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太郎山と逆さ霧
　上田市の北東部にある太郎山では、逆さ霧と呼ばれる珍しい現象が起こる。
夏の快晴時に発生しやすいと言われるが、条件は定かでない。太郎山裏側の坂
城からの風、西側にある虚空蔵山南面を吹き上がる風、千曲川の両岸に切り立
つ岩鼻から吹き抜ける風と三方向からの風が関係する現象として、尾根から霧
が下りてくる。雨の少ない上田地域の特徴として、虚空蔵山から太郎山山頂に
向かって発生し、山の中腹まで下降するさまは、まるで綿あめのようで夏の風物
詩になっている。                                                                  表紙写真・文　矢幡正夫

夏霧
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N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
「
真
田
丸
」
の

放
映
が
始
ま
っ
て
半
年
、
上
田
市
は
多

く
の
来
訪
者
を
迎
え
て
い
る
。
ド
ラ
マ

中
、真
田
昌
幸
の
次
男
は
「
真
田
信
繁
」

で
あ
る
が
、
街
中
に
は
「
真
田
幸
村
」

の
旗
が
立
て
ら
れ
、
来
訪
者
の
多
く
は

「
真
田
幸
村
の
ふ
る
さ
と
上
田
」
を
訪

れ
て
い
る
気
分
に
ひ
た
っ
て
い
る
。
江
戸

時
代
か
ら
「
幸
村
」
の
名
前
は
知
ら
れ

て
い
て
、
名
前
の
由
来
は
い
く
つ
か
あ
る
。

そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
て
み
た
い
。

「
真
田
幸
村
」
の
噂

寄
稿

池
波
正
太
郎
真
田
太
平
記
館
指
導
員　

土
屋
郁
子

『
真し

ん

武ぶ

内な
い

傳で
ん

』
初
巻

　

慶
長
十
八
の
項

「
一　

慶
長
十
八
年
丑
九
月
上
旬　

大
坂
秀
頼
公
ヨ
リ
御
頼
之
御
奉
書
苦
戸

山
（
九
度
山
）
真
田
左
衛
門
信
繁
ヘ
到

来　

依
之
苦
戸
山
名
主
長
百
姓
共
方
エ　

左
衛
門
佐
信
繁
御
物
語
被
レ
遊
候
ニ　

百
姓
共
申
上
候
ハ　

大
坂
エ
御
入
リ
被

遊
候
ハ
、　

我
等
カ
倅
共
御
家
来
ニ
指

上
ケ　

騎
馬
五
十
騎
御
供
可
為
仕
候
ノ

間　

御
請
御
返
書
被
遣
御
尤
之
由　

百

姓
共
一
命
ヲ
掛
申
上
ル
ト
云
　々

因
テ

左
衛
門
佐
心
被
レ
遊　

忍
々
御
支
度
被

レ
遊　

御
名
乗
ヲ
モ
被
レ
遊
御
改
真
田

左
衛
門
佐
幸
村
ト
号
ス
」　

と
あ
り
、「
幸
村
」
誕
生
の
瞬
間
で

あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
状
況
も
詳
し
い
。

「
九
月
十
三
夜
月
見
ト
号
シ
テ
幸
村

ヲ
先
ニ
タ
テ　

名
主
長
百
姓
五
六
十
人

打
寄
リ　

蓮
華
定
院
ニ
テ
夜
八
ツ
時
過

迄　

酒
盛
仕　

其
内
ニ
幸
村
公
忍
出　

渡
辺
之
渡
シ
ニ
テ
落
合
五
十
騎
馳
付　

大
坂
城
エ
御
入
被
レ
遊
候
」
。

さ
ら
に
、
こ
こ
に
は
そ
の
後
の
消
息

も
書
か
れ
て
い
る
。

「
大
坂
落
城
之
刻　

御
討
死
ト
号
シ　

評
ニ
日
記
シ
置
処
ハ
紀
州
之
内
ニ
落
武

者
ニ
被
レ
為
成　

御
住
被
レ
成
候
由　

因
テ
紀
州
ニ
此
ノ
子
孫
サ
子
タ
ト
号
シ

有
レ
之
説
不
審
」
。

「
不
審
」
で
は
あ
る
が
、
諸
説
が
紹
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介
さ
れ
、
ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
も

あ
る
。

「
薩
摩
家
ノ
真
田
家
有
リ　

秀
頼
大

坂
落
城
之
時
薩
摩
エ
御
立
退　

幸
村
モ

御
供
ト
云　

故
ニ
薩
摩
ニ
真
田
家
有
リ

ト
云　

亦
信
州
ノ
岩
城
左
京
太
夫
家
老

真
田
頼
母　

是
ハ
幸
村
ノ
二
男
跡
ト
モ

云
フ　

女
子
一
人
是
ハ
当
家
小
山
田
壱

岐
養
女
ト
シ
テ
蒲
生
ノ
臣
蒲
生
源
左
ヱ

門
室
也
」

（
注
）『
真
武
内
傳
』
は
江
戸
時
代
に

書
か
れ
た
真
田
家
の
歴
史
書
。
こ
れ
は

長
野
県
立
歴
史
館
蔵
の
も
の
で
、
ほ
か

に
異
本
も
あ
る
。

『
真
田
三
代
記
』

江
戸
時
代
中
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
、

二
九
三
節
か
ら
成
る
。
真
田
幸
隆
・
昌

幸
・
幸
村
の
三
代
の
事
蹟
、
そ
の
中
心

は
幸
村
の
大
坂
の
陣
で
の
活
躍
で
あ
る
。

蟄
居
先
の
高
野
山
九
度
山
か
ら
大
坂

城
に
入
城
し
た
幸
村
は
、「
軍
師
」
と
し

て
超
人
的
な
活
躍
を
見
せ
、
さ
ま
ざ
ま

な
奇
計
を
め
ぐ
ら
せ
て
家
康
を
追
い
込

み
、
心
胆
を
寒
か
ら
し
め
る
。
幸
村
自

身
は
穴
山
小
助
が
、
秀
頼
に
つ
い
て
は

木
村
主
計
頭
が
身
代
わ
り
で
歿
し
、
幸

村
は
嫡
男
大
助
・
長
曽
我
部
盛
親
・
後

藤
又
兵
衛
ら
と
と
も
に
主
秀
頼
を
護
っ

て
薩
摩
に
下
る
。

島
津
氏
は
、
御
殿
を
造
っ
て
秀
頼
を

居
住
さ
せ
る
が
、
幸
村
は
長
年
の
辛
労

が
原
因
で
、
翌
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）

十
月
七
日
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
血
を
吐

き
、
遂
に
十
一
日
に
病
死
。
秀
頼
も
ま

た
翌
月
に
病
死
す
る
と
い
う
も
の
。

ほ
か
に
『
先
公
実
録
』
に
あ
る
「
採

要
録
」
は
、
松
代
藩
真
田
家
で
編
纂
し

た
書
で
、
薩
摩
に
落
ち
た
幸
村
が
、
山

伏
の
姿
に
身
を
や
つ
し
て
同
国
頴え

娃い

郡

の
浄
門
ヶ
嶽
の
麓
に
住
み
、
時
折
、
谷

山
郷
（
現
、
鹿
児
島
市
福
元
町
）
の
秀

頼
の
も
と
を
訪
ね
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
幸
村
誕
生
説
」「
幸
村
そ
の
後
」
は

諸
説
あ
り
、
そ
の
誕
生
か
ら
「
幸
村
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、

『
真
武
内
傳
』
の
よ
う
に
幸
村
の
名
乗

り
の
具
体
的
な
内
容
は
少
な
い
。
ま
た
、

他
の
資
料
の
よ
う
に
、
薩
摩
に
そ
の
痕

跡
が
残
っ
て
い
る
の
も
珍
し
い
。
幸
村
の

墓
も
、「
真
田
」
名
を
隠
し
た
と
い
う
「
真

江
田
」
姓
も
現
地
に
は
存
在
す
る
。
そ

れ
が
確
証
と
は
言
え
な
い
が
、「
真
田
幸

村
」
は
虚
々
実
々
の
な
か
で
こ
れ
か
ら

も
語
り
継
が
れ
て
い
く
に
違
い
な
い
。



　

玄
関
か
ら
廊
下
、室
内

ま
で
色
と
り
ど
り
の
リ
ー

ス
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど

飾
ら
れ
て
い
る
。鉢
花
や

生
け
花
な
ど
も
随
所
に

あ
り
、ま
る
で
フ
ラ
ワ
ー

シ
ョ
ッ
プ
の
よ
う
。キ
ッ
チ

ン
に
は
保
存
食
の
瓶
や

パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
棚
と
い
う

棚
に
び
っ
し
り
。漬
物
や
ピ

ク
ル
ス
、ジ
ャ
ム
、乾
燥
野

菜
な
ど
が
種
類
ご
と
に
並

べ
ら
れ
て
い
て
、こ
ち
ら
も

漬
物
屋
さ
ん
の
一
角
の
よ

う
だ
。

　

上
田
市
上
田
在
住
の
林 

有
子
さ
ん（
69
歳
）は
並

外
れ
た
ハ
ン
ド
メ
ー
カ
ー

で
あ
る
。フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン

ジ
メ
ン
ト
、保
存
食
の
ほ

か
に
手
袋
や
マ
フ
ラ
ー
な

ど
の
編
み
物
も
。そ
れ
ら

の
材
料
の
保
管
部
屋
が
あ

り
、天
井
に
は
ド
ラ
イ
フ

ラ
ワ
ー
が
所
狭
し
と
ぶ
ら

下
が
り
、引
出
し
に
は
木

の
実
な
ど
が
隙
間
な
く
詰

ま
っ
て
い
る
。

　

す
ら
っ
と
し
た
体
型
に

ロ
ン
グ
ス
カ
ー
ト
が
似
合

う
林
さ
ん
は
、中
学
校
の

元
体
育
の
先
生
。ス
キ
ー

歴
も
長
い
。５
月
中
旬
、閑

静
な
住
宅
街
に
あ
る
お
住

ま
い
を
訪
ね
た
。通
さ
れ

た
部
屋
は
、シ
ャ
ン
デ
リ

ア
に
し
ゃ
れ
た
テ
ー
ブ
ル

と
椅
子
、窓
に
は
桜
色
の

カ
ー
テ
ン
、さ
な
が
ら
メ
ル

ヘ
ン
の
世
界
。テ
ー
ブ
ル
に

は
、山
菜
料
理
や
漬
物
、甘

酒
、こ
ん
に
ゃ
く
な
ど
15
種
6
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類
以
上
の
お
茶
う
け
が
用
意
さ
れ
て
い

て
、い
き
な
り
目
を
見
張
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｑ　

お
茶
う
け
に
こ
ん
な
に
た
く
さ

ん
出
さ
れ
た
の
は
初
め
て
で
す
。
こ
れ

ら
す
べ
て
林
さ
ん
の
手
作
り
で
す
か
。

Ａ　

そ
う
で
す
。ち
ょ
う
ど
山
菜
の
時
期

で
、良
い
と
き
に
来
ら
れ
ま
し
た
。

Ｑ　

こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ･･････
ど

れ
も
と
て
も
美
味
し
い
で
す
。
山
菜
も

漬
物
も
手
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
す
べ

て
お
ひ
と
り
で
作
ら
れ
る
の
で
す
か
。

Ａ　

味
噌
づ
く
り
と
野
沢
菜
を
漬
け
る

時
だ
け
は
主
人
に
手
伝
っ
て
も
ら
い
ま

す
。何
し
ろ
野
沢
菜
は
２
０
０
㎏
で
す

か
ら
。北
側
の
外
に
お
湯
が
出
る
水
道

を
取
り
付
け
、そ
こ
で
野
沢
菜
を
洗
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。樽
は
７
斗
が
１
個
、４

斗
が
８
個
、２
斗
が
３
個
あ
り
、冬
の
初

め
は
ず
ら
ー
と
並
び
ま
す
。

Ｑ　

え
ー
２
０
０
㎏
で
す
か
？　

食

べ
き
れ
な
い
と
思
い
ま
す
が
。

Ａ　

漬
け
た
の
を
20
人
ほ
ど
の
知
り
合

い
に
配
り
ま
す
。と
て
も
喜
ば
れ
ま
す
。

実
は
、野
沢
菜
以
外
、大
根
や
ニ
ン
ジ
ン
、

白
菜
、ジ
ャ
ガ
イ
モ
、夏
野
菜
な
ど
す
べ

て
知
り
合
い
や
教
え
子
た
ち
か
ら
頂
く

の
で
す
。大
量
に
。大
根
や
キ
ュ
ウ
リ
は

２
０
０
本
と
か
が
軽
ト
ラ
で
ド
ー
ン
と

き
ま
す
。無
駄
に
で
き
な
い
の
で
加
工
し

て
お
返
し
し
ま
す
。

Ｑ　

驚
く
ば
か
り
で
す
。
そ
ん
な
に

大
量
だ
と
体
力
も
要
り
ま
す
ね
。
ほ
か

に
ど
ん
な
も
の
を
作
ら
れ
ま
す
か
。

Ａ　

毎
年
味
噌
を
10
㎏
、漬
物
は
奈
良

漬
、鉄
砲
漬
、梅
干
し
、ラ
ッ
キ
ョ
ウ
漬
け
、

味
噌
漬
け
な
ど
20
種
類
ほ
ど
。ジ
ャ
ム
は

リ
ン
ゴ
や
キ
ウ
イ
。乾
燥
さ
せ
る
の
は
大

根
、シ
イ
タ
ケ
、タ
ケ
ノ
コ
、冬
ミ
カ
ン
の

皮
な
ど
で
す
ね
。根
菜
や
果
物
な
ど
は
そ

の
ま
ま
保
存
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。米

袋
を
３
枚
重
ね
し
た
中
に
。

Ｑ　

米
袋
３
枚
で
す
か
？　

１
袋
は

ク
ラ
フ
ト
紙
３
枚
重
ね
で
す
の
で
９
枚

重
ね
に
な
り
ま
す
ね
。

Ａ　

鮮
度
が
落
ち
な
い
よ
う
に
い
ろ
い

ろ
試
し
ま
し
た
。発
砲
ス
チ
ロ
ー
ル
は
野

菜
が
汗
を
か
い
て
し
ま
っ
て
ダ
メ
。米
袋

１
枚
だ
と
し
な
び
て
し
ま
う
。結
果
、３

枚
が
ち
ょ
う
ど
い
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。大
根
な
ど
４
月
ま
で
食
べ
ら
れ
ま
す
。

Ｑ　

試
行
錯
誤
が
す
ご
い
で
す
。
私

も
野
菜
の
保
存
方
法
に
悩
ん
で
い
ま
し

た
の
で
、
米
袋
３
枚
試
し
て
み
ま
す
。

次
に
、
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に

つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
リ
ー
ス
や

帽
子
な
ど
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
こ
ち

ら
も
驚
き
ま
し
た
。
配
色
や
組
み
合
わ
7



せ
が
と
て
も
き
れ
い
で
す
。
草
花
や
木

の
実
な
ど
材
料
を
集
め
る
の
も
大
変
だ

と
思
い
ま
す
が
。

Ａ　

30
年
以
上
か
け
て
山
や
林
で
集
め

ま
し
た
。知
り
合
い
が
持
っ
て
き
て
く
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。集
め
た
木
の
実
は

一
旦
煮
沸
し
ま
す
。虫
の
卵
が
入
っ
て
い

た
り
す
る
も
の
で
す
か
ら
。花
は
ぶ
ら
下

げ
て
ド
ラ
イ
に
。た
だ
ア
ジ
サ
イ
だ
け
は

花
瓶
に
挿
し
て
、水
を
十
分
に
吸
わ
せ
た

の
ち
、カ
サ
カ
サ
と
音
が
し
た
ら
ぶ
ら
下

げ
ま
す
。こ
れ
も
試
し
て
わ
か
っ
た
こ
と

で
す
。お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

Ｑ　

こ
ち
ら
も
試
行
錯
誤
で
す
ね
。

ア
ジ
サ
イ
の
緑
が
赤
系
の
花
々
に
映
え

て
、
と
て
も
き
れ
い
で
す
。
組
み
合
わ

せ
も
、
セ
ン
ス
が
な
い
と
で
き
な
い
よ
う

に
思
い
ま
す
。

Ａ　

た
く
さ
ん
や
っ
て
い
る
と
わ
か
っ

て
き
ま
す
。花
の
形
、木
の
実
の
ア
ク
セ

ン
ト
、リ
ボ
ン
な
ど
色
合
い
、形
な
ど
を

見
な
が
ら
組
み
合
わ
せ
て
い
く
の
は
と

て
も
楽
し
い
で
す
。最
近
は
、結
婚
式
の

ブ
ー
ケ
や
少
年
少
女
バ
レ
ー
発
表
会
の

花
束
な
ど
を
頼
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。生
花
よ
り
長
持
ち
し
て
、記
念
に
な

る
と
喜
ば
れ
ま
す
。

Ｑ　

手
作
り
は
と
に
か
く
時
間
が
か

か
り
ま
す
。
時
間
の
使
い
方
が
お
上
手

な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
や
っ
て
み
た
い

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ　

手
は
早
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。い

ま
、欲
し
い
の
は
か
ま
ど
。薪
と
お
釜
で

炊
い
た
ご
飯
、特
に
お
こ
げ
を
食
べ
た
い

で
す
ね
。

フラワーショップのよう

フラワーアレンジメントの材料
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リ
ー
ス
や
麦
わ
ら
帽
子
、編
み
物
な

ど
は
常
に
１
０
０
個
以
上
ス
ト
ッ
ク
。

知
り
合
い
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
こ
と
が

多
い
と
い
う
。教
師
時
代
の
交
流
は
拡

が
る
ば
か
り
で
、退
職
後
も
来
客
が
絶

え
な
い
。囲
炉
裏
を
し
つ
ら
え
た
部
屋

も
あ
り
、日
々
の
生
活
の
拘
り
が
垣
間

見
え
る
。

　

１
年
前
か
ら
は
三
味
線
を
始
め
た
。

高
校
時
代
に
お
琴
は
弾
い
て
い
た
が
、三

味
線
は
初
め
て
。音
合
わ
せ
が
難
し
い
が
、

和
楽
器
の
控
え
め
な
音
色
が
い
い
と
練

習
に
余
念
が
な
い
。フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ

メ
ン
ト
や
保
存
食
作
り
に
お
け
る
工
夫

の
積
み
重
ね
が
、新
た
な
好
奇
心
の
源
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
、そ
ん
な
思
い
を
強

く
し
た
。

　
　

平
成
28
年
５
月
14
日
訪
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
文
子

帽子の数々 いろりをしつらえた部屋

9

文化遺産オンライン
http://bunka.nii.ac.jp/index.php

国が指定、選定、登録した文化財
に関する情報を中心に、検索閲覧
できる。

おもしろｗeｂ



左が岩船水天宮　右が弁財天宮 

　上田市真田町横尾にある「千古の滝」は太古から洗
せ

馬
ば

川
かわ

の水流で
磨り減ってできた多段の滝で、その神秘性から信仰や雨乞いの祈願
が行われた。また、真田十勇士のひとり霧隠才蔵が忍者の修行をし
た場所と言い伝えられている。昔は千古三筋の滝と呼ばれていた。
　左側の高い岩に「船岩水天宮」（明和７年・１７７０建立）、右側
の岩に「弁財天宮」（明和５年・１７６８建立）の二柱の水神が祀
られている。滝の上には、すり鉢どぶ・瓢箪どぶ・太鼓どぶがある。
すり鉢どぶは中がつぼ形に広く、この渦の中で丸く磨かれた石を千

名勝 千
せん

古
ご

の滝

「
山
彦
の　

と
ど
ろ
く
ば
か
り

　
　
　

お
も
う
か
な

　
　

千
古
の
滝
の　

岩
ば
し
る
音
」　

　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
時
代　

正
陽
作

10

ぶらり散策



千古の湯
　洗馬川下流には、真田氏ゆかりの湯「千古温泉」があり、日帰り
入浴ができる。大人３人入ればいっぱいになってしまう家族風呂の
ようなこじんまりした湯だ。高窓から太陽の光がやわらかく差し込
み、湯船の表面がきらりとひかる。真田一族もこの湯につかったの
だろうか。戦国の世がぐっと近くに思えてくる。
　湯上りのほっこり感は何物にも代えがたい。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　平成28年５月22日　　吉池　みどり

古の丸石という。付近はかすかに硫黄の匂いがし、優しい滝の音が疲
れた心を癒してくれる。真田本城跡の山から吹き下ろす風に当たり、
４００年前の歴史に迷い込んだような錯覚に陥る。

霧隠才蔵が修行したと
言い伝えられる森
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信
濃
を
旅
し
た
文
人
た
ち

相そ
う

馬ま

黒こ
っ

光こ
う　

〜
新
宿
中
村
屋
女
主
人
と
な
る
〜

相
馬
愛
蔵
・
黒
光
夫
妻
が
明
治
期
に

創
業
し
た
新
宿
中
村
屋
は
、
新
宿
駅
東

口
を
出
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
建
つ
。

明
治
、
大
正
、
昭
和
に
わ
た
っ
て
、

中
村
屋
は
発
展
を
続
け
た
。
黒
光
の
周

り
に
は
、
芸
術
家
や
文
士
、
学
者
な
ど

が
次
々
と
集
っ
て
サ
ロ
ン
を
形
成
。
黒

光
は
、
文
化
の
薫
り
高
い
中
村
屋
サ
ロ

ン
の
女
王
と
し
て
輝
い
た
。
ま
た
、
イ

ン
ド
独
立
運
動
の
志
士
ボ
ー
ス
や
朝
鮮

独
立
運
動
の
闘
士
た
ち
を
匿
い
、
盲
目

の
詩
人
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
を
保
護
す
る
な
ど
、

危
険
も
省
み
ず
、自
ら
の
意
志
を
貫
い
た
。

戦
後
、
新
装
開
店
し
た
レ
ス
ト
ラ
ン

に
は
、
中
村
屋
ゆ
か
り
の
芸
術
家
た
ち

の
作
品
が
置
か
れ
、
そ
の
中
で
ボ
ー
ス

直
伝
の
イ
ン
ド
カ
リ
ー
を
味
わ
う
の
は

格
別
だ
っ
た
。　

平
成
26
年
、
中
村
屋
は
新
宿
中
村

屋
ビ
ル
と
し
て
新
た
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。

３
階
に
は
中
村
屋
サ
ロ
ン
美
術
館
が
開

館
、
サ
ロ
ン
に
集
っ
た
芸
術
家
た
ち
の
作

品
が
一
堂
に
展
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

レ
ス
ト
ラ
ン
の
一
番
人
気
は
、
や
は
り

イ
ン
ド
カ
リ
ー
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

黒
光
の
名
は
今
な
お
語
り
継
が
れ
て
い

る
。　そ

の
黒
光
は
、
22
歳
で
安
曇
野
に

嫁
ぎ
挫
折
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
ど
の

よ
う
に
し
て
新
宿
中
村
屋
の
女
主
人
と

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

明
治
８
年
、
旧
仙
台
藩
士
の
娘
と
し

て
生
ま
れ
た
星ほ

し

良り
ょ
うは

、
幼
少
期
か
ら
才

気
あ
ふ
れ
て
い
た
。
没
落
士
族
の
家
計

は
苦
し
か
っ
た
が
、
あ
き
ら
め
る
こ
と
を

知
ら
な
い
ア
ン
ビ
シ
ャ
ス
・
ガ
ー
ル
だ
っ

た
。念

願
か
な
っ
て
入
学
し
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン

黒光が嫁いだ相馬家（右側が洋館）
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ス
ク
ー
ル
宮
城
女
学
校
。
だ
が
、
そ
こ

を
自
主
退
学
し
て
横
浜
の
フ
ェ
リ
ス
英

和
学
校
へ
転
校
。
そ
こ
に
も
飽
き
足
り

な
い
良
は
、
つ
い
に
は
、
星
野
天
地
や

島
崎
藤
村
ら
が
講
師
を
務
め
る
憧
れ
の

明
治
女
学
校
へ
と
転
校
し
た
。

黒
光
と
い
う
名
は
、
明
治
女
学
校
の

校
長
・
巖
本
善
治
か
ら
、
後
に
「
そ
の

煌
め
く
才
能
を
隠
す
よ
う
に
」
と
名
付

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
以
後
、
黒
光

と
す
る
）　

黒
光
よ
り
５
歳
年
長
の
相
馬
愛
蔵
は
、

安
曇
郡
白
金
村
（
現
・
安
曇
野
市
穂

高
）
に
生
ま
れ
た
。
上
京
し
て
東
京
専

門
学
校
（
早
稲
田
大
学
の
前
身
）
に
学

び
、
牛
込
教
会
に
通
う
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

で
も
あ
っ
た
。
卒
業
後
は
札
幌
農
学
校

で
養
蚕
学
を
学
ぶ
。
帰
郷
後
、
子
ど
も

の
い
な
い
長
兄
の
順
養
子
と
な
っ
て
養
蚕

発
展
に
尽
く
し
、『
蚕
種
製
造
論
』
を

著
し
た
。

結
婚
相
手
に
ど
う
か
と
紹
介
さ
れ
、

ふ
た
り
は
出
会
う
。
赤
い
頬
を
し
て

度
の
強
い
眼
鏡
を
か
け
た
愛
蔵
だ
っ
た

が
、
黒
光
は
彼
の
教
養
、
た
く
ま
し
い

生
き
方
に
少
な
か
ら
ず
尊
敬
の
念
を
抱

く
。
た
だ
、勉
学
に
励
ん
で
い
た
黒
光
は
、

文
通
を
交
わ
し
な
が
ら
も
、
結
婚
ま
で

は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。　

あ
る
時
、
仙
台
時
代
に
親
し
く
し
て

い
た
布
施
淡
と
、
フ
ェ
リ
ス
時
代
に
彼

女
が
可
愛
が
っ
て
い
た
後
輩
・
加
藤
豊

世
が
婚
約
し
た
こ
と
を
知
り
、
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
る
。

「『
そ
う
だ
、
一
足
さ
き
に
、
あ
の
人

た
ち
を
出
し
ぬ
い
て
や
ろ
う
』
人
の
意

表
に
出
て
、
ア
ッ
と
言
わ
せ
る
痛
快
さ

を
味
わ
う
と
い
う
、
今
思
え
ば
あ
さ
は

か
な
も
の
で
し
た
。
一
時
は
恋
愛
至
上

主
義
で
な
け
れ
ば
治
ま
ら
な
か
っ
た
私
、

プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
を
理
想
と
し
て
い

た
私
が
、
こ
う
も
も
ろ
く
結
婚
の
前
に

兜
を
脱
い
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。」（
相
馬

黒
光
著
『
広
瀬
川
の
畔
』）

黒
光
の
気
性
の
激
し
さ
を
窺
わ
せ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ
で
よ
か
っ
た

の
か
と
逡
巡
す
る
黒
光
だ
っ
た
が
、
女

学
校
卒
業
を
待
っ
て
、
明
治
30
年
３
月
、

牛
込
教
会
で
結
婚
式
を
あ
げ
た
。

黒光が持参したオルガン
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当
時
、
松
本
方
面
に
行
く
に
は
、
上

田
ま
で
汽
車
で
来
て
保
福
寺
峠
を
越
え

る
の
が
一
番
だ
っ
た
。
上
田
停
車
場
近

く
の
鄙
び
た
宿
で
一
泊
し
た
ふ
た
り
は
、

保
福
寺
峠
の
麓
青
木
村
で
俥
を
降
り
、

黒
光
は
馬
に
乗
り
換
え
、
愛
蔵
は
徒
歩

で
峠
を
越
え
た
。

黒
光
の
嫁
入
り
道
具
は
、
穂
高
の
人

び
と
を
驚
か
せ
た
。
蒲
団
と
と
も
に
届

い
た
の
は
、
巖
本
善
治
か
ら
贈
ら
れ
た

勝
海
舟
揮
毫
の
李
白
の
詩
、
長
尾
杢
太

郎
が
描
い
た
油
絵
『
亀
戸
風
景
』、
そ

し
て
小
型
の
オ
ル
ガ
ン
だ
っ
た
。

代
々
庄
屋
を
務
め
た
相
馬
家
で
は
、

愛
蔵
の
兄
・
十
四
代
当
主
安
兵
衛
が

自
ら
設
計
、
洋
館
を
建
て
て
黒
光
を
迎

え
た
。
18
畳
の
応
接
間
に
は
『
亀
戸
風

景
』
が
飾
ら
れ
、
オ
ル
ガ
ン
が
置
か
れ

た
。
洋
風
の
家
は
農
村
に
新
風
を
吹
き

込
み
、
応
接
間
は
青
年
た
ち
の
集
い
の

場
と
な
っ
た
。

そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
が
若
き
日
の
荻

原
守
衛
で
あ
る
。
守
衛
は
黒
光
か
ら

強
く
影
響
を
受
け
て
芸
術
の
道
を
志
し
、

後
に
碌
山
と
名
乗
る
。
交
流
は
碌
山
が

亡
く
な
る
ま
で
続
い
た
。
碌
山
に
つ
い
て

は
、
次
号
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
た
い
。

さ
て
、
穂
高
に
骨
を
埋
め
る
覚
悟
で

嫁
い
だ
黒
光
だ
っ
た
が
、
次
第
に
心
身

を
病
ん
で
い
く
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情

を
、
愛
蔵
は
著
書
『
一
商
人
と
し
て
』

の
中
で
、「
良
は
最
初
田
園
の
生
活
を
よ

ろ
こ
び
、
私
の
蚕
種
製
造
の
仕
事
に
も

よ
き
助
手
と
し
て
働
く
こ
と
を
惜
し
ま

な
か
っ
た
が
、
都
会
に
お
い
て
受
け
た

教
養
と
、
全
心
全
霊
を
打
ち
込
ま
ね
ば

止
ま
ぬ
性
格
と
、
そ
れ
に
は
周
囲
が
あ

ま
り
に
相
違
し
た
。」
と
記
し
て
い
る
。

「
今
は
明
ら
か
に
、
農
村
の
女
と
し

て
の
自
分
の
不
適
格
と
失
敗
を
認
め
た
。

（
中
略
）
私
は
つ
い
に
義
父
母
の
前
に

手
を
つ
き
、
健
康
回
復
ま
で
暫
時
仙
台

に
帰
り
静
養
し
た
い
旨
を
述
べ
て
、
許

し
を
乞
う
た
。
義
父
母
は
静
か
に
聴
い

て
、
こ
と
に
義
父
は
『
そ
れ
も
よ
か
ろ

う
』
と
あ
っ
さ
り
言
っ
て
く
れ
た
。」（
相

馬
黒
光
著
『
穂
高
高
原
』）　

こ
れ
に
は
条
件
が
あ
り
、
義
父
母
の

下
に
は
第
１
子
で
あ
る
長
女
俊
子
が
人井口喜源治記念館（安曇野市穂高）
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質
の
よ
う
に
預
け
ら
れ
た
。
わ
ず
か
４

年
で
穂
高
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
黒
光

は
、
愛
蔵
、
長
男
安
雄
と
共
に
上
京
し

た
。
義
父
母
は
、
寛
容
の
心
で
彼
ら
を

送
り
だ
し
、
俊
子
を
の
び
の
び
と
育
て

上
げ
た
。
そ
の
恩
愛
に
黒
光
が
心
づ
く

の
は
、
ず
っ
と
先
の
こ
と
で
あ
る
。　

東
京
に
着
く
と
黒
光
は
活
気
を
取
り

戻
し
、
ふ
た
り
は
東
京
で
生
き
て
い
く

決
心
を
固
め
る
。
商
売
を
し
た
い
と
考

え
て
い
た
愛
蔵
は
、
そ
の
頃
、
知
識
人

の
間
で
広
ま
っ
て
き
た
パ
ン
に
眼
を
つ
け

る
。
自
ら
一
日
の
う
ち
２
食
を
パ
ン
に

し
て
３
か
月
間
試
し
て
み
た
。
す
る
と
、

毎
日
パ
ン
を
買
っ
て
い
た
パ
ン
屋
が
売

り
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

本
郷
東
大
前
の
中
村
屋
を
居
抜
き
の
ま

ま
譲
り
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治

34
年
の
こ
と
で
あ
る
。

ふ
た
り
は
身
を
粉
に
し
て
働
き
、
６

年
後
、
新
興
地
新
宿
に
支
店
を
開
設
。

さ
ら
に
２
年
後
、

現
在
地
に
移
転
、

本
店
と
し
て
繁

栄
さ
せ
て
い
く
。

こ
こ
に
、
黒
光

は
新
宿
中
村
屋

女
主
人
と
な
っ

た
。黒

光
た
ち
が

暮
ら
し
た
相
馬
家
は
、
今
も
安
曇
野
市

穂
高
の
閑
静
な
地
に
建
つ
。
水
色
に
縁

取
ら
れ
た
瀟
洒
な
洋
館
が
、
往
時
を
彷

彿
と
さ
せ
る
。
ま
た
、
黒
光
の
オ
ル
ガ

ン
は
、
穂
高
駅
近
く
の
井
口
喜
源
治
記

念
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
井
口
は
愛

蔵
の
親
友
で
、
穂
高
に
私
塾
「
研
成
義

塾
」
を
創
設
。
小
学
校
を
終
え
た
農
村

の
子
ど
も
た
ち
に
英
語
や
数
学
、
聖
書

な
ど
を
教
え
た
。
オ
ル
ガ
ン
は
、
俊
子

が
入
塾
し
た
と
き
に
寄
贈
さ
れ
た
と
い

う
。若

い
頃
作
家
志
望
だ
っ
た
黒
光
は
、

60
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
執
筆
を
再
開
、『
黙

移
』
な
ど
を
著
し
た
。
そ
こ
か
ら
見
え

て
く
る
彼
女
の
人
生
は
、
決
し
て
順
風

満
帆
で
は
な
か
っ
た
が
、
自
ら
に
忠
実

に
、
し
た
た
か
に
生
き
た
生
涯
だ
っ
た

と
思
う
。

平
成
26
年
、
新
宿
中
村
屋
は
安
曇

野
市
ふ
る
さ
と
観
光
大
使
に
就
任
し

た
。
中
村
屋
の
新
入
社
員
は
、
毎
年

中村屋サロン美術館　

新宿中村屋本店の写真（明治末頃）
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研
修
の
た
め
に
安
曇
野
を
訪
れ
る
と
い

う
。
平
成
生
ま
れ
の
若
者
た
ち
は
、
創

業
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を

抱
き
、
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る
の
だ
ろ

う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
野　

郁

（
参
考
文
献
）　

『
黙
移
』
相
馬
黒
光
著　

法
政
大
学
出

版
局『

相
馬
愛
蔵
・
黒
光
著
作
集
１　

穂
高

高
原
』
郷
土
出
版
社

『
相
馬
愛
蔵
・
黒
光
著
作
集
２　

一
商

人
と
し
て
・
夫
婦
教
育
』
郷
土
出
版
社

『
相
馬
愛
蔵
・
黒
光
著
作
集
５　

広
瀬

川
の
畔
』
郷
土
出
版
社

『
新
宿
中
村
屋　

相
馬
黒
光
』
宇
佐
美

承
著　

集
英
社

夕方のため池周辺で、松明(たいまつ)の点火で始まる雨乞い祭りの
行事は、農民の願いを込めて渇水干ばつ時に行われていた。近年は、
ため池サミットのアトラクションとして、地域に残る伝統文化をお披
露目している。参加者は「雨降らせたんまいな」と声を掛け合いなが
ら、池の周りを行進する。水面には燃え盛る炎が映り、伝統行事の雰
囲気を盛り上げる。（松明・・麦の藁束を竹の棒に縛り付けたもの）
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観点

　　自治体の枠を超えた広域連携の必要性

　私はこれまで信州上田の地にて、地方・地域における産学官連携
事業・施設の企画、運営、コーディネートを行ってきた。平成９年
からの活動で、今年は 20年の節目を迎える。現在は、産学官連携
による地域中小企業の支援活動に加え、人的ネットワークを活かし
た地域経済活性化に従事しており、その見地から地域のために今必
要なことは何だろうか。
　地域振興策はこれまで国が主導して行ってきた。しかしそれでは
どこの地域も似たり寄ったりの企画しか生まれてこない。これから
の地域振興は国の施策に流されない、地域づくりが必要なように思
う。私がこれまで見聞きしてきた地域においても、すでにある資源
や基盤が優位性を生みだしている例は、日本全体の２割にすぎない
ように思う。あとの８割が独自の強みを作りだしていくためには、
企業単体・地域単体では難しく、地域企業のネットワークとそれを
つなぐ地域間の連携が欠かせない。
　地域創生は「できる、できない」より「やったかやらないか」、待っ
たなしが大義名分だ。時代の流れをとらえるアンテナを常に張り巡
らし、ドンドンやってみるというその風土を地域に作ることが大切
なのである。地域を変える力は焼け石に水をかけ続ける執念と覚悟。
あきらめないで水をかけ続ければいつか石は砕け、冷める。内側か
らの自浄作用を蓄えた地域はきっと強くなる。
　そのような中、７月５日にＡＲＥＣで、御代田町から千曲市まで
の 10市町村の連携の調印式が行われる。広域連携により、人口 40
万人、製造品出荷額１兆３千億円の規模となる。ついに、川崎、横
浜、浜松、北九州、東大阪といった産業振興の横綱・大関級の地域
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と勝負ができるのだ。狙うは、初顔合わせで堂々の金星。目指すは、
日本を跨ぎ、まずは、東アジア世界からの注目と必要とされる地域
に。ここまで 20年、ここからは、上手く運べばこの地域が２、３
年で大きく飛躍すると確信している。地域創生の夜明けは近い。

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

おもしろｗeｂ
RESAS　　地域経済分析システム

https://resas.go.jp/#/13/13101
　　　　　　　　　　　　　　　　☆googleChromeで表示可能

　　　　　　　　提供：経済産業省　まち・ひと・しごと創生本部

ビッグデータを活用した地域経
済の見える化システム。地方自
治体が「地方版総合戦略」の立
案等に役立てることができるシ
ステム。
産業マップから東信濃地域の
製造業の稼ぐ力分析を見ると
他地域に比較して稼ぐ力が大
きい自治体が多い事がわかる。

表示方法：　産業マップ　→　稼ぐ力分析　→　地域を長野県に指定　→　
表示レベルを市町村単位に指定　→特化係数（付加価値額）を指定　→　
表示産業を製造業に指定

千曲市 坂城町

上田市
東御市
小諸市

御代田町
立科町

長和町
佐久市
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上田情報ライブラリーでは今・・・

「人生の主人公になろう！」
　　　　　          ～「こころ」と頭の実用セミナー～

　「頭の中をスッキリと整理できればどんなにいいだろう」と考え
たことはありませんか？新しい情報が次々と舞い込んでくる現代の
ネットワーク社会。あれもこれもやらなくてはと、頭の中はパンク
寸前！！そんな中「頭の交通整理をしてもっと生きやすくしましょ
う」と上田市出身の中澤講師の「マインドマップによる思考の整理
術」を学ぶ講座が始まりました。人気が高く、毎回あっという間に
定員いっぱいになってしまうそうです。

　この「『こころ』と頭の実用セミナー」は、生活のバランスを取
りたい方、日常生活の主体性を高めたい方、時間をうまく使いたい
方を対象とし、毎月 1回のペースで開催されています。定員は 20名、
１回ごとの完結型研修なので気楽に参加できます。5月 25日に第 1
回を迎え、最終回 3月 15日まで全 11回を予定しています。

※会場：上田駅前ビル「パレオ」４階の上田情報ライブラリー
セミナールーム　
※時間：18時 30分～ 20時まで
※日程については、情報ライブラ
リーにお問い合わせください。

　講師は早稲田大学で講師をされてい
る中澤武さん。大学ではドイツ近代哲
学、医療人文学を専門にされ、哲学博
士、さらにトニー・ブザン公認のマイ
ンドマップインストラクターでもあり
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ます。これまで東京を中心に各地で、人材開発教育などを手掛けて
きました。
　どんな講座なのだろうとドキドキしながらセミナールームに入る
と、「こんばんは！」と中澤さんの元気な声が出迎えてくれました。
緊張もほぐれ、ふと色鮮やかなものに目をやると、見本のマインド
マップが並べられていました。イラストがなんとも可愛いらしく、
思わず顔が緩んでしまいます。講座では、マインドマップの考え方、
作り方を軸に、大事なことを気持ちよくできるようになるため、実
用的な技術を楽しく身につけていきます。マインドマップとは、自
分の考えを文字や絵で表現し、頭の中に浮かんだ事柄を目に見える
ように描く思考ツールのことです。「『人生の主人公になろう！』と
いうのは、決して偉くなるとかお金持ちになるとかそういうことで
はありません」と中澤さん。いったいどういうことなのか気になり
ます……。

　第１回目のこの日は、20
代の女性から 60代の男性ま
で幅広い世代が 20名程集
まりました。五つのグルー
プに分かれ、まず個々に自
分の名札を作成します。カ
ラーペンを使い、自由な発
想でカラフルに仕上げてい
きます。その名札を隣の方

と交換し、その方の「素敵」を３つ見つけて、グループ内の皆さん
に紹介するのです。初対面の方ですが、お会いして受けた印象とご
本人が書いた名札のイメージから即座にひらめいたことを言い切っ
てしまうのがコツにようです。何がなんだかわからないまま、でも
皆さん誉められているので、嬉しそうな恥ずかしそうな顔をしてい
ました。

　いよいよマインドマップ作りです。Ａ４サイズの用紙が配られ、
真ん中にテーマを書きます。今回のテーマは「好きなもの」です。
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その真ん中から何本もの太い枝が放射状に伸び、その上に関連した
重要な情報を文字またはイラストで書き込んでいきます。「お菓子」
「散歩」「ドラマ鑑賞」などなど……どんどんイメージを膨らませて
いきます。この太い枝からさらに何本もの細い枝が伸び、この枝に
もそれぞれ、関連した情報を入れていきます。それぞれの枝は何回
でも分岐することができ、新たな枝を伸ばすことが可能です。
　中澤さんは「例えば、たんぽぽの綿毛のように、放射状に広がる
構造物は自然界に多くあり、中心から連想を広げるのが、脳の働き
に最も近い表現方法である」と言います。従来のノートの取り方は、
脳のほんの一部しか使われておらず、左脳と右脳の絶妙なチーム
ワークによって脳のパワーを発揮させるという、脳の活性化にはほ
ど遠い状態であったようです。このようにして、「こころ」の中を「見
える化」し、脳を喜ばせることで、脳の秘められた可能性を引き出
していきます。

　マインドマップは、美しく独創的で興味をひきやすい。そうした
特徴から、記憶にも残りやすく、たくさんの情報を脳にしまい込め
るようになる。また、これらを取り入れることで思考も深まり、感
性も豊かになる……。個人差はありますが、少し練習すれば誰でも
簡単に身につけられるそうです。人生の主人公になろう！とは「人
生に意味を与えるのは自分だ！！」と中澤さんは言います。まだ講
座は始まったばかり、ぜひ体験してみてはいかがでしょうか？

　　　　　　　　　　　　平成 28年 5月 25日取材　　望月　聡子

（参考文献）　
　『新版　ザ・マインドマップ』（ダイヤモンド社、2013年）トニー・ブ
ザン／バリー・ブザン（著）、近田美季子（訳）
　『マインドマップ超入門：トニー・ブザン天才養成講座①』（ディスカ
ヴァー・トゥエンティワン、2008年）トニー・ブザン（著）、近田美季子
（監修・訳）
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地域に根ざす

紹介

ＮＰＯ法人

上田市民エネルギー

どういう目的のＮＰＯ法人ですか？
　

　私たちが住んでいるこの地域に、自然エネルギーを増やすのが目
的です。

具体的にはどのような活動をしていますか？
　

　「相乗りくん」と名付けた太陽光パネルの設置事業を展開してい
ます。具体的には、「自宅の屋根を使っていいですよ」という屋根
オーナーの屋根に、「自然エネルギーを増やしたい」という市民（＝
パネルオーナー）が費用を出してパネルを設置。屋根オーナーは設
置費用を節約できるうえ、契約終了後は相乗りくんパネルが自分の
ものになります。パネルオーナーは屋根がなくても太陽光発電に参
加でき、月々の売電収入が得られるという仕組みです。私たちは屋
根オーナーとパネルオーナーの仲介をしています。これまでの実績
は 29例、発電総量は３２０ｋＷ（平均的な家庭１１０軒分）です。
　また、県外にも広がっているパネルオーナーと屋根オーナーとの
交流会を開き、「自分のお金がどう生かされているか」が見えるよ
うにし、さらに社会活動に関心を持ってもらえるように努めていま
す。

社会にどういうことを伝えていきたいですか？
　

　誰でもがエネルギー事業に参加できるということと、みんなで作
るエネルギーは地域作りに役立っていることをＰＲしていきたいで
す。相乗りくん事業は県や市、大学などでつくる協議会から支援を
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得て、地域の体制は整ってきたので、これからはこの仕組みを各地
に広げていきたいと考えています。

基本情報

活動開始時期：２０１１年９月
会員数：１８０人
主な活動資金：会費、寄付金、補助金
運営委員：５人
事務所：上田市常田３丁目２―53
TEL&FAX：０２６８－５５－９６６８
Webサイト：www.eneshi�.org
理事長：藤川まゆみ

　　　　　　　　　平成 28年５月 19日　理事長 藤川まゆみさんに取材

NEDO日射量データベース閲覧システム
http://app0.infoc.nedo.go.jp/

NEDO：国立研究開発法人・新エネルギー・産業技術総合開発機構

MONSOLA-11　（年間月別日射量データベース）
国内837地点・29年間（1981～2009年）の日射量データベースにより、方
位角別、傾斜角別の月間総日射量を表示でき、年間・月間発電量推定
に活用できる。このデータは、JIS　C8907「太陽光発電システムの発電
電力量推定方法」の推奨データ。

その他、地域や月の設定を変えて各グラフを表示させると興味深い。

おもしろｗeｂ
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あ
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が
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記
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る
。
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回
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安
曇
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曇
氏
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日
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紀
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と
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海
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も
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就
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　ま
ず
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日
本
書
紀
』
の
十
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代
応
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皇
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か
？
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に
、「
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阿
曇
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、
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人
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が
、
海
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る
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任
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い
る
。

海人族安曇族と古代日本列島
知られざる日本古代史⑥

安曇族研究会会員　酒 井 春 人

玄界灘に浮かぶ安曇族の本拠地志賀島

安曇族とは⑥.indd   1 16/06/23   11:28
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。
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。
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に
目
の
縁
に
入
墨
を
し
た
。
時
の

人
は
そ
れ
を
阿あ

　
づ
み
め

　

曇
目
と
い
っ
た
。
浜
子

に
従
っ
た
野
島
の
漁
師
た
ち
の
罪
を
許

し
て
、
倭
の
蒋こ
も
し
ろ代

屯み
や
け倉

で
労
に
服
さ
せ

ら
れ
た
」（
前
掲
書
）。

　こ
こ
に
出
て
く
る
「
野
島
の
漁
師
」

と
は
、
淡
路
島
の
野
島
に
「
野の

　
じ
ま
の
あ
ま

　

島
海
人
」

と
呼
ぶ
海
人
族
集
団
が
お
り
、
彼
ら
も

阿
曇
族
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　海
人
族
特
有
の
文
身（
刺
青
）文
化
は
、

「
魏
志
倭
人
伝
」に
も
描
か
れ
て
い
る
が
、

こ
の
「
阿
曇
目
」
は
、
阿
曇
族
で
あ
る

こ
と
の
起
源
説
話
に
他
な
ら
な
い
。

　天
皇
暗
殺
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な

事
件
に
荷
担
し
て
し
ま
っ
た
阿
曇
氏
の

不
運
な
出
来
事
と
し
て
、
阿
曇
族
の
負

う
こ
れ
ま
で
の
古
代
史
家
た
ち
の
言
う

連
続
性
を
私
は
否
定
的
に
見
て
い
る
。

　奴
国
を
始
め
、「
魏
志
倭
人
伝
」
に

登
場
す
る
九
州
の
国
々
は
、
中
国
に
出

自
を
持
つ
民
族
が
つ
く
っ
た
国
々
で
は

な
か
っ
た
の
か
と
考
え
て
い
る
。

　そ
こ
に
朝
鮮
半
島
か
ら
や
っ
て
き
た

新
た
な
部
族
が
ヤ
マ
ト
王
権
を
つ
く
り

あ
げ
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
に
関
し
て
は
、
朝
鮮
半
島
の
歴
史
を

記
し
た
『
三
国
史
記
』
な
ど
を
手
が
か

り
に
詳
細
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
ま
だ
筆
者
に
は
そ
の
検
討
の
端

緒
に
着
い
た
ば
か
り
な
の
で
、
い
ず
れ

機
会
を
見
て
発
表
し
た
い
と
思
う
。

　こ
の
事
件
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
大

浜
宿
禰
（
阿
曇
氏
）
は
ヤ
マ
ト
王
権
の

の
重
臣
の
位
置
に
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

　と
こ
ろ
が
、
十
七
代
履り
ち
ゆ
う中
天
皇
の

時（
四
〇
一
年
）に
、
阿あ
づ
み
の
む
ら
じ
は
ま
こ

曇
連
浜
子
が
、

の
歴
史
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
住
吉

仲
皇
子
は
、
仁
徳
天
皇
の
息
子
と
さ
れ

て
い
る
が
、
阿
曇
族
と
同
族
の
海
人
族

住
吉
族
の
出
自
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
え
る
。
そ
の
証
拠
に
、
仲
皇
子

の
部
下
に
隼
人
の
刺さ
し
ひ

　
れ

　

領
巾
と
い
う
人
物

が
付
き
添
っ
て
い
る
。
隼
人
は
、
海
幸

彦
の
末
裔
で
あ
り
、
海
人
族
の
一
派
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
異
民
族
に
よ
る
ヤ
マ

ト
王
権
に
抵
抗
す
る
阿
曇
族
の
姿
が
浮

か
び
上
が
る
。

磐
井
の
乱
は
ヤ
マ
ト
対
筑
紫
王
朝
の
戦
争

　時
代
は
く
だ
っ
て
、
二
十
七
代
継
体

天
皇
の
時
代
（
五
二
七
〜
五
二
八
年
）、

北
九
州
で
磐い
わ
い

　

井
の
乱
が
勃
発
す
る
。
ヤ

マ
ト
王
権
が
百
済
と
手
を
結
び
、
新
羅

に
対
抗
す
る
た
め
、
近
江
の
毛け

　
ぬ
の
お
み

野
臣
が

兵
六
万
を
率
い
て
任み
ま
な那
に
向
か
っ
た

が
、
新
羅
は
秘
か
に
筑
紫
国く
に
の
み
や
つ
こ

造
磐
井

に
賄わ
い
ろ

　

賂
を
送
り
、
毛
野
臣
軍
の
妨
害
を

長江下流域（呉国所在地）
●

権
と
は
違
う
言
語
を
使
う
部
族
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　そ
う
言
え
ば
、
紀
元
五
七
年
に
、
後

漢
の
光
武
帝
か
ら
金
印
を
授
か
っ
た
奴

国
の
使
者
は
、
自
ら
を
「
大
夫
」
と
名

乗
り
、
祖
先
が
呉
の
建
国
者
太
伯
の
後

裔
で
あ
る
と
言
っ
た
。
す
る
と
通
訳
が

い
な
い
か
ぎ
り
、
使
者
の
言
葉
は
光
武

帝
に
通
じ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち

使
者
は
当
時
の
中
国
語
を
し
ゃ
べ
る
こ

と
が
で
き
た
と
考
え
た
い
。

　奴
国
は
安
曇
族
が
建
国
し
た
国
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
筆
者
に
は
、
海

人
族
は
中
国
出
身
の
部
族
で
、
そ
の
末

裔
た
ち
が
日
本
各
地
で
自
分
た
ち
と
は

違
う
出
自
を
持
つ
ヤ
マ
ト
王
権
に
抗
し

て
騒
乱
を
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
と

思
え
て
な
ら
な
い
。

ヤ
マ
ト
王
権
に
対
抗
す
る
王
朝

　邪
馬
台
国
か
ら
ヤ
マ
ト
王
権
へ
と
い

中
国
春
秋
時
代
の
呉
国
の
人
々

は
海
流
に
乗
っ
て
北
部
九
州
に

上
陸
を
裏
付
け
る
海
流
図
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「
各
地
の
漁
民
が
騒さ

ば
め

　

い
て
」
と
い
う
の

は
、
ど
う
も
ヤ
マ
ト
王
権
が
使
っ
て
い

た
言
葉
と
違
う
異
な
る
言
葉
で
、
騒
乱

を
起
こ
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
れ

を
阿
曇
氏
の
祖
先
で
あ
る
大
浜
宿
禰
が

そ
の
騒
乱
を
鎮
め
た
と
い
う
。
こ
の
こ

と
は
、
海
人
族
安
曇
氏
は
、
ヤ
マ
ト
王

住す
み
の
え
の
な
か
つ
み
こ

吉
仲
皇
子
の
反
乱
に
荷か

　
た
ん担
し
て
、
罰

せ
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
の
経
過
を『
日
本

書
紀
』で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　「（
履
中
元
年
）
夏
四
月
十
七
日
、
阿

曇
連
浜
子
を
召
し
て
い
わ
れ
た
。
�お
前

は
仲
皇
子
と
共
に
反
逆
を
謀
っ
て
、
国

家
を
傾
け
よ
う
と
し
た
。
死
罪
に
当
た

る
。
し
か
し
大
恩
を
垂
れ
て
、
死
を
免

じ
て
額
に
入
墨
の
刑
と
す
る
�
と
。
そ

の
日
に
目
の
縁
に
入
墨
を
し
た
。
時
の

人
は
そ
れ
を
阿あ

　
づ
み
め

　

曇
目
と
い
っ
た
。
浜
子

に
従
っ
た
野
島
の
漁
師
た
ち
の
罪
を
許

し
て
、
倭
の
蒋こ
も
し
ろ代

屯み
や
け倉

で
労
に
服
さ
せ

ら
れ
た
」（
前
掲
書
）。

　こ
こ
に
出
て
く
る
「
野
島
の
漁
師
」

と
は
、
淡
路
島
の
野
島
に
「
野の

　
じ
ま
の
あ
ま

　

島
海
人
」

と
呼
ぶ
海
人
族
集
団
が
お
り
、
彼
ら
も

阿
曇
族
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　海
人
族
特
有
の
文
身（
刺
青
）文
化
は
、

「
魏
志
倭
人
伝
」に
も
描
か
れ
て
い
る
が
、

こ
の
「
阿
曇
目
」
は
、
阿
曇
族
で
あ
る

こ
と
の
起
源
説
話
に
他
な
ら
な
い
。

　天
皇
暗
殺
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な

事
件
に
荷
担
し
て
し
ま
っ
た
阿
曇
氏
の

不
運
な
出
来
事
と
し
て
、
阿
曇
族
の
負

う
こ
れ
ま
で
の
古
代
史
家
た
ち
の
言
う

連
続
性
を
私
は
否
定
的
に
見
て
い
る
。

　奴
国
を
始
め
、「
魏
志
倭
人
伝
」
に

登
場
す
る
九
州
の
国
々
は
、
中
国
に
出

自
を
持
つ
民
族
が
つ
く
っ
た
国
々
で
は

な
か
っ
た
の
か
と
考
え
て
い
る
。

　そ
こ
に
朝
鮮
半
島
か
ら
や
っ
て
き
た

新
た
な
部
族
が
ヤ
マ
ト
王
権
を
つ
く
り

あ
げ
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
に
関
し
て
は
、
朝
鮮
半
島
の
歴
史
を

記
し
た
『
三
国
史
記
』
な
ど
を
手
が
か

り
に
詳
細
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
ま
だ
筆
者
に
は
そ
の
検
討
の
端

緒
に
着
い
た
ば
か
り
な
の
で
、
い
ず
れ

機
会
を
見
て
発
表
し
た
い
と
思
う
。

　こ
の
事
件
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
大

浜
宿
禰
（
阿
曇
氏
）
は
ヤ
マ
ト
王
権
の

の
重
臣
の
位
置
に
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

　と
こ
ろ
が
、
十
七
代
履り
ち
ゆ
う中
天
皇
の

時（
四
〇
一
年
）に
、
阿あ
づ
み
の
む
ら
じ
は
ま
こ

曇
連
浜
子
が
、

の
歴
史
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
住
吉

仲
皇
子
は
、
仁
徳
天
皇
の
息
子
と
さ
れ

て
い
る
が
、
阿
曇
族
と
同
族
の
海
人
族

住
吉
族
の
出
自
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
え
る
。
そ
の
証
拠
に
、
仲
皇
子

の
部
下
に
隼
人
の
刺さ
し
ひ

　
れ

　

領
巾
と
い
う
人
物

が
付
き
添
っ
て
い
る
。
隼
人
は
、
海
幸

彦
の
末
裔
で
あ
り
、
海
人
族
の
一
派
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
異
民
族
に
よ
る
ヤ
マ

ト
王
権
に
抵
抗
す
る
阿
曇
族
の
姿
が
浮

か
び
上
が
る
。

磐
井
の
乱
は
ヤ
マ
ト
対
筑
紫
王
朝
の
戦
争

　時
代
は
く
だ
っ
て
、
二
十
七
代
継
体

天
皇
の
時
代
（
五
二
七
〜
五
二
八
年
）、

北
九
州
で
磐い
わ
い

　

井
の
乱
が
勃
発
す
る
。
ヤ

マ
ト
王
権
が
百
済
と
手
を
結
び
、
新
羅

に
対
抗
す
る
た
め
、
近
江
の
毛け

　
ぬ
の
お
み

野
臣
が

兵
六
万
を
率
い
て
任み
ま
な那
に
向
か
っ
た

が
、
新
羅
は
秘
か
に
筑
紫
国く
に
の
み
や
つ
こ

造
磐
井

に
賄わ
い
ろ

　

賂
を
送
り
、
毛
野
臣
軍
の
妨
害
を

長江下流域（呉国所在地）
●

権
と
は
違
う
言
語
を
使
う
部
族
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　そ
う
言
え
ば
、
紀
元
五
七
年
に
、
後

漢
の
光
武
帝
か
ら
金
印
を
授
か
っ
た
奴

国
の
使
者
は
、
自
ら
を
「
大
夫
」
と
名

乗
り
、
祖
先
が
呉
の
建
国
者
太
伯
の
後

裔
で
あ
る
と
言
っ
た
。
す
る
と
通
訳
が

い
な
い
か
ぎ
り
、
使
者
の
言
葉
は
光
武

帝
に
通
じ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち

使
者
は
当
時
の
中
国
語
を
し
ゃ
べ
る
こ

と
が
で
き
た
と
考
え
た
い
。

　奴
国
は
安
曇
族
が
建
国
し
た
国
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
筆
者
に
は
、
海

人
族
は
中
国
出
身
の
部
族
で
、
そ
の
末

裔
た
ち
が
日
本
各
地
で
自
分
た
ち
と
は

違
う
出
自
を
持
つ
ヤ
マ
ト
王
権
に
抗
し

て
騒
乱
を
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
と

思
え
て
な
ら
な
い
。

ヤ
マ
ト
王
権
に
対
抗
す
る
王
朝

　邪
馬
台
国
か
ら
ヤ
マ
ト
王
権
へ
と
い

中
国
春
秋
時
代
の
呉
国
の
人
々

は
海
流
に
乗
っ
て
北
部
九
州
に

上
陸
を
裏
付
け
る
海
流
図
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図
っ
た
。

　磐
井
は
海
上
を
封
鎖
し
、
ま
た
北
部

九
州
の
豪
族
を
味
方
に
引
き
入
れ
、
ヤ

マ
ト
王
権
と
対た
い
じ

　

峙
す
る
に
至
っ
た
。

　そ
こ
で
天
皇
は
物
部
麁あ
ら
か

　

鹿
火ひ

　に
大
軍

を
付
け
、
磐
井
討
伐
に
向
か
わ
せ
た
。

物
部
軍
と
磐
井
軍
は
筑
紫
の
三
井
郡

（
現
在
の
福
岡
市
小
郡
市
、
三
井
郡
付

近
）
で
死
闘
を
繰
り
広
げ
、
つ
い
に
磐

井
は
斬
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
阿
曇
氏
は

磐
井
軍
に
荷
担
し
て
い
る
。

　磐
井
の
死
後
、
そ
の
子
葛く
ず

子こ

　は
糟か

す
や

　

屋

の
屯み
や
け倉

（
現
在
糟
屋
郡
付
近
）
を
ヤ
マ

ト
王
権
に
差
し
出
し
て
、
許
し
を
乞
う

て
い
る
。

　糟
屋
郷
は
、
阿
曇
氏
の
支
配
地
で

あ
っ
た
関
係
か
ら
、
戦
に
敗
退
し
た
阿

曇
氏
は
、
こ
の
地
か
ら
全
国
に
逃
亡
、

そ
の
逃
亡
先
の
一
つ
が
信
濃
国
安
曇
野

で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。

　も
っ
と
推
論
を
た
く
ま
し
く
す
れ

ば
、
邪
馬
台
国
以
来
、
海
人
系
の
国
々

に
よ
っ
て
築
か
れ
て
き
た
北
部
九
州

は
、
倭
国
と
し
て
長
い
間
そ
の
栄
華
を

誇
っ
て
き
た
。
中
国
や
半
島
と
の
付
き

合
い
も
筑
紫
王
朝
と
も
呼
べ
る
倭
国
が

担
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
半
島

か
ら
新
た
な
集
団
が
や
っ
て
来
て
、
ヤ

マ
ト
王
権
を
つ
く
り
あ
げ
る
。

　磐
井
の
乱
は
、
そ
う
し
た
安
曇
族
ら

が
担
ぐ
筑
紫
王
朝
と
ヤ
マ
ト
王
権
と
の

壮
絶
な
王
権
奪
取
の
戦
い
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　「日
本
書
紀
」
な
ど
は
ヤ
マ
ト
側
か

ら
書
か
れ
た
史
書
で
あ
り
、「
乱
」
程

度
に
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
実
は

二
大
王
権
の
戦
争
で
あ
っ
た
と
思
え

る
、
と
い
う
の
は
、
葛く
ず

子こ

　が
糟
屋
の
屯

倉
を
ヤ
マ
ト
王
権
に
献
上
し
た
と
い
う

が
、
屯
倉
と
は
そ
も
そ
も
ヤ
マ
ト
王
権

の
直
轄
地
を
指
す
。
葛
子
が
戦
い
に
負

け
た
賠
償
に
自
分
の
支
配
す
る
土
地
を

差
し
出
す
と
い
う
の
な
ら
納
得
出
来
る

が
、
敵
で
あ
る
ヤ
マ
ト
王
権
の
直
轄
地

を
献
上
す
る
と
い
う
の
は
お
か
し
な
話

で
は
な
い
か
。
と
す
る
と
、
本
来
糟
屋

の
屯
倉
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
支
配
地
で

は
な
く
、
筑
紫
王
朝
の
王
で
あ
る
磐
井

の
屯
倉
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
筋
が

通
る
。

　つ
ま
り
、
元
々
北
部
九
州
を
支
配
す

る
王
権
が
存
在
し
、
そ
れ
は
邪
馬
台
国

以
来
の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
海
人
系
の

王
朝
で
あ
り
、
後
発
の
ヤ
マ
ト
王
権
と

は
別
の
王
朝
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
磐
井
の
敗
北
に

よ
っ
て
、
北
部
九
州
に
ヤ
マ
ト
王
権
の

支
配
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
え
る
。

　安
曇
族
が
度
重
な
る
ヤ
マ
ト
王
権
に

反
逆
し
た
の
は
、
自
分
た
ち
の
基
盤
で

あ
る
筑
紫
王
朝
を
守
ろ
う
と
す
る
結
果

で
あ
っ
た
と
思
え
る
。（
次
回
へ
続
く
）

安曇族とは⑥.indd   4 16/06/23   11:28
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あとがき

　「合う、会う、遭う、逢う、の違いは何ですか」。「接待攻めって

どういう意味ですか」。ベトナム女性フェンさんから鋭い質問が続

く。対応するこちらも真剣だ。常に広辞苑が手放せない。市内の公

民館で週１回開かれている日本語ボランティア教室。フェンさんの

ほかにブラジル男性、アメリカ男性らもそれぞれの学習に余念がな

い。

　フェンさんは昨年 12 月に、来日３年目にして日本語能力試験Ｎ

２（注）に合格した。今年７月にはＮ１を受ける予定だ。就労ビザ

の関係で 10 月には帰国しなければならず、その前の合格を目指し

ている。Ｎ１の合格には、かなりの漢字力と読解力が要求される。

「漢字は意味があるから好き」と話すフェンさんにとっても、ハー

ドルは高い。だが、懸命に試験勉強に取り組む瞳は輝いている。そ

の瞳に応えたいと、テキストや資料を用意して向かい合う。質問さ

れた単語や熟語には、できるだけわかりやすい例文をあげて説明す

る。例文づくりには頭を悩ますが、数例あげた後、「わかりました」

というフェンさんの笑顔にホッとする。

　日本語ボランティアに関わるようになって８年が経つ。これまで

にインドネシア人、中国人、ウガンダ人など 10 か国以上の外国人

に接してきた。仕事で来ている人、日本人と結婚している人など立

場はさまざま。日本語検定を受けて仕事に生かしたい、子どもが持っ

てくる学校便りを読めるようになりたいなど目的もさまざまだ。共

通しているのは日本語を習得して、日本社会に溶け込もうという姿

勢だ。母国とは違う文化や風土の中で、懸命に生きようとする姿に

は心打たれるものがある。エネルギー溢れる彼らから学ぶことも多

く、多文化に触れる貴重な機会になっている。　（木漏れ日）

注：外国人向けの日本語試験　Ｎ１からＮ５までありＮ１が最も

難しい　Ｎは Nihongo と New（2010 年に改訂）の頭文字
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