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蒼 翠

緑育む
　山々に囲まれた上田塩田地区の水田には、日中、強い日差しが降り注ぐ。田ん
ぼの稲も順調に育ち、あたり一面を鮮やかな緑が覆う。
　田植えの頃、ケロケロと騒がしかった蛙たちも稲の葉陰に潜み、安らかな憩
いのひとときを楽しんでいるかのよう。　そんな空間が、訪れる人々の心を癒し、
元気づけてくれる。農村が持つのどかで魅力的な風景です。

山水画家・郭
かく

煕
き

の画論「臥
が

遊
ゆう

録」より
夏山蒼

そう

翠
すい

にして滴るが如く

そう　     　すい
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杏
の
里
板ば

ん

画が

館か
ん

信
濃
の
美
術
館
を
歩
く

展示室舞台

板
画
と
民
芸
の
小
さ
な
美
術
館



5

風
薫
る
５
月
︑
千
曲
市
森
の
杏
の
里

は
︑
花
見
客
が
去
っ
て
本
来
の
静
け
さ

が
戻
る
︒
周
囲
の
山
々
は
︑
青
葉
若

葉
が
濃
く
淡
く
萌
え
て
ま
ぶ
し
い
ほ
ど

だ
︒
そ
の
山
懐
に
建
つ
杏
の
里
板
画
館

は
︑
棟
方
志
功
と
日
本
板
画
院
の
作
家

た
ち
の
作
品
や
︑
内
外
の
民
芸
を
中
心

に
展
示
し
て
い
る
美
術
館
で
あ
る
︒

入
口
の
く
ぐ
り
戸
か
ら
懐
か
し
い
古

民
家
の
風
情
で
あ
る
︒
２
階
は
広
々
と

し
た
展
示
室
で
︑
地
元
の
宮
大
工
の
棟

梁
が
組
み
上
げ
た
と
い
う
天
井
や
壁
な

ど
の
小
屋
組
み
が
美
し
い
︒
こ
の

日
開
か
れ
て
い
た
企
画
展
﹁
長
谷

川
富
三
郎
板
画
展
﹂
の
力
強
い
作

風
が
一
段
と
引
き
立
つ
︒

中
央
に
は
コ
ン
サ
ー
ト
や
講
演

が
催
さ
れ
る
舞
台
が
あ
り
︑
そ
の

裏
手
の
和
室
は
何
や
ら
隠
し
部
屋

め
い
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
棟
方
志
功

の
作
品
や
︑
陶
芸
な
ど
の
民
芸
が

常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
︒

も
と
は
北
信
濃
の
古
い
切
妻
造

り
の
風
格
と
特
色
を
よ
く
残
し
た

建
物
だ
っ
た
と
い
う
︒﹁
古
き
を
守

る
も
開
発
な
り
﹂
と
い
う
民
芸
運

動
の
指
導
者
︑
柳
宗
悦
の
言
葉
を

合
言
葉
に
︑
１
９
９
５
年
に
美
術
館
と

し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
︒

ご
自
身
も
板
画
家
で
あ
る
館
主
・
森

貘ば
く

郎ろ
う

さ
ん
に
︑
板
画
館
や
板
画
な
ど
に

つ
い
て
お
聞
き
し
た
︒

　

◇　

◇　

◇

 

杏
の
里
板
画
館
が
で
き
た
い
き
さ
つ

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
︒

こ
の
建
物
は
︑
江
戸
か
ら
大
正
時
代

ま
で
四
代
続
い
た
漢
方
医
の
屋
敷
だ
っ

た
ん
で
す
︒
庭
に
大
き
な
多
行
松
が
そ

び
え
立
つ
こ
と
か
ら
︑
村
人
か
ら
﹁
千

本
松
の
家
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
︒

た
だ
︑
最
後
に
住
ん
で
い
た
お
婆
さ
ん

が
亡
く
な
っ
た
後
は
７
年
間
空
き
家
で

荒
れ
る
に
ま
か
せ
︑
幽
霊
屋
敷
な
ど
と

言
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
︵
笑
︶︒
こ
の

ま
ま
朽
ち
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
と
︑﹁
杏

の
里
板
画
館
を
つ
く
る
会
﹂
が
発
足
︑

全
国
か
ら
多
く
の
方
が
手
を
差
し
伸
べ

Q

杏の里板画館入口
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て
く
れ
ま
し
た
︒
古
民
家
再
生
に
力
を

入
れ
る
建
築
家
・
降
幡
廣
信
さ
ん
が
中

心
に
な
っ
て
調
査
︑
設
計
し
︑
再
生
し

て
美
術
館
と
な
り
ま
し
た
︒

﹁
板
画
﹂
と
﹁
版
画
﹂
は
ど
う
違
う

の
で
し
ょ
う
か
︒

板
画
は
︑
昭
和
17
年
に
棟
方
志
功
さ

ん
が
使
い
始
め
ま
し
た
︒
板
の
魂
︑
板

の
声
を
聞
く
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ

た
言
葉
で
す
︒
も
と
も
と
江
戸
時
代
の

浮
世
絵
職
人
は
板
画
だ
っ
た
の
で
す
︒
一

方
︑
版
画
と
い
う
呼
び
方
は
山
本
鼎
が

始
め
た
と
言
わ
れ
︑
欧
米
の
影
響
が
強

く
︑
モ
ノ
マ
ネ
的
な
版
画
に
対
す
る
棟

方
の
批
判
が
板
画
と
い
う
言
葉
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

森
さ
ん
が
板
画
家
に
な
っ
た
き
っ
か
け

や
︑
同
人
で
あ
る
日
本
板
画
院
に
つ
い
て
︒

私
は
︑
棟
方
志
功
の
死
後
の
一
番
弟

子
な
ん
で
す
︵
笑
︶︒
そ
の
板
画
思
想
に

共
鳴
し
︑
創
作
を
続
け
て
い
ま
す
︒
日

本
板
画
院
は
︑
昭
和
27
年
に
棟
方
の
呼

び
か
け
で
結
成
さ
れ
ま
し
た
︒
毎
年
板

院
展
を
開
催
︑
私
も
30
回
展
か
ら
ず
っ

と
出
品
し
て
い
ま
す
︒
今
年
も
６
月
に

第
63
回
板
院
展
が
東
京
都
美
術
館
で
開

か
れ
ま
す
︒

︵
森
さ
ん
は
︑
昨
年
の
板
院
展
で
長

谷
川
富
三
郎
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い
る
︶

杏
の
里
板
画
館
の
展
示
や
︑
板
画
館

の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
︒

毎
年
春
に
は
︑あ
ん
ず
祭
に
合
わ
せ
て

﹁
杏
ま
つ
り
手
づ
く
り
展
﹂
と
企
画
展

を
開
催
し
て
い
ま
す
︒
板
画
院
同
人
の

作
品
︑
陶
芸
や
型
染
な
ど
の
民
芸
は
常

時
展
示
し
て
い
ま
す
︒

６
月
25
日
か
ら
は
︑
若
い
作
家
の
作

品
展
﹁
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｌ
Ｅ
Ｘ　

岡
澤
加
代

子
・
長
野
順
子
・
中
村
未
來　

版
画
三

人
展
﹂
が
始
ま
り
ま
す
︒
若
い
人
と
一

緒
に
や
る
こ
と
は
こ
ち
ら
に
と
っ
て
も
力

に
な
り
ま
す
ね
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
を
活

用
し
て
も
ら
う
こ
と
が
板
画
館
を
続
け

て
い
く
う
え
で
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
︒

来
年
は
開
館
20
周
年
を
迎
え
る
の
で
︑

森獏郎さん

QQ

Q



﹁
信
州
と
棟
方
志
功
展
﹂︵
仮
題
︶
を

計
画
し
て
い
ま
す
︒

            
◇　

◇　

◇　

今
年
は
小
林
一
茶
生
誕
２
５
０
年
で

あ
る
︒
一
茶
の
句
に
魅
せ
ら
れ
︑
作
品

を
作
り
続
け
て
い
る
森
さ
ん
に
と
っ
て

も
一
段
と
忙
し
い
日
々
の
よ
う
で
あ
る
︒

４
月
に
は
一
茶
に
ち
な
ん
だ
森
さ
ん
の

作
品
が
記
念
切
手
シ
ー
ト
に
な
り
︑
人

気
と
な
っ
て
い
る
︒
秋
に
は
﹁
あ
そ
べ
や

一
茶
展
﹂︵
於
：
長
野
市
︶
な
ど
も
計

画
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒

一
茶
だ
け
で
な
く
︑
森
さ
ん
は
山
頭

火
や
栗
林
一
石
路
に
も
魅
せ
ら
れ
︑
独

自
の
創
作
活
動
を
続
け
て
い
る
︒
青
木

村
出
身
の
一
石
路
に
つ
い
て
は
︑
森
さ
ん

が
板
画
に
彫
り
︑
見
直
さ
れ
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
︒
板
画
絵
本
﹃
は
な
と
り

地
蔵
﹄︑﹃
森
獏
郎
板
画
集
﹄
な
ど
多
く

の
著
書
も
持
つ
︒

あ
ら
た
め
て
展
示
室
を
巡
る
と
︑
森

さ
ん
の
作
品
は
ご
く
わ
ず
か
だ
︒
他
に

は
１
階
の
受
付
付
近
に
数
点
展
示
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
声
高
に
語
る
こ

と
も
な
く
︑
飄
々
と
し
た
佇
ま
い
の
森

さ
ん
だ
が
︑
広
い
視
野
と
秘
め
た
情
熱

を
持
っ
た
方
だ
と
お
見
受
け
し
た
︒
あ

え
て
ご
自
身
の
作
品
を
前
に
出
さ
れ
な

い
と
こ
ろ
も
︑
森
さ
ん
ら
し
い
︒
そ
ん

な
森
貘
郎
さ
ん
あ
り
き
の
杏
の
里
板
画

館
で
あ
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
25
年
５
月
９
日
訪
問　

海
野　

郁
7

窓際の風景

杏の里板画館

　入館料　大人３００円／小・中学生１００円

　開館時間　午前 10時～午後５時（要電話予約）

　休館日　毎週月曜・火曜（あんず祭期間中は無休）

　冬季休館　12月 1日～３月末日

　所在地　〒 387-0005　千曲市森２１５４

　　　　　　　　　　 　℡ .026-272-4758
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﹁
田
中
さ
ん
の
よ
う
に
年
を
重
ね
た
い
︒

模
範
で
す
﹂
と
周
囲
の
憧
れ
の
ま
と
に
な
っ

て
い
る
﹁
は
つ
ら
つ
シ
ニ
ア
﹂
を
ご
紹
介
し

ま
す
︒
上
田
市
踏
入
在
住
の
田
中
袈
裟
平

さ
ん
︑
93
歳
で
あ
る
︒
こ
の
お
年
で
お
元

気
と
い
う
だ
け
で
も
驚
き
だ
が
︑
何
と
田

中
さ
ん
は
パ
ソ
コ
ン
の
先
生
で
あ
る
︒
し
か

も
生
徒
さ
ん
は
70
人
以
上
と
い
う
か
ら
２

度
び
っ
く
り
︒
さ
ら
に
︑
田
中
さ
ん
は
現

役
の
ド
ラ
イ
バ
ー
で
も
あ
る
︒
自
宅
か
ら

パ
ソ
コ
ン
教
室
が
開
か
れ
る
上
田
市
高
齢

者
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
で
︑
月
に
10
回
以
上

通
う
︒
視
力
も
正
常
で
︑
運
転
は
全
然
苦

で
は
な
い
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
年
齢
を

全
く
感
じ
さ
せ
な
い
田
中
さ
ん
に
福
祉
セ

ン
タ
ー
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
︒

田
中
さ
ん
は
信
州
大
学
を
卒
業
後
︑
軍

に
入
隊
し
た
︒
シ
ベ
リ
ア
へ
の
連
行
を
含

め
８
年
を
過
ご
す
︒
多
く
を
語
ら
な
い
が
︑

つ
ら
い
体
験
が
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
︒
こ

　はつらつシニア

田中袈裟平さん
好奇心と挑戦する気力
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の
軍
隊
で
の
生
活
が
そ
の
後
の
人
生
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
︒﹁
無
事
帰
国

し
た
ら
奉
仕
の
精
神
で
過
ご
そ
う
﹂
と

決
断
す
る
︒
戦
後
は
高
校
の
先
生
に
な

り
︑
生
物
化
学
を
教
え
る
︒
教
え
子
と

の
付
き
合
い
は
今
で
も
続
き
︑
毎
年
同

級
会
に
招
か
れ
る
︒
教
え
子
か
ら
長
年

慕
わ
れ
る
田
中
さ
ん
の
お
人
柄
が
う
か

が
え
る
︒

退
職
後
は
高
齢
者
学
園
の
事
務
局
長

に
な
り
︑
シ
ニ
ア
の
学
園
生
活
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
︒
そ
の
頃
か
ら
ワ
ー
プ
ロ
を
使

い
始
め
た
︒
そ
の
後
︑
パ
ソ
コ
ン
を
独

学
で
習
得
し
︑
13
年
前
か
ら
お
年
寄
り

に
教
え
て
い
る
︒
こ
の
間
約
60
年
︑﹁
奉

仕
の
精
神
﹂
は
田
中
さ
ん
の
心
底
で
通

奏
低
音
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
︒

Ｑ　

健
康
を
維
持
す
る
の
に
何
か

や
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
︒

毎
朝
30
分
ほ
ど
歩
き
ま
す
︒
真
冬
で

も
マ
フ
ラ
ー
と
マ
ス
ク
で
防
寒
し
て
出

か
け
ま
す
︒
そ
れ
と
何
で
も
食
べ
ま
す
︒

30
年
ほ
ど
前
に
妻
を
亡
く
し
︑
現
在
は

娘
夫
婦
と
暮
ら
し
て
い
ま
す
が
︑
毎
日

娘
の
手
料
理
を
頂
い
て
い
ま
す
︒

Ｑ　

パ
ソ
コ
ン
は
ど
の
よ
う
に
習
得

さ
れ
た
の
で
す
か
︒

は
じ
め
は
ワ
ー
プ
ロ
で
し
た
︒
習
い
た

い
人
に
教
え
て
い
た
ら
パ
ソ
コ
ン
の
時
代

に
な
り
︑
こ
ち
ら
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
読
ん

だ
り
人
に
聞
い
た
り
し
て
身
に
つ
け
ま
し

た
︒
ワ
ー
プ
ロ
の
生
徒
さ
ん
が
そ
の
ま

ま
パ
ソ
コ
ン
教
室
へ
移
り
︑
そ
の
後
少
し

ず
つ
増
え
︑
現
在
60
代
か
ら
80
代
ま
で

73
人
で
す
︒

Ｑ　

そ
ん
な
に
大
勢
の
生
徒
さ
ん
に

ど
う
や
っ
て
教
え
て
い
ま
す
か
︒
ま
た
ど

ん
な
内
容
を
？

７
グ
ル
ー
プ
に
分
け
︑
1
グ
ル
ー
プ

約
10
人
に
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
ぞ
れ
の

グ
ル
ー
プ
の
レ
ベ
ル
や
要
求
に
合
わ
せ
て

課
題
を
作
り
︑
そ
れ
に
沿
っ
て
進
め
て
い

ま
す
︒
内
容
は
ワ
ー
ド
と
エ
ク
セ
ル
が

多
い
で
す
ね
︒

Ｑ　

毎
回
課
題
を
用
意
す
る
の
は
容

易
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
︒　

そ
う
で
す
ね
︑
で
も
楽
し
み
で
も
あ

り
ま
す
︒
生
徒
さ
ん
の
顔
を
思
い
浮
か

べ
な
が
ら
工
夫
を
凝
ら
し
ま
す
︒
必
ず

「課題がうまくできた時が嬉しい」と
熱心に学ぶ受講生
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１
箇
所
落
と
し
穴
を
入
れ
た
り
し
て
ね
︑

は
は
は･･･

田
中
さ
ん
は
ユ
ー
モ
ア
心
を
覗
か
せ

る
︒
訪
れ
た
日
は
皆
さ
ん
︑
オ
リ
ジ
ナ

ル
便
箋
と
左
の
写
真
の
よ
う
な
シ
ー
ト

に
取
り
組
ん
で
い
た
︒﹁
グ
ル
ー
プ
に
し

て
コ
ピ
ペ
﹂﹁
こ
の
絵
は
背
面
に
し
て
文

字
は
前
面
に
﹂
な
ど
専
門
用
語
が
ポ
ン

ポ
ン
飛
び
出
す
︒報
告
書
な
ど
し
か
作
っ

た
こ
と
の
な
い
自
分
に
は
到
底
で
き
そ

う
も
な
い
︒

Ｑ　

パ
ソ
コ
ン
の
Ｏ
Ｓ
が
次
か
ら
次
へ

と
変
わ
り
︑
対
応
が
大
変
で
は
な
い
で

す
か
︒

大
変
で
す
が
何
と
か
対
応
し
て
い
ま

す
︒
新
し
い
デ
バ
イ
ス
に
は
興
味
が
あ

り
︑
家
で
は
娘
のiPad

で
遊
ん
だ
り
し

て
い
ま
す
︒

Ｑ　

そ
れ
に
し
て
も
皆
さ
ん
リ
ラ
ッ

ク
ス
し
て
楽
し
そ
う
で
す
ね
︒

﹁
お
こ
ら
な
い
主
義
﹂
で
教
え
て
い

ま
す
︒
お
互
い
年
寄
り
な
の
で
絶
対
に

お
こ
り
ま
せ
ん
︒
同
じ
こ
と
を
何
回
聞

か
れ
て
も
﹁
こ
の
前
教
え
た
で

し
ょ
﹂
な
ど
と
は
言
い
ま
せ
ん
︒

Ｑ　

最
後
に
シ
ニ
ア
世
代
に

何
か
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し

ま
す
︒

技
術
は
ど
ん
ど
ん
進
歩
し
て

い
ま
す
︒
年
を
と
っ
て
も
そ
の
変

化
に
あ
る
程
度
つ
い
て
い
っ
た
方

が
楽
し
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
の

た
め
に
は
好
奇
心
と
挑
戦
す
る
気
力
を

持
ち
続
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
ね
︒

﹁
パ
ソ
コ
ン
を
通
し
た
活
動
を
し
て
い

る
と
き
が
最
も
充
実
し
て
い
る
﹂
と
話

す
田
中
さ
ん
の
意
欲
は
衰
え
る
こ
と
が

な
い
︒
娘
さ
ん
夫
婦
と
時
々
ド
ラ
イ
ブ

に
出
か
け
る
そ
う
で
︑﹁
そ
れ
も
楽
し

い
﹂
と
に
こ
や
か
に
話
す
︒
緊
張
と
リ

ラ
ッ
ク
ス
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
生
活
に
溶
け

込
ん
で
い
る
の
が
︑
お
元
気
の
秘
訣
と

確
信
し
た
︒

﹁
好
奇
心
と
挑
戦
す
る
気
力
﹂
田
中

さ
ん
が
強
調
さ
れ
た
言
葉
を
か
み
し
め

な
が
ら
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
後
に
し
た
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
25
年
４
月
26
日
訪
問　

伊
藤
文
子

この日の課題シート
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したたかに日本！

最近、海外に行くと、よくつまずく。歳を取ったせいも
あるが、日本では余計な段差があまりなく、足下に注

意して歩く必要がなくなったのかもしれない。海外では、何
でこんなところに段差があるのかといったことが度々。高級
の部類に入るホテルにしても、部屋は広いが窓や床も汚れ、
決して清潔とはいえない。つけようと思った電灯の電球が切
れていたり、電灯も一斉についたり、消えたり。一方、日
本のリーズナブルなビジネスホテルでのバリアフリー設計、
省エネ対応、朝食バイキングでの人の流れをみた料理配膳、
チェックアウト時のスムーズさ。部屋自体は狭いが居心地が
よい。

海外ではサービスの面での「詰めの甘さ」を感じてなら
ない。しかも、この差は詰まるようで実は詰まらない

差だとも感じる。几帳面な日本の国民性が大きく寄与してき
た部分だ。日本に来る外国人は、最初は、日本のサービスの
良さを感じるであろうが、リピーターになればなるほど、日
本のサービスの根底にある凄みを感じるだろう。ついには、
その快適性を自国でも求めるが、できないという模倣の限界
を感じるであろう。一度味わった日本の快適性を忘れること
はできない。

結局、自動車では、省エネで基本機能が高く、バリュー
の高い日本製の車が売れているのも納得。自動車、電器、

ＰＣ、携帯電話、スマートフォンに次ぐ、製品商品は一体何
か。住宅、新エネルギー、医療、健康、車輌、定期運行シス
テム、ＩＰＳ細胞、航空、宇宙、教育、運輸システム、原発、
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アニメ、ゲーム、ファッション、温熱素材 ･･････。日本が
秀でたものがたくさんある。さらに最近では、野球、サッカー、
体操、陸上といったスポーツの分野でも。ガラパゴスと揶揄
され、失敗も経験できた日本。海外留学する若人もおり、海
外で活躍する技術者もいる。世界に先駆け、このようなこと
を次々と生み出せる国民性に自信を持つことが大切である。
世界中が羨ましがる日本国のパスポートを持てる日本国民が
下を向く必要は決してない。

　　一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター専務理事　
　　信州大学繊維学部　特任教授・工学博士　岡田基幸

伝統を守る岳
たけ

の幟
のぼり

祭
上田市別所温泉広場では、岳の幟に携わる道中傘の方々が正面に陣取る。
ザッ、ザッ、ザッとリズミカルなササラの響きと踊り。彩り豊かな花笠に浴衣が似合う乙
女たちが披露する。５００年を超えた伝統行事である。
毎年、７月中旬の休日に行われる。
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陸
りく

氓
ぼう

卿
けい
さん

篆刻家

千曲川地域の芸術家を訪ねる
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４
月
の
光
穏
や
か
な
日
︑
孫
の
五
月

人
形
を
求
め
る
た
め
人
形
会
館
松
葉
彌

︵
上
田
市
天
神
︶
を
訪
れ
た
︒
一
通
り

買
物
を
終
え
雑
談
を
し
た
時
︑
店
員
さ

ん
が
﹁
社
長
は
篆て

ん

刻こ
く

教
室
を
開
い
て
い

ま
す
﹂
と
話
し
て
く
れ
た
︒
さ
っ
そ
く

社
長
の
陸
さ
ん
へ
の
取
材
を
お
願
い
し

た
と
こ
ろ
︑
快
諾
し
て
い
た
だ
い
た
︒

陸
氓
卿
︵
関
睦
夫
さ
ん
・
人
形
会
館

松
葉
彌
社
長
・
上
田
市
原
町
︶
は
篆

刻
の
世
界
の
雅
号
で
あ
る
︒
篆
刻
と
は
︑

書
画
の
落
款
印
な
ど
実
用
以
外
の
趣
味

的
な
印
を
彫
る
こ
と
で
︑
と
く
に
職
人

に
任
せ
ず
︑
文
人
墨
客
が
自
分
で
や
る

こ
と
を
い
う
︒

陸
さ
ん
は
10
歳
の
時
に
書
道
を
習
い

始
め
た
︒
そ
の
先
生
が
篆
刻
を
や
っ
て

い
た
の
で
︑
陸
さ
ん
も
自
ず
と
14
歳
で

篆
刻
の
世
界
に
入
っ
た
︒
ま
も
な
く
頭

角
を
現
し
︑
日
展
に
は
18
歳
の
時
に
入

選
し
て
い
る
︒
高
校
卒
業
後
︑
大
東
文

化
大
学
で
も
篆
刻
を
学
ん
だ
︒

篆
刻
は
江
戸
時
代
の
初
期
に
中
国

か
ら
明
朝
文
化
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
た
︒

Ｂ
Ｃ
７
０
０
か
ら
８
０
０
年
に
中
国
で

印
章
が
生
れ
た
が
︑﹁
印
は
信
な
り
﹂
の

印
章
は
年
月
を
経
て
も
変
化
し
な
い
も

の
で
︑
印
店
で
扱
う
︒
そ
れ
に
対
し
て

篆
刻
は
﹁
作
品
に
押
す
も
の
﹂
で
使
う

人
が
自
分
で
彫
る
こ
と
が
多
い
︒
材
料

は
蝋ロ

ウ

石セ
キ

よ
り
硬
く
︑
大
理
石
よ
り
柔
ら

か
い
石
︑
そ
れ
を
軟ナ

ン

玉ギ
ョ
クと
呼
ぶ
︒
彫
る

の
は
鉄
筆
と
呼
ば
れ
る
両
刃
の
小
刀
１

本
で
︑
あ
ま
り
小
細
工
し
な
い
で
仕
上

げ
る
︒
現
在
は
石
材
が
多
種
多
様
な
事

か
ら
印
材
そ
の
も
の
を
蒐
集
す
る
趣
味

家
も
多
い
︒
ま
た
︑
名
家
の
作
品
を
押

し
集
め
て
冊
子
に
し
た
印イ

ン

譜プ

は
研
究
・

鑑
賞
対
象
と
し
て
蒐
集
家
も
多
い
︒

全
国
を
網
羅
す
る
書
道
展
は
読
売
・

毎
日
・
産
経
の
三
新
聞
社
が
そ
れ
ぞ
れ

主
催
す
る
︒
陸
さ
ん
は
産
経
国
際
書
会

理
事
と
し
て
ご
活
躍
︒
東
京
を
中
心
に

活
動
し
て
い
る
が
︑
展
覧
会
に
は
年
に

３
～
４
回
ほ
ど
出
展
す
る
︒
時
間
的

に
県
内
の
展
覧
会
に
出
す
余
裕
は
な
い
︒

注
文
に
応
じ
て
彫
る
応
需
印
に
力
を
注

ぎ
つ
つ
︑
展
覧
会
に
出
展
す
る
作
品
に

精
を
出
す
︒
実
印
と
し
て
の
応
需
印
は

客
に
拘
り
が
あ
る
の
で
︑
彫
る
と
き
は 彫り作業中の睦氏
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客
の
顔
を
思
い
出
し
一
彫
り
一
彫
り
思
い

を
込
め
て
彫
っ
て
い
く
︒
機
械
彫
り
に
比

べ
時
間
︑
経
費
と
も
何
倍
も
か
か
る
が

客
は
待
っ
て
く
れ
る
︒
こ
れ
で
い
い
と
い

う
こ
と
は
無
く
︑
い
つ
も
﹁
次
は
﹂
と
い

う
気
持
ち
で
石
材
に
向
か
う
︒
篆
刻
用

の
書
体
の
彫
り
方
は
字
を
彫
る
か
︑
残

す
か
の
２
通
り
︒
字
体
は
甲
骨
文
字
・

大
篆
文
字
・
小
篆
文
字
・
印
篆
文
字
・

隷
書
等
が
あ
り
︑
文
字
と
し
て
で
は
な

く
素
描
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
︑
線
の

自
由
さ
を

表
現
で
き

る
︒
文
字

は
時
代
に

合
わ
せ
た

字
作
り
が

不
文
律
だ
︒

約
束
事

が
多
い
方

が
自
由
度

は
高
い
︒
現
在
は
自
由
奔
放
な
表
現
が
︑

と
く
に
展
覧
会
な
ど
で
流
行
し
て
い
る
︒

篆
刻
の
基
本
は
︑
ま
ず
は
漢
文
が
読
め
︑

文
字
学
が
あ
り
︑
書
が
書
け
る
こ
と
で
︑

奥
が
深
い
︒
篆
刻
は
︑
彫
る
印
稿
作
り

に
全
体
の
３
割
︑
彫
る
の
が
１
割
︑
彫

り
あ
げ
た
後
の
化
粧
な
ど
の
処
理
に
残

り
６
割
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
か
け
る
︒
上

田
市
で
﹁
印
と
書
の
教
室
﹂︑そ
れ
に
﹁
篆

刻
の
通
信
教
育
﹂
も
や
っ
て
い
る
の
で
福

島
︑
福
岡
等
の
遠
方
か
ら
送
ら
れ
て
き

た
作
品
の
添
削
に
も
時
間
を
費
や
す
︒

︵
酒
井
康
堂
・
子
遠
一
門
会　

忘
形
印

社
代
表
︑　
﹁
心
芸
墨
美
作
家
協
会
運
営
委

員
﹂﹁
産
経
国
際
書
会
理
事
﹂
等
の
肩
書

を
持
つ
︒︶

平
成
25
年
５
月
13
日
訪
問　

　
　
　
　
　
　
　
　

吉
池
み
ど
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山の天気
http://season.tenki.jp/season/mountain/

これから夏山に登る人も多いことでしょう。山の名前で天気予報を
見ることができるサイトです。たとえば浅間山を見ると長野県中部
（松本）の天気予報が表示されますが、あわせて近隣の天気予報と
して、嬬恋村、軽井沢町、御代田町の予報も表示されます。

おもしろｗeｂ

教室の看板
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連載 桜田義文ラ ・ マンチャの白い風

ローマ橋から見える村の風景　　　　桜田義文

　
　

谷
間
の
村

二
年
ほ
ど
前
︑
ラ
マ
ン
チ
ャ
の

秘
境
を
訪
ね
る
旅
に
で
か
け
た
︒

宿
は﹁
ボ
デ
ガ　

デ　

ラ
ベ
ン
タ
﹂

と
い
う
ワ
イ
ナ
リ
ー
を
ホ
テ
ル
と

し
た
ノ
ン
ベ
エ
に
は
理
想
的
な
住

ま
い
で
あ
っ
た
︒

い
つ
も
の
よ
う
に
た
い
し
た
あ

て
も
な
く
ラ
マ
ン
チ
ャ
の
光
と
影

の
風
景
を
満
喫
し
な
が
ら
細
い
道

を
走
っ
て
い
る
と
︑
い
き
な
り
目
の

前
か
ら
平
原
が
消
え
て
し
ま
っ
た
︒

目
が
く
ら
く
ら
し
て
車
を
止
め
て

車
外
に
出
る
︒
と
に
か
く
信
じ
ら

れ
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う

だ
︒
確
か
に
道
は
あ
る
︒
ふ
り
か

え
れ
ば
見
な
れ
た
ラ
マ
ン
チ
ャ
の

大
平
原
が
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
目
の

前
に
は
大
平
原
が
な
い
︒
目
の
前

で
平
原
が
す
っ
ぱ
り
と
切
れ
落
ち
︑

深
い
深
い
崖
と
な
っ
て
は
る
か
下
の
谷

底
ま
で
続
い
て
い
る
の
が
見
え
る
︒
ま

る
で
怒
り
狂
っ
た
白
い
龍
が
思
い
切

り
暴
れ
ま
わ
っ
た
よ
う
に
す
る
ど
く

切
れ
込
ん
だ
荒
々
し
い
渓
谷
を
形
成

し
︑
対
岸
ま
で
五
キ
ロ
以
上
は
あ
る

と
思
わ
れ
る
谷
が
え
ん
え
ん
と
は
る

か
バ
レ
ン
シ
ア
ま
で
五
〇
キ
ロ
以
上
つ

な
が
り
︑
ま
る
で
ミ
ニ
グ
ラ
ン
ド
キ
ャ

ニ
オ
ン
の
よ
う
で
も
あ
る
︒
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こ
の
渓
谷
の
風
景
を
見
て
旅
人
は
立

ち
す
く
ん
で
し
ま
う
︒
は
た
し
て
こ
の

谷
に
お
り
て
い
っ
て
い
い
も
の
か
︑
し
か

し
︑
谷
底
に
は
民
家
ら
し
き
も
の
が
見

え
︑
生
活
の
気
配
も
感
じ
ら
れ
る
︒
し

か
も
か
な
り
急
で
細
い
が
道
も
下
っ
て
い

る
︒
お
そ
る
お
そ
る
車
を
乗
り
入
れ
て

み
た
︒
お
そ
ろ
し
い
傾
斜
で
細
い
道
を

ジ
グ
ザ
グ
と
お
り
る
︒
谷
底
に
は
フ
カ
ー

ル
川
の
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の
水
が

ゆ
っ
た
り
と
流
れ
︑
川
の
岸
に
だ
け
に

木
立
が
続
く
︑
そ
し
て
そ
の
両
側
は
切

り
立
っ
た
崖
で
︑
空
は
思
い
切
り
狭
い
︒

崖
ぞ
い
に
一
本
の
道
が
一
車
線
に
な
っ
た

り
二
車
線
に
な
っ
た
り
し
な
が
ら
心
細

く
続
く
︒
で
も
た
ま
に
民
家
が
あ
っ
た

り
集
落
が
あ
っ
た
り
す
る
︒
民
家
は
ほ

と
ん
ど
が
洞
窟
住
居
で
あ
る
︒
洞
窟
住

居
と
い
う
の
は
ス
ペ
イ
ン
で
は
ご
く
あ
た

り
ま
え
で
︑
石
灰
岩
の
崖
に
横
穴
を
掘
っ

て
ゆ
く
と
あ
た
り
ま
え
だ
が
洞
窟
が
で

き
る
︒
そ
の
ま
ま
で
い
る
と
石
器
時
代

に
な
っ
て
し
ま
う
が
︑
よ
り
住
み
や
す

く
す
る
た
め
に
入
口
に
石
や
煉
瓦
で
柱

や
壁
を
つ
く
り
入
口
に
ド
ア
を
つ
け
る
と

家
ら
し
き
も
の
に
な
る
︒
冬
は
暖
か
く

夏
は
涼
し
い
快
適
な
住
居
だ
と
い
う
︒

谷
底
の
道
を
す
す
ん
で
ゆ
く
と
︑
目

の
前
に
小
高
い
崖
が
あ
ら
わ
れ
そ
の
頂

上
に
城
が
見
え
る
︒
崖
を
回
り
こ
ん
だ

と
た
ん
目
の
ま
え
に
驚
く
ほ
ど
大
き
な

そ
し
て
白
い
村
が
現
れ
た
︒
谷
底
に
は

フ
カ
ー
ル
川
が
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
︑
ロ
ー

マ
橋
が
み
え
教
会
の
高
い
鐘
楼
も
み
え

る
︒
村
は
河
か
ら
階
段
状
に
崖
の
う
え

の
城
ま
で
隙
間
な
く
積
み
重
ね
ら
れ
白

く
輝
い
て
い
る
︒

旅
人
は
目
を
見
張
っ
て
口
を
あ
け
て
︑

目
の
前
に
現
れ
た
ま
ぼ
ろ
し
の
よ
う
な

風
景
に
圧
倒
さ
れ
て
声
も
出
な
い
︒
こ

の
村
は
ア
ル
カ
ラ　

デ　

フ
カ
ー
ル
と

い
う
名
で
︑
ス
ペ
イ
ン
の
秘
境
の
村
と

し
て
︑
最
近
注
目
さ
れ
だ
し
た
ら
し
い
︒

た
し
か
に
村
に
は
お
お
く
の
観
光
客
が

徘
徊
し
て
い
る
が
ほ
と
ん
ど
が
ス
ペ
イ
ン

人
だ
︒

ロ
ー
マ
橋
の
手
前
に
車
を
止
め
て
橋

を
渡
り
村
に
入
る
︒
両
手
を
広
げ
れ
ば

壁
に
当
た
る
ほ
ど
の
狭
い
街
路
が
ほ
ぼ

水
平
に
伸
び
︑
所
々
に
上
に
あ
が
る
急

坂
や
階
段
が
あ
る
︒
こ
こ
は
坂
の
街
な

ど
と
い
う
な
ま
や
さ
し
い
表
現
で
は
な

く
崖
の
街
な
の
だ
︒
登
っ
て
ゆ
く
と
バ
ー

ル
が
あ
る
︒
の
ど
も
渇
い
た
し
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
み
に
入
っ
た
︒
カ
フ
ェ
コ
ン
レ
チ
ェ

を
飲
み
な
が
ら
観
察
す
る
と
︑
カ
ウ
ン

タ
ー
も
イ
ス
も
食
器
棚
も
岩
を
掘
り

だ
し
た
も
の
で
あ
る
し
︑
何
し
ろ
こ
の

部
屋
も
掘
り
出
し
た
ノ
ミ
の
跡
が
あ
る
︒

﹁
二
階
も
見
て
こ
い
よ
﹂
と
マ
ス
タ
ー

が
い
う
の
で
︑
や
は
り
掘
り
出
し
た
階

段
を
上
っ
て
︑
や
は
り
掘
り
出
し
た
二

階
の
ド
ー
ム
状
の
し
ゃ
れ
た
部
屋
に
入



全国ホタル研究会
http://www.geocities.jp/zenhoken/

ホタル関連のデータベース、関連の博
物館、全国の団体個人へのリンクなど
ホタルに関する情報が満載。

ホタル関連文献目録
http://www.est.ryukoku.ac.jp/est/yuhma/HotRefHP/index.html
全国ホタル研究会・水と文化研究会作成の目録で、書籍や文献が多
数収録されています。

日本 -科学系 2064編、民話 52編、古典 106編、文学  549編
外国 -科学系 711編
追補文献 (主に 2000年以降分 )（構築中）
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る
と
︑
や
は
り
掘
り
出
し
た
テ
ー
ブ
ル

と
イ
ス
が
あ
る
︒
窓
が
あ
っ
て
外
が
見

え
る
︒
イ
ス
に
座
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲

む
︒
窓
か
ら
は
渓
谷
が
み
え
る
︒
見
下

ろ
す
と
は
る
か
下
に
フ
カ
ー
ル
川
が
見

え
︑
わ
ず
か
ば
か
り
の
林
や
教
会
の
屋

根
が
見
え
る
︒
恐
ろ
し
く
高
い
と
こ
ろ
へ

来
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
︒

あ
と
で
下
っ
て
駐
車
場
か
ら
街
を
見

上
げ
る
と
は
る
か
上
の
崖
の
中
に
い
く
つ

も
の
穴
が
見
え
た
︒
あ
れ
が
窓
な
の
だ

ろ
う
︒
そ
う
す
る
と
こ
の
村
は
ほ
と
ん

ど
洞
窟
住
居
で
で
き
て
い
る
の
だ
︒

ス
ペ
イ
ン
で
旅
人
は
考
え
る
︒
こ
う

し
た
僻
地
と
も
い
え
る
村
か
ら
ス
ペ
イ

ン
を
見
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
︒
マ
ド

リ
ッ
ド
や
バ
ル
セ
ロ
ナ
な
ど
で
は
絶
対
見

え
な
い
裸
の
部
分
が
︑
周
辺
の
ひ
な
び

た
町
や
谷
底
の
村
で
は
じ
め
て
見
え
て

く
る
も
の
だ
︒



波紋

                                            ～民芸の街・松本～

　ヒマラヤ杉がそびえる、緑豊かなあがたの森公園に爽やかな風が
吹く。その中で５月末の土日、まつもとクラフトフェアが開催さ
れた。29回目の今年は２日間で５万人もの来場者を迎えた。陶芸、
ガラス、木工やホームスパンなど、約２６０のブースが並ぶ。応募
者１０００人あまり、審査を経て選ばれた出品作品のクオリティは
当然ながら高い。作品について、作家から直接話を聞くことができ
るのもいい。

  とあるブースで、
千葉からきたとい
う若い女性陶芸家
の 作 品 が 目 に 留
まった。会場をひ
と回りした後、再
び訪れて陶製の額
を購入した。　
　このフェアは、各
地のクラフトフェ
アの先駆けとなっ

た。「環」創刊号に登場した中村功さんも、影響を受けてクラフト
の道に入ったひとりである。９号で紹介した手作り家具の店の羽柴
さん親子は、今年も出店して人気を集めていた。

　松本民芸館では「柳宗悦が育んだ松本の民芸～クラフトの原点へ
～」展を、松本市美術館では「柳宗悦展～暮らしへの眼差し～」が
開催中であった。民芸の店が並ぶクラシカルな中町通りにも観光客
があふれ、文字通り民芸の街となっていた。（はな）
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昭
和
11
（
１
９
３
６
）
年
、
川
端
康

成
が
え
び
す
講
を
見
物
に
来
て
小
説
を

書
い
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
38
︵
１
９
０
５
︶
年
以
降
の

え
び
す
講
は
︑
各
店
が
１
年
間
秘
術
を

つ
く
し
た
創
作
物
を
２
階
か
ら
出
た
下

屋
に
飾
り
つ
け
た
︒﹁
綿
良
﹂
が
手
持

ち
の
綿
を
惜
し
げ
な
く
使
っ
て
花
咲
か

じ
い
さ
ん
を
作
っ
た
り
︑
紙
屋
の
﹁
綿

良
支
店
﹂
で
は
巻
紙
を
口
に
く
わ
え
た

猿
飛
佐
助
を
作
っ
た
り
し
た
︒
下
駄
の

﹁
志
摩
屋
﹂︑
瀬
戸
物
の
﹁
木
村
や
﹂︑

﹁
関
口
金
物
店
﹂︑﹁
福
田
屋
﹂
な
ど

も
意
匠
を
凝
ら
し
て
飾
り
つ
け
を
し

た
︒
下
屋
に
飾
り
物
を
す
る
と
い
う
趣

向
は
︑
道
が
狭
か
っ
た
の
と
目
立
ち
や

す
い
と
い
う
上
田
な
ら
で
は
の
客
寄
せ

の
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
ろ
う
︒
こ
れ
は
昭
和

５
︵
１
９
３
０
︶
年
前
後
の
昭
和
恐
慌

ま
で
30
年
間
続
い
た
︒

大
正
14
︵
１
９
２
５
︶
年
に
は
商
工

会
議
所
が
え
び
す
講
の
売
り
出
し
に
テ

コ
を
入
れ
︑
呼
び
物
に
大
星
河
原
︵
現

在
の
大
星
神
社
︶
で
二
尺
玉
︵
直
径
60

㎝
︶
の
花
火
５
発
を
初
め
て
打
ち
上
げ

た
︒
昭
和
４
︵
１
９
２
９
︶
年
に
は
近

県
で
初
め
て
と
い
う
三
尺
玉
︵
90
㎝
︶

を
打
ち
上
げ
よ
う
と
し
た
時
ア
ク
シ
デ

ン
ト
が
あ
っ
た
︒
大
玉
は
夜
空
に
打
ち

上
が
ら
な
い
で
３
０
０
ｍ
も
離
れ
た
道

路
脇
に
落
ち
︑
大
型
爆
弾
の
よ
う
な
爆

音
が
し
大
穴
が
あ
い
た
と
い
う
︒
こ
の

上
田
の
花
火
の
異
変
を
知
っ
て
い
る
人

は
も
う
上
田
に
は
居
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
︒

昭
和
５
年
に
は
伝
統
の
店
頭
飾
り
を
止

め
︑
大
型
花
火
の
大
ス
タ
ー
マ
イ
ン
を

打
ち
上
げ
て
大
成
功
を
お
さ
め
た
︒
こ

れ
が
え
び
す
講
の
花
火
の
絶
頂
だ
っ
た

と
い
う
︒

次
の
年
か
ら
の
昭
和
恐
慌
に
よ
り
繭

の
売
値
が
大
暴
落
し
︑
え
び
す
講
の

大
売
り
出
し
が
中
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒

や
け
っ
ぱ
ち
に
な
っ
た
養
蚕
家
の
中
に
は
︑

上
田
橋
の
上
か
ら
千
曲
川
に
純
白
の
繭

を
叩
き
捨
て
て
行
っ
た
人
さ
え
あ
っ
た
と

い
う
︒

昭
和
恐
慌
が
尾
を
引
く
中
︑
前
の
よ

忘
却
の
え
び
す
講
物
語

清
水 

た
か
子

（２）
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う
に
大
売
り
出
し
を
盛
況
に
す
る
た
め
︑

昭
和
９
︵
１
９
３
４
︶
年
か
ら
え
び
す

講
に
花
火
だ
け
で
な
く
景
品
を
と
い
う

ア
イ
デ
ア
が
打
ち
出
さ
れ
た
︒

﹁
一
円
以
上
お
買
い
上
げ
の
客
の
中

で
︑
く
じ
引
き
で
当
た
っ
た
人
に
は
俵

入
り
白
米
一
俵
︵
60
㎏
︶
ず
つ
百
俵
出

す
﹂
と
し
た
︒
そ
の
事
実
を
証
明
す
る

た
め
に
︑
原
町
郵
便
局
前
に
百
俵
を

高
々
と
積
み
上
げ
て
見
せ
た
︒
こ
の
え

び
す
講
商
戦
で
不
況
は
い
っ
ぺ
ん
に
吹
き

飛
び
︑
景
気
は
回
復
し
た
︒
押
す
な
押

す
な
の
大
盛
況
に
味
を
し
め
た
商
工
会

議
所
で
は
︑
こ
の
年
か
ら
毎
年
米
俵
百

俵
を
原
町
郵
便
局
前
に
早
く
か
ら
飾
り

立
て
︑
購
買
力
を
大
い
に
誘
っ
た
︒
こ
の

企
画
は
５
年
間
続
い
た
︒

　

こ
の
米
俵
百
俵
の
上
田
え
び
す

講
を
見
る
た
め
に
︑
作
家
・
川
端
康
成

︵
１
８
９
９
︱
１
９
７
２
︶
は
昭
和

11
︵
１
９
３
６
︶
年
11
月
20
日
上
田
を

訪
れ
て
い
る
︒﹃
伊
豆
の
踊
子
﹄﹃
雪
国
﹄

﹃
千
羽
鶴
﹄
な
ど
の
多
く
の
名
作
を

生
ん
だ
川
端
康
成
は
こ
の
旅
を
も
と
に

﹃
牧
歌
﹄
と
い
う
小
説
を
書
い
て
い
る
︒

﹃
牧
歌
﹄
は
昭
和
11
年
の
明
治
天
皇

御
巡
幸
と
同
11
年
の
高
松
宮
殿
下
の
信

州
教
育
視
察
の
旅
と
︑
こ
の
時
の

信
州
旅
行
を
交
錯
さ
せ
て
描
い
て

い
る
︒
別
所
温
泉
の
柏
屋
別
荘
の

離
れ
に
泊
っ
て
え
び
す
講
を
見
物

に
来
た
川
端
康
成
は
︑
歩
け
ぬ
ほ

ど
の
人
出
と
な
っ
て
い
る
原
町
や

海
野
町
を
1
人
で
見
物
し
た
︒
彼

が
出
会
っ
た
風
物
は
具
体
的
に
こ

の
時
代
の
え
び
す
講
を
描
き
出
し

て
い
る
︒

﹃
牧
歌
﹄の
1
部
を
抜
粋
す
る
と
︑

﹃﹁
あ
れ
が
久
米
正
雄
さ
ん
の
お

父
さ
ん
が
校
長
を
し
て
お
ら
れ
た

学
校
を
移
し
て
来
た
建
物
で
︑
市

役
所
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
元
は
公

園
の
傍
に
あ
り
ま
し
た
﹂
と
上
田
商
工

会
議
所
の
屋
上
の
見
晴
塔
じ
み
た
部
屋

か
ら
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
昨
年

の
十
一
月
二
十
日
︑
年
に
一
度
の
大
売

出
し
の
え
び
す
講
の
賑
わ
い
を
上
田
と

長
野
で
見
物
す
る
た
め
に
別
所
温
泉
を

綿良の下屋に出した創作物（昭和４年）
「原町の歴史」田辺寛二郎著より
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出
て
来
た
の
だ
っ
た
︒
郵
便
局
の
前
に

は
福
引
き
の
米
俵
が
百
五
十
俵
積
み

飾
っ
て
あ
っ
た
︒
水
玉
の
提
燈
を
連
ね
︑

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
屋
根
の
上
に
大
き
い

人
形
の
飾
り
物
な
ど
し
て
︑
歩
け
ぬ
程

の
人
出
を
﹁
信
州
の
服
装
は
暗
い
﹂
な

ど
と
眺
め
な
が
ら
︑
大
通
り
の
商
工
会

議
所
の
物
産
陳
列
所
に
寄
っ
て
︑
な
に

か
の
参
考
に
と
﹁
上
田
地
方
産
業
研
究

資
料
集
﹂
と
か
﹁
上
田
商
工
年
鑑
﹂
と

か
会
議
所
発
行
の
書
物
を
求
め
よ
う
と

し
た
︒
と
こ
ろ
が
事
務
所
か
ら
出
て
来

た
の
は
︑
そ
れ
ら
の
本
の
編
纂
者
岡
田

賢
治
氏
で
﹁
本
を
買
っ
て
く
れ
る
人
は

全
く
珍
し
い
︑
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
﹂

と
言
っ
て
︑
上
田
市
を
見
晴
ら
せ
る
部

屋
に
昇
り
︑
方
々
を
指
さ
し
て
説
明
し

て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒﹄

﹁
信
州
の
服
装
は
暗
い
﹂
と
川
端
康

成
は
え
び
す
講
の
人
ご
み
を
歩
い
て
感

じ
た
よ
う
が
︑
私
の
思
う
に
は
お
祭
り

に
行
く
に
は
大
抵
の
男
の
人
は
着
飾
っ

て
出
か
け
る
︒
着
飾
る
服
装
は
﹁
上
田

縞
﹂
の
着
物
が
多
い
︒
上
田
縞
は
染
色

が
暗
く
地
味
な
の
が
特
徴
で
あ
る
た
め
︑

そ
ん
な
印
象
を
与
え
た
の
か
︒
川
端
康

成
が
信
州
に
深
く
関
心
を
示
し
た
の
は
︑

昭
和
11
︵
１
９
３
６
︶
年
８
月
の
明
治

製
菓
の
斡
旋
に
よ
る
神
津
牧
場
行
き
か

ら
の
こ
と
で
︑
翌
日
か
ら
軽
井
沢
の
藤

屋
に
９
月
ま
で
滞
在
す
る
︒
こ
の
後
10

月
か
ら
11
月
に
か
け
て
︑
１
か
月
余
り

の
信
州
旅
行
を
し
て
い
る
︒﹃
牧
歌
﹄
は

こ
の
信
州
旅
行
を
も
と
に
書
か
れ

﹃
婦
人
公
論
﹄
に
連
載
さ
れ
た
︒

そ
れ
に
し
て
も
︑
米
百
俵
の

景
品
を
郵
便
局
前
に
積
み
重
ね

る
と
い
う
商
法
は
︑
日
本
中
を

震
え
上
ら
せ
た
頑
固
な
不
況
を

ふ
っ
飛
ば
し
た
︒
日
本
中
に
上

田
の
ア
イ
デ
ア
は
鳴
り
響
い
て
い

た
の
だ
ろ
う
︒
川
端
康
成
の
耳

に
も
届
い
た
︒
今
の
時
代
に
も
堂
々
と

通
用
す
る
商
法
と
思
う
︒
私
達
は
先
人

が
残
し
て
く
れ
た
こ
の
遺
産
を
研
究
し

て
受
け
継
ぎ
た
い
も
の
で
あ
る
︒
昭
和

13
︵
１
９
３
８
︶
年
に
な
る
と
戦
雲
急

を
つ
げ
︑
戦
後
ま
で
売
る
も
の
が
な
い

大
売
り
出
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒︵
つ

づ
く
︶郵

便
局
の
前
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
景
品

の
米
俵
︵
昭
和
９
年
︶﹁
原
町
の
歴
史
﹂

田
辺
寛
二
郎
著
よ
り
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『明日をひらく図書館－長野の実践と挑戦』
                                                                    を発行しました

　この度、本書を長野県の図書館関係者 20数名
が共同執筆して上梓しました。
　目次は以下の通りです。

第 1部　公共図書館の活動
第 1章　明日をひらく図書館
　１まちを元気にする交流図書館の挑戦！　
　　　　前小布施町図書館長　 花井裕一郎　
　２ＮＰＯ・市民協働の図書館づくりを目指して
　　　　ＮＰＯ上田図書館倶楽部　西入幸代　
　３読書からの地域づくり－「信州しおじり本の寺子屋」に見る塩尻
　　市の図書館づくり　
　　　　塩尻市立図書館長　伊東直登
第２章　長野県地域史資料データベース構築・公開事業－ＮＰＯ長　
　　野県図書館等協働機構が長野モデルをめざす　
　　　　長野県図書館協会　事務局長　宮下明彦／前県立図書館長　
　　　　寺沢洋行　
第３章　図書館の可能性と論点整理
　　宮下明彦／昭和女子大学教授　大串夏身／常磐大学・松本大学　
　　非常勤講師　内野安彦
第４章　広域的図書館情報ネットワーク
　１上田地域図書館情報ネットワーク・エコール発足のころ　
　　　　宮下明彦
　２諏訪広域図書館情報ネットワーク・すわズラー　
　　　　茅野市教育委員会　茅野充代
　３南信州図書館ネットワークについて　
　　　　飯田市立上郷図書館　宮下裕司
第５章　市民を支える図書館
　１貸出日本一を 14年間キープする富士見町図書館　
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　　　　富士見町教育委員会　平出裕一　
　２公募館長がプロデュースする伊那市立図書館　
　　　　伊那市立図書館長　平賀研也　
　３障害者サービスが活発な長野図書館　
　　　　長野市立長野図書館　増沢雅彦　
　４信州大学医学部附属病院に患者図書館が開館　
　　　　元松本市中央図書館　有井洋子　
　５小さな村に図書館を　
　　　　下條村立図書館　近藤明子　
　６「図書館のあるまち。だから大好き。」松本市分館整備の考え方
　　と整備の道　
　　　　元松本市中央図書館・南部図書館・県の森図書館長　手塚英
　　　　男
第６章　信州図書館訪問記　宮下明彦　
　１県内屈指の老舗図書館が新たな図書館サービスに挑戦～飯田市　
　　立中央図書館
　２いま、村の図書館が面白い～松川村図書館
　３指定管理者制度を活かして専門性の高い職員集団をめざす～駒ヶ
　　根市立図書館
　４岩波書店出版物の殿堂～諏訪市立図書館・信州風樹文庫
　５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
【対談】～朗読とブドウと図書館と　
　　軽井沢町立図書館長　青木裕子×宮下明彦

第２部　学校図書館・読書活動の実践
第１章　輝いてます！私たちの学校図書館
　１校長が図書館長　
　　　　茅野市立永明小学校長　山田利幸 
　２図書館活用生き生き術　
　　　　辰野中学校司書　上島陽子 
　３原村の子どもたちと図書館　
　　　　原村中学校・図書館司書　宮坂順子
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　４振り返ってできる読書活動の取り組み　　
　　　　小諸市立美南が丘小学校司書　望月美江子
　５ブックトークで授業支援　
　　　　蓼科高校司書　蓬田美智子 
第２章　これからの読書活動
　１読み聞かせ等読書グループ～山川とし子・小島佐和子　
　　　　聞き手小林正代　
　２ブックトークの可能性を信じて　
　　　　ＪＰＩＣ読書アドバイザー　小林いせ子　
　３民話と図書館　
　　　　ＮＰＯ上田図書館倶楽部理事長　稲垣勇一　
　４長野県読書運動の過去と未来ー小笠原読書会に学ぶ　
　　　　手塚英男　

　本書は、今県下で注目されている図書館、特色ある図書館、新しい
図書館、歴史や伝統ある図書館、学校図書館や読書活動等について網
羅している点が画期的です。
　だが編集は大変でした。特に今年 2月中旬に、Ｋ大学の重要文化財
の一室で行われた座談会は、有名な I教授、O教授や注目の前館長の
Ｈ氏やＵ氏が顔を揃え、明日をひらく図書館に示唆を与える密度の高
い座談会が行われました。しかし、出版社のミスによりその座談会原
稿が結局ボツになってしまったことは返す返す残念でした。
　印刷寸前の段階で、その 15ページほどの穴埋めを急遽 O教授と U
氏と私で書いたのが「図書館の可能性と論点整理」の第 3章です。出
来上がってみれば、図書館の可能性と論点を追求し、これからのあり
方を示したものになったと自負しています。
　私は平成６年の春に上田市立図書館長を拝命してからこの方、図書
館と関わって今年でちょうど 20周年を迎えています。今回の出版は
期せずしてその記念になりました。
　関心のある方は是非買って読んでみてください。一読すればあなた
も図書館通になること請合います。
　　　　　　平成 25年６月　編著者・長野県図書館協会　宮下明彦
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あとがき

　５月下旬から６月にかけ、信州大学において「蚕
こ

飼
かい

姫
ひめ

プロジェクト」

が実施された。かつて上田地域で栄えた養蚕業を復活させようと、信

州大学、上田商工会議所、上田紬組合が連携して行った。もと姫 20

人ほどがボランティアとして、給桑から繭取りまでの作業に当たった。

育てた蚕は春嶺鐘月（しゅんれいしょうげつ）という何とも麗しい名

前の種類６万頭である。

　蚕を見るのも触るのも初めての私は興味深く参加した。まず、信州

大学の金勝教授より「逃げない」「噛まない」「飽きない」蚕の生態や

育て方について説明があった後、蚕さんとご対面。無菌飼育室で孵化

したばかりの幼虫に人工飼料を与えた。この時の体長は４ミリ。２週

間後、蚕室へ引っ越して桑の葉を食べ始める。毎日もりもり食べて日

増しに大きくなり、２週間後、繭を作り始める。そして６月 19 日、

出来上がった繭を集めた後、良不良に選別して全行程を終えた。出来

上がった優良繭は約 80 キロ。そこから 18 キロの生糸ができるそう

だ。上田産の生糸から上田紬ができる日も近い。

　実習中、特に印象に残ったのは、桑の葉の間を動き回っていた蚕が

１週間後には真っ白い繭に変身する過程だ。糸の元になるものを体内

に溜め込んで少しずつ吐き出していく。そして楕円球体の繭を作る。

１頭の蚕が吐く糸の長さは１. ５～２キロメートルにもなるそうだ。

本人は繭の中に隠れていて姿は見えない。動から静への劇的な変化に

感動した。

　衣食住の衣に大きく貢献

していた養蚕業。蚕の習性を

利用することを発見した先

人の知恵に思いをはせると

同時に、大仕事をなし終え

た蚕にも感謝の念を抱いた。

（木漏れ日）

自宅でも１頭飼ってみました
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