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「桃源郷」

　木々は芽吹き草花が咲いて、台地に躍動の時が訪れる。上田市武石の余里

地区では、赤、白、ピンクの花桃たちが咲き誇り「世界でいちばんきれいな

２週間」を迎える。長年にわたる地元の花咲か爺さんの活躍、心意気が民家

の庭先や１里（４㌔）に渡る通り沿いを彩る。「一里花桃の里」は、訪れる人

と地元の農家の人たちとの交流の場ともなり、山
やま

間
あい

にひとときの活気をもた

らす。４月下旬から５月上旬が見ごろである。　　表紙写真・文　矢幡正夫

山 笑
う
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書館訪問記

行政情報サービス・農業支援サービスに挑戦する

新 東御市立図書館

高校生が読み聞かせ
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平
成
24
年
11
月
1
日
に
「
出
会
い

を
楽
し
む　

学
び
と
創
造
の
拠
点
づ
く

り
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
た
新
東
御
市

立
図
書
館
が
開
館
し
ま
し
た
。

開
館
か
ら
3
ヶ
月
経
っ
た
2
月
の
雪

の
日
、
新
東
御
市
立
図
書
館
に
飯
島
貞

夫
館
長
を
訪
ね
ま
し
た
。

開
館
以
来
入
館
者
は
平
均
６
０
０
人

で
土
日
は
１
，
０
０
０
人
近
く
、
特
に

開
館
直
後
に
は
１
，
３
５
５
人
の
入
館

者
を
記
録
し
、
旧
館
の
頃
の
４
倍
を
超

え
る
入
館
者
が
あ
る
そ
う
で
す
。
住
民

の
皆
さ
ん
が
如
何
に
新
図
書
館
の
開
館

を
待
ち
望
ん
で
い
た
か
が
分
か
り
ま
す
。

市
庁
舎
と
合
築
、
滞
在
・
研
修
型

図
書
館

新
図
書
館
は
市
役
所
の
新
庁
舎
と
の

合
築
、
一
体
型
が
構
造
上
の
大
き
な
特

徴
に
な
っ
て
い
ま
す
。
延
べ
床
面
積
約
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２
，
２
０
０
㎡
、
３
階
建
で
、
メ
イ
ン

フ
ロ
ア
ー
の
3
階
は
、
紙
芝
居
が
一
杯
の

機
関
車
に
模
し
た
書
架
が
先
ず
目
に
入

り
ま
す
。
そ
し
て
、
千
曲
川
を
モ
チ
ー

フ
に
し
た
曲
線
の
ベ
ン
チ
一
体
型
書
架
が

広
々
と
し
た
フ
ロ
ア
ー
へ
案
内
し
ま
す
。

開
架
11
万
冊
の
４
割
は
絵
本
・
紙

芝
居
・
児
童
図
書
が
占
め
る
と
と
も
に
、

紙
芝
居
は
１
，
６
０
０
タ
イ
ト
ル
と
子

ど
も
向
け
図
書
が
大
変
充
実
し
て
い
ま

す
。２

階
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が

整
備
さ
れ
た
研
修
室
が
２
部
屋
（
50
人

用
、
20
人
用
）
配
置
さ
れ
、
１
２
０
㎡

の
市
民
ラ
ウ
ン
ジ
の
自
由
な
空
間
が
広

が
り
、
１
階
の
郷
土
・
行
政
資
料
室
に

は
調
査
用
個
室
や
書
見
台
付
き
の
閲
覧

席
も
備
わ
っ
て
、
滞
在
型
・
研
修
型
の

こ
れ
か
ら
の
新
し
い
図
書
館
に
な
っ
て
い

ま
す
。

高
校
生
が
定
期
的
に
読
み
聞
か
せ

東
御
市
図
書
館
は
か
ね
て
よ

り
市
内
５
小
学
校
の
学
校
図
書
館
へ
の

支
援
が
活
発
で
す
。
上
田
地
域
の
小
中

学
校
は
エ
コ
ー
ル
に
よ
り
結
ば
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
上
に
東
御
市
図
書
館
独
自

に
児
童
書
や
調
べ
物
学
習
の
資
料
貸
出

を
、
学
期
中
に
全
て
の
ク
ラ
ス
に
団
体

貸
出
が
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ

の
成
果
で
し
ょ
う
か
、
か
つ
て
田
中
小

学
校
は
読
書
活
動
部
門
で
文
部
科
学
大

臣
表
彰
を
受
賞
し
ま
し
た
。

ま
た
、
特
筆
し
た
い
の
は
、
図
書
館

と
隣
接
し
て
東
御
清
翔
高
校
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
図
書
委
員
会
の
学
生
が
子

ど
も
や
幼
児
・
親
子
連
れ
対
象
に
定
期

的
な
読
み
聞
か
せ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で

す
。
高
校
生
の
読
書
離
れ
が
深
刻
な
だ

け
に
、
彼
ら
の
活
動
は
大
変
貴
重
な
活

動
だ
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
委
員
会
メ

ン
バ
ー
は
10
名
ほ
ど
で
す
が
、
そ
の
う

ち
の
一
人
は
将
来
声
楽
家
を
夢
見
て
い

る
そ
う
で
す
。
夢
が
か
な
う
と
い
い
で

す
ね
。行

政
支
援
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
め
ざ

す

新
東
御
市
図
書
館
は
行
政
情
報
サ
ー

ビ
ス
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

行
政
支
援
な
ん
て
い
う
と
少
し
仰
々

し
い
の
で
す
が
、
要
す
る
に
市
役
所
の

職
員
に
も
っ
と
図
書
館
を
使
っ
て
欲
し
い
、

仕
事
に
役
立
て
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
。　

こ
れ
か
ら
の
日
本
は
、
地
方
分
権
、

地
方
の
時
代
で
自
分
で
情
報
収
集
し
、

自
分
で
考
え
、
自
立
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
代
に
入
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
と
き
情
報
面
で
役
立
つ
の
が
実

は
図
書
館
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
東
京
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都
日
野
市
の
市
政
図
書
室
、
鳥
取
県
の

県
庁
内
図
書
室
は
そ
う
い
う
目
的
で
設

置
さ
れ
た
先
進
的
図
書
館
で
す
。

新
東
御
市
立
図
書
館
は
市
役
所
と
合

築
さ
れ
一
体
的
な
建
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
立
地
条
件
を
活
か
し
て
、
先
ず
市

役
所
の
職
員
や
議
員
さ
ん
に
大
い
に
図

書
館
を
使
っ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
市

民
が
行
政
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
く

す
る
こ
と
も
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
の
柱
の
一

つ
に
し
た
い
と
飯
島
館
長
は
語
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
図
書
館
が
行
政
情
報

の
窓
口
に
な
る
。
例
え
ば
、
法
令
、
国

政
調
査
、
各
政
府
機
関
か
ら
の
情
報
や

統
計
資
料
、
全
国
の
先
進
事
例
、
市
の

予
算
書
・
決
算
書
、
規
則
、
各
種
報
告

書
、
地
域
の
歴
史
、
自
然
等
々
の
資
料

を
収
集
・
蓄
積
し
た
い
、
市
役
所
の
関

係
部
局
と
連
携
し
、
こ
れ
ま
で
の
経
験

を
活
か
し
た
い
と
意
欲
的
で
す
。

行
政
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
そ
れ
ら

の
デ
ー
タ
を
図
書
館
が
加
工
し
て
市
民

に
分
か
り
や
す
く
提
供
す
る
、
市
役
所

職
員
の
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
、
利
用
者
講
座
を
開
く
な
ど
も

今
後
の
課
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

専
門
的
知
識
を
持
ち
、
要
望
に
合
わ
せ

て
的
確
な
情
報
を
紹
介
し
た
り
、
情
報

を
効
果
的
に
活
用
で
き
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を

持
つ
有
能
な
司
書
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

「
使
い
に
く
い
行
政
情
報
を
使
い
勝
手

の
よ
い
も
の
に
し
て
、
効
果
的
に
ア
ク
セ

ス
で
き
る
仕
組
み
が
作
り
出
さ
れ
て
は

じ
め
て
、
真
の
意
味
で
市
民
が
情
報
を

手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
国
際

的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
菅
谷
明
子
さ

ん
は
『
未
来
を
つ
く
る
図
書
館
』
で
述

べ
て
い
ま
す
。

千
曲
川
ワ
イ
ン
バ
レ
ー

東
御
市
に
は
有
名
な
ワ
イ
ナ
リ
ー
が

３
ヶ
所
あ
り
ま
す
。

最
近
、
東
御
市
は
じ
め
、
小
諸
市
、

上
田
市
、
坂
城
町
、
千
曲
市
、
須
坂
市
、

高
山
村
、
小
布
施
町
を
結
ん
で
千
曲
川

ワ
イ
ン
バ
レ
ー
構
想
が
浮
上
し
て
お
り

阿
部
知
事
も
本
腰
を
入
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。

千
曲
川
流
域
の
こ
の
丘
陵
地
帯
は
冷

涼
で
降
水
量
も
少
な
く
、
し
か
も
日
照

日
が
多
く
さ
ん
さ
ん
と
陽
が
降
り
注
ぎ
、

フ
ラ
ン
ス
の
ボ
ル
ド
ー
地
方
と
大
変
よ

く
似
た
地
形
、
気
候
で
ぶ
ど
う
産
地
と

し
て
申
し
分
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
そ

し
て
将
来
の
姿
が
、「
ぶ
ど
う
畑
に
囲
ま
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れ
た
ワ
イ
ナ
リ
ー
周
辺
に
は
緩
や
か
な

丘
と
里
山
の
森
が
広
が
り
、
静
か
な
散

策
の
小
道
が
山
の
稜
線
ま
で
続
く
。
ワ

イ
ナ
リ
ー
か
ら
程
近
い
と
こ
ろ
に
は
眼

下
に
流
れ
る
川
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
レ

ス
ト
ラ
ン
や
ホ
テ
ル
や
ペ
ン
シ
ョ
ン
が
や

は
り
点
在
し
て
い
る
。
最
高
の
ぶ
ど
う

畑
は
川
の
見
え
る
場
所
に
あ
る･･･

」

（
平
尾
勇
「
千
曲
川
と
犀
川
の
ワ
イ
ン

バ
レ
ー
を
夢
見
て
」）
と
語
ら
れ
て
い
ま

す
。図

書
館
が
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス

こ
の
よ
う
な
夢
の
あ
る
地
域
展
望
に

対
し
て
、
図
書
館
が
何
か
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
と
飯
島
館
長
は
構
想
を
練
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。

ワ
イ
ナ
リ
ー
は
、
専
用
ブ
ド
ウ
づ
く

り
の
農
業
（
１
次
産
業
）
の
顔
、
発
酵

や
醸
成
の
高
度
な
加
工
技
術
や
品
質
管

理
技
術
を
駆
使
し
た
も
の
づ
く
り
（
２

次
産
業
）
の
顔
、
さ
ら
に
、
流
通
サ
ー

ビ
ス
業
（
３
次
産
業
）
の
顔
を
も
ち
、

い
わ
ゆ
る
６
次
産
業
と
い
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
顔
に
応
じ
て
、
図
書
館

が
そ
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、

①
関
係
す
る
図
書
、
雑
誌
を
継
続

し
て
集
積
す
る
。
例
え
ば
、
ブ
ド
ウ
が

出
て
く
る
絵
本
や
文
学
作
品
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
づ
く
り
、
専
用
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

で
情
報
を
検
索
す
る
。
②
千
曲
川
ワ
イ

ン
バ
レ
ー
に
関
す
る
リ
ン
ク
集
を
作
る
。

③
図
書
館
の
研
修
施
設
を
使
っ
た
技
術

研
修
会
の
開
催 

④
自
由
に
出
入
り
で
き

る
図
書
館
の
特
性
を
活
か
し
た
交
流
会
、

専
門
家
と
農
林
課
等
の
行
政
と
の
情
報

交
換
の
場
⑤
図
書
館
が
こ
れ
ら
の
研
修

や
交
流
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

仲
介
役
、コ
ミ
ュ
二
テ
ィ
ー
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ

タ
ー
役
を
果
た
す
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま

す
。地

域
課
題
解
決
支
援
や
仕
事
に
役
立

つ
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
が
全
国
で
標
榜
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
東
御
市
の
こ
れ
ら
の

新
し
い
行
政
情
報
サ
ー
ビ
ス
、
農
業
情

報
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
具
体
化
す
れ
ば
画

期
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

新
東
御
市
立
図
書
館
の
挑
戦
に
大
い

に
期
待
し
た
い
。
そ
ん
な
夢
の
あ
る
話

を
お
聞
き
し
な
が
ら
図
書
館
を
後
に
し

ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
25
年
２
月　

　

長
野
県
図
書
館
協
会　

宮
下
明
彦



8

uno café 店長　
   小林信子さん

「
子
育
て
し
な
が
ら
仕
事
も
し
た
い
。

働
く
な
ら
周
囲
に
気
兼
ね
せ
ず
に
自
分

ら
し
く
」
と
雇
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く

自
ら
起
業
す
る
若
い
マ
マ
さ
ん
が
増
え

て
い
る
。
と
は
い
え
、
ゼ
ロ
か
ら
ビ
ジ
ネ

ス
を
立
ち
上
げ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

そ
ん
な
中
、
二
人
の
お
子
さ
ん
を
育
て

な
が
ら
カ
フ
ェ
を
開
い
た
マ
マ
さ
ん
が
い

る
。uno cafe 

の
店
長
、
小
林
信
子
さ

ん
で
あ
る
。
お
店
の
あ
る
上
田
市
海
野

町
に
小
林
さ
ん
を
訪
ね
た
。

店
に
入
っ
て
ま
ず
驚
く
の
が
店
内
の

広
さ
だ
。
普
通
の
カ
フ
ェ
の
２
〜
３
倍
、

小
ホ
ー
ル
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
こ
に

テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
が
ゆ
っ
た
り
と
置
か

れ
て
い
る
。
中
央
に
は
ア
イ
ラ
ン
ド
キ
ッ

チ
ン
が
あ
り
、
そ
の
中
で
小
林
さ
ん
は

に
こ
や
か
に
迎
え
て
く
れ
た
。
タ
イ
ト

な
黒
い
エ
プ
ロ
ン
に
身
を
包
ん
だ
小
林

さ
ん
は
、
ス
ラ
リ
と
し
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

モ
デ
ル
の
よ
う
だ
。
爽
や
か
な
雰
囲
気



オ
ー
プ
ン
し
て
３
ヶ
月
、
手
ご
た
え
は

ど
う
で
す
か
？

「
少
し
ず
つ
お
客
さ
ん
が
増
え
て
い
ま

す
。
外
国
人
も
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
高
校
生
も
下
校
途
中
に
寄
っ
て

く
れ
ま
す
。
毎
夕
１
〜
２
組
の
高
校
生

が
ワ
ッ
フ
ル
を
食
べ
な
が
ら
勉
強
し
て
い

き
ま
す
。
来
月
末
に
は
高
校
卒
業
記
念

パ
ー
テ
ィ
の
予
約
も
入
っ
て
い
て
、
今
か
9

も
漂
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
小
林
さ
ん
に
ま

ぶ
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

始
め
た
。

小
林
さ
ん
は
京
都
市
出
身
で
、
結
婚

前
は
プ
ロ
の
ス
ノ
ー
ボ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。

物
静
か
な
表
情
か
ら
は
激
し
い
競
技
選

手
だ
っ
た
と
は
想
像
で
き
な
い
が
、
海

外
遠
征
は
数
知
れ
ず
、
ア
メ
リ
カ
、
カ

ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
多
く
の

世
界
大
会
に
出
場
し
た
。
活
躍
を
重
ね

る
と
同
時
に
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

セ
ン
ス
と
英
会
話
を
身
に
つ
け
た
。

結
婚
を
機
に
引
退
し
、
家
庭
に
入
る
。

二
人
の
お
子
さ
ん
に
恵
ま
れ
、
現
在
４

歳
の
男
の
子
と
１
歳
の
女
の
子
の
お
母

さ
ん
。
育
児
が
大
変
な
時
期
に
も
拘
ら

ず
、
昨
年
11
月
こ
の
店
を
開
業
し
た
。

カ
フ
ェ
を
開
く
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

「
知
り
合
い
か
ら
『
建
物
が
空
い
た
の

で
何
か
に
使
っ
て
く
れ
な
い
か
』
と
話
が

あ
っ
た
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
息
子
が
イ
ヤ

イ
ヤ
期
で
、
閉
塞
感
か
ら
抜
け
出
し
た

い
気
持
も
あ
っ
て
、
や
っ
て
み
よ
う
か
と

思
い
ま
し
た
」

と
は
言
っ
て
も
初
め
て
の
経
営
で
不
安

は
な
か
っ
た
で
す
か
？
料
理
な
ど
心
配
は

な
か
っ
た
で
す
か
？

「
あ
ま
り
深
刻
に
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

力
ま
ず
に
や
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う
感
じ

で
し
た
。
料
理
は
好
き
で
す
。
特
に
天

然
酵
母
を
使
っ
た
パ
ン
な
ど
は
家
で
よ

く
作
っ
て
い
ま
し
た
」

ど
ん
な
カ
フ
ェ
に
し
た
い
で
す
か
？

「
誰
で
も
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
店
に
し

た
い
で
す
ね
。
特
に
小
さ
い
お
子
さ
ん

連
れ
の
お
母
さ
ん
や
高
校
生
、
外
国
の

方
た
ち
に
も
来
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ

の
た
め
に
価
格
は
で
き
る
だ
け
抑
え
ま

し
た
。
コ
ー
ヒ
ー
２
３
０
円
、
手
作
り

ワ
ッ
フ
ル
90
円
な
ど
」

Q

QQ

Q

店内を彩る観葉植物



お
子
さ
ん
連
れ
の
マ
マ
さ
ん
に
配
慮
し

た
ス
ペ
ー
ス
だ
が
、
に
こ
ち
ゃ
ん
の
遊
び

場
と
も
な
っ
て
い
る
。「
以
前
は
人
見
知

り
が
激
し
か
っ
た
が
、
今
は
人
懐
っ
こ
く

な
っ
た
」
と
小
林
さ
ん
は
お
母
さ
ん
の

顔
を
見
せ
る
。

壁
面
に
は
外
国
雑
誌
や
エ
ス
ニ
ッ
ク

風
の
バ
ッ
グ
や
小
物
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
で
仕
入
れ
た
タ
イ
の
山

岳
民
族
の
手
作
り
品
で
、
売
上
金
は
現

地
の
子
ど
も
た
ち
の
就
学
援
助
に
使
わ

れ
る
。
海
外
経
験
が
長
い
小
林
さ
ん
の

視
野
は
国
内
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。

外
国
人
と
日
本
人
が
隣
同
士
で
コ
ー

ヒ
ー
を
飲
む
。
傍
ら
で
高
校
生
が
勉
強
。

人
種
を
超
え
、
世
代
を
超
え
た
交
流
が

生
ま
れ
る
日
も
近
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
こ
れ
か
ら
の
抱
負
を
。

「
お
客
さ
ん
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
地

域
に
親
し
ま
れ
る
カ
フ
ェ
に
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
自
分
が
高
校
生
だ
っ
た

頃
や
り
た
か
っ
た
こ
と
を
提
案
し
た
り
、

お
母
さ
ん
を
対
象
に
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
い
た
り
し
て
い
き
た
い
」

「
グ
ロ
ー
バ
ル
に
考
え
、
ロ
ー
カ
ル
で

活
動
」
を
実
践
し
て
い
る
小
林
さ
ん
の

ア
イ
デ
ィ
ア
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
溢
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
25
年
２
月
６
日
訪
問　

伊
藤
文
子

ら
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
を
考
え
て
い
ま
す
」

こ
の
よ
う
に
、
持
ち
前
の
ス
ポ
ー
ツ

マ
ン
根
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
で
、

経
営
は
軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
間
、
１
歳
の
お
嬢
さ

ん
、
に
こ
ち
ゃ
ん
は
三
輪
車
で
走
り
回
っ

た
り
、
キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー
の
お
も
ち
ゃ
で

遊
ん
だ
り
し
て
い
た
。
こ
こ
は
小
さ
な

10

Q

タイ山岳民族の手作り品

キッズコーナー



尾澤木彫美術館
～木彫作品と木造建築美を楽しむ～

お  ざ  わ　   もくちょう     　びじゅつかん　

11

信
濃
の
美
術
館
を
歩
く

上
田
は
農
民
美
術
発
祥
の
地
で
あ

る
。
大
正
８
年
、
山
本
鼎
は
上
田
で
児

童
自
由
画
運
動
と
農
民
美
術
運
動
を
興

し
、
全
国
的
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
。
農
民
美
術
の
第
一
人
者
で
あ
る
尾

澤
千
春
さ
ん
（
２
０
０
４
年
逝
去
）
も
、

影
響
を
受
け
て
木
彫
家
と
な
っ
た
ひ
と

り
で
あ
る
。

尾
澤
木
彫
美
術
館
は
、
千
春
さ
ん
の

息
子
で
や
は
り
木
彫
家
の
敏
春
さ
ん
が
、

新
潟
の
豪
雪
地
帯
に
あ
っ
た
古
民
家
を

上
田
に
移
築
し
て
１
９
８
９
年
に
開
館

し
た
。

底
冷
え
の
す
る
一
日
、
上
田
市
国
分

に
あ
る
美
術
館
を
訪
れ
た
。
欧
風
な

外
観
だ
が
、
内
部
は
ケ
ヤ
キ
や
ブ
ナ
な

ど
の
木
組
み
で
造
ら
れ
た
重
厚
な
日
本

の
木
造
建
築
で
あ
る
。
敏
春
さ
ん
は
独

自
の
観
点
か
ら
随
所
に
工
夫
を
凝
ら
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
木
組
み
の
様
子

が
わ
か
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
。
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館
内
に
は
、
飾
鉢
や
衝つ
い

立た
て

、
盆
や
箱

物
な
ど
の
木
彫
作
品
約
１
５
０
０
点

を
収
蔵
。
千
春
さ
ん
親
子
の
作
品
は
お

も
に
１
階
と
３
階
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

千
春
さ
ん
の
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
の
作

品
と
、
彫
刻
家
で
も
あ
る
敏
春
さ
ん
の

個
性
あ
ふ
れ
る
作
品
群
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
存
在
感
を
放
つ
。
２
階
に
は
日
本
の

木
彫
人
形
の
他
、
30
数
か
国
の
木
彫
人

形
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
に
展
示
さ
れ
て

い
て
、
実
に
興
味
深
い
。

　
お
父
さ
ん
の
千
春
さ
ん
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

父
は
近
く
に
住
ん
で
い
た*

初
代
・

中
村
實み

の
るさ
ん
に
誘
わ
れ
て
弟
子
入
り
し
、

農
民
美
術
の
道
に
入
り
ま
し
た
。
山
本

鼎
に
も
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
よ
。

木
彫
教
室
で
教
え
な
が
ら
、
自
宅
の
仕

事
場
で
10
数
人
の
弟
子
を
育
て
、
私
も

そ
の
中
で
育
ち
ま
し
た
。
父
は
デ
ザ
イ

ン
な
ど
を
独
自
で
勉
強
し
、
当
時
と
し

て
は
か
な
り
型
破
り
な
作
風
だ
っ
た
よ

う
で
す
。　*

初
代
・
中
村
實
（
１
８
９
４
〜

１
９
７
７
）
：
木
彫
家
。
山
本
鼎
記

念
館
初
代
館
長
。
現
在
は
三
代
目
の

中
村
実
が
工
房
を
引
継
い
で
い
る
。

　
敏
春
さ
ん
が
木
彫
の
道
を
選
ん
だ

の
は
。

小
さ
い
う
ち
か
ら
見
よ
う
見
ま
ね
で

覚
え
、
自
然
に
そ
の
道
に
進
み
ま
し
た
。

父
に
「
代
わ
り
に
行
っ
て
み
る
か
い
？
」

と
言
わ
れ
、
私
も
教
室
で
教
え
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
よ
。
た
だ
大
学
に
は
木

彫
専
門
の
科
が
無
か
っ
た
の
で
、
武
蔵

野
美
術
大
学
で
は
彫
刻
を
学
び
ま
し
た
。

　
新
潟
か
ら
民
家
を
移
築
し
て
美
術

館
を
建
て
た
そ
う
で
す
ね
。

新
潟
の
豪
雪
地
帯
に
あ
っ
た
茅
葺
屋

根
の
古
民
家
を
譲
っ
て
も
ら
い
、
解
体

し
て
上
田
に
運
ん
で
８
日
間
で
組
み
立

て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
木
は
生
き
て
い
る

の
で
ほ
っ
て
お
く
と
膨
張
し
た
り
し
て
合

わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。
そ
の

後
は
２
年
間
か
け
て
現
在
の
よ
う
に
造

り
上
げ
ま
し
た
。

玄
関
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
魅
せ
ら
れ

た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
付
け
ま
し
た
が
、

太
陽
が
動
く
に
つ
れ
て
虹
色
の
光
も
移

Q

QQ

尾澤敏春さん（１階展示室にて）
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動
し
て
き
れ
い
で
す
よ
。
建
物
の
内
部

も
、
骨
組
が
見
え
る
よ
う
に
壁
や
天

井
を
外
し
て
遊
び
心
満
載
に
し
ま
し
た
。

３
階
か
ら
１
階
を
見
下
ろ
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。
建
物
の
高
さ
が
実
感
で
き
ま

す
よ
。
和
室
に
は
、
父
に
頼
ん
で
山
野

草
の
天
井
画
を
描
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
２
階
に
展
示
さ
れ
て
い
る
人
形
は

ど
の
よ
う
に
し
て
集
め
ら
れ
た
の
で
す

か
。大

学
卒
業
後
、
イ
タ
リ
ア
を
皮
切
り

に
１
年
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
回

り
ま
し
た
。
そ
の
間
、
工
房
を
訪
ね
た

り
し
な
が
ら
木
彫
人
形
を
集
め
た
ん
で

す
。
こ
と
ば
？　

英
語
も
あ
ま
り
話
せ

な
か
っ
た
け
れ
ど
、
何
と
か
な
り
ま
し

た
。
若
か
っ
た
ん
で
す
ね
〜(

笑)　

そ

の
後
も
１
年
お
き
ぐ
ら
い
に
外
国
に
行

き
、
そ
の
都
度
集
め
て
く
る
の
で
、
現

在
で
は
１
３
０
０
点
く
ら
い
に
な
り
ま

し
た
。　

　
今
後
の
活
動
に
つ
い
て
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

現
在
は
、
自
宅
や
長
野
な
ど
で
70
名

く
ら
い
の
生
徒
さ
ん
に
木
彫
を
教
え
て

い
ま
す
。
ま
た
私
自
身
は
、
展
覧
会
に

出
品
す
る
た
め
、
彫
刻
の
制
作
も
続
け

て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
２
階
に
あ
る
人
形
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
が
２
０
０
０
点
く
ら
い
に

な
っ
た
ら
、
庭
に
土
蔵
を
移
築
し
て
展

示
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
、
長

男
が
バ
リ
島
に
渡
っ
て
木
彫
を
習
い
、

次
男
も
イ
タ
リ
ア
で
学
ん
で
い
ま
す
が
、

ふ
た
り
が
戻
っ
た
ら
力
に
な
っ
て
も
ら
い

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
上
田
市
殿
城
に
も
「
喫
茶
風
香
＆

風
の
夢
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
が
あ
り
ま
す
ね
。

や
は
り
新
潟
か
ら
古
民
家
を
移
築
し

て
建
て
た
も
の
で
す
。
２
０
０
９
年
か

ら
喫
茶
を
営
業
、
展
覧
会
や
コ
ン
サ
ー

ト
、
朗
読
会
も
行
わ
れ
ま
す
。
宣
伝

も
せ
ず
、
山
の
上
の
不
便
な
場
所
に
も

か
か
わ
ら

ず
、
リ
ピ
ー

タ
ー
が
結
構

い
る
ん
で
す

よ
。
晴
れ
た

日
に
は
遠
く

槍
ヶ
岳
ま
で

見
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾
澤
木
彫
美
術
館
は
、
開
館
か
ら
四

半
世
紀
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
、 スエーデンの人形

３階展示室
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五文字熟語 回答

草 期 金 犀 　リスト

　　売　流　菜 即 人

日 帳 申 書 　会　木 込 形 念

　三　主 日 食 立

百 紅 鍬 虫 　急　義 日 目 展

　者　記 本 示 創

新 開 後 談

心 理 根 葉

司 者 漂 記

横に三文字熟語
縦に五文字熟語
最後に残った文字で五文字熟語を作りましょう

今
の
時
代
、
木
彫
は
ぜ
い
た
く
品
と
み

な
さ
れ
て
な
か
な
か
売
れ
ず
、
美
術
館

を
訪
れ
る
人
も
少
な
い
と
の
こ
と
。
木

彫
作
品
の
宝
庫
で
あ
る
尾
澤
美
術
館
は
、

農
民
美
術
の
歴
史
を
知
る
上
で
も
一
見

の
価
値
が
あ
る
。
木
造
建
築
の
美
し
い

空
間
に
も
ふ
れ
て
ほ
し
い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
25
年
２
月
８
日
訪
問　

海
野　

郁

五文字熟語

パ
ズ
ル
コ
ー
ナ
ー

ち
ょ
っ
と
い
っ
ぷ
く

尾澤木彫美術館
料金　大人５００円
　　　子供（小・中学生）２００円
開館時間　
４月～10月　9：00～18：00
11月～３月　9：00～17：00
年中無休
所在地　
〒386-0016　上田市国分５８０　
℡　0268-22-4337
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インドらしさを感じないインド訪問

　2月 24日から 1週間、寒さの残る上田を離れ、熱帯性気
候のインド南部の都市、チェンナイとバンガロールを訪問し
た。インドは 2050年にはＧＤＰが世界一になるといわれ、
そのインドにおける中核産業の自動車産業の調査である。初
めてのインド訪問だが、出発 3日前に、バンガロールの近く
で爆弾テロがあり、十数人が死亡、100人余りが負傷と聞き、
気分の滅入る重苦しい出立。
　インドの話を書こうとしたが、朝から晩まで企業訪問、工
場視察、政府関係者や現地駐在員との懇談会と、観光らしい
ものは全くない。宿泊先もインターナショナルな高級ホテル
でインドらしい雰囲気もあまりない。食べ物、飲み物にも全
く困らず、移動のバス車
内、滞在先、訪問先はクー
ラーが利いて大変過ごし
やすい。インドらしい雰
囲気を味わったこととい
えば、正直あまりない。
言い換えれば、新興国と
いわれる国であっても、
先進国並みの衣食住が提
供できる場所が整備さ
れつつあるということ
だ。さらにいうと、一国の中で、富む者と貧しい者の差をこ
れほど表してよいかは疑問に残る。
　インドの自動車産業は、王者のズズキの後を、ヒュンダイ、
タタ、マヒンドラの先頭集団にホンダ、トヨタ、日産が準備

ルノー日産の工場で出荷を待つ自動車
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を整え、ジワジワいや一気に
攻め寄る構図。各メーカーは、
単にインド国内での販売だけ
が目的ではなく、インドから
欧州、アフリカ、ブラジルに
輸出しようとの計画もあるよ
うだ。いつの日か、日本で走
る車はインド製となるかもし
れない。ただし、多くのメー
カーが部品は全て、インド国
内からの調達の方針で、イン
ドでの日本企業の活躍が日本
の国力の増強に繋がるとは言
い難い面もある。

　さて、写真は、市街地から、バスでガタガタ道を約２時間
のところにある工場団地。右下に映るのはヘリポートの一部。
さすがに、電力、道路のインフラは未整備で、従業員も容易
には集まらなさそうなこの荒野の果てに、日系企業の進出は
ないと思いきや、既に日系企業と水面下で交渉中とのこと。
企業と州政府で一気に街までつくるらしい。日本から遠く離
れた地にて、たくさんの日本の企業と日本人が頑張っていま
す。アルジェリアにて被害に遭われた日本人にあらためてご
冥福を祈る。

　　　　　　　　　　　　　　  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

販売中の工業団地



おもしろｗeｂ
長野県市町村史誌　目次情報データベース
http://misuzu-mokuji.net/

長野県誌と長野県内の市町村市誌を網羅して、その目次を表示、検
索することができます。
史誌は、自治体が長い時間と費用をかけて作り続けてきた地域研究
のための基本的な資料です。
このデータベースを使うことで、他地域の誌史の内容を知ることが
できます。

17

「真田氏の心」
　ド、ド、ドーンと耳をつんざく音と同時に白煙が立ち上

のぼ

る。朱色の甲冑に
身を固めた姿は凛々しく、戦国時代にタイムスリップしたかのよう。真田氏
御屋敷公園での一コマ。城の守りと攻めにはなくてはならない鉄砲隊は、
徳川、豊臣の戦いに貢献した、まさしく真田氏の赤

あか

備
そな

え（あらゆる武具を朱
塗りにした部隊）である。　　　　　　　　　　　　写真・文　矢幡正夫
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　　　　千曲川地域の芸術家を訪ねる

　
荻
久
保
み
ち
こ
さ
ん

「
デ
ィ
ベ
」
～
ナ
バ
ホ
チ
ュ
ロ
の
店
～

ま
ず
ナ
バ
ホ
族
に
つ
い
て
語
ろ
う

ナ
バ
ホ
族
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
リ
ゾ

ナ
州
北
東
部
か
ら
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
に

ま
た
が
る
フ
ォ
ー
・
コ
ー
ナ
ー
ズ
の
沙
漠

地
帯
に
一
定
の
自
治
権
を
保
有
す
る
「
ナ

バ
ホ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
と
し
て
、
ア
メ

リ
カ
最
大
の
保
留
地
を
領
有
し
て
い
る
。

ナ
バ
ホ
と
は
涸
れ
た
谷
の
耕
作
地
と
い

う
意
味
で
、
民
族
的
な
色
彩
が
色
濃

い
。
人
々
は
今
で
も
正
装
に
は
、
鉢
巻

き
を
締
め
、
女
性
は
ベ
ル
ベ
ッ
ト
の
ロ
ン

グ
ド
レ
ス
に
カ
ボ
チ
ャ
の
蕾
を
意
匠
に
し

た
「
ナ
バ
ホ
・
コ
ン
チ
ョ
」
と
言
う
銀
の

首
飾
り
を
す
る
。
タ
ー
コ
イ
ズ
と
銀
を

用
い
た
宝
石
細
工
は
ナ
バ
ホ
族
の
独
特

の
工
芸
で
あ
り
、
人
々
の
ほ
と
ん
ど
は

こ
の
装
飾
品
を
身
に
つ
け
て
い
る
。「
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
・
フ
ル
ー
ト
」
の
奏
者
も
多

い
。「
ナ
バ
ホ
・
ラ
グ
」
と
呼
ば
れ
る
精

巧
な
絵
柄
の
羊
毛
の
敷
布
は
19
世
紀
に

貴
重
な
交
易
品
と
な
り
、
現
在
も
珍
重

http://dibe.historie.jp/
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さ
れ
て
い
る
。

ナ
バ
ホ
族
は
第
１
次
・
２
次
世
界

大
戦
の
時
米
軍
兵
と
な
っ
て
、
対
ド

イ
ツ
、
対
日
本
戦
に
加
わ
り
、
ナ
バ

ホ
語
は
解
読
が
非
常
に
難
し
い
た
め

暗
号
と
し
て
使
わ
れ
た
。
後
に
「
ナ

バ
ホ
暗
号
部
隊
」
に
参
加
し
た
長
老
の

「
敵
で
あ
る
日
本
人
に
親
近
感
を
覚

え
動
揺
し
た
」
と
の
言
葉
が
残
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
国
の
織
物
に
魅
せ
ら
れ
て
生
涯

を
ナ
バ
ホ
織
に
捧
げ
た
女
性
が
上
田
市

に
居
る
。
ナ
バ
ホ
チ
ュ
ロ
の
店「
デ
ィ
ベ
」

の
荻
久
保
み
ち
こ
さ
ん
で
あ
る
。

ナ
バ
ホ
チ
ュ
ロ
の
店
「
デ
ィ
ベ
」
に
つ

い
てド

ア
ベ
ル
を
鳴
ら
し
て
、
上
田
市
常

田
に
あ
る
店
内
に
入
る
。
部
屋
の
広
さ

は
１
０
０
㎡
く
ら
い
だ
ろ
う
か
。
竪
織

機
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
織
機
・
糸
繰
機
な

ど
が
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
、
生
徒
さ
ん

が
一
生
懸
命
自
分
の
織
機
に
向
か
っ
て
い

る
。糸

は
ナ
バ
ホ
チ
ュ
ロ
の
糸
を
使
う
。
ま

ず
は
ナ
バ
ホ
在
住
の
日
本
人
女
性
ズ
ニ

さ
ん
が
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
か
ら
毛
を
買
い

付
け
、
綺
麗
に
洗
浄
し
た
も
の
を
工
場

で
糸
に
し
て
も
ら
う
。
次
に
そ
れ
を
ナ

バ
ホ
の
大
地
か
ら
採
取
し
た
草
木
で
染

め
、
ア
リ
ゾ
ナ
の
太
陽
の
も
と
で
媒
染

し
て
仕
上
げ
る
。
ナ
バ
ホ
チ
ュ
ロ
は
、
ザ

ラ
ザ
ラ
し
た
手
触
り
の
長
い
毛
を
特
色

と
す
る
。
そ
れ
を
日
本
に
送
っ
て
く
る
。

そ
の
糸
は
現
地
で
も
素
晴
ら
し
い
糸
と

称
賛
さ
れ
て
い
る
が
、
注
文
し
て
も
気

長
に
待
た
な
い
と
品
物
は
す
ぐ
に
は
届

か
な
い
。
何
し
ろ
沙
漠
と
地
平
線
が
空

ま
で
続
く
砂
埃
の
道
し
か
な
い
所
だ
か

ら
。
時
間
の
観
念
も
金
銭
感
覚
も
私
た

ち
日
本
人
と
は
違
う
の
だ
。

ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ナ
バ
ホ
族

に
伝
わ
る
独
特
の
織
機
（
竪
機
）
で
織
っ

た
物
を
ナ
バ
ホ
織
と
い
う
。
織
の
技
術

の
素
晴
ら
し
さ
は
比
類
な
い
も
の
で
あ

る
。
派
手
さ
は
無
い
が
自
然
の
優
し
い

風
合
い
を
持
つ
。
ナ
バ
ホ
ラ
グ
は
、
４
つ

の
方
向
に
調
和
の
と
れ
た
世
界
を
歩
む

と
い
う
ナ
バ
ホ
族
の
宇
宙
観
を
表
し
た

織
物
で
あ
る
。
彼
ら
の
言
葉
で
「
ホ
ッ
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ジ
ョ
」
と
い
う
、
美
と
調
和
の
、「
ウ
ォ
ー

ク
・
イ
ン
・
ビ
ュ
ー
イ
の
祈
り
」
を
織

り
込
ん
で
い
く
。
絨
毯
の
よ
う
に
敷
物

に
し
た
り
、壁
掛
け
や
厚
手
の
セ
ー
タ
ー

に
も
な
る
。

本
来
の
ナ
バ
ホ
織
は
竪
機
で
織
る
。

し
か
し
荻
久
保
さ
ん
は
、
家
庭
で
も
気

軽
に
出
来
る
よ
う
竪
機
を
そ
の
ま
ま
小

型
化
し
た
織
機
「
ミ
ニ
ナ
バ
ホ
」
を
独

自
に
考
案
し
た
。
教
室
の
生
徒
さ
ん
は

そ
れ
を
使
っ
て
い
る
。

荻
久
保
さ
ん
と
ナ
バ
ホ
の
出
会
い

12
年
前
、
荻
久
保
さ
ん
は
ナ
バ
ホ
族

の
住
む
ア
リ
ゾ
ナ
地
方
を
旅
し
た
。
そ

の
時
、
ア
リ
ゾ
ナ
に
住
ん
で
い
る
日
本

人
の
友
人
に
「
彼
ら
は
現
金
収
入
が
な

い
、
だ
が
羊
の
毛
は
毎
年
採
れ
る
の
で
、

そ
れ
を
売
っ
て
現
金
収
入
に
繋
げ
て
あ

げ
た
い
」
と
相
談
さ
れ
、
思
わ
ず
「
私

が
や
る
よ
」と
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
ト
レ
ー

デ
ィ
ン
グ
ポ
ス
ト
を
回
る
と
美
し
い
ナ
バ

ホ
ラ
グ
が
所
狭
し
と
飾
っ
て
あ
っ
た
。
そ

れ
ら
の
織
物
は
、「
地
球
の
呼
吸
を
聞
き

な
が
ら
織
る
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ

ど
の
宇
宙
的
な
幾
何
学
模
様
の
斬
新
な

デ
ザ
イ
ン
に
目
（
心
）
を
奪
わ
れ
、
そ

の
独
特
の
美
し
い
織
物
に
魅
了
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。

今
年
も
荻
久
保
さ
ん
は
ナ
バ
ホ
ツ

ア
ー
を
企
画
し
ア
リ
ゾ
ナ
の
地
を
訪

れ
た
。
５
回
目
に
な
る
ア
リ
ゾ
ナ
へ
の

旅
で
や
っ
と
憧
れ
の
ナ
バ
ホ
の
ウ
ィ
ー

バ
ー
（
織
人
）、
サ
ラ
・
ナ
タ
ー
ニ
さ
ん

（
75
歳
）
に
直
接
ナ
バ
ホ
織
り
の
手
ほ

ど
き
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
サ
ラ



21

さ
ん
に
は
ナ
バ
ホ
織
り
の
心
を
教
え
て

も
ら
っ
た
。
サ
ラ
さ
ん
は
テ
ク
ニ
ッ
ク
よ

り
も
ま
ず
ナ
バ
ホ
の
カ
ル
チ
ャ
ー
（
考

え
方
、
人
生
観
）
を
伝
え
た
い
と
言
っ
た
。

す
べ
て
は
そ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

そ
の
一
番
大
切
な
事
を
12
年
目
に
や
っ
と

知
る
こ
と
が
出
来
た
そ
う
だ
。

サ
ラ
さ
ん
が
、
荻
久
保
さ
ん
た
ち
の

ナ
バ
ホ
織
の
事
を
、「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
が

織
っ
て
い
る
ナ
バ
ホ
織
だ
か
ら
、
ジ
ャ
バ

ホ
織
で
す
ね
」
と
命
名
し
て
く
れ
た
の

で
、
荻
久
保
さ
ん
た
ち
の
ナ
バ
ホ
織
は

認
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
な
る
。
同
行
の

仲
間
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
学

ぶ
も
の
は
大
き
か
っ
た
は
ず
だ
。

今
後
の
活
動
に
つ
い
て

２
０
１
４
年
５
月
に
は
、
八
ヶ
岳
高

原
を
会
場
に
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
計

画
し
て
い
る
。
初
級
５
日
間
、
上
級
５

日
間
の
ナ
バ
ホ
織
教
室
で
あ
る
。
小
型

の
織
機
で
取
り
組
ん
で
も
ら
う
が
、
講

師
に
サ
ラ
・
ナ
タ
ー
ニ
さ
ん
と
娘
の
タ

ニ
ー
バ
さ
ん
が
来
日
し
て
く
だ
さ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
ん
な
に
嬉
し
い
こ
と
は

な
く
、
そ
の
準
備
に
今
か
ら
心
が
弾
む

と
、
荻
久
保
さ
ん
は
美
し
い
瞳
で
笑
っ
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
途
中
で
荻
久
保
さ

ん
が
か
け
た
Ｂ
Ｇ
Ｍ
は
、
ナ
バ
ホ
の
音

楽
エ
イ
シ
ャ
ン
ト
ビ
ジ
ョ
ン
（
古
代
）
の

Ｃ
Ｄ
。室
内
は
厳
か
な
世
界
に
変
わ
っ
た
。

平
成
24
年
11
月
２
日
訪
問　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

吉
池　

み
ど
り

気象庁　防災気象情報

　「気象庁発表の気象情報によると・・・」という言葉を耳に
したことがありませんか。
その「最新の気象情報」を下記から見ることができます。
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/103_index.html
　また、黄砂予測図も下記から見ることができます。
http://www.jma.go.jp/jp/kosafcst/index.html

おもしろｗeｂ
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連載
桜田義文ラ ・ マンチャの白い風

ス
ペ
イ
ン
・
ラ
マ
ン
チ
ャ
の

旅
の
最
終
日
は
い
つ
も
ラ
マ

ン
チ
ャ
州
の
州
都
、
そ
し
て

ス
ペ
イ
ン
の
古
都
・
ト
レ
ド

で
一
泊
す
る
こ
と
に
し
て
い

る
。　
　
　

ト
レ
ド
は
ラ
マ
ン
チ
ャ
の

大
平
原
と
ト
レ
ド
山
地
の
境

目
に
あ
り
、
三
方
を
タ
ホ
河

の
渓
谷
に
囲
ま
れ
た
天
然
の

要
塞
で
あ
る
。
ト
レ
ド
に
入
っ

た
ら
、
ま
ず
タ
ホ
河
の
外
周

道
路
か
ら
の
ト
レ
ド
の
全
景

を
楽
し
む
と
よ
い
。
ベ
ス
ト

ポ
イ
ン
ト
は
パ
ラ
ド
ー
ル
・

デ
・
ト
レ
ド
（
国
営
ホ
テ
ル
）

の
テ
ラ
ス
か
ら
の
一
望
、
こ
こ

で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら

ト
レ
ド
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
至

古
都
ト
レ
ド
に
乾
杯

福
の
時
が
た
ま
ら
な
く
い
い
の
だ
。

ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
過
ご
し
外
周
道

路
を
回
っ
て
西
側
の
カ
ン
ブ
ロ
ン
門
か
ら

城
内
に
入
る
。
直
進
す
る
と
エ
ル
・
グ

レ
コ
の
家
に
で
て
く
る
。
そ
の
前
に
ホ
テ

ル
・
エ
ル
・
グ
レ
コ
が
あ
る
。
ト
レ
ド
の

城
内
で
い
つ
も
泊
る
宿
だ
。
チ
ェ
ッ
ク
イ

ン
す
る
間
は
ホ
テ
ル
の
前
に
駐
車
で
き

る
。
部
屋
に
荷
物
を
置
い
て
、
車
を
移

動
す
る
、
け
っ
し
て
北
や
東
に
上
が
っ
て

は
い
け
な
い
、
そ
こ
は
魔
物
が
す
む
迷

路
で
あ
る
。
入
っ
て
き
た
道
を
戻
り
な

が
ら
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
探
す
。

ト
レ
ド
の
城
内
は
ま
さ
に
迷
路
、
こ

こ
で
は
地
図
な
ど
ま
っ
た
く
や
く
に
た

た
な
い
、
七
歩
す
す
ん
で
は
立
ち
止
ま

り
、
十
歩
す
す
ん
で
は
左
右
を
見
る
。

し
か
し
行
き
は
良
い
よ
い
帰
り
は
恐
い
、

な
ぜ
な
ら
め
ざ
す
カ
テ
ド
ラ
ル
（
大
聖

堂
）
も
ア
ル
カ
サ
―
ル
（
城
）
も
こ
の

台
地
の
一
番
高
い
所
に
あ
る
の
だ
か
ら

迷
い
な
が
ら
も
上
へ
上
へ
あ
が
れ
ば
な
ん

と
か
な
る
の
だ
。
は
た
し
て
の
ぼ
る
に

つ
れ
て
人
が
多
く
な
り
や
が
て
カ
テ
ド

ラ
ル
の
ま
え
の
小
さ
な
広
場
に
と
び
だ

す
。
太
陽
が
ま
ぶ
し
い
。
こ
こ
ま
で
き

た
ら
ま
ず
バ
ー
ル
で
ビ
ー
ル
を
飲
も
う
。

ゆ
っ
く
り
し
て
ト
レ
ド
の
時
間
や
環
境

に
体
と
気
持
ち
を
な
ら
す
こ
と
だ
。
ト

レ
ド
で
は
迷
う
こ
と
が
悦
楽
な
の
で
あ

る
。
た
だ
足
に
ま
か
せ
て
、
嗅
覚
だ
け

を
た
よ
り
に
彷
徨
す
る
こ
と
だ
。

ス
ペ
イ
ン
を
旅
し
て
い
る
と
、
よ
く
い

わ
れ
る
言
葉
が
あ
る
「
も
し
あ
な
た
が
、

ス
ペ
イ
ン
に
１
日
し
か
居
ら
れ
な
い
と
し

た
ら
、
あ
な
た
は
迷
わ
ず
ト
レ
ド
へ
行

き
な
さ
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は
古
き

良
き
ス
ペ
イ
ン
の
す
べ
て
が
あ
る
か
ら
」

こ
の
岩
の
台
地
は
、
直
線
に
す
る
と

千
ｍ
ほ
ど
の
ほ
ぼ
円
形
の
岩
山
で
、
タ

ホ
川
と
の
高
低
差
は
三
百
メ
ー
ト
ル
ぐ

ら
い
あ
る
。
川
の
な
い
北
側
に
だ
け
頑
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丈
な
城
壁
を
め
ぐ
ら
せ
、

そ
こ
に
正
門
で
あ
る
ビ
ザ

グ
ラ
門
と
カ
ン
ブ
ロ
ン
門

を
作
り
、
取
り
囲
む
タ
ホ

川
に
は
ア
ル
カ
ン
タ
ラ
と

サ
ン
マ
ル
チ
ノ
の
二
本
の

橋
を
つ
く
っ
た
。

ト
レ
ド
を
制
す
る
も
の

ス
ペ
イ
ン
を
制
す
る
と
ば

か
り
、
ト
レ
ド
を
め
ぐ
っ

て
の
攻
防
が
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
て
き
た
。
ロ
ー
マ
が

滅
亡
す
る
と
、
ゲ
ル
マ
ン

民
族
で
あ
る
ゴ
ー
ト
族
が

ト
レ
ド
に
入
っ
て
三
百
年

ほ
ど
ス
ペ
イ
ン
を
統
治
し

た
。
七
一
一
年
イ
ス
ラ
ム

教
徒
で
あ
る
北
ア
フ
リ
カ

の
モ
ー
ロ
人
た
ち
が
ス
ペ

イ
ン
を
制
圧
し
ト
レ
ド
に

入
っ
た
。
こ
の
モ
ー
ロ
人

は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
っ
た
が
、
非
常

に
寛
容
な
統
治
を
お
こ
な
い
、
ト
レ
ド

で
は
キ
リ
ス
ト
教
も
ユ
ダ
ヤ
教
も
イ
ス

ラ
ム
教
も
共
存
し
、
そ
の
た
め
現
在
で

も
イ
ス
ラ
ム
の
モ
ス
ク
や
ユ
ダ
ヤ
の
シ
ナ

ゴ
ー
グ
が
い
く
つ
も
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
こ
と
を
ス
ペ
イ
ン
人
は

次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教

徒
た
ち
の
軍
事
力
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
た

ち
の
農
耕
、
潅
漑
、
建
設
、
工
芸
の
力
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
医
学
や
金
融
の
力
が
一

体
と
な
っ
て
ト
レ
ド
を
世
界
一
の
文
化
都

市
に
し
た
と
い
う
の
だ
。

現
在
の
ト
レ
ド
は
ほ
と
ん
ど
中
世

の
ト
レ
ド
と
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

し
か
し
そ
れ
は
外
観
だ
け
の
こ
と
で
、

十
五
世
紀
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
な

が
い
レ
コ
ン
キ
ス
タ（
国
土
回
復
戦
争
）

の
す
え
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
か
ら
最
後
の
イ

ス
ラ
ム
の
王
を
北
ア
フ
リ
カ
へ
追
い
出
し
、

あ
わ
せ
て
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
を
国
外
へ
追
い



回答

草 創 期 金 木 犀

立 目

日 記 帳 申 込 書

念 人

百 日 紅 鍬 形 虫

新 展 開 後 日 談

示 本

心 即 理 根 三 葉

売 急

司 会 者 漂 流 記

菜食主義者パズルの答
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出
し
た
と
た
ん
、
緑
豊
か
な
ア
ル
・
ア

ン
ダ
ラ
ス
は
羊
の
と
び
か
う
荒
野
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
あ
れ
ほ
ど
繁

栄
し
た
ト
レ
ド
も
盗
賊
や
山
賊
が
荒
ら

し
ま
わ
る
さ
び
れ
た
街
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
。
十
七
世
紀
に
な
る
と
、
都

は
マ
ド
リ
ッ
ド
に
移
さ
れ
、
化
石
の
よ
う

に
ト
レ
ド
は
長
い
眠
り
に
就
い
た
。
同

時
に
イ
ス
ラ
ム
教
も
ユ
ダ
ヤ
教
も
地
下

に
も
ぐ
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
現
在
、
長
い
眠
り
か
ら
覚
め

た
ト
レ
ド
は
世
界
遺
産
な
ど
と
よ
ば
れ

二
千
年
の
歴
史
が
こ
の
狭
い
岩
山
に
重

な
り
合
う
。
ロ
ー
マ
、
ア
ラ
ブ
、
キ
リ
ス

ト
の
文
化
や
建
物
、
食
べ
物
ま
で
も
が

共
生
す
る
不
思
議
な
街
、
悪
魔
と
天
使

の
街
、
迷
路
の
街
・
ト
レ
ド
に
カ
ン
パ
イ
。



　前号の記事の
ため、写真を撮
り に 玄 蕃 山 に
行った時のこと
です。ふと、斜
面に大きな石が
ゴロゴロしてい
ることに気付き
ました。良く見
るとそれは古い
石積みが崩れたもののようです。南側の斜面にはしっかり残っており、
かつては山全体に巡らされていたと推測できました。それはいったい、
いつの時代の、何のための石積みだったのか気になりました。
　高速道が出来る以前、この山の斜面には、田んぼと果樹園と雑木林
がありました。けれど石積みはそれより古そうです。文献を調べると、
養蚕が盛んだった明治の頃に開墾され、辺り一面桑畑であったと分か
りました。
　では、その石積みの石はどこから運んできたのでしょうか？　山の
すぐそばに矢出沢川が流れています。周辺にはかつての水害で運ばれ
たとみられる大きな石がゴロゴロしており、その石は石積みの石とよ
く似ています。
　水害に泣き、しかしその石を皆で運び開墾に使い、桑を植えて養蚕
で栄え、やがて衰退する ･･････ 転作して生きてきた先人たちの歴史
が見えた気がしました。
   この山の斜面には今は桜が植えられ、美しい姿になっていますが、
100年、200年後には、いったいどんな姿になっているのでしょう。
そこにまだこの石達はあるのでしょうか？　　　　　　　　（ひが）

歴史を語る石
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上
田
近
郊
の
中
高
年
の
人
な
ら
、
か

つ
て
の
え
び
す
講
の
隆
盛
を
覚
え
て
い

る
人
は
多
い
。
上
田
の
塩
尻
生
ま
れ
の

夫
は
「
11
月
末
の
え
び
す
講
に
は
1
年

働
い
て
貯
め
た
お
金
を
持
っ
て
、
原
町

や
海
野
町
に
出
か
け
た
も
の
だ
。
正
月

用
品
を
買
っ
た
り
冬
の
衣
類
を
買
っ
た

り
、
押
す
な
押
す
な
の
人
ご
み
の
中
で

買
物
を
す
る
母
に
つ
い
て
行
く
の
が
楽
し

み
だ
っ
た
」
と
話
す
。
ま
た
「
小
さ
い

頃
、
今
の
大
星
神
社
の
あ
る
所
が
河
原

に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
え
び
す
講
の
時

花
火
を
打
ち
上
げ
て
い
た
」
と
回
顧
し

て
い
る
。
大
星
神
社
で
は
今
は
花
火
の

打
ち
上
げ
は
な
く
、
毎
年
８
月
に
千
曲

川
の
河
川
敷
で
、
花
火
大
会
を
行
っ
て

い
る
。

こ
の
数
十
年
の
間
に
何
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
上
田
商
工
会
議
所
の
記
録
や

原
町
の
歴
史
の
記
録
に
え
び
す
講
が
出

て
く
る
の
は
、
日
露
戦
争
の
講
和
が
で

き
た
明
治
38
（
１
９
０
５
）
年
か
ら

で
あ
る
。
私
が
起
源
を
調
べ
て
い
る
の

を
知
っ
て
、
属
し
て
い
る
「
上
田
・
小

県
近
現
代
史
研
究
会
」
の
小
平
千
文

会
長
が
一
枚
の
コ
ピ
ー
を
手
渡
し
て
下

さ
っ
た
。
そ
の
コ
ピ
ー
を
見
る
と
「
信

濃
上
田
の
え
び
す
講
市
と
称
す
る
は
天

保
九
（
１
８
３
８
）
年
十
月
二
十
日
よ

り
始
ま
り
た
る
事
に
て
、
近
年
は
尚
更

に
一
層
の
盛
況
を
呈
す
る
に
至
れ
り
」

と
あ
る
。
ま
さ
に
驚
く
べ
き
発
見
で
あ

る
。
今
か
ら
約
１
７
５
年
前
の
江
戸
時

代
の
天
保
年
間
に
え
び
す
講
は
始
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
長
野
市
で
え
び
す
講
の

花
火
大
会
が
始
ま
っ
た
の
は
、
明
治
32

（
１
８
９
９
）
年
で
あ
る
か
ら
、
い
か

に
上
田
が
養
蚕
と
い
う
産
業
で
江
戸
時

代
後
期
よ
り
他
地
域
を
抜
い
て
収
入
が

あ
っ
た
か
が
分
か
る
。

前
述
の
コ
ピ
ー
の
出
所
は
明
治
憲
法

が
発
布
さ
れ
た
明
治
22
（
１
８
８
９
）

年
に
出
版
さ
れ
た
「
風
俗
画
報
」
で
あ

（１） 忘
却
の
え
び
す
講
物
語

清
水 

た
か
子
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る
。
日
本
初
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
雑
誌
で

５
１
７
冊
の
１
冊
（
明
治
38
年
出
版
）

の
中
か
ら
、
平
林
堂
書
店
（
上
田
市

原
町
）
の
会
長
が
発
見
さ
れ
た
も
の
だ

と
い
う
。
私
は
膨
大
な
「
風
俗
画
報
」

を
所
有
し
て
い
る
平
林
堂
書
店
の
二
階

で
「
風
俗
画
報
」
の
一
部
を
見
せ
て
い

た
だ
い
た
が
、
一
冊
一
冊
が
明
治
期
の

格
調
高
い
デ
ザ
イ
ン
に
満
ち
溢
れ
見
と

れ
て
し
ま
っ
た
。「
風
俗
画
報
」
は
明

治
に
な
っ
て
世
の
中
が
少
し
落
ち
着
い

た
明
治
22
年
に
西
欧
の
グ
ラ
フ
雑
誌
の

影
響
を
受
け
、
は
じ
め
主
と
し
て
石
版

画
、
後
に
写
真
版
が
挿
入
さ
れ
た
四
六

倍
版
（
２
５
４
×
１
８
８
）
の
雑
誌
で
、

日
本
で
初
め
て
誌
名
に
「
画
報
」
の
文

字
が
使
わ
れ
た
。
江
戸
時
代
の
風
俗
の

考
証
や
そ
の
時
代
各
地
に
伝
わ
る
地
方

風
俗
の
紹
介
な
ど
を
後
世
に
伝
え
る
と

い
う
趣
旨
の
も
と
、「
東
陽
堂
」
と
い
う

出
版
社
が
大
正
５
（
１
９
１
６
）
年
ま

で
の
27
年
間
に
５
１
７
冊
も
出
版
し
た
。

こ
の
画
報
の
明
治
38
（
１
９
０
５
）

年
版
に
堂
々
と
上
田
の
西
山
賢
作
（
西

山
さ
ん
の
詳
細
は
不
明
）
さ
ん
が
「
信

濃
上
田
の
恵
比
須
講
市
」
と
し
て
全

国
に
発
信
し
て
い
る
。
こ
の
頃
す
で
に

上
田
の
え
び
す
講
市
は
全
国
的
に
知
ら

れ
た
高
い
文
化
を
持
っ
た
市
と
し
て
大

変
盛
況
で
あ
っ
た
。
人
出
は
地
元
以
外

に
も
県
内
は
も
と
よ
り
全
国
か
ら
人
が

集
ま
っ
た
。
西
山
賢
作
さ
ん
の
文
中
に
、

え
び
す
講
が
天
保
９
（
１
８
３
８
）
年

に
始
ま
っ
た
い
き
さ
つ
が
書
か
れ
て
い
る
。

『
天
保
９
年
の
夏
、
原
町
に
市
神

社
を
築
造
し
、
10
月
20
日
を
祭
典
日

と
決
め
て
即
え
び
す
講
の
日
と
し
た
。

１
７
５
年
前
の
そ
の
日
の
景
品
は
福
金

着
を
作
り
、
そ
の
中
に
一
朱
二
朱
或
は

天
保
銭
３
・
４
枚
ず
つ
入
れ
、
当
日
に

限
り
売
渡
物
品
の
代
価
の
多
少
に
拘
わ

ら
ず
こ
れ
を
与
え
た
。
明
治
元
年
え
び

す
講
の
祭
典
の
日
を
11
月
20
日
と
改
定

し
た
。
明
治
38
（
１
９
０
５
）
年
の
店

飾
り
は
「
美
濃
屋
覚
太
郎
の
古
着
店
」

で
は
二
階
の
ひ
さ
し
へ
縮
緬
着
類
の
揃

物
50
組
余
も
掛
け
揃
え
、「
萬
屋
三
十

郎
の
時
計
店
」
で
は
時
計
で
大
い
な
る

鳥
居
を
作
り
、「
蔦
谷
房
次
の
塗
物
店
」

で
は
膳
箱
を
高
さ
三
丈
に
積
重
ね
燈

台
を
造
り
そ
の
上
へ
火
を
点
じ
た
』
な

ど
な
ど
何
軒
も
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。

前
述
の
原
町
の
市
神
社
は
今
も
そ
の
場

所
に
し
っ
か
り
立
っ
て
い
る
。（
つ
づ
く
）

原町の市神社
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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　

五

東
京
に
転
居
後
の
門
石
長
秋

門
石
長
秋
は
、
明
治
41
年
９
月
30
日

を
も
っ
て
自
ら
が
育
て
た
長
野
県
歯
科

医
師
会
を
退
会
し
、
東
京
に
移
住
す
る
。

明
治
30
年
、
弱
冠
20
歳
で
見
ず
知
ら
ず

の
土
地
で
開
業
し
県
下
の
歯
科
医
師
を

ま
と
め
る
べ
く
東
奔
西
走
し
、
つ
い
に
長

野
県
歯
科
医
師
会
の
設
立
ま
で
こ
ぎ
つ

け
た
彼
の
実
力
は
、
全
国
的
に
も
高
く

評
価
さ
れ
て
い
た
。
高
山
歯
科
医
学
院

で
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
高
山
紀
斎
、
血

脇
守
之
助
ら
に
乞
わ
れ
て
小
県
郡
上
田

町
で
開
業
し
た
門
石
で
あ
っ
た
が
、
10

年
後
に
再
び
高
山
ら
に
呼
ば
れ
て
東
京

に
移
る
こ
と
に
な
る
。

門
石
は
31
歳
に
な
っ
て
い
た
。
東
京

で
は
神
田
区
駿
河
台
西
紅
梅
町
10
番

地
に
居
を
構
え
、
診
療
所
を
開
設
し
た
。

場
所
は
現
在
の
Ｊ
Ｒ
中
央
線
御
茶
ノ
水

駅
の
正
面
で
あ
る
。
明
治
37
年
、
立
川

―
飯
田
橋
間
を
走
っ
て
い
た
甲
武
鉄
道

が
御
茶
ノ
水
駅
ま
で
延
長
さ
れ
、
39
年

に
は
国
有
化
さ
れ
て
中
央
本
線
の
終
着

駅
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
。
中
央
本
線

は
、
41
年
に
万
世
橋
ま
で
延
長
さ
れ
る

が
、
東
京
（
東
海
道
線
）、
上
野
（
信

越
線
、
東
北
線
）、
両
国
（
総
武
線
）

な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
路
線
の
終
着
駅
に
近

く
、
ま
た
観
光
名
所
の
湯
島
聖
堂
や
湯

島
天
神
、
ニ
コ
ラ
イ
堂
が
至
近
距
離
に

あ
り
、
地
の
利
を
得
て
盛
業
を
極
め
た
。

当
時
、
歯
科
医
師
免
許
を
取
得
す
る

た
め
に
は
、
歯
科
医
師
の
下
に
最
低
２

年
間
弟
子
入
り
し
て
歯
科
医
学
の
基
礎

知
識
と
治
療
技
術
を
学
び
、
医
術
開
業

試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
繁
盛
し
て
い

る
歯
科
医
師
の
下
に
は
弟
子
が
多
数
集

ま
っ
た
。
彼
ら
は
診
療
所
の
掃
除
か
ら
、

器
械
器
具
の
手
入
れ
や
消
毒
、
薬
剤
の

調
合
、
足
踏
み
エ
ン
ジ
ン
を
歯
科
医
の

指
示
に
従
っ
て
踏
ん
だ
り
、
患
者
へ
の
接

遇
な
ど
を
学
ん
だ
。

明
治
以
後
、
西
洋
医
学
の
導
入
に
よ

り
医
術
の
進
歩
は
目
覚
し
く
、
そ
れ
は

医
科
も
歯
科
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
新
し

い
技
術
で
治
療
し
て
ほ
し
い
と
歯
科
患

者
は
急
増
し
、
歯
科
医
師
を
目
指
す
若

れ
ん
さ
い
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明治４０年当時の御茶ノ水駅周辺地図

中央本線

神
田
川

29

 門石の
診療所

 

中央本線御茶ノ水駅

本
郷
区

神
田
区



者
が
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
。
年
に
数
回
、

医
術
開
業
試
験
（
医
師
、
歯
科
医
師
の

試
験
は
別
々
に
実
施
さ
れ
、
学
術
筆
記

試
験
と
口
頭
試
問
が
必
須
で
あ
っ
た
）

が
あ
り
、
倍
率
は
10
倍
を
超
え
る
難
関

で
あ
っ
た
。

門
石
は
明
治
44
年
８
月
、
診
療
所
に

併
設
し
て
歯
科
医
師
養
成
所
で
あ
る
東

京
歯
科
医
学
講
習
所
を
設
立
す
る
。
大

正
７
年
に
は
校
名
を
東
京
中
央
歯
科
医

学
校
と
改
称
、
同
12
年
に
廃
校
す
る
ま

で
毎
年
多
数
の
医
術
開
業
試
験
合
格
者

を
輩
出
し
、
歯
科
医
師
養
成
に
貢
献
し

た
。実

は
門
石
が
上
京
し
た
最
大
の
理
由

は
、
別
に
あ
っ
た
。
明
治
39
年
に
制
定

さ
れ
た
歯
科
医
師
法
は
欠
点
だ
ら
け

だ
っ
た
。
歯
科
医
師
会
内
部
で
不
満
が

高
ま
り
、
時
の
会
長
榎
本
積
一
は
長
野

県
で
す
ば
ら
し
い
働
き
を
し
た
門
石
を

東
京
に
呼
び
戻
し
、
歯
科
医
師
法
改
正

の
た
め
に
一
働
き
し
て
も
ら
お
う
と
考
え

て
い
た
。
上
京
２
年
目
に
彼
は
東
京
市

歯
科
医
師
会
の
役
員
と
な
り
、
明
治
45

年
に
は
日
本
聯
合
歯
科
医
会
（
後
の
日

本
歯
科
医
師
会
）の
常
務
委
員（
理
事
）

に
抜
擢
さ
れ
る
。
欧
米
に
お
け
る
歯
科

医
師
法
の
調
査
研
究
、
法
律
専
門
家
へ

の
協
力
要
請
、
国
会
議
員
団
や
医
師
会

へ
の
陳
情
な
ど
多
く
の
困
難
を
乗
り
越

え
て
、
大
正
５
年
２
月
27
日
、
念
願
の

歯
科
医
師
法
改
正
案
が
国
会
を
通
過
し

た
。大

正
７
年
、
血
脇
守
之
助
が
日
本

歯
科
医
師
会
会
長
に
就
任
す
る
。
門
石

は
自
宅
を
歯
科
医
師
会
事
務
所
に
提
供

し
、
庶
務
担
当
理
事
と
し
て
粉
骨
砕
身

血
脇
会
長
を
支
え
た
。
し
か
し
、
大
正

12
年
９
月
１
日
の
関
東
大
震
災
に
よ
っ

て
東
京
の
中
心
部
は
焦
土
と
化
し
、
門

石
の
診
療
所
と
歯
科
医
師
養
成
所
も
消

失
、
失
意
の
中
で
病
を
得
て
、
大
正
15

年
６
月
、
彼
は
49
歳
の
短
い
生
涯
を
終

え
る
こ
と
に
な
る
。
人
生
50
年
が
当
り

前
の
時
代
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
の
一
生
は

誠
に
充
実
し
た
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
。

大
正
期
以
後
の
上
田
小
県
地
域
の
歯

科
医
療

上
田
町
で
２
人
目
の
歯
科
医
師
が
三
30
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茂
吉
で
あ
る
こ
と
は
以
前
に
触
れ
た
。

明
治
33
年
、
錦
町
（
八
十
二
銀
行
上

田
支
店
の
横
の
通
り
）
桂
旅
館
向
か
い

の
角
地
で
開
業
。
門
石
の
意
志
を
継
ぎ
、

大
正
13
年
に
東
京
へ
転
居
す
る
ま
で
上

小
地
域
の
歯
科
医
師
会
を
牽
引
し
た
彼

は
、
大
正
10
〜
11
年
、
第
７
代
長
野
県

歯
科
医
師
会
会
長
も
務
め
て
い
る
。

大
正
期
に
入
る
と
、
全
国
的
に
歯
科

医
師
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
、
門
石
た

ち
が
努
力
し
た
歯
科
医
師
法
改
正
に
起

因
し
て
い
る
。
医
科
と
同
様
に
歯
科
に

お
い
て
も
歯
科
医
学
専
門
学
校
の
卒
業

生
は
無
試
験
で
開
業
資
格
を
与
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
専
門
学
校
が
次
々
と

誕
生
し
た
。
長
野
県
に
お
け
る
歯
科
医

師
数
と
人
口
の
変
遷
を
表
に
示
し
た
。

明
治
時
代
に
は
、
歯
科
医
師
も
上
田

医
会
に
属
し
て
い
た
が
、
大
正
８
年
に

上
田
市
制
施
行
と
と
も
に
上
田
医
会
は

上
田
医
師
会
、
小
県
医
師
会
、
上
田

市
歯
科
医
師
会
に
分
離
さ
れ
た
。
大
正

13
年
、
上
田
市
歯
科
医
師
会
は
上
縣
歯

科
医
師
会
と
改
称
す
る
。
そ
の
後
、
昭

和
17
年
戦
時
色
が
濃
く
な
る
と
、
国
民

医
療
法
の
下
で
従
来
の
歯
科
医
師
会
は

解
散
と
な
り
、
上
縣
歯
科
医
師
会
は
長

野
県
歯
科
医
師
会
上
田
支
部
と
小
県
支

部
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
戦
後
昭

和
22
年
に
は
上
田
市
歯
科
医
師
会
、
小

県
郡
歯
科
医
師
会
と
な
り
、
再
び
合
併

し
て
現
在
の
上
田
小
県
歯
科
医
師
会
と

な
っ
た
の
は
、
昭
和
45
年
で
あ
っ
た
。

門
石
が
明
治
30
年
（
１
８
９
７
）
上

田
町
で
開
業
し
て
、今
年
（
２
０
１
３
）

は
１
１
６
年
目
に
な
る
。
現
在
の
歯
科

医
師
会
会
員
数
は
１
１
３
名
、
診
療
所

数
は
92
と
な
り
、
彼
が
生
き
て
い
た
ら

そ
の
数
値
に
腰
を
抜
か
す
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
長
野
県
全
体
で
は
、
会
員

数
１
１
４
４
名
、
診
療
所
数
９
８
１

と
な
っ
て
い
る
。
歯
科
の
診
療
内
容
も
31
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関東大震災後、神田淡路町からニコラ
イ堂方面を望む。（大正１２年９月）

変
わ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
歯
科
医
療
は
、

む
し
歯
や
歯
周
病
、
入
歯
と
い
っ
た
疾

病
治
療
中
心
で
は
な
く
、
予
防
や
定
期

管
理
、
在
宅
往
診
や
高
齢
者
の
咀
嚼
嚥

下
機
能
の
回
復
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
と

は
異
な
っ
た
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
応
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
糖
尿
病
や

癌
な
ど
の
全
身
疾
患
が
、
口
腔
保
健
管

理
に
よ
っ
て
病
状
が
改
善
す
る
こ
と
も

わ
か
っ
て
き
た
。
地
域
の
医
師
、
保
健
師
、

栄
養
士
、
介
護
福
祉
士
な
ど
他
職
種
専

門
家
と
の
連
携
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

時
代
が
変
わ
っ
て
も
、
私
た
ち
が
門

石
長
秋
の
よ
う
な
先
達
か
ら
学
ぶ
事

は
多
い
。
時
代
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応

し
て
、
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て

い
く
姿
勢
は
医
療
人
の
み
な
ら
ず
、
ど

の
よ
う
な
分
野
で
仕
事
を
す
る
人
に
も

常
に
求
め
ら
れ
て
い
る
事
で
は
な
か
ろ

う
か
。
５
回
に
わ
た
っ
て
上
田
小
県
地

域
の
歯
科
医
療
の
歴
史
を
連
載
し
た
が
、

読
者
の
皆
さ
ん
に
何
か
参
考
に
な
れ
ば
、

筆
者
に
と
っ
て
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。（
完
）

〈
参
考
文
献
〉
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表　長野県における歯科医師数ならびに人口の変遷

明治１８年 明治２６年 明治２７年 明治２８年 明治２９年

歯科医師数 1 2 3 4 6

人口（千人） 1,057 1,189 1,214 1,233 1,246

明治３０年 明治３１年 明治３２年 明治３３年 明治３４年

歯科医師数      8(1)     10(1)     11(1)     14(2)     13(2)

人口（千人） 1,246 1,262 1,283 1,308 1,316

明治３５年 明治３６年 明治３７年 明治３８年 明治３９年

歯科医師数     17(3)     17(3)     20(3)     22(3)     23(3)

人口（千人） 1,351 1,347 1,359 1,362 1,383

明治４０年 明治４１年 明治４２年 明治４３年 明治４４年

歯科医師数     24(4)     27(4)     29(3)     29(3)     32(4)

人口（千人） 1,391 1,399 1,414 1,432 1,450

大正 元 年 大正 ２ 年 大正 ３ 年 大正 ４ 年 大正 ５ 年

歯科医師数     36(3)     46(3)     56(3)     67(4)     85(5)

人口（千人） 1,473 1,482 1,508 1,524 1,542

大正 ６ 年 大正 ７ 年 大正 ８ 年 大正 ９ 年 大正１０年

歯科医師数   103(9)  117(10)  136(11)  146(11)  184(16)

人口（千人） 1,562 1,561 1,583 1,580 1,562

大正１１年 大正１２年 大正１３年 大正１４年 大正１５年

歯科医師数  209(21)  266(27)  292(25)  310(26)  321(28)

人口（千人） 1,601 1,620 1,643 1,629 1,643

　　　＊　（　）内は、上田小県地域の歯科医師数の推移
　　　＊　全国歯科医師数の推移

明治１８年　４０名
大正元年　１,５３１名
大正１５年　１０,３８７名
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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

あとがき

　ここ半年ほどの間に意欲的なシニア３人と話をする機会があっ

た。３人とも 80 代で、表情はとてもイキイキとしていて、声にも

ハリがある。姿勢も真っ直ぐで、とてもその年齢は感じなかった。

ひとりは農業、ひとりは地域活動、もうひとりは趣味、と生活のパ

ターンは異なるが、揃って活動的だ。そして健康である。

　この前向きなパワーはどこから来るのか。話の端々からヒントを

探ってきたが、ようやくわかったことがある。「好奇心」と「行動力」

である。日々の生活の中で出会う目新しいことに対して「あっ、お

もしろそう」とすぐに興味を持つ。彼らはここでとどまらないで、

その興味を行動に移す。フットワークの軽さが身についている。

　例えば、ある女性はご主人の遺品の中からギターを見つけた。ケー

スが開かないほど錆びついていたが、それを楽器店に持ち込んだ。

「良いギターですねぇ」と言われ、せっかくだからと、そこで調律

してもらう。そうしたら自分で弾きたくなり、レッスンを受けるよ

うになった。数ヶ月後、ギターの名曲「禁じられた遊び」をマスター

し、いまではその軽やかな旋律を楽しむ。

　また、ある男性は農業をする上での試行錯誤を楽しむ。挿し芽を

したり挿し木をしたり、栽培方法を変えてみたり。いつも「もっと

良い方法はないか」を考える。失敗しても気にしない。翌年違った

方法で試す。

　「気力は眼に出る。生活は顔色に出る。年齢は肩に出る。教養は

声に出る」は土門拳の「死ぬことと生きること」の中の言葉だが、

３人を思い出すたび「全くその通りだ」と納得する。（木漏れ日）
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