
こ
の

閲
覧
席
を
愛
用
し
て
お
り
、
シ
ー
ズ
ン

に
な
る
と
原
村
の
別
荘
か
ら
足
し
げ
く

信
州
風
樹
文
庫
へ
通
わ
れ
て
来
る
そ
う

だ
。
私
も
機
会
が
あ
っ
た
ら
岩
波
の
出

版
物
に
囲
ま
れ
て
一
日
中
こ
こ
で
過
ご
し

た
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。

向
学
心
に
燃
え
た

 
 
 
 
 
 

中
洲
村
の
青
年
た
ち

こ
の
信
州
風
樹
文
庫
成
立
に
は
、
戦

後
直
後
の
向
学
心
に
燃
え
た
中
洲
村
の

青
年
た
ち
の
熱
い
思
い
と
行
動
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

昭
和
20
年
８
月
15
日
を
境
に
敗
戦

後
の
日
本
は
価
値
観
が
一
変
し
、
民
主

主
義
が
標
榜
さ
れ
る
と
、
茂
雄
の
出
身

地
諏
訪
郡
中
洲
村
の
青
年
た
ち
は
そ
れ

ら
を
い
ち
早
く
体
得
し
よ
う
と
熱
心
に

本
を
漁
っ
た
。「
復
員
し
た
多
く
の
有

為
の
若
者
が
青
年
会
に
加
わ
り
積
極
的

に
活
動
し
た
。
…
歴
史
を
追
う
中
で
政

治
、
教
育
、
思
想
等
の
面
か
ら
反
省

し
、
文
化
に
よ
っ
て
国
を
建
て
直
そ
う

と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
い
た
」
そ
ん
な

中
、
夫
人
が
中
洲
村
役
場
助
役
岩
波
卓

の
叔
母
に
当
る
縁
で
東
京
女
子
大
学
文

学
部
教
授
藤
森
朋
夫
の
講
演
会
が
開
催

さ
れ
た
。
そ
の
講
演
の
中
で
、「
岩
波
茂

雄
先
生
の
よ
う
な
全
国
的
大
文
化
人
を

生
ん
だ
中
洲
の
地
に
、
少
な
く
と
も
岩

波
の
図
書
が
揃
っ
て
い
る
よ
う
な
施
設

が
な
い
の
は
残
念
だ
」
と
い
う
藤
森
の

言
葉
が
青
年
た
ち
の
肺
腑
を
え
ぐ
っ
た
。

そ
こ
で
、
青
年
会
長
平
林
と
副
会
長
藤

森
及
び
文
化
部
長
の
守
矢
は
相
談
の
結

果
、
一
つ
に
、「
藤
森
教
授
の
指
摘
し
た

施
設
が
欲
し
い
」、
二
つ
目
に
「
少
な
い

優
良
図
書
に
対
す
る
青
年
達
の
切
な
る

希
求
に
応
じ
た
い
」
と
の
理
由
で
行
動

を
開
始
し
た
。
そ
し
て
青
年
達
は
「
直

接
上
京
し
て
岩
波
書
店
に
寄
贈
を
懇
願

し
て
み
よ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
時
、
岩
波
茂
雄
は
既
に

亡
く
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
昭
和
22
年
1

月
に
平
林
と
青
年
学
校
教
諭
金
子
が
神

田
の
岩
波
書
店
本
店
を
訪
れ
た
と
き
は

支
配
人
小
林
勇
と
長
田
幹
雄
が
応
対
し

た
。
上
京
し
た
二
人
は
自
分
達
の
心
情

を
こ
も
ご
も
述
べ
た
が
、
小
林
は
「
岩

波
茂
雄
の
郷
土
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
岩

波
の
本
が
欲
し
い
と
い
う
の
は
、
一
種
の

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
だ
。
岩
波
の
本

は
国
内
外
を
問
わ
ず
に
、
真
に
必
要
と

す
る
所
で
利
用
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
青

年
達
の
懇
請
を
断
っ
た
。
そ
れ
で
も
二
13



人
は
諦
め
ず
、
再
び
岩
波
書
店
に
赴
い

た
。
今
度
は
岩
波
茂
雄
の
次
男
で
後
継

社
長
に
な
っ
て
い
た
岩
波
雄
二
郎
が
応

対
し
、
真
剣
な
読
書
熱
、
農
村
文
化
向

上
、
国
の
再
建
へ
寄
与
し
た
い
と
い
う

青
年
達
の
真
摯
な
心
情
に
つ
い
て
深
い

理
解
を
示
し
、
終
に
岩
波
書
店
発
行
図

書
の
寄
贈
に
つ
い
て
協
力
を
約
し
た
と
い

う
。（『
信
州
風
樹
文
庫
50
年
』）

昭
和
22
年
２
月
、
第
１
回
の
図
書
受

領
の
た
め
、
青
年
会
の
平
林
、
吉
山
及

び
金
子
教
諭
の
３
名
が
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク

を
背
負
っ
て
上
京
し
た
。
そ
の
後
、
年

３
回
本
を
受
け
取
り
に
上
京
し
た
が
、

そ
の
旅
費
等
は
中
洲
村
当
局
が
全
面
支

援
し
た
。

こ
う
し
て
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
に
背
負
っ

て
持
ち
帰
っ
た
岩
波
書
店
の
書
籍
は「
信

州
風
樹
文
庫
」
の
名
称
が
付
け
ら
れ
当

初
は
中
洲
小
学
校
の
応
接
室
に
受
入
れ
、

保
管
さ
れ
、
貸
出
は
青
年
会
文
化
部
の

責
任
で
行
わ
れ
た
。

そ
の
後
風
樹
文
庫
は
中
洲
小
学
校
内

の
敷
地
に
独
立
書
庫
が
設
置
さ
れ
、
諏

訪
市
に
合
併
後
の
昭
和
55
年
に
増
築
さ

れ
た
。
更
に
本
格
的
な
図
書
館
整
備
の

気
運
が
熟
し
、
平
成
５
年
７
月
に
延
べ

床
面
積
６
０
０
㎡
を
超
え
る
諏
訪
市
立

の
新
信
州
風
樹
文
庫
が
旧
中
洲
村
役
場

跡
地
に
開
館
し
た
。
そ
の
年
は
岩
波
書

店
創
業
80
周
年
に
当
り
、
そ
の
竣
工
式

に
は
当
時
岩
波
書
店
会
長
に
な
っ
て
い

た
岩
波
雄
二
郎
も
出
席
し
た
。

年
間
の
受
け
入
れ
冊
数
は
約
１
千
冊

で
、
平
成
24
年
度
の
蔵
書
数
は
４
０
，

５
８
１
冊
に
達
し
て
い
る
。　

お
わ
り
に

岩
波
茂
雄
は
、「
自
分
は
一
介
の
文
化

の
配
達
夫
、
ま
た
は
文
化
の
撤
水
夫
に

す
ぎ
な
い
」
と
言
っ
て
、
学
問
や
芸
術

に
専
念
し
献
身
す
る
人
や
、
身
を
忘
れ

て
社
会
に
奉
仕
し
て
い
る
人
に
対
し
て
、

尊
敬
し
感
謝
す
る
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。

誠
実
に
生
き
、
誠
意
を
も
っ
て
仕
事

を
す
る
茂
雄
の
人
生
や
社
会
に
処
す
る

姿
勢
は
、
生
涯
一
貫
し
て
変
わ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
孝
心
厚
く
、
理
想
家
で
、

思
い
込
ん
だ
ら
猪
突
猛
進
す
る
正
義
の

ロ
マ
ン
チ
ス
ト
、
郷
土
を
愛
し
、
多
く

の
親
友
・
知
己
に
恵
ま
れ
た
岩
波
茂
雄

昭和22年に青年達が運んだリュックと本
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こ
そ
は
代
表
的
信
州
人
と
言
え
る
だ
ろ

う
。岩

波
茂
雄
は
「
低
處
高
思
」
を
座
右

の
銘
と
し
、
今
も
茂
雄
の
生
家
跡
に
は

大
き
な
自
然
石
に
盟
友
安
倍
能
成
の
筆

に
よ
る
「
低
處
高
思
」
が
刻
ま
れ
た
石

碑
が
建
っ
て
い
る
。
岩
波
茂
雄
は
こ
の
他

に
「
至
誠
而
不
動
者
未
有
之
也
」、「
白

鶴
高
飛
不
追
群
」
を
座
右
の
銘
と
し
て

い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
こ
の
稿
を
終
え

る
。岩

波
茂
雄
は
明
治
14
年
１
月
８
日
、

諏
訪
郡
中
洲
村
中
金
子
に
生
ま
れ
た
。

父
義よ

し

質も
と

、
母
う
た
。
戦
後
初
の
文
化
勲

章
を
受
賞
し
た
直
後
の
昭
和
21
年
４
月
、

熱
海
惜
檪
荘
に
て
再
度
の
脳
出
血
に
て

発
病
し
、
25
日
に
没
し
た
。
享
年
65
歳
。

平
成
24
年
12
月　

    

長
野
県
図
書
館
協
会　

宮
下
明
彦

昭
和
19
年
、
後
に
作
家
と
し
て
名
を

成
す
島
尾
敏
雄
は
、
第
十
八
震
洋
特
攻

隊
隊
長
と
し
て
奄
美
諸
島
加か

計け

呂ろ

麻ま

島じ
ま

に
赴
任
し
た
。
そ
こ
で
島
の
小
学
校
教

師
ミ
ホ
と
恋
に
落
ち
る
。
戦
時
下
に
お

け
る
極
限
の
愛
だ
っ
た
。
死
を
覚
悟
し

た
島
尾
だ
っ
た
が
、
翌
年
８
月
13
日
の

出
撃
命
令
は
遂
行
さ
れ
ず
、
終
戦
を
迎

え
る
。
ふ
た
り
は
結
婚
し
上
京
す
る
が
、

心
を
病
ん
だ
ミ
ホ
の
た
め
、
島
尾
は
家

族
を
連
れ
て
昭
和
30
年
に
奄
美
大
島
へ

と
移
住
す
る
。　

昭
和
33 

年
、
奄
美
大
島
の
名
瀬
市

（
現
在
の
奄
美
市
名
瀬
）
に
鹿
児
島

県
立
図
書
館
奄
美
分
館
が
開
館
し
た
。

当
初
は
奄
美
諸
島
１
市
13

町
村
唯
一
の
図
書
館
だ
っ

た
。
初
代
分
館
長
に
は
島

尾
敏
雄
が
就
任
。
島
尾

は
熊
本
商
科
大
学
に
通
っ

て
司
書
資
格
を
習
得
し
た
。

鹿
児
島
県
立
図
書
館
長

だ
っ
た
久
保
田
彦
穂
（
椋

鳩
十
）
の
指
導
も
あ
り
、15

島
尾
敏
雄　

～
南
の
島
の
図
書
館
長
と
し
て
～



島
尾
は
図
書
館
人
と
し
て
力
を
尽
く
す

こ
と
に
な
る
。
中
で
も
最
大
の
功
績
は
、

郷
土
資
料
の
蒐
集
や
刊
行
活
動
に
あ
る
。

奄
美
分
館
は
郷
土
資
料
セ
ン
タ
ー
と
し

て
も
島
民
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

ま
た
、
当
時
と
し
て
は
先
駆
的
な
日
曜

日
開
館
や
、
離
島
の
教
育
委
員
会
や
公

民
館
、
港
の
待
合
室
や
船
内
に
も
貸
出

文
庫
を
設
置
す
る
な
ど
し
た
。　

島
尾
は
分
館
長
と
し
て
定
年
ま
で
17

年
間
務
め
、
奄
美
で
の
生
活
は
20
年
に

及
ん
だ
。
そ
の
間
、
作
家
活
動
と
分
館

長
の
業
務
を
峻
別
し
な
が
ら
、『
死
の

棘
』な
ど
多
く
の
著
書
を
執
筆
し
て
い
る
。

先
日
、
初
め
て
奄
美
大
島
を
訪
れ
た
。

11
月
の
奄
美
は
観
光
客
が
少
な
く
、
気

温
20
℃
の
中
を
快
適
に
歩
い
た
。
島
尾

た
ち
が
住
ん
で
い
た
官
舎
は
保
存
さ
れ
、

文
学
碑
が
建
つ
。
２
０
０
９
年
に
オ
ー

プ
ン
し
た
４
階
建
て
の
鹿
児
島
県
立
奄

美
図
書
館
1
階
に
は
「
島
尾
敏
雄
記

念
室
」
が
あ
り
、
島
尾
の
文
学
の
軌
跡

や
島
で
の
活
動
を
辿
る
こ
と
が
出
来
る
。

著
書
や
原
稿
、
写
真
な
ど
の
他
、
島
尾

が
分
館
長
時
代
に
使
っ
た
机
や
、
再
現

さ
れ
た
官
舎
内
部
な
ど
、
島
尾
の
人
生

を
網
羅
し
た
展
示
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
奄
美
大
島
の
最
南
西
端
に
あ
る
瀬

戸
内
町
立
図
書
館
に
も
島
尾
敏
雄
コ
ー

ナ
ー
が
あ
り
、
前
庭
に
は
立
派
な
文
学

碑
が
建
つ
。

加
計
呂
麻
島
へ
の
フ
ェ
リ
ー
に
は
、
小

さ
い
な
が
ら
図
書
館
貸
出
文
庫
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
震
洋
隊
の
基
地
が
あ
っ
た

呑
之
浦
に
は
、
島
尾
敏
雄
文
学
碑
公

園
が
あ
る
。
文
学
碑
の
上
方
に
は
「
島

尾
敏
雄
・
ミ
ホ
・
マ
ヤ　

こ
の
地
に
眠

る
」
と
彫
ら
れ
た
墓
碑
が
建
つ
。
マ
ヤ

は
ふ
た
り
の
長
女
で
あ
る
。
立
ち
寄
っ

た
本
屋
や
奄
美
空
港
の
売
店
に
も
島
尾

の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
っ
た
。
飾
ら
な
い
人
柄

の
島
尾
は
、
島
民
に
愛
さ
れ
慕
わ
れ
て

い
た
と
い
う
。
そ
の
一
端
に
触
れ
た
旅
で

あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
野　

郁

日
本
図
書
館
文
化
史
研
究
会
編

『
図
書
館
人
物
伝
』
参
照

フェリー内貸出文庫

16



観点

17

「技術」は「言葉の壁」を乗り超える

昨年の 11月 12日から 1週間、上田市（旧丸子町）の姉妹
提携都市である米国のコロラド州ブルームフィールド市を訪問
してきた。訪問団員は旧丸子町の堀内元町長と製造業経営者
5人と私の合計 7名である。これまでは、文化・教育交流が主
であったが、先方から、ぜひ経済交流をとの呼びかけがあり実
現したものだ。米国は、日本同様にイノベーションの発信国で
あり、生産拠点、消費拠点の東アジアとは異なり、米国の産業
動向や企業との連携を模索することは、上田地域の製造業に
とっても大きな価値となる。
ブルームフィールド市はロッキー山脈の麓の米国中西部にあ

り、国際空港のあるデンバーが最寄りの中核都市である。標高
は約 1600mで、マラソン選手の高地トレーニングで有名なボ
ルドーにも近い。ロッキー山脈の景色が実に見事で、山に囲ま

れて育つ信州人には親近感の
ある土地柄である。米国は各
地を訪問したが、ぜひ、プライ
ベートでも訪問したいものであ
る。
さて、本題の経済交流である
が、何よりも実に良き受入で感
謝感激である。到着日、ホテ
ルの部屋には、到着時間が遅
くなることを見込み、写真のよ
うなウェルカムドリンクと軽食に
加え、歓迎の手紙も添えてあっ
た。また、翌日からは、ブルー
ムフィールド市職員の案内で朝

ホテルに用意されていた
ウェルカムドリンクと軽食
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から夕方まで、企業や研究所の視察訪問をしてまわった。日
本のビジネス慣習とは異なり、米国では、ビジネスにつなが
らない工場見学などは受入してもらえないのが普通であり、
相手の名刺は相手に認められて初めてもらうことができる。
一方では、社歴、資本金、従業員数などにはこだわらず、イ
ノベーションにつながる技術獲得を目指し「御社は何ができ
るか、御社にはどんな技術があるのか」の点を質問してくる。
このような経験を、企業経営者が直にできたことは大きな財
産となる。
これまで、数々の国の企業を視察してきたが、「技術」は「言
葉の壁」を乗り超えると確信した。米国の工場に一旦足を踏
み入れれば、経営者達の眼が一瞬にして変わるのだ。製品の
完成度、製造装置、
5S(整理・整頓・清
掃・清潔・しつけ )
の実施度など言葉
が直接通じなくと
も、理解ができる
のである。次回は、
ぜひ米国の企業の
上田市の企業視察
の受入をお手伝い
したい。

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・工学博士　岡田基幸

ブルームフィールド市内の製造業を見学



大沢年延さん
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つ
ら
つ

　

シ
ニ
ア

は

上
田
市
小
泉
在
住
の
大
沢
年

延
さ
ん
の
誕
生
日
は
昭
和
７
年
１

月
１
日
、
年
が
明
け
て
81
歳
を
迎

え
た
。
元
旦
生
ま
れ
の
大
沢
さ
ん

は
意
欲
的
な
男
性
で
あ
る
。
８
反

の
田
ん
ぼ
で
米
を
作
り
、
リ
ン
ゴ

や
ブ
ド
ウ
な
ど
10
種
類
ほ
ど
の
果

樹
を
育
て
る
。
果
物
栽
培
は
そ
れ

ぞ
れ
作
業
が
異
な
り
、
か
つ
１
種

類
に
つ
き
幾
つ
も
の
工
程
が
あ
る
。

そ
れ
ら
を
、
時
期
に
合
わ
せ
て
適

切
に
こ
な
し
て
い
く
。
野
菜
は
言

う
ま
で
も
な
し
、
春
か
ら
秋
ま
で

葉
物
、
果
菜
、
根
菜
な
ど
を
育
て

る
。
こ
こ
ま
で
聞
い
て
、
野
菜
栽

培
だ
け
で
精
一
杯
の
私
は
早
く
も

脱
帽
、
身
が
縮
ま
る
思
い
が
し
た
。

他
に
シ
イ
タ
ケ
や
ク
リ
タ
ケ
な
ど

４
種
類
の
キ
ノ
コ
を
育
て
、
ほ
ぼ

自
給
自
足
の
生
活
を
送
る
。

栽
培
方
法
に
も
こ
だ
わ
る
。
米

は
稲
架
の
天
干
し
、
ブ
ド
ウ
は

家
の
南
側
の
庇
沿
い
に
棚
を
設
け
、

そ
の
上
で
育
て
る
。
日
よ
け
と
実

益
を
兼
ね
た
エ
ク
ス
テ
リ
ア
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
接
木
の
名
人
で
、

１
本
の
和
ナ
シ
に
中
手
の
洋
ナ
シ

と
ア
キ
ヅ
キ
と
い
う
晩
生
の
種
類

を
接
い
で
、
次
期
を
ず
ら
し
て
食

べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
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３
年
前
か
ら
は
菊
作
り
を
始
め
た
。

３
本
仕
立
て
、
１
本
仕
立
て
、
盆
栽
仕

立
て
な
ど
数
種
類
に
取
り
組
む
。
３
本

仕
立
て
は
春
に
出
て
き
た
新
芽
を
切
り

取
っ
て
挿
し
、
８
セ
ン
チ
位
の
と
き
に
摘

心
す
る
。
出
て
き
た
脇
芽
を
３
本
だ
け

上
へ
上
へ
と
伸
ば
し
て
い
く
。
そ
し
て
秋

に
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
る
。
菊
展
に
出

品
す
る
と
き
は
規
定
の
高
さ
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
抑
制
剤
を
使
っ
て
調

整
す
る
が
、
気
候
に
左
右
さ
れ
が
ち
な

植
物
の
生
長
を
日
々
見
守

る
愛
情
が
欠
か
せ
な
い
。

盆
栽
仕
立
て
も
挿
し
木

か
ら
育
て
る
が
、
１
本
の

木
の
よ
う
に
形
作
っ
て
い

く
。
２
〜
３
年
か
け
て
少

し
ず
つ
樹
姿
を
整
え
、
自

然
の
雅
趣
を
表
現
し
て
い

く
。
大
沢
さ
ん
は
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
、
盆
栽
仕
立

て
の
ほ
う
が
好
き
だ
そ
う

だ
。
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
通
り
に
仕
立
て

ら
れ
た
と
き
が
最
高
の
喜
び
と
言
う
。

ゴ
ル
フ
歴
も
長
い
。
年
に
数
回
ゴ
ル

フ
場
に
出
か
け
る
。「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き

る
の
が
い
い
」
と
地
区
の
定
例
コ
ン
ペ
に

は
毎
回
参
加
す
る
。
大
沢
さ
ん
の
姿
勢

の
良
さ
と
軽
い
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
納
得
し

た
。去

年
か
ら
し
め
飾
り
も
作
り
始
め

た
。
外
仕
事
が
終

わ
る
12
月
に
な
る

と
、
お
仲
間
と
一
緒

に
作
業
場
に
こ
も
り
、

手
と
口
を
動
か
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
広
が
る
と
き
で

も
あ
る
。
で
き
上

が
っ
た
し
め
飾
り
は
、

写
真
の
通
り
ハ
イ
レ

ベ
ル
な
も
の
。
こ
こ

で
も
大
沢
さ
ん
の
セ
ン
ス
と
器
用
さ
が

光
る
。

他
に
も
高
山
植
物
の
コ
マ
ク
サ
を
種

か
ら
育
て
た
り
、
イ
ワ
ヒ
バ
を
枯
山
水

風
に
仕
立
て
た
り
、
新
し
い
挑
戦
は

続
く
。
し
か
し
相
手
は
戸
外
の
生
き

物
、
自
然
環
境
の
影
響
を
受
け
や
す
い

の
で
、
順
調
に
い
か
な
い
こ
と
も
多
々

あ
る
。
そ
ん
な
時
の
大
沢
さ
ん
の
口
癖
は

「
今
年
ダ
メ
で
も
来
年
が
あ
る
」。
常

大沢さんお気に入りの
盆栽仕立ての菊
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に
前
向
き
で
あ
る
。

奥
さ
ん
の
時
江
さ
ん
も
活
発
で
あ
る
。

花
や
野
菜
は
ほ
と
ん
ど
種
か
ら
育
て
る
。

ご
主
人
と
一
緒
に
生
産
し
た
果
物
や
野

菜
の
加
工
は
一
手
に
引
き
受
け
、
毎
日

の
食
卓
に
の
せ
る
。
レ
シ
ピ
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
、
料
理
が
マ
ン
ネ

リ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
。
ま
た

９
年
前
か
ら
パ
ソ
コ
ン
教
室
に
通
い
始

め
た
。
ペ
イ
ン
ト
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
、
カ

ラ
フ
ル
な
色
彩
と
と
も
に
ド
ロ
ー
イ
ン
グ

を
楽
し
む
。

揃
っ
て
意
欲
的
な
お
二
人
、
話
題

は
多
岐
に
わ
た
り
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。

聞
い
て
い
る
こ
ち
ら
は
60
代
半
ば
、
一

回
り
以
上
も
年
長
の
お
二
人
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
た
く
さ
ん
も
ら
っ
て
取
材
を
終

え
た
。

平
成
24
年
11
月
９
日
訪
問

                                    

伊
藤　

文
子

も
て
な
し
の
街
角
（
上
田
市　

松
尾
町
通
り
）

  

上
田
駅
か
ら
松
尾
町
通
り
を
ウ
ォ
ー
ク
。
石
畳
を
思
わ
せ

る
歩
道
、
空
に
向
か
っ
て
か
ざ
さ
れ
た
モ
ダ
ン
な
街
灯
。
新

し
い
街
並
み
の
中
、
洋
風
の
建
物
が
日
差
し
を
受
け
、
ひ
と

際
存
在
感
を
見
せ
て
い
る
。
老
舗
の
商
家
こ
こ
に
あ
り
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                          

写
真
・
文　

矢
幡
正
夫
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漢数字パズル

1 3 6 12 4

人 役 川

問 人 本 国 和
1 8 10

日 秋 甲 田 山
11 4

答 脚 六 湖
10 1

太 箱 根 里
7 4 7

折 箇 台 風
4 7

九 大 所 高 所
7 5

州 直 角 原
28 2

里 倒 立 唯 端
3 1

浜 辺 天 流 調

地 下 足 袋 言 葉
3 12

国 歩 雄 飛
9

里 行 楽 語 学 力
3 4 1

日 芸
4 10 7

中 年 会 員 証

日 番 車 中 談 人

★空欄には漢数字が入ります。
★同じ番号には同じ漢数字が入ります。



ス
ペ
イ
ン
の
ラ
マ
ン
チ
ャ
と
い
え
ば
す

ぐ
思
い
起
こ
す
の
は
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
だ

ろ
う
。
セ
ル
バ
ン
テ
ス
が
こ
の
物
語
を

出
版
し
た
の
が
一
六
〇
五
年
、
お
よ
そ

四
〇
〇
年
前
の
こ
と
だ
。
以
来
キ
リ
ス

ト
教
の
「
聖
書
」
を
除
け
ば
世
界
で
最

高
の
出
版
数
を
ほ
こ
る
と
い
わ
れ
る
ほ

ど
の
超
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
。

２
０
０
５
年
に
ラ
マ
ン
チ
ャ
を
放

浪
し
て
い
た
と
き
、「
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
四
〇
〇
年
祭
」
が
開
催
さ
れ
て
い

て
、
ど
こ
へ
い
っ
て
も
「
ド
ン
キ
ホ
ー
テ

４
０
０
」
の
緑
色
の
ポ
ス
タ
ー
や
み
ち

し
る
べ
が
あ
っ
て
、
ホ
テ
ル
に
は
「
ル
ー

タ　

デ　

ド
ン
キ
ホ
ー
テ
」
の
地
図
が

置
か
れ
て
い
た
。
ラ
マ
ン
チ
ャ
の
地
図

上
に
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
が
た
ど
っ
た
路
が

緑
色
に
表
示
さ
れ
て
い
る
た
め
レ
ン
タ

カ
ー
で
走
っ
て
い
て
も
四
〇
〇
年
前
の

ル
ー
ト
を
ほ
ぼ
追
い
か
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
田
舎
の
舗
装
も
さ
れ
て
い
な
い

カンポデクリプターナにて　　桜田義文２００５年　　水彩画

ラ ・ マンチャの白い風
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こ
の
物
語
は
す
す
め
ら
れ
て
ゆ
く
。

さ
て
風
車
の
話
だ
が
、
カ
ル
ロ
ス
Ⅰ

世
は
フ
ラ
ン
ド
ル
（
現
在
の
オ
ラ
ン
ダ

あ
た
り
）
か
ら
婿
入
り
し
た
ス
ペ
イ
ン

語
も
話
せ
な
い
王
さ
ま
で
、
国
か
ら

多
く
の
家
臣
た
ち
を
引
き
連
れ
て
き

た
。
こ
の
家
臣
た
ち
が
大
変
な
欲
張
り

で
ス
ペ
イ
ン
国
家
の
な
け
な
し
の
金
を
懐

に
入
れ
せ
っ
せ
と
フ
ラ
ン
ド
ル
に
送
っ
た

た
め
国
民
か
ら
目
の
敵
に
さ
れ
て
い
た

と
い
う
。
そ
の
フ
ラ
ン
ド
ル
の
象
徴
が
、

そ
の
頃
フ
ラ
ン
ド
ル
か
ら
入
っ
て
き
た
風

車
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
ド
ン
キ

ホ
ー
テ
は
こ
の
憎
む
べ
き
風
車
に
無
謀

に
も
突
進
し
突
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う

の
だ
が
、
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
は
こ

の
シ
ー
ン
に
拍
手
喝
采
し
、
同
時
に
自

分
た
ち
の
く
や
し
さ
を
胸
に
し
ま
い
こ

ん
だ
と
い
う
の
だ
。

現
在
の
カ
ン
ポ
デ
ク
リ
プ
タ
ー
ナ
の

風
車
群
は
、
遠
く
か
ら
見
る
と
た
し
24

い
戦
い
の
す
え
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
か
ら

イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
モ
ー
ロ
人
た
ち

を
追
い
だ
し
、
羊
飼
い
で
あ
る
キ
リ
ス

ト
教
の
国
を
立
ち
上
げ
て
よ
う
や
く
一

世
紀
、
そ
の
間
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
ア
メ
リ

カ
大
陸
を
発
見
し
、
コ
ン
キ
ス
タ
ド
ー

ル
（
征
服
者
）
た
ち
は
新
大
陸
を
め
ざ

し
た
。
ト
ル
フ
ィ
ー
ヨ
と
い
う
ち
い
さ
な

町
の
ピ
サ
ロ
は
た
っ
た
一
八
〇
人
の
軍
隊

で
イ
ン
カ
帝
国
を
破
り
、
イ
ン
カ
人
と

ア
フ
リ
カ
か
ら
の
黒
人
た
ち
を
奴
隷
と

し
て
こ
き
つ
か
い
膨
大
な
金
銀
財
宝
を

ス
ペ
イ
ン
に
持
ち
帰
っ
た
。
日
の
沈
ま
な

い
国
ス
ペ
イ
ン
は
ま
さ
に
絶
頂
期
に
あ
っ

た
。
し
か
し
時
の
国
王
た
ち
（
カ
ル
ロ

ス
Ⅰ
世
や
フ
ェ
リ
ー
ぺ
Ⅱ
世
）
は
国
の

建
設
な
ど
に
は
な
ん
の
興
味
を
示
さ
ず
、

十
字
軍
な
ど
の
浪
費
に
明
け
暮
れ
た
た

め
せ
っ
か
く
の
金
銀
財
宝
は
ス
ペ
イ
ン
を

素
通
り
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ば
ら
ま
か
れ

る
ば
か
り
、
そ
ん
な
時
代
背
景
の
中
で

小
道
で「
ル
ー
タ
・
デ
・
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
」

と
書
か
れ
た
緑
色
の
案
内
板
を
み
つ
け

る
と
う
れ
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ラ
マ
ン
チ
ャ
の
ど
真
ん
中
に
カ
ン
ポ
・

デ
・
ク
リ
プ
タ
ー
ナ
と
い
う
小
さ
な
町

が
あ
る
。
前
回
「
地
平
線
の
見
え
る
風

景
」
で
ご
紹
介
し
た
コ
ン
ス
エ
グ
ラ
か

ら
東
へ
四
〇
キ
ロ
、
国
道
４
２
０
号
線

に
面
し
て
あ
る
。
こ
の
町
の
背
後
の
丘

に
は
二
〇
基
ほ
ど
の
風
車
が
あ
る
。
昔

は
三
〇
基
以
上
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ

の
風
車
群
こ
そ
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
が
巨
人

の
軍
隊
と
お
も
っ
て
突
撃
す
る
舞
台
で
、

無
残
に
も
は
じ
き
と
ば
さ
れ
は
す
る
が
、

こ
の
小
説
の
ユ
ー
モ
ア
と
悲
哀
と
強
烈

な
風
刺
を
表
現
す
る
代
表
的
な
場
面
と

な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
こ
の
風
車
の
場
面
で
あ
る

が
、
頃
は
一
五
〇
〇
年
代
の
後
半
、
ス

ペ
イ
ン
が
七
〇
〇
年
か
け
て
レ
コ
ン
キ
ス

タ
（
国
土
回
復
戦
争
）
と
よ
ば
れ
る
長



漢数字パズル　こたえ

1 3 6 12 4

一 人 二 役 四 万 十 川

問 人 本 国 和
1 8 10

一 日 三 秋 八 甲 田 山
11 4

答 脚 六 十 湖
10 1

太 箱 根 八 里 一
7 4 7

九 十 九 折 箇 台 風
4 7

十 九 大 所 高 所
7 5

九 州 直 角 原 七
28 2

里 倒 立 唯 端 五
3 1

浜 辺 二 天 一 流 調

地 下 足 袋 言 葉
3 12

二 国 歩 雄 飛 万
9

百 里 行 楽 語 学 力
3 4 1

二 十 日 一 芸
4 10 7

十 中 八 九 年 会 員 証

日 番 車 中 談 人25

か
に
巨
人
の
軍
隊
に
見
え
な
く
も
な
い
、

あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ド
ル
か
ら
つ
れ
て
き
た

欲
深
い
腹
の
出
た
悪
代
官
た
ち
に
も
み

え
る
。
正
義
の
味
方
に
し
て
は
老
い
ぼ

れ
で
、
か
な
り
被
害
妄
想
狂
で
、
よ
わ

よ
わ
し
い
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
で
は
あ
る
が
、

あ
る
い
は
そ
れ
だ
け
に
い
ま
だ
に
正
義

の
味
方
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
に
愛

さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ド
ン
キ
ホ
ー
テ
は
セ
ル
バ
ン
テ
ス
が

書
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
が
、
ラ

マ
ン
チ
ャ
の
「
ル
ー
タ
・
デ
・
ド
ン
キ

ホ
ー
テ
」
の
標
識
を
追
い
か
け
て
ゆ
く

と
、
生
誕
の
地
や
泊
っ
た
宿
屋
や
想
い

姫
ド
ゥ
ル
シ
ネ
ー
ヤ
の
住
む
エ
ル
ト
ボ
ー

ソ
の
町
な
ど
に
た
ど
り
つ
く
。
こ
う
し

た
ゆ
か
り
の
地
で
は
も
ち
ろ
ん
ド
ン
キ

ホ
ー
テ
の
お
じ
さ
ん
は
い
ま
だ
に
生
き

て
い
る
の
だ
。



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

上
田
小
県
地
域
の
歯
科
医
療
の
源
流
を
辿
る　

四

年
頃
）
に
は
義
歯
を
作
る
こ
と
を
専
業

と
す
る
者
が
出
て
く
る
。
藤
村
隆
水
の

よ
う
に
仏
師
と
兼
業
で
義
歯
を
作
っ
て

い
た
者
や
、
手
先
の
器
用
な
根
付
師
で
、

よ
り
実
入
り
の
良
い
入
歯
師
に
転
向
し

た
者
も
い
た
。

彼
ら
は
義
歯
を
作
る
こ
と
を
専
業
と

し
、「
入
歯
師
」「
入
歯
渡
世
者
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
そ
し
て
義
歯
を
作
る
傍

ら
見
様
見
真
似
で
口
中
療
治
や
口
中
薬

を
売
る
者
を
「
歯は

医い

師し

」
と
呼
ん
で
い

た
。
し
か
し
多
く
の
「
入
歯
師
」
は
全

く
医
学
の
教
育
を
受
け
て
い
な
い
素
人

で
、
抜
歯
後
の
出
血
多
量
や
感
染
症
で

亡
く
な
る
人
も
い
た
。

義
歯
を
作
る
技
術
の
習
得
は
、
老
巧

な
入
歯
師
の
下
に
弟
子
入
り
し
て
、
そ

の
業
を
習
い
、
師
弟
の
関
係
と
い
う
よ

り
は
親
分
子
分
の
関
係
だ
っ
た
と
い
う
。

彼
ら
の
技
術
は
、
修
行
に
よ
る
熟
練
と
、

多
年
の
経
験
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
組
織
が
香や

し
具
師
、
あ
る
い
は

的て
き
や屋

と
総
称
さ
れ
た
人
た
ち
の
集
団

だ
っ
た
。

彼
ら
は
道
具
を
持
っ
て
全
国
を
旅
し
、

あ
る
町
に
一
定
期
間
留
ま
っ
て
仕
事
を

し
た
。
香
具
師
の
一
部
は
、
寺
院
の
縁

日
や
広
場
な
ど
で
芸
を
披
露
し
な
が
ら

薬
や
歯
磨
き
粉
を
売
っ
た
。
旅
の
途
中
、

泊
っ
た
宿
で
地
域
の
住
民
や
客
の
注
文

入
歯
師
の
誕
生

こ
の
連
載
の
第
１
回
で
触
れ
た
よ
う

に
、
明
治
中
期
以
前
、
地
域
の
人
々
の

歯
の
悩
み
に
応
え
て
い
た
の
は
、
口
中

医
あ
る
い
は
入
歯
師
、
歯
抜
き
と
い
わ

れ
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
口
中
医
は
医

師
の
一
科
で
、
丹
波
氏
一
族
が
宮
中
の

典
薬
（
侍
医
）
を
務
め
る
傍
ら
、
代
々

世
襲
制
で
朝
廷
や
幕
府
に
仕
え
て
口
腔

内
の
諸
病
の
処
置
を
し
た
。
そ
の
治
療

範
囲
は
投
薬
、
針
灸
、
抜
歯
や
膿
瘍
の

切
開
ぐ
ら
い
で
、
義
歯
（
入
歯
）
に
つ

い
て
は
手
を
つ
け
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
室
町
時
代
後
期
（
１
５
３
０
年

頃
）
か
ら
江
戸
時
代
初
期
（
１
６
０
０

れ
ん
さ
い
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に
応
じ
て
歯
痛
を
治
療
し
、
入
歯
も
作
っ

た
で
あ
ろ
う
。

ほ
ぼ
同
時
代
の
木
製
義
歯
が
大
阪

と
東
京
で
出
土
し
て
い
る
。
作
ら
れ
た

の
は
１
６
６
０
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
東
京
の
義
歯
の
持
主
は
柳
生
飛
騨

守
宗
冬
で
、
徳
川
５
代
将
軍
綱
吉
の
剣

術
指
南
役
と
し
て
１
万
２
千
石
の
高
禄

を
食
ん
で
い
た
人
物
で
あ
る
。
延
宝
３

年
（
１
６
７
５
年
）
63
歳
で
没
し
て
い

て
、
下
谷
稲
荷
町
に
あ
っ
た
廣
徳
寺
が

菩
提
寺
で
あ
っ
た
。
区
画
整
理
に
よ
る

墓
地
の
改
葬
が
あ
っ
た
と
き
、
宗
冬
の

墓
の
棺
の
中
か
ら
上
下
の
木
床
総
義
歯

が
発
見
さ
れ
た
。
義
歯
の
材
料
は
黄つ

げ楊

で
、
歯
の
部
分
は
蝋
石
が
埋
め
込
ま
れ

精
巧
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

入
歯
師
川
上
喜
作
の
こ
と

海
野
町
か
ら
映
劇
方
向
に
曲
が
る
角

に
川
上
毛
糸
店
が
あ
る
。
こ
の
場
所
で

黄楊の上下総入歯。上田町で3人目の歯科医師として明治35年
新参町で開業された小林清吾先生からご子息の正平先生へ、そ
して正平先生が千葉県に転居された時に親しくしていた私の父
が預ることになった貴重な資料である。前歯が黒いのはお歯黒
で、女性が使用していたことがわかる。奥歯には磨耗を防ぎ、咀
嚼能率を高めるために丸頭有釘（ケンピン）が打たれている。こ
の入歯は、木床部分がかなり磨り減っていて使い込まれていた
ことがわかる。
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に
参
拝
し
、
四
十
八
曲
が
り
の
急
坂
を

登
っ
て
、
表
参
道
と
出
会
う
と
こ
ろ
に

一
の
鳥
居
が
あ
る
。
石
造
り
の
巨
大
な

鳥
居
は
、
紀
元
２
５
３
７
年
建
立
と
あ

る
。
明
治
10
年
で
あ
る
。
こ
ん
な
す
ご

い
も
の
を
、
ど
う
や
っ
て
こ
こ
ま
で
運
び

上
げ
た
の
か
と
当
時
の
人
々
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
信
仰
心
に
は
感
心
す
る
。
柱
に

寄
進
者
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
て
、
海

野
町
で
商
い
を
し
て
い
た
人
々
の
名
前

が
並
ん
で
い
る
。
私
の
曽
祖
父
で
あ
る

小
川
七
兵
衛
の
名
前
が
あ
る
こ
と
は
以

前
か
ら
知
っ
て
い
た
。
門
石
長
秋
に
つ
い

て
調
べ
始
め
た
頃
、
曽
祖
父
の
隣
に
川

上
喜
作
の
名
前
を
発
見
し
た
と
き
に
は

驚
愕
し
、
ま
た
不
思
議
な
因
縁
を
感
じ

た
。
当
時
い
く
ら
寄
進
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
興
味
は
尽
き
な
い
。
頂
上
の
太

郎
山
神
社
の
脇
の
石
柵
に
も
喜
作
の
名

前
を
発
見
し
、
一
人
悦
に
入
っ
て
い
る
。

で
、
煙
草
屋
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
現
在
川
上
家
の
お
墓
は
、
大
門

町
の
願
行
寺
に
あ
る
。
お
参
り
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
、
喜
作
の
名
前
を
確
認

し
た
。
墓
碑
に
は
、
大
正
4
年
に
82
歳

で
亡
く
な
っ
た
喜
作
と
、
昭
和
15
年
76

歳
で
亡
く
な
っ
た
四
代
目
喜
作
の
名
前

が
刻
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
前
者
が
三

代
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
初
代
、
二

代
目
に
つ
い
て
は
未

だ
不
明
で
、
い
つ
か

ら
、
ど
こ
で
ど
の
よ

う
に
入
歯
師
と
し

て
仕
事
を
し
て
い
た

の
か
、
と
謎
は
深

ま
る
一
方
で
あ
る
。

私
は
四
季
折
々

太
郎
山
に
登
っ
て

上
田
の
街
を
眺
め
、

自
然
を
楽
し
ん
で

い
る
。
大
星
神
社

江
戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
入
歯
師

川
上
喜
作
が
活
躍
し
て
い
た
と
記
録
に

あ
る
。
４
年
前
に
ご
当
主
の
川
上
喜
男

氏
を
訪
ね
て
喜
作
に
つ
い
て
話
を
伺
っ

た
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
家
を
改
築
し

た
際
に
古
い
も
の
を
全
て
廃
棄
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
。
唯
一
看
板
が
残
っ
て

お
り
、
写
真
を
撮
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。

実
は
こ
の
看
板
の
裏
側
は
煙
草
の
宣
伝

川上喜男氏と入歯師喜作の看板
裏側は煙草の看板
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堀
田
茂
兵
衛
、
高
森
徳
太
郎
の
名
前
が

記
録
に
残
っ
て
い
る
。

明
治
30
年
、
上
田
町
に
門
石
長
秋

が
開
業
し
、
続
い
て
33
年
に
三
瓶
茂

吉
、
35
年
小
林
清
吾
、
41
年
小
林 

豊

と
資
格
を
有
す
る
歯
科
医
師
が
次
々
と

開
業
す
る
。
欧
米
か
ら
新
し
い
技
術
や

材
料
が
導
入
さ
れ
る
と
、
明
治
中
期
以

後
木
製
義
歯
は
消
え
て
い
く
。
明
治
36

年
、
県
内
の
歯
科
医
師
は
16
名
と
な
り
、

全
国
的
な
組
織
と
し
て
日
本
歯
科
医
会

入
歯
師
の
終
焉

明
治
18
年
内
務
省
通
達
に
よ
り
、
医

術
開
業
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
医

師
・
歯
科
医
師
と
し
て
開
業
で
き
な
い

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
開
業
し

て
い
た
人
た
ち
に
対
し
て
は
、
県
知
事

が
鑑
札
を
発
行
し
て
許
可
し
た
。
明
治

39
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
入
歯
歯
抜
口

中
療
治
鑑
札
所
有
者
は
長
野
県
下
に
29

名
お
り
、
上
田
町
で
は
川
上
喜
作
、
相

原
定
重
、
鈴
木
清
助
、
小
県
郡
下
で
は
、

長
野
県
支
部
が
誕
生
す
る
。
初
代
支
部

長
は
門
石
長
秋
で
、
そ
の
目
的
の
一
つ
は

非
歯
科
医
師
取
締
り
を
主
張
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。

明
治
末
期
、
四
代
目
喜
作
は
入
歯
師

を
諦
め
、
現
在
の
映
劇
の
場
所
で
末
広

座
と
い
う
芝
居
小
屋
を
経
営
し
て
い
た
。

長
男
を
日
本
歯
科
医
専
に
入
学
さ
せ
歯

科
医
業
の
継
続
を
願
っ
た
が
、
残
念
な

こ
と
に
卒
業
を
目
前
に
し
て
ス
ペ
イ
ン

風
邪
に
罹
り
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
大

正
7
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
養

子
菊
二
を
迎
え
、
毛
糸
販
売
業
に
転
業

し
て
い
る
。（
つ
づ
く
）

太郎山一の鳥居と寄進者として
刻まれた川上喜作の名前

川上家の墓碑

29



〈
参
考
文
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解
読
復
刻
版
・
長
野
県
歯
科
医
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会

史　

第
1
巻　

長
野
県
歯
科
医
師
会　

昭
和
11
年

江
戸
の
入
れ
歯
師
た
ち
―
木
床
義

歯
の
物
語　

長
谷
川
正
康　

一
世
出
版　
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成
22
年

歯
の
神
様
〈
信
州
に
お
け
る
入
歯
師 

P 123-160

〉　

神
津
文
雄　

銀
河
書
房　

平
成
3
年

入
歯
師　

長
野
（
長
野
郷
土
史
研
究

会
機
関
誌
）
76
号　

神
津
文
雄　

昭
和

52
年

「昔の姿は？」
上田菅平インターチェ

ンジの脇にある、小高
い山は「玄蕃山」とい
い、地域の憩いの公園に
なっています。山と言って
も、丘程度のすぐ登れる小さな山です。頂上からは周辺の見通しが良
く、神科地域が一望でき、砥石・米山城も良く見えます。ということは、
記録にはありませんが、戦国時代にここに見張台があったことは想像
に難くありません。嶺伝いに少し東に行った先には「陣場」という地
籍名もあり、当時は鎧の武者が歩き回っていたのかもしれません。上
田城址で叩く陣太鼓の音もしっかり聞こえ、若き日の真田幸村も立ち
寄ったかも知れません。
玄蕃山の名称は、ここに仙石氏の家来、荒木玄蕃の墓があることか

らですが、徳川幕府の時代には平和になり、見張り台の必要が無くなっ
たので、ここに墓を建てることが可能になったのでしょうか。現在は桜
が植えられ、春にはきれいに咲き誇ります。戦国の面影はもうありま
せん。（ひが）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　あとがき

　昨秋、上田情報ライブラリーと共催で文章講座を開いた。日頃、

文章を書く機会は多い。だが満足いく文章がなかなか書けない、文

章力をつけたい、そんな思いから企画した。講師は上田女子短大の

非常勤講師で作家でもある嶋田貴美子さんにお願いした。メイン

テーマは「心にひびく文章の書き方」とし、３回シリーズで実施した。

この講座は受講申し込みが予想外に多かった。定員に達してからも

電話が相次ぎ、「書くこと」への関心の高さを感じた。

　１回目のテーマは「文章を書くということ」。まずは文章構成の

基本を知り、１文１メッセージの簡潔な文の書き方について学んだ。

「ありふれた言葉を避ける。言葉の概念を正確に把握する」などの

説明があった。

　２回目は「心の言葉を豊かにする」。「自然と対話できるように五

感を磨く。非日常の体験の積み重ねがいい文章を書く基礎となる」

など内面的な部分に焦点が当てられた。

　３回目は「良い文章を書く」。「有機的な生きた言葉を使って自分

の感動を伝える。そのためには文章を書くときの集中力と強い動機

付けが大切。命と心と言葉は一体である」と言葉の神秘性に迫った。

　全体を通して特に印象に残ったのは、「五感を磨く」と「書くと

きの集中力」である。精神力が文章力につながると強く認識した。

　人間にとって呼吸の次に大切なのは言葉だと聞いたことがある。

言葉で思考を繰り返し、言葉で他者とコミュニケーションをとる。

空気と同じように人間には欠かせない存在、そんな言葉に真摯に向

き合ってきただろうか。安易だったこれまでを反省しながら、「心

にひびく文章を書く」というゴールに向かって、長い道のりを歩き

始めた。　　（木漏れ日）

環スタッフ ：  伊藤文子　海野 郁　西入幸代　
東方明子　宮下明彦　矢幡正夫　吉池みどり
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