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桜の季節を迎え快い日差しの中にかすむ山並は農村特有の光
景を作り出す。畑の起伏は生活している人々の辛抱強さを象徴
しているかのよう。付近の古民家風の建物は四季の変化に物
怖じしない形でドッシリと居座っている。
信州国際音楽村高台から南面の展望、躍動の季節が始まった。
　　　　　　　　　　　　　　　　表紙写真・文　矢幡正夫　　　　
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平
成
26
年
５
月
、
平
成
28
年
の

N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
に
「
真
田
丸
」
放

映
が
決
定
。
長
年
、
上
田
市
民
ら
が

情
熱
を
傾
け
て
奔
走
、
待
ち
に
待
っ
た

知
ら
せ
だ
。
以
来
、
市
を
あ
げ
て
の
お

祝
い
ム
ー
ド
。
上
田
駅
前
を
始
め
と
し

て
街
の
あ
ち
こ
ち
に
幟
旗
が
は
た
め
き
、

関
連
イ
ベ
ン
ト
が
目
白
押
し
で
あ
る
。

開
館
17
年
目
の
池
波
正
太
郎
真
田
太

平
記
館
に
も
、
放
映
決
定
お
礼
の
は
り

紙
が
さ
れ
て
い
た
。
蚕
室
造
り
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
建
物
は
白
壁
が
映
え
、
上
田
の

街
に
し
っ
く
り
と
溶
け
込
む
。

館
設
立
の
準
備
段
階
か
ら
か
か
わ
り
、

館
長
を
務
め
た
後
は
指
導
員
と
し
て
来

館
者
を
迎
え
る
土
屋
郁
子
さ
ん
。
池
波

文
学
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
土
屋
さ
ん
に

お
話
を
伺
っ
た
。

4

　～池波作品の魅力にふれる～

池波正太郎真田太平記館

信
濃
の
美
術
館
を
歩
く
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Q　

開
館
の
い
き
さ
つ
な
ど
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
か
。
ま
た
、
作
品

名
が
冠
さ
れ
た
記
念
館
は
め
ず
ら
し
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

A　

真
田
一
族
に
魅
せ
ら
れ
た
池
波

先
生
は
、
上
田
の
地
を
幾
度
と
な
く
訪

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
先
生
と
親
交

の
あ
っ
た
み
な
さ
ん
か
ら
、
上
田
市
に

記
念
館
を
建
て
た
い
と
の
要
望
が
持
ち

上
が
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
台
東
区
で

も
記
念
館
を
建
て
る
計
画
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、『
真
田
太
平
記
』
の

資
料
は
、
池
波
家
か
ら
上
田
市
に
寄
託

し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
を
受
け
て
上
田
市
は
、
平
成
10
年

に
作
家
と
作
品
名
の
つ
い
た
「
池
波
正

太
郎
真
田
太
平
記
館
」
を
開
館
い
た
し

ま
し
た
。
ま
た
、
池
波
先
生
の
生
れ
育
っ

た
台
東
区
に
は
、
平
成
13
年
に
「
池
波

正
太
郎
記
念
文
庫
」
が
開
館
し
て
い
ま

す
。　
　

Q　

そ
う
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
の

で
す
ね
。
建
物
も
素
敵
で
す
が
、
設
計

は
ど
ち
ら
が
手
掛
け
た
の
で
す
か
。
ま

た
、
蔵
が
２
棟
あ
り
ま
す
が
移
築
さ
れ

た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

A　

美
術
館
建
設
な
ど
で
定
評
あ
る

丹
青
社
の
設
計
で
、
美
し
い
展
示
、
見

や
す
い
空
間
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場

所
に
は
き
し
め
ん
屋
さ
ん
が
あ
り
、
中

庭
の
２
棟
の
蔵
は
も
と
も
と
並
ん
で

建
っ
て
い
ま
し
た
が
、
館
建
設
に
あ
た
っ

て
１
棟
を
後
ろ
に
移
動
し
て
い
ま
す
。

Q　

館
内
部
や
展
示
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

A　

２
階
の
常
設
展
示
室
は
、「
真

田
太
平
記
コ
ー
ナ
ー
」
と
「
池
波
正

太
郎
コ
ー
ナ
ー
」
に
わ
か
れ
て
い
て
、

み
な
さ
ん
一
番
興
味
を
示
さ
れ
ま
す
ね
。

真
田
太
平
記
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
真
田

太
平
記
年
表
や
登
場
人
物
の
紹
介
、

自
筆
の
創
作
ノ
ー
ト
や
作
品
の
舞
台
見

取
り
図
な
ど
、
池
波
正
太
郎
コ
ー
ナ
ー

で
は
遺
愛
品
や
原
稿
、
年
賀
状
、
自
筆

画
、
書
斎
の
風
景
写
真
な
ど
を
展
示
し

て
い
ま
す
。
１
階
の
企
画
展
示
室
で
は
、

３
月
28
日
（
土
）
か
ら
５
月
24
日
（
日
）

ま
で
、
企
画
展
「
第
一
次
上
田
合
戦
〜

真
田
と
徳
川
の
攻
防
〜
」
展
を
開
催
し
、

順
次
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
「
真
田
丸
」

               貴重な資料が並ぶ常設展示室



Q　

そ
の
池
波
文
学
の
魅
力
に
つ
い

て
お
話
い
た
だ
け
ま
す
か
。

A　

２
階
の
展
示
室
に
あ
る
創
作

ノ
ー
ト
や
取
材
フ
ァ
イ
ル
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
池
波
先
生
は
実
際
に
現
地
を

歩
い
て
綿
密
に
取
材
さ
れ
て
い
て
、
そ

の
場
に
立
つ
こ
と
で
登
場
人
物
の
心
理

を
も
描
き
だ
し
て
お
り
、
読
み
手
に
リ

ア
ル
な
場
面
と
感
情
を
伝
え
て
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
読
者
は
惹
か
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
気
シ
リ
ー

ズ
『
鬼
平
犯
科
帳
』 『
剣
客
商
売
』 『
仕

掛
人 

藤
枝
梅
安
』
の
3
大
シ
リ
ー
ズ
で

も
、
犯
科
帳
な
ど
の
古
文
書
か
ら
ヒ
ン

ト
を
得
て
い
ま
す
し
、
江
戸
切
絵
図
を

参
考
に
し
て
登
場
場
所
の
設
定
を
し
て

い
ま
す
。
取
材
地
は
エ
ッ
セ
イ
に
も
書

か
れ
て
い
て
、
後
追
い
で
読
者
を
楽
し

ま
せ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

Q　

大
河
ド
ラ
マ
「
真
田
丸
」
放
映
6

放
映
に
向
け
て
の
企
画
を
計
画
し

て
い
ま
す
。
館
内
に
は
、
他
に
忍

者
の
路
・「
忍
忍
洞
」
や
、
シ
ア

タ
ー
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
が
あ
り
、

見
所
い
っ
ぱ
い
で
す
。
時
間
を
か
け

て
ゆ
っ
く
り
見
て
い
た
だ
き
た
い
で

す
ね
。

Q　

池
波
先
生
が
真
田
一
族
に

興
味
を
持
た
れ
た
き
っ
か
け
は
な

ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

A　

池
波
先
生
は
、
文
学
の
師

で
あ
る
長
谷
川
伸
先
生
の
書
庫
の

本
を
全
部
読
ま
れ
、そ
の
中
の
『
松

代
町
史
』
に
興
味
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら

材
を
得
て
真
田
氏
の
物
語
を
書
か
れ
ま

し
た
。
こ
の
時
の
図
書
貸
出
帳
を
見
た

長
谷
川
先
生
は
、
池
波
先
生
が
真
田
氏

の
物
語
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

見
抜
か
れ
た
そ
う
で
す
。
池
波
先
生
の

時
代
小
説
の
初
作
品
は
、『
恩
田
木
工
』

（
後
に
『
真
田
騒
動
』
と
改
題
）、
そ

の
数
年
後
に
書
か
れ
た
『
錯
乱
』
で
直

木
賞
を
受
賞
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
〔
真
田

も
の
〕
作
品
20
点
余
を
相
次
い
で
発
表

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
〔
真
田
も
の
〕
の

集
大
成
と
さ
れ
る
の
が
、『
真
田
太
平

記
』
な
ん
で
す
ね
。

                  　　　   蔵 （ギャラリーとシアター）



イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
後
、
あ
ら
た
め
て
館

内
を
め
ぐ
る
。
２
階
常
設
展
示
室
の

創
作
ノ
ー
ト
や
フ
ァ
イ
ル
な
ど
か
ら
は
、

土
屋
さ
ん
の
お
話
に
あ
っ
た
作
家
の
取

材
姿
勢
が
窺
え
る
。

池
波
正
太
郎
コ
ー
ナ
ー
で
は
在
り
し

日
の
作
家
の
姿
が
偲
ば
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
訪
れ
た
際
の
趣
深
い
自
筆
画
に
、
別

の
一
面
を
見
る
。
池
波
フ
ァ
ン
は
も
ち
ろ

ん
、
初
心
者
で
も
充
分
に
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
展
示
風
景
だ
。

１
階
に
降
り
て
、
企
画
展
示
室
か
ら

忍
忍
洞
に
ま
わ
る
。
暗
さ
に
戸
惑
っ
て
い

る
と
か
ら
く
り
ボ
ッ
ク
ス
が
動
き
だ
し
、

忍
び
の
物
語
が
始
ま
る
。
子
ど
も
た
ち

が
喜
び
そ
う
な
仕
掛
け
だ
。

そ
こ
か
ら
外
に
出
る
と
、
シ
ア
タ
ー

と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
２
棟
の
蔵
が
建
つ
。
シ

ア
タ
ー
で
は
、『
上
田
攻
め
』『
真
田
太

平
記
の
世
界
』
な
ど
を
上
映
、『
真
田

太
平
記
』
入
門
に
も
お
す
す
め
で
あ
る
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
、
風
間
完
の
『
真
田
太

平
記
』
挿
絵
原
画
が
展
示
さ
れ
た
空
間

だ
。時

間
を
か
け
て
鑑
賞
し
た
後
は
、
交

流
サ
ロ
ン
で
ゆ
っ
く
り
と
過
ご
す
の
が

お
す
す
め
。
明
る
く
開
放
的
な
サ
ロ
ン

土屋郁子さん（交流サロンにて）
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が
決
ま
っ
て
、
ま
す
ま
す
池
波
作
品
が

読
ま
れ
、
関
心
を
持
た
れ
る
で
し
ょ
う

ね
。
来
館
者
に
変
化
は
あ
り
ま
す
か
。

A　

発
表
以
来
増
加
し
て
い
ま
す
ね
。

年
齢
層
も
幅
広
く
、
子
ど
も
た
ち
も
よ

く
「
真
田
氏
」
を
調
べ
て
来
館
し
て
く

れ
た
り
す
る
の
で
う
れ
し
い
で
す
ね
。

Q　

今
後
の
企
画
展
の

内
容
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
か
。

A　

先
ほ
ど
少
し
お
話

し
ま
し
た
が
、
３
月
か
ら

始
ま
る
「
第
一
次
上
田
合

戦
」、
次
の
「
第
二
次
上
田

合
戦
と
関
ヶ
原
合
戦
」、
次

い
で
「
九
度
山
か
ら
大
坂
の

陣
」
と
企
画
展
を
予
定
し

て
お
り
ま
す
。
多
く
の
み
な

さ
ん
に
お
越
し
い
た
だ
き
た

い
で
す
ね
。



に
は
、
池
波
作
品
の
書
籍
が
多
数
並
ぶ
。

喫
茶
ル
・
パ
ス
タ
ン
の
美
味
し
い
コ
ー

ヒ
ー
を
味
わ
い
な
が
ら
、
池
波
文
学
の

魅
力
に
浸
る
。
そ
ん
な
光
景
が
、
春
の

訪
れ
と
共
に
増
え
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
27
年
２
月
９
日
訪
問　

      

　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
野　

郁

お花畑に歓迎を受けて散
策する人々、楽しく語り合う
姿は穏やかに包み込まれ
明るく輝いて見える。春が
満ちている広場では駆け回
る子供たちの賑やかな声
が一段と高まり山間に響き
渡っている。
「信州国際音楽村お花畑」

池波正太郎真田太平記館
開館時間：午前10時から午後6時まで
（入館は午後5時30分まで）
休館日：水曜日・祝日の翌日・年末年始
入館料：大人３００円　高・大校生２００円　
小・中学生１００円
〒386-0012　
長野県上田市中央3-7-3　℡.0268-28-7100
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もうすぐ始まる「マイナンバー」をご存知ですか

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/

10月からマイナンバー（個人番号）の通知が送られてきます。
行政手続きをするときにはこのマイナンバーが必要になるそうで
す。マイナンバーとはどういうものか、どんなことに気をつけたら
よいか、政府広報のページを見て確認しておきましょう。

おもしろｗeｂ



安
曇
族
は
海
人
族

　
い
き
な
り
で
恐
縮
だ
が
、「
安
曇
族
」

を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
長
野
県
の
安
曇

野
を
古
代
に
拓
い
た
海
人
族
の
人
た
ち

が
安
曇
族
と
い
う
こ
と
を
、
ど
こ
か
で

聞
い
た
こ
と
が
あ
お
り
か
と
思
う
。

　
安
曇
族
は
、
海
人
族
で
あ
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、
海
か
ら
遠
く
離
れ
た
山
国
信

州
に
入
り
込
ん
で
、
開
拓
に
精
を
出
し

た
と
い
う
説
を
唱
え
た
の
は
、
民
俗
学

者
で
知
ら
れ
る
宮
本
常
一
で
あ
る
。

　
海
か
ら
陸
へ
上
が
っ
た
海
人
族
の
行

為
を
指
し
て
、
彼
は
「
海
人
族
の
陸お
か

上

が
り
」
と
い
う
仮
説
を
古
代
史
研
究
界

に
投
げ
か
け
た
。

　
海
人
族
と
い
う
の
は
、
操
船
を
得
意

と
し
、
海
に
潜
っ
て
魚
介
類
を
採
る
こ

と
に
長た

け
た
人
々
の
集
団
と
で
も
訳
し

て
い
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
海
が
彼
ら

の
生
き
る
生
活
圏
で
あ
る
。
そ
の
海
人

の
人
た
ち
が
、
な
ぜ
海
を
捨
て
、
陸
に

上
が
っ
て
農
耕
を
始
め
た
の
か
、
こ
の

命
題
を
深
く
掘
り
下
げ
て
考
察
し
よ
う

と
試
み
た
学
者
や
専
門
家
は
、
こ
れ
ま

で
そ
う
多
く
は
な
い
。
古
代
史
の
大
家

が
言
っ
た
説
を
裏
付
け
る
な
り
、
検
証

し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
つ
い
最
近
ま

で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
今
で
も
多
く
の
方
々

は
、
安
曇
野
を
開
拓
し
た
の
は
安
曇
族

だ
と
信
じ
て
い
る
。

　
実
際
、
安
曇
野
の
中
心
に
位
置
す
る

穂
高
神
社
に
は
、
海
人
族
の
祖お
や
が
み神

と
さ

れ
る
綿
津
見
神
と
そ
の
子
穂
高
見
神
が

祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
山
国
に
な
ぜ

海
神
が
、
ま
し
て
や
穗
高
神
社
の
奥
宮

は
、
日
本
第
三
位
の
標
高
を
誇
る
奥
穂

高
岳
の
頂
上
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
海
人
族
の
陸
上

が
り
説
」
に
真
っ
向
か
ら
疑
義
を
唱
え

た
の
が
、
在
野
の
古
代
史
研
究
家
亀
山

勝
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
著
『
安
曇
族

海人族安曇族と古代日本列島
知られざる日本古代史①

酒井春人

玄界灘に浮かぶ安曇族の本拠地志賀島
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と
徐
福
』で
、圧
倒
的
な
説
得
力
を
も
っ

て
「
海
人
族
の
陸
上
が
り
説
」
を
否
定

し
、
概
説
す
る
な
ら
ば
次
の
三
点
を
新

た
に
提
起
し
た
。

①
安
曇
族
は
海
人
族
で
あ
る
か
ら
陸

に
上
が
っ
て
農
耕
民
に
転
化
は
し

て
い
な
い
。

②
安
曇
族
は
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島

の
農
耕
民
、
技
術
者
集
団
を
船
で

日
本
に
運
び
込
み
、
彼
ら
の
生
活

の
面
倒
を
見
な
が
ら
、
彼
ら
に
農

耕
や
技
術
開
発
の
生
活
を
さ
せ
る

こ
と
に
奔
走
し
た
。

③
安
曇
族
は
、
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半

島
と
日
本
と
を
結
ぶ
交
易
の
民
と

な
っ
た
。

以
上
、
こ
の
三
点
か
ら
、
安
曇
族
は
日

本
の
弥
生
時
代
を
切
り
拓
い
た
海
人
族

で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
列

島
で
、
人
間
が
技
術
革
新
を
始
め
時
代

の
発
達
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
列
島
外

か
ら
船
で
海
を
渡
っ
て
来
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
縄
文
時
代
も
、
お
そ
ら
く
東
南
ア
ジ

ア
か
ら
船
で
黒
潮
に
乗
っ
て
た
ど
り
着

い
た
漂
流
民
た
ち
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
っ
と
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
長

野
県
安
曇
野
に
は
、
安
曇
族
が
船
を
駆

使
し
て
連
れ
て
き
た
中
国
大
陸
の
農
民

や
技
術
者
た
ち
が
入
植
し
て
、
開
墾
生

活
を
始
め
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
安
曇
族
で
あ
る
海
人
族

が
、
海
を
捨
て
農
民
に
転
化
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
彼
ら
は
大
陸
や
半
島
と
日

本
と
の
架
け
橋
役
を
担
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
彼
ら
は
世
話
し
た
農
民
や

技
術
者
た
ち
が
生
産
し
た
品
物
を
大
陸

や
半
島
で
売
り
捌
き
、
ま
た
大
陸
な
ど

の
品
物
を
日
本
に
運
び
込
ん
で
、
日
本

の
発
展
に
寄
与
し
た
。

　
弥
生
時
代
が
、
縄
文
時
代
と
は
っ
き

り
区
別
さ
れ
る
の
は
、
稲
作
と
製
鉄
、

そ
れ
に
養
蚕
な
ど
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
点
で
あ
る
。

　
狩
猟
・
採
集
文
化
で
あ
る
縄
文
時
代

か
ら
定
住
を
元
と
し
た
稲
作
農
耕
文
化

へ
の
転
換
を
成
し
遂
げ
た
、
そ
の
原
動

力
を
担
っ
た
人
々
、
そ
れ
こ
そ
が
海
人

族
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
現
在
の
日
本
人

の
ル
ー
ツ
は
、
こ
の
海
人
族
の
末
裔
で

あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　中
国
江
南
の
呉
国
の
人
々
が
安
曇
族

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
海
人
族
で
あ
る
安

曇
族
は
ど
こ
か
ら
、
い
つ
こ
の
日
本
列

島
に
や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
現
在
、
弥
生
時
代
の
開
始
年
代
は
さ

ま
ざ
ま
な
論
が
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
始

ま
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
な
か
な
か

難
し
い
。
そ
れ
は
国
立
歴
史
民
俗
博

10



物
館
（
千
葉
県
佐
倉
市
）　
が
、
放
射

性
炭
素
年
代
測
定
法
と
呼
ぶ
自
然
科

学
的
な
方
法
を
用
い
て
測
定
し
た
結

果
、
稲
作
は
紀
元
前
十
世
紀
（
今
か
ら

三
〇
〇
〇
年
ま
で
）
ま
で
遡
れ
る
と
言

い
だ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の

紀
元
前
五
世
紀
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と

す
る
説
が
揺
ら
ぎ
は
じ
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
稲
作
技
術
が
日
本
列
島
に

確
た
る
根
拠
を
も
っ
て
広
範
囲
に
持
ち

込
ま
れ
る
の
は
、紀
元
前
五
世
紀
こ
ろ
、

中
国
長
江
（
揚
子
江
）
流
域
の
江
南
地

方
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
る
。こ
の
場
合
、

稲
作
と
い
う
の
は
現
在
私
た
ち
が
食
べ

て
い
る
お
米
、水
稲
を
指
し
、「
お
か
ぼ
」

と
呼
ぶ
陸
稲
で
は
な
い
。

　
す
る
と
、
紀
元
前
五
世
紀
頃
の
江
南

地
域
は
、
ど
ん
な
状
況
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　
当
時
の
中
国
は
、
い
わ
ゆ
る
春
秋
戦

国
時
代
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
江
南
流
域

に
は
呉
・
越
・
楚
の
三
国
が
鼎て
い
り
つ立
し
て

い
た
時
代
で
あ
っ
た
。

　
紀
元
前
四
七
三
年
、
呉
は
越
に
敗
れ

る
。
呉
は
海
人
族
と
し
て
そ
の
名
が
知

ら
れ
て
い
た
。
越
に
敗
れ
た
呉
の
人
々

は
、
得
意
の
船
を
操
っ
て
、
大
海
に
そ

の
活
路
を
求
め
る
。
か
く
し
て
難
民
と

な
っ
た
呉
国
の
人
々
は
、
対
馬
海
流
に

乗
っ
て
日
本
列
島
は
九
州
の
北
部
へ
と

や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
々
を

私
た
ち
は
安
曇
族
と
呼
ん
で
い
る
。

　
福
岡
市
の
博
多
湾
に
浮
か
ぶ
志し
か
の
し
ま

賀
島

は
そ
の
呉
の
人
々
、
つ
ま
り
安
曇
族
が

最
初
に
上
陸
し
た
地
で
あ
り
、そ
の
後
、

日
本
全
国
に
展
開
す
る
安
曇
族
の
活
動

の
拠
点
と
な
っ
た
島
で
あ
る
。
現
在
は

海
の
中
道
と
呼
ぶ
砂
州
か
ら
道
路
に

な
っ
た
道
が
通
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て

は
博
多
湾
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
島
で
あ
っ

た
。

　
こ
の
島
の
入
口
に
は
現
在
志
賀
海
神

社
が
鎮
座
し
て
い
る
が
、
こ
の
祭
神
は

綿
津
見
三
神
（
表
津
・
仲
津
・
底
津
）

の
海
神
で
あ
る
。

　
今
回
は
、
安
曇
族
入
門
の
ほ
ん
の
入

口
の
お
話
を
し
た
。
次
回
は
、
安
曇
族

を
も
っ
と
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
か
れ
ら
が
日
本
列
島
に
展
開
し
て

何
を
な
し
た
か
を
ご
紹
介
し
よ
う
。
　

安曇族の本拠地志賀島にある
綿津見三神を祀る志賀海神社

酒井春人     1949 年　長野市生まれ　早稲田大学第一文学部卒
　　　　　 1993 年　龍鳳書房を設立　現在代表取締役 11



NPO法人アイダオ

どういう目的の NPO法人ですか？

　「社会と人とＮＰＯのアイダをつなぐ」ことです。行政と連携し
ながら東信エリア 100以上の NPO法人をネットワークします。経
営支援や資金調達のアドバイスをおこない、NPO法人と企業、地
域との連携を推し進める中間支援組織です。

具体的にどういうことをしているのですか？

　第一に、既存のNPO法人に対してファンドレイジング（資金調達）
方法の導入をお手伝いしています。「BOOK TO THE FUTURE」は
中古書籍を寄付してもらい、買い取り金額を NPO法人に寄付する
仕組みです。書き損じハガキを寄付してもらって切手を現金化して
NPO法人に寄付する「ハガキフ」という仕組みや、「寄付自販機」
の設置という方法もあります。
　次に NPO法人への経営コンサルティングです。そのために地域
のさまざまな NPO法人や企業がどのような思いから活動や経営を
しているか調査して、リサーチ結果をウェブ上で公開します。それ
によって優れた経営ノウハウやリソースを共有し全体のレベルアッ
プを実現します。
　また、NPO法人の創業支援や助成金獲得のためのお手伝いとし
て企画書作成相談、コンサルタントの紹介などをします。
　さらに、「信州ファンドレイジングサミット」や、NPO法人が活
動発表する「TALK＆ TALK」などのイベントも開催し、NPO法人
への理解と寄付文化醸成を目指しています。

12

地域に根ざす

紹介
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誰にどういうことを伝えたいですか？

まず、企業のみなさまへ伝えたいことは、社会課題の解決に関わっ
ていただき、寄付を通して社会貢献活動に参画していただきたいと
いうことです。物資・資金のみならず支援の想いを NPO法人に継
続的に届けていただくことにより、企業の地域貢献、社会活動のア
ピール、認知度や企業イメージのアップ、人材育成へのプラス効果、
事業の活性化といった成果や変化が期待できます。
次に NPO法人のみなさまへ伝えたいことは、アイダオのさまざま
な支援を活用していただきたいということです。また、アイダオを
情報発信ツールのひとつとして利用してください。
市民のみなさまには、NPO法人へのご理解を深めていただきたい
と思います。NPO法人は、地域の抱える課題の多様化・深刻化、
財政の制約等を背景に、行政が担いきれない社会課題の解決を担う
存在です。中古本や書き損じハガキを提供していただくことでも
NPO法人の支援につながります。

基本情報

活動開始時期：2013年２月
会員数：個人と法人あわせて 37
主な活動資金：会費と委託費など
職員数：５名
事務所：〒 386-1323長野県上田市本郷 1524‐ 1
ホームページ：http://aidao.jp/
理事長：長岡秀貴

NPO法人アイダオ　コーディネーター 
橋詰光太さんに平成 27年２月 25日取材
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　　全国から入学希望者が集まる

　　　　　　　秋田の国際教養大学
　秋田市郊外にある開学 10年の公立の国際教養大学に訪問した。
「英語をはじめとする外国語の卓越したコミュニケーション能力と
豊かな教養、グローバルな専門知識を身に付けた実践力のある人材
を養成し、国際社会と地域社会に貢献すること」を理念に掲げる。
授業は英語で行われ、1学年定員は約 180名。場所は秋田駅から車
で 40分の秋田空港の傍で、大学と空港以外は田園風景が広がり、
学生にとっては、勉学に集中できる環境だ。1年次は全寮制で、2
年次からは大学近くのアパート住まいとなる。
　卒業生の就職は引く手数多で、様々な業種業界で活躍している。
昨年 11月には「国際教養大学の学生はリクルートスーツを着用し
ない」と、企業に事前通達している。形式美よりも中身で勝負を
仕掛けるのは立派
だ。全国の大学学
長からの教育面等
での評価は、東京
大学、京都大学等
に次ぎ 4位だ。全
国の高校校長か
ら、生徒に薦めた
いや進学して伸び
たなどの評価も高
い。入学希望者が
全国から殺到し、 24時間365日開館の大学図書館
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入試難易度では東京有名私大にも肩を並べる。初代学長の故 中嶋
嶺雄氏は松本深志高校の出身で、現在、構想中の長野県立大学につ
いても様々な助言をされたと伺った。
　視察をして、一番に驚いたのは、学長、教員のみならず、事務員
の意識も異様に高いということだ。学生からの様々な提案に教員や

事務員が熱心
に耳を傾け、
さらに良き提
案になるよう
に内容をブ
ラッシュアッ
プしている。
大学食堂のス
タッフも、留
学生との会話
に困らぬよう
に自主的に英
会話のトレー
ニングやメ

ニューの英語掲示の工夫もしている。ちなみに大学図書館は 24時
間 365日開館。（写真）
　大学経営面では、秋田県が運営交付金として年間 10億円を拠出
しており、当初、県議会では、「県内出身学生が少ない。県内就職
が少ない。」など、地域貢献度に対し様々な意見があったと伺った。
しかし、今や、全国的な知名度が上がり、文部科学省のスーパーグ
ローバル大学事業に採択になるなどの圧倒的な成果で、理解者、応
援者が増えてきたとのこと。当地、上田市でも、長野大学の公立化
を検討しているが、関係者には机上の議論だけではなく、ぜひとも
秋田の現場を見に行ってもらいたい。「秋田でもできる！」に、大
きな元気をいただいた。

　　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

卒業生の内定先企業



セカンドライフを楽しむ
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未知の世界にチャレンジ　　　

「
車
で
１
時
間
の
範
囲
は
自
分
の

庭
」
と
、
県
内
は
も
と
よ
り
東
北
や
北

海
道
な
ど
へ
も
気
軽
に
出
か
け
る
。
ま

た
、「
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

私
の
財
産
」
と
の
思
い
を
持
ち
、
知
人

の
み
な
ら
ず
旅
先
で
出
会
っ
た
人
た
ち

と
の
会
話
を
楽
し
む
。
上
田
市
前
山

在
住
の
片
桐
眞
次
郎
さ
ん
（
72
歳
）
は
、

と
に
か
く
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
軽
い
。
以
前
、

新
年
早
々
、
新
潟
港
か
ら
フ
ェ
リ
ー
で

苫
小
牧
へ
。
そ
こ
か
ら
愛
車
で
北
海
道

一
周
の
旅
。「
マ
イ
ナ
ス
30
度
の
気
温
を

体
感
し
て
み
た
か
っ
た
」。
好
奇
心
旺

盛
で
あ
る
。
あ
え
て
厳
し
い
状
況
に
飛

び
込
ん
で
い
く
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
の
源
は
？　

お
住
ま
い
の
近
く
に
あ
る
「
塩
田
の
里

交
流
館
と
っ
こ
館
」
で
お
話
を
聞
い
た
。

Ｑ　

先
ほ
ど
頂
い
た
名
刺
に
「
上
田
市

西
塩
田
地
区
振
興
会
会
長
」
と
あ
り
ま

し
た
。
ど
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る

片桐眞次郎さん
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の
で
す
か
。

Ａ　

ひ
と
こ
と
で

言
え
ば
地
域
の
活
性

化
で
す
。
降
雨
量

の
少
な
い
こ
の
塩
田

は
、
水
田
の
灌
漑

用
と
し
て
た
め
池
が

１
０
０
ほ
ど
あ
り
ま

す
。
他
地
域
と
比
べ

て
非
常
に
多
い
で
す
。

２
０
１
０
年
に
、「
塩

田
平
の
た
め
池
群
」
が
農
林
水
産
省
の

「
た
め
池
百
選
」
の
ひ
と
つ
に
選
ば
れ

ま
し
た
。
命
の
源
で
あ
る
水
田
を
潤
し

て
き
た
た
め
池
が
、
優
れ
た
景
観
を
保

ち
、
地
域
に
親
し
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の

が
理
由
で
す
。
そ
の
た
め
池
の
大
切
さ

を
訴
え
て
参
り
ま
し
た
。

「
信
州
う
え
だ
塩
田
平
た
め
池
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
２
０
１
３
年
と

２
０
１
４
年
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
神

聖
な
雨
乞
い
行
事
の
再
現
伝
承
も
行
い

ま
し
た
。
約
２
０
０
人
が
火
の
つ
い
た

長
さ
３
メ
ー
ト
ル
位
の
た
い
ま
つ
を
手

に
、
一
周
８
０
０
メ
ー
ト
ル
の
池
を
囲

ん
で
「
雨
降
ら
せ
た
ん
ま
い
な
」
と
唱

え
ま
す
。
た
め
池
を
通
し
て
塩
田
の
歴

史
や
文
化
な
ど
を
多
く
の
人
に
知
っ
て

ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
区
内
に
あ
る
民
話
の
里
、

鞍
が
淵
を
保
存
し
よ
う
と
、
２
０
０
６

年
に
産
川
沿
い
の
林
道
か
ら
淵
ま
で
の

約
80
メ
ー
ト
ル
に
手
す
り
や
階
段
を
設

け
て
、
看
板
・
遊
歩
道
を
整
備
し
ま
し
た
。

Ｑ　

地
域
の
立
役
者
で
す
ね
。
い
ろ
い

ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
方
々
と
の
お
付
き
合
い

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

Ａ　

そ
う
で
す
ね
。
活
動
を
通
し
て

い
ろ
い
ろ
な
方
々
に
会
え
る
の
は
嬉
し
い

で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
価
値
観
を

お
持
ち
な
の
で
、
学
ぶ
こ
と
が
実
に
多

い
で
す
。
ひ
と
り
で
独
鈷
山
を
整
備
し

て
下
さ
っ
て
い
る
方
と
も
知
り
合
い
に
な

れ
、
本
当
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

Ｑ　

片
桐
さ
ん
の
人
当
た
り
の
柔
ら

か
さ
に
納
得
し
ま
し
た
。
ほ
か
に
ど
ん
な

活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

Ａ　

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
情
報
セ
ン

タ
ー
の
利
用
者
団
体
「
メ
デ
ィ
ア
天
の

会
」
の
会
長
を
10
年
間
務
め
さ
せ
て
も

ため池フェスティバル
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ら
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ　

そ
れ
は
ど
ん
な
会
で
す
か
。

Ａ　

２
０
０
５
年
に
パ
ソ
コ
ン
を
学

ぼ
う
と
有
志
10
人
で
始
め
た
会
で
す
。

10
人
だ
っ
た
の
で
t
e
n
、「
天
」
の
字

を
当
て
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
に
触
れ
、
そ

し
て
学
ぶ
喜
び
を
多
く
の
皆
さ
ん
と
共

有
し
て
い
ま
す
。
現
在
50
人
位
が
一
緒

に
学
ん
で
い
て
、
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
月
２
回
ず
つ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

組
ん
で
ま
す
。
ま
た
上
田
自
由
塾
で
パ

ソ
コ
ン
教
室
の
講
師
も
や
ら
せ
て
頂
き
、

か
つ
「
上
田
地
球
を
楽
し
む
会
」
に
も

所
属
し
て
い
ま
す
。

Ｑ　

ご
活
躍
の
幅
が
広
い
で
す
ね
。「
元

気
は
自
分
が
前
向
き
に
活
動
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
」
と
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
片
桐
さ
ん
に
お
会
い
し
て
、

そ
れ
を
実
感
し
ま
す
。

次
に
、
趣
味
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い

の
で
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
に
興
味
を
お
持

ち
で
す
か
。

Ａ　

わ
た
し
は
食
い
し
ん
坊
で

ね
。
特
に
イ
タ
リ
ア
ン
料
理
が
好
き

で
、
新
し
い
店
が
で
き
る
と
必
ず
入
っ

て
み
た
く
な
り
ま
す
。
ど
ん
な
人
が

オ
ー
ナ
ー
な
の
か
な
、
ど
ん
な
雰
囲

気
か
な
、
メ
ニ
ュ
ー
は
ど
う
だ
ろ
う

か
、
な
ど
知
り
た
く
な
り
ま
す
。
そ

れ
と
仕
事
が
建
築
関
係
だ
っ
た
も
の

で
す
か
ら
、
全
体
の
空
間
に
興
味
が

あ
り
ま
す
。
古
く
渋
い
レ
ン
ガ
造
り

の
建
物
を
見
か
け
る
と
、
お
腹
が
一

杯
で
も
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の

時
入
ら
な
い
と
、
た
ぶ
ん
ず
っ
と
入

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
事
を
自
分

で
わ
か
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
。

ど
こ
へ
出
か
け
て
も
帰
り
は
違
う

道
を
通
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
途
中
で
集
落
を
見
か
け
る
と
寄

り
た
く
な
り
ま
す
ね
。
此
処
は
ど
う
い

う
処
だ
ろ
う
か
、
ど
う
し
て
こ
の
様
な

処
に
住
ん
で
い
る
ん
だ
ろ
う
か
、
そ
こ

で
話
を
聞
い
た
り
す
る
の
も
面
白
く
て
。

ため池のひとつ　舌喰池
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つ
い
先
日
、
19
号
線
の
御
曹
司
橋
か
ら

入
っ
て
、
か
つ
て
の
大
岡
村
役
場
（
現

在
長
野
市
支
所
）
の
近
く
を
通
っ
た

時
、
こ
う
い
う
処
の
図
書
館
は
ど
う
し

て
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
建
物
の
中
に
入

り
ま
し
た
。
入
り
口
近
く
に
、
此
処
で

利
用
さ
れ
て
い
た
本
が
沢
山
あ
り
ま
し

た
。
欲
し
い
本
は
ご
自
由
に
お
持
ち
く

だ
さ
い
と
書
い
て
あ
っ
た
ん
で
す
。
念
の

た
め
お
聞
き
し
た
ら
「
ど
う
ぞ
、
い
い

で
す
よ
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
え
ー

と
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
つ
い
そ
の
中
か

ら
２
冊
の
本
を
頂
い
て
き
ま
し
た
。
本
は

『
信
濃
の
伝
説
と
観
光　

巻
ノ
１
』
と

『
山
村
の
農
業
経
営
』
で
す
。

図
書
館
巡
り
も
い
い
で
す
ね
ぇ
。
本

に
囲
ま
れ
な
が
ら
館
内
の
カ
フ
ェ
で
コ
ー

ヒ
ー
を
飲
む
な
ん
て
最
高
で
す
。
よ
く

行
く
中
軽
井
沢
図
書
館
も
好
き
な
図
書

館
で
す
。

Ｑ　

興
味
の
対
象
が
広
く
て
驚
く
ば

か
り
で
す
。
旺
盛
な
好
奇
心
は
ど
こ
か
ら

生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
真
冬
に
青
森

県
の
竜
飛
崎
先
端
、
あ
る
い
は
北
海
道
へ

と
行
か
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

Ａ　

北
海
道
は
夏
に
行
く
の
が
普
通

で
す
よ
ね
。
何
て
い
う
か
、
自
分
を
厳

し
い
状
況
に
置
い
て
み
た
い
ん
で
す
ね
。

地
吹
雪
と
は
ど
ん
な
状
態
な
ん
だ
ろ
う
、

真
冬
で
も
地
図
の
道
は
走
れ
る
だ
ろ
う

か
？
っ
て
試
し
て
み
た
く
な
る
ん
で
す
。

未
体
験
の
こ
と
に
興
味
が
あ
る
ん
で
す

ね
。Ｑ　

バ
イ
タ
リ
テ
ィ
の
源
が
少
し
わ

か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
好
奇
心
を

維
持
す
る
に
は
健
康
が
基
本
だ
と
思
う

の
で
す
が
、
体
調
管
理
は
ど
の
よ
う
に
？

Ａ　

う
ち
の
奥
さ
ん
と
時
々
近
く
の

自
然
を
楽
し
み
な
が
ら
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

を
し
ま
す
。
そ
れ
と
よ
く
食
べ
よ
く
眠

る
こ
と
か
な
。
わ
は
は
・
・
・
元
気
じ
ゃ

な
い
と
何
も
で
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
体

力
第
一
で
す
。
で
も
最
近
体
力
の
低
下

を
感
じ
て
い
ま
す
。
い
い
健
康
法
が
あ
っ

た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

お
話
し
を
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
、
新

し
い
引
き
出
し
が
出
て
く
る
。
好
奇
心

は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
そ
ん
な
中
で
、

片
桐
さ
ん
は
時
々
自
分
の
目
線
を
見
直

す
。「
会
長
」
と
か
「
先
生
」
と
か
呼

ば
れ
て
、
目
線
が
高
く
な
っ
て
い
な
い
か
、

少
し
で
も
そ
れ
を
感
じ
る
と
下
方
修
正

す
る
。
そ
ん
な
謙
虚
さ
が
人
を
惹
き
つ

け
る
魅
力
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
27
年
２
月
９
日
訪
問　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
文
子
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ぶ
らり
散策

　国道 19号線を犀川沿いに長野から松本方面に行くと、道の駅「信
州新町」が見えてくる。ここでは特産のジンギスカン・麩・そば等
が売られ、隣の食堂ではそばを食することもできる。そこから約
11km行くと左手にさぎり荘という温泉が見え、その斜向かいを右
折すると県道 393号線で大町に抜ける。この道をわずか行くと右手
に琵琶滝如来の案内板がみえ、奥の岸壁に白い仏様が見える。車は
ほとんど通らないので道路の脇に止めておいても大丈夫。長野市信
州新町日原西祖室渓谷の「琵琶滝如来」である。
　町出身の彫刻家宮尾応栄さんの作である。宮尾さんは太平洋戦争
の時、南洋西カロリン諸島メレヨン島で米軍機の爆撃により戦傷を
負い、日本に送還された。終戦後、同じ隊の仲間が餓死したことを
知り心の痛み堪え難く、昭和 53年、70歳を機に慰霊の為に琵琶滝
横の岸壁に彫ったのが高さ４ｍの磨崖仏である。土地は町が取得・

琵琶滝如来
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提供し、５年間に亘る
作業の足場は地元の建
設会社が提供してくれ
た。その他数々地元の
協力があった。
　われわれが訪れたの
は大寒中だった。午後
2時ごろでも岸壁の氷
柱は解けることなく、
冬の日を浴びて光輝い
ていた。氷柱の影をお

顔に映して、如来様の表情はそれはそれは鎮まり穏やかだった。案
内板には散策道があるとなっていたが、前日の雪がくるぶしまで埋
まるほどで、道も橋も歩ける状態ではなかった。雪が解けて芽吹き
の頃もう一度訪れよう。
　また、この地は「かあさんの歌」の発祥の地でもある。窪田聡氏
が戦時中、信州新町に疎開していた時、学校卒業後の進路のことで
母と意見が合わず、家を出て埼玉県に下宿した。その時に母から送
られてきた荷物を開けてこの歌ができたという。　　　　　（萌）

琵琶滝如来案内板

塩田の田園地帯では、まもなく

田植えの季節を迎える。畦では

雑草に先駆けてマーガレットが

賑わう。
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あとがき

　上田図書館倶楽部では上田情報ライブラリーと共催で

執筆編集講座を実施している。市民の仕事録や研究記録、

趣味の記録などを地域の資料として蓄積するもので、昨

年度までに６期終了し、計５６冊がライブラリーの書棚

に並んだ。

　Ａ５で約１００ページを半年間で仕上げる講座で、毎

期５～１０人が参加する。受講生はまずテーマを決める。

構想を練り項目を考える。自分を振り返りながら、また

調べながら書き進めるが、途中スムーズにペンが進まな

いことがある。内容的に躊躇することもある。四苦八苦

しながらの執筆だが、完成したときの喜びはひとしおだ。

「いい経験になった」「自分の過去を振り返ることができ

た」完成後のアンケートにはこのような感想が多い。

　図書館で執筆編集講座を実施することは大変意義のあ

ることだと考えている。図書館にある本やデータベース

を利用して執筆することは「書く」文化の向上につなが

る。自らの経験や研究を一冊の本にまとめるということ

は、「自らデザインし自ら学ぶ」生涯学習のモデルにも

なる。

　２月２０日付朝日新聞の「メディアラボはいま」で、

聖学院大学長の姜 尚中さんが自分史について語ってい

る。「戦後の日本が、遺産として次世代に何を残すのか。

それはもしかしたら人々の自分史なのかもしれない。自

分を語ることは『魂の相続』だと思う。相続というと物

質的なイメージですが、次の世代に何を相続させていく

べきかを考えると、自分史はとても良いものではないで

しょうか」。

　執筆編集講座は地域の資料としてだけでなく、『魂の

相続』という遠大な流れの中にある。（木漏れ日）
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