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勢いよく上る炎、バチバチと竹の破裂音、熱さを我慢しているダルマ。どんど焼きは
子どもたちの伝統行事である。
三が日が明けたある朝、子どもたちが家々を回って松飾りやしめ縄、お札、ダルマな
どを集める。それらを竹や松で作った枠の中に積み上げ、夕方に火をつけ燃やす。
この火で焼いたまゆ玉を食べると風邪をひかない、灰を家のまわりに撒くと魔除け
になるなどと言われている。

                       　　                                                                    表紙写真・文　矢幡正夫 

朝
日
さ
す
軒
の
垂
氷
は
解
け
な
が
ら

　
　
　

な
ど
か
つ
ら
ら
の
む
す
ぼ
ほ
る
ら
む

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
源
氏
物
語　

第
六
帖
・
末
摘
花*

）

垂た
る

氷ひ

「
朝
日
が
射
し
て
軒
の
つ
ら
ら
は
解

け
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
あ
な
た

は
打
ち
解
け
て
く
れ
な
い
の
で
し
ょ

う
」
と
、
光
源
氏
が
末
摘
花
に
贈
っ

た
歌
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　７年前に、地域の
人と文化を伝える
という趣旨で電子
ジャーナルを発行す
ることになったとき、
それらをただ伝える
だけでなく輪のよう
につなげたいという
思いをこめて「環」
と命名しました。発
刊から 8年目となる今年は、
電子ジャーナルならではの方
法で「人や文化をつなぐ輪」
を強化します。
　電子ジャーナルならではの
方法とは、記事の関連情報に
リンクを張ることです。リン
クでつないでおけば、興味を
持ったらすぐにアクセスして
人や事物を知ることができま
す。こういうことは、図書・
雑誌のような活字資料ではで
きません。
　今号の「ぶらり散策」で取
り上げた「修那羅峠の石神仏」
の例では、青木村や筑北村の
ホームページへのリンクを掲
載しました。さらに八十二文
化財団のデータベースで信州
の文化財を検索できること
や、「長野県市町村誌史目次

情報データベース」
を使って坂井村誌に
記事があることを紹
介しました。坂井村
は町村合併により現
在筑北村となってい
るため、データベー
スを用いなければ見
つけることが難しい
情報でした。参考図

書を探すためには「長野県内
図書館横断検索サービス」を
使いました。このサービスは
複数の図書館の蔵書を一度に
探すことができるので便利で
す。リンク情報は、記事の内
容を補い厚みをもたせると同
時に、調べる方法を案内する
ものにもなります。
　インターネット情報は増え
続けており、活字資料を探す
ための新しいデータベースも
数多く登場しています。情報
の増加は便利である半面、適
切な選択が難しくなっている
ともいわれます。このような
状況のなか、電子ジャーナルが
できるだけ信頼性のある関連
情報をリンクという形で紹介
する意義は大きいと考えます。
　　　　                   西入幸代

巻
頭
言
　
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
を
人
と
文
化
を
つ
な
ぐ
環わ

に

写真は茨城県大洗海岸の日の出（撮影：矢幡正夫）
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98
歳
に
し
て
ひ
と
り
で
暮
ら
し
、
炊

事
を
は
じ
め
家
事
の
す
べ
て
を
こ
な

す
。
こ
れ
だ
け
で
も
容
易
で
は
な
い
の
に
、

40
年
前
に
始
め
た
華
道
・
茶
道
教
室
を

今
も
継
続
し
、
お
弟
子
さ
ん
を
抱
え
る
。

「
本
が
な
い
と
暮
ら
せ
な
い
」
本
好
き

で
も
あ
り
、
近
く
の
書
店
か
ら
毎
月
数

冊
取
り
寄
せ
る
。

生
涯
現
役
を
貫
き
、
誰
も
が
羨
む

日
々
を
送
る

斎
藤
ト
シ
さ

ん
は
千
葉
県

野
田
市
在
住
。

『
環
』
は
「
千

曲
川
地
域
の

人
と
文
化
」

を
サ
ブ
タ
イ

ト
ル
に
し
て
い

る
が
、
斎
藤

さ
ん
に
「
は
つ

ら
つ
シ
ニ
ア
」

生
涯
現
役
を
貫
く

　
　
　

斎
藤
ト
シ
さ
ん

は
つ
ら
つ
シ
ニ
ア

に
是
非
登
場
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
千

曲
川
流
域
を
離
れ
て
利
根
川
近
く
に
あ

る
お
住
ま
い
を
訪
ね
た
。
斎
藤
さ
ん
と

は
30
年
の
知
己
で
、
15
年
振
り
の
訪
問

で
あ
る
。

き
れ
い
な
白
髪
に
穏
や
か
な
表
情
は

以
前
と
変
わ
ら
な
い
。
姿
勢
も
真
っ
す

ぐ
で
、
こ
ち
ら
も
思
わ
ず
背
筋
を
伸
ば

す
。
通
さ
れ
た
部
屋
の
テ
ー
ブ
ル
に
は

読
み
か
け
の
本
と
朝
日
新
聞
。
美
味
し

い
抹
茶
と
和
菓
子
を
頂
き
な
が
ら
お
話

を
聞
い
た
。

Ｑ　

お
久
し
ぶ
り
で
す
。
相
変
わ
ら

ず
お
元
気
そ
う
で
す
。

Ａ　

ま
あ
ま
あ
で
す
。
毎
朝
自
分
流

の
体
操
を
し
て
い
ま
す
が
、
以
前
の
よ

う
に
さ
っ
さ
と
歩
け
な
く
な
り
ま
し
た
。

先
週
、
気
分
が
悪
く
な
り
検
査
入
院
し

ま
し
た
。
ど
こ
も
悪
い
と
こ
ろ
は
な
か
っ

た
の
で
す
が
、「
年
を
と
る
っ
て
こ
う
い
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う
こ
と
か
な
ぁ
」
と
痛
感
し
ま
し
た
。

Ｑ　

お
子
さ
ん
た
ち
は
時
々
来
ら
れ

ま
す
か
。

Ａ　

息
子
が
３
人
い
ま
す
が
、「
お

ふ
く
ろ
は
放
っ
て
お
い
た
方
が
い
い
」
と

言
っ
て
あ
ま
り
来
ま
せ
ん
。
つ
か
ず
離
れ

ず
と
い
っ
た
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
構
わ
れ

る
の
は
好
き
じ
ゃ
な
い
の
で
ち
ょ
う
ど
い

い
で
す
。

Ｑ　

で
も
、
一
軒
家
を
ひ
と
り
で
管

理
す
る
の
は
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。

Ａ　

毎
年
来
て
も
ら
っ
て
い
る
植
木

屋
さ
ん
に
、
家
の
傷
ん
だ
と
こ
ろ
を
直

し
て
も
ら
っ
た
り
、
近
く
の
床
屋
さ
ん

が
野
菜
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
り
…
…
。

近
く
に
ス
ー
パ
ー
も
あ
り
ま
す
の
で
生

活
に
不
便
は
な
い
で
す
ね
。
バ
ス
停
も

近
い
の
で
気
軽
に
出
か
け
ら
れ
ま
す
。

Ｑ　

お
仕
事
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。
お
若
い
と
き
は
ど
ん
な
お
仕

事
を
？

Ａ　

若
い
時
に
看
護
師
の
資
格
を
と

り
、
結
婚
ま
で
働
い
て
い
ま
し
た
。
結

婚
し
て
か
ら
は
、
お
や
じ
さ
ん
（
25
年

前
に
亡
く
な
っ
た
ご
主
人
の
こ
と
）
に

「
女
は
仕
事
な
ん
か
せ
ん
で
い
い
」
と

資
格
証
明
書
を
燃
や
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
さ
て
ど
う
し
よ
う
と
考
え
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
時
住
ん
で
い
た
家
に

た
ま
た
ま
床
の
間
が
あ
っ
て
、「
お
父
さ

ん
、
床
の
間
に
お
花
を
生
け
る
の
は
い

い
で
し
ょ
？
」
と
許
可
を
も
ら
い
、
古

流
の
師
範
免
許
を
取
り
ま
し
た
。
続
い

て
お
茶
の
江
戸
千
家
、
編
み
物
免
許
も

取
り
ま
し
た
。

Ｑ　

亭
主
関
白
な
ご
主
人
だ
っ
た
よ

う
で
す
ね
。

Ａ　

そ
う
で
す
ね
、
今
で
は
考
え
ら

れ
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
、
筋
の
通
っ

た
ぶ
つ
か
り
甲
斐
の
あ
る
男
ら
し
い
人

で
し
た
。

Ｑ　

ご
ち
そ
う
さ
ま
で
す
（
笑
）。

以
後
40
年
間
、
お
花
と
お
茶
の
教
室
を

玄関前で民生委員さんと
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続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
変
で
し
ょ
う

け
ど
羨
ま
し
い
で
す
。

Ａ　

お
弟
子
さ
ん
は
少
し
ず
つ
減
ら

し
て
い
ま
す
が
、
通
っ
て
き
て
く
れ
る
の

は
嬉
し
い
で
す
ね
。
生
活
に
メ
リ
ハ
リ
が

つ
き
ま
す
し
、
若
い
人
た
ち
と
世
間
話

も
で
き
ま
す
。

Ｑ　

ど
ん
な
本
を
読
ま
れ
ま
す
か
。

本
を
読
む
の
も
気
力
が
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
意
欲
を
保
つ
に
は
ど
う
し
た
ら

い
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ　

歴
史
や
物
事
の
真
実
に
興
味
が

あ
り
ま
す
。
今
読
ん
で
い
る
の
は
梅
原

猛
著
『
地
獄
の
思
想
』
で
す
が
、
お
も

し
ろ
い
で
す
。

誰
も
お
尻
を
た
た
い
て
く
れ
ま
せ
ん

の
で
、
い
つ
も
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い

る
こ
と
は
、「
自
分
を
10
歳
若
く
思
う
こ

と
、
と
き
め
き
を
忘
れ
な
い
こ
と
」
で
す
。

今
、
80
歳
だ
っ
た
ら
70
歳
だ
と
思
っ
て

何
か
に
挑
戦
し
て
み
る
。
取
り
組
む
意

欲
が
湧
い
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
幾
つ
に

な
っ
て
も
新
し
い
こ
と
や
異
性
に
は
と
き

め
く
も
の
。
地
元
に
梅
郷
ク
ラ
ブ
と
い

う
15
人
ほ
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ー
ク
ル

が
あ
り
ま
す
が
、
女
性
は
私
だ
け
。
ほ

か
は
私
よ
り
若
い
男
性
ば
か
り
で
、
情

報
交
換
し
た
り
学
び
あ
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。月
に
一
回
の
開
催
で
す
が
、ピ
リ
ッ

と
し
た
刺
激
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ　

と
て
も
印
象
に
残
る
お
話
で
す
。

ご
趣
味
は
何
か
お
持
ち
で
す
か
。

Ａ　

85
歳
の
時
に
社
交
ダ
ン
ス
と
カ

ラ
オ
ケ
を
始
め
ま
し
た
。
く
る
く
る
回

る
ラ
テ
ン
は
も
う
で
き
ま
せ
ん
が
、
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
は
続
け
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

も
と
き
め
き
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
男
性

と
手
を
つ
な
ぎ
ま
す
の
で
。
歌
を
歌
う

の
も
い
い
で
す
ね
。
お
腹
の
底
か
ら
声

を
出
す
と
す
っ
き
り
し
ま
す
。

Ｑ　

こ
れ
か
ら
や
り
た
い
こ
と
は
？

Ａ　

何
か
書
き
た
い
で
す
ね
。
若
い

頃
、
短
編
小
説
を
書
き
た
め
た
こ
と
が

あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
も
お
や
じ
さ
ん
に

燃
や
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
エ
ッ
セ
ー

か
何
か
気
ま
ま
に
綴
っ
て
み
た
い
で
す
。

最
近
は
雲
の
流
れ
を
見
て
も
木
の
葉

が
舞
う
の
を
見
て
も
、
詩
的
情
緒
に
浸

る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。「
白
鳥
は

か
な
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に

自宅にて
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も
…
…
」（
若
山
牧
水
）
な
ど
が
浮
か

ん
で
き
ま
す
。
自
然
の
中
に
溶
け
込
ん

で
い
く
よ
う
な
不
思
議
な
気
分
で
す
。

♣　
　

♧　
　

♣　
　

♧　
　

♣

　
　地

元
の
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
楽
し
み
な
が
ら
、
と
き
に
は
ひ

と
り
静
か
に
文
学
の
世
界
に
浸
る
。様
々

な
窓
を
持
ち
、
そ
れ
ら
を
開
い
た
り
閉

じ
た
り
し
な
が
ら
自
分
自
身
を
楽
し
む
。

「
95
歳
頃
か
ら
死
に
つ
い
て
考
え
る
よ

う
に
な
り
、
弱
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
」

と
話
す
斎
藤
さ
ん
だ
が
、
真
実
を
知
り

た
い
と
い
う
強
い
意
欲
に
、「
弱
気
」
は

長
居
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
。

斎
藤
さ
ん
に
最
も
聞
き
た
か
っ
た
こ

と
は
「
前
向
き
な
姿
勢
は
ど
こ
か
ら
来

る
の
か
」。
い
く
つ
か
あ
げ
て
も
ら
っ
た

が
、
生
い
立
ち
や
仕
事
に
関
す
る
考
え

方
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
わ
か
っ
た
こ
と

が
あ
る
。「
前
向
き
な
姿
勢
」
は
一
朝
一

夕
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
。
若
い
と
き
か
ら
の
意
欲
的
な
生
き

方
、
働
き
方
、
物
事
に
対
す
る
取
り
組

み
方
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
、
今
に
至
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら

斎
藤
さ
ん
に
と
っ
て
「
前
向
き
な
姿
勢
」

斎藤さん宅近くを流れるしらさぎ川

は
当
た
り
前
で
、
聞
か
れ
て
も
返
事
に

困
る
の
だ
ろ
う
。

内
山
節
著
『
自
然
と
労
働
』
の
中
に

次
の
一
文
が
あ
る
。「
歳
を
と
っ
て
い
く

こ
と
は
す
べ
て
の
生
き
物
に
と
っ
て
宿
命

な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
老
い
る
こ
と
も

宿
命
な
の
か
ど
う
か
、
私
は
秘
か
に
疑
っ

て
い
る
」。
斎
藤
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
終
え
て
「
歳
を
と
る
こ
と
＝
老
い
る

こ
と
」
で
は
な
い
と
確
信
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
29
年
10
月
２
日
訪
問　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
文
子
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特別寄稿

一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター
センター長・専務理事　岡田基幸

平成 12年、浅間リサーチエクステンションセンター（ＡＲＥＣ）が
活動を開始してからさまざまな成果をあげてきましたが、時代はさ

らなる挑戦を求めてきました。行政区域や産業分野を超えた広域的な支
援体制です。東信州９市町村は、ＡＲＥＣの実績をもとに「東信州次
世代産業振興協議会」という新たな枠組みを作り、走り出しています。

今まで、行政の広域化は裁量行為の働きにくいゴミ処理や消防と
いった業務に偏っているのが現状です。とりわけ産業政策につい

ては、広域的な取り組みはわずかな例外を除いてほとんど進んでいませ
ん。例えば広域観光がありますが、それはユーザである旅行客、クライ
アントである交通機関や旅行代理店が市町村という行政区域には縛られ
ず、観光ルートや広域エリアとしての観光を求めているから、市町村と
してはやむなく広域観光へ取り組んでいる、というのが実像に近いので
はないでしょうか。一方、産業政策の対象となる企業からすれば、その
経済活動が市町村という行政区域に限定されることなど、現代社会にお
いてほとんどありえないでしょう。販売先であれ、仕入先であれ、請負先
であれ、雇用先であれ、一定の経済圏域という枠組みはあるにせよ、広
域化していることは言うまでもありません。ましてや、インターネット時代
の昨今、従来の経済圏域を越えてビジネスを展開する企業は枚挙に暇
がないのです。また、市町村の限られた領域の中で、企業の成長に見合っ
た地域資源が揃うことはありえず、それを支援する側においても、行政
区域を越えて企業ニーズに見合うシーズや提携先を探すことが避けられ
ないのです。従って、こうした企業活動を支援し、活性化し、それによっ
て地域経済の底上げを図ろうとする産業政策は、企業活動とあわせて広
域化することによって、はじめて具体的な成果に結びつくと言えるでしょ
う。しかし、その道は平坦ではありません。産業政策は地元の政治や経

東信州次世代産業振興協議会の挑戦　
              垣根を越えて
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済と密接に結びついているからです。どの首長であれ、選挙公約には「こ
のマチに企業を誘致して、若者の雇用を確保します」と出てくるように、
地元に新しい産業を起こして雇用を確保する、これが産業政策の王道で
あり、首長の腕の見せ所という側面を持っているのです。

東信州における広域的な次世代産業創出という挑戦のきっかけは、
隣接する首都圏はじめ巨大経済圏との関わりがこれまで以上に拡

大・深化したことであり、同時により強烈な競争に晒されたからと言えま
す。旧態然とした企業活動では時代の波に呑み込まれてしまうという危
機感が東信州の経済界全体に拡がり、それが市町村を突き動かしたの
です。幸いなことに、東信州は４０万を超える圏域人口、１３万近い
就業人口、１兆３千億円もの製造品出荷額を有しています（地域経済
分析システムＲＥＳＡＳ *1より）。また、全産業の売上高と付加価値額
からは、製造業が産業全体の５割近くを占めるという特徴的な産業構造
が見て取れます。さらに、上田市には電気機器や自動車部品、佐久市
にはスポーツ用品や予防医療、小諸市には成型機や古城観光、千曲市
には半導体製造装置やアパレル、東御市には産業機器やワイン、坂城
町には建機や製薬、立科町には複合農業、長和町にはキノコ、青木村
には高原農業と、規模の大小こそあれ、それぞれの市町村には得難い
産業シーズが育まれています。特徴的な製造業を核として、そこへこう
した多様な産業シーズを組み合わせることにより、次世代産業の創出へ
向けた可能性を見出すことができるだろう、この期待感も追い風になりま
した。そして、何よりも首長のみなさんが、個別の利害得失やこれまで
のしがらみを離れ、「小異を捨てて大同に就く」という政治判断をしてい
ただいたことが、決定的なポイントだったと言えるでしょう。過去を乗り
越えて未来を考える、まさに首長のみなさんの見識には大なるものがあっ
たと、心から敬意を表するものです。

東信州次世代産業振興協議会ではＡＲＥＣ内に「東信州次世代イ
ノベーションセンター」*2を設置し、構成市町村や商工団体の協

力を得ながらフル回転で動きはじめています。あらゆる産業振興のベー
スはフィールドワーク、という信念のもと、徹底して地域課題の発掘に
力を注いでいます。具体的には、東信州の約３００社を対象として企
業訪問を実施（地域経済分析システムＲＥＳＡＳにより工業製品取引
件数上位社を選別）、個々の企業から「自社の強み」と「困りごと」を
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吸い上げる、これまでにない大規模な現場リサーチです。そして、そう
いった生の情報をもとに次世代産業の重点分野を絞り込み、来春には東
信州の戦略プランを策定します。既に、ここ数ヶ月のフィールドワークの
中から、①東信州特産の果物や野菜の鮮度や糖度を非接触型ウェアラ
ブル端末で測定できないか、②酵母菌食品を高鮮度で長期冷凍・冷蔵
できないか、③産業現場で多発している腰痛を軽減するための支援ウェ
アが開発できないか、といったプロジェクトがはじまっています。わずか
半年あまりの活動の中から、これだけ具体的なプロジェクトを発掘できた
ことは、従前のＡＲＥＣの枠組みでは到底無理なことで、活動の拡がり
が多様なニーズやシーズとの出会いを産んだものであり、まさに広域化
の効果だとあらためて認識しています。

東信州次世代産業振興協議会の進むべき道筋は来春の戦略プラン
で明らかにする予定ですが、少なくとも東信州の製造品出荷額

１兆３千億円を、できるだけ早い時期に浜松市や静岡市、岡崎市と肩
を並べる１兆５千億円台へ増加させたいと考えています。目に見える成
果を早く出すことが、協議会への信頼や協議会の地域における求心力を
さらに強めてくれると信じているからです。フィールドワークから浮かび
上がった、「人材確保と育成」、「産業間連携」等の地域課題にも積極的
に取り組んでいきたいと考えています。産業創出からはじまった東信州
の広域化が、産業創出に止まらず、教育や文化、福祉や医療など、広
域化を進めることでより大きな成果が見込まれる分野にまで拡がってゆ
けば、21世紀の東信州は随分と明るいものになるのではないかと夢見
ております。どうか、これからも私たち東信州の歩みを見守っていただき
たいと思います。　

*1   地域経済分析システム ＲＥＳＡＳ （リーサス）      
https://resas.go.jp/
 地域経済に関する様々なビッグデータ（人口動態、産業の強み、人の流れ 等） 
を収集し、わかりやすく可視化したシステム　

*2  東信州次世代イノベーションセンター    
 http://higashishinshu-ngic.com/
産学連携・研究開発事業や人材確保・人材育成について紹介されている

https://resas.go.jp/
http://higashishinshu-ngic.com/
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学校法人ちいさがた学園理事
おひさまクラブ幼稚園おばちゃん

遊び
続ける
佐藤佳美

　

毛
利
子た

ね

来き

さ
ん
の
思
い
出

毛
利
子
来
さ
ん
、
お
元
気
で
す
か
。

と
言
っ
て
も
毛
利
子
来
さ
ん
は
昨
年

十
月
二
十
六
日
に
八
十
七
歳
で
お
亡

く
な
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
の

世
で
は
な
く
あ
の
世
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、

た
ぶ
ん
間
違
い
な
く
お
元
気
の
こ
と
と

思
い
ま
す
。

毛
利
さ
ん
は
街
の
小
児
科
医
で
、
そ

れ
と
と
も
に
、
子
ど
も
や
子
ど
も
と
暮

ら
す
大
人
の
、
現
代
の
状
況
に
対

し
て
温
か
く
鋭
い
発
言
を
さ
れ
る

文
筆
家
で
あ
り
、
社
会
運
動
家
で

も
あ
り
ま
し
た
。

私
た
ち
夫
婦
が
始
め
た
「
お

ひ
さ
ま
ク
ラ
ブ
」
の
名
は
、
実
は

一
九
七
三
年
に
毛
利
さ
ん
が
小
児

科
医
院
を
営
み
な
が
ら
作
っ
た
と

い
う
か
生
ま
れ
た
共
同
保
育
の
会

「
お
ひ
さ
ま
の
会
」
か
ら
い
た
だ
い
た

も
の
な
の
で
す
。

毛
利
さ
ん
と
私
た
ち
の
出
会
い

は
、
私
た
ち
が
初
め
て
我
が
子
と
出

会
っ
た
頃
と
ち
ょ
う
ど
重
な
っ
て
い
ま
す
。

一
九
八
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
朝
日

新
聞
の
日
曜
版
に
『
赤
ち
ゃ
ん
の
い
る

暮
ら
し
』
と
い
う
コ
ラ
ム
が
連
載
さ
れ

ま
し
た
。
私
は
慌
た
だ
し
い
教
員
生
活

を
四
年
過
ご
し
、
夫
婦
と
し
て
の
月
日

も
重
ね
、
そ
ろ
そ
ろ
赤
ち
ゃ
ん
が
欲
し

く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
に
と
っ
て

実
に
タ
イ
ム
リ
ー
な
文
章
だ
っ
た
わ
け

で
す
が
、
こ
の
コ
ラ
ム
に
惹
き
つ
け
ら
れ

た
の
は
、
今
ま
で
の
育
児
解
説
の
文
章

と
は
全
く
違
う
、
親
の
人
格
や
生
活
に

温
か
く
寄
り
添
う
内
容
だ
っ
た
か
ら
で

す
。赤

ち
ゃ
ん
を
初
め
て
迎
え
た
若
い
両

親
が
、
日
々
い
ろ
ん
な
こ
と
で
喜
ん
だ

り
、
驚
い
た
り
、
困
っ
た
り
し
な
が
ら
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紡
い
で
い
く
暮
ら
し
へ
の
愛
お
し
さ
や

共
感
が
こ
の
文
章
に
は
溢
れ
て
い
ま
し

た
。
赤
ち
ゃ
ん
を
授
か
っ
た
私
た
ち
夫

婦
は
、
そ
の
子
の
誕
生
前
か
ら
毎
週
こ

の
コ
ラ
ム
を
愛
読
し
、
コ
ラ
ム
終
了
と

と
も
に
単
行
本
と
な
っ
た
『
赤
ち
ゃ
ん
の

い
る
暮
ら
し
』
*1
（
筑
摩
書
房
）
を
何

度
も
読
み
な
が
ら
、
長
男
と
の
暮
ら
し

を
紡
い
で
い
っ
た
の
で
す
。
続
篇
の
『
幼

い
子
の
い
る
暮
ら
し
』
*2
も
翌
年
に
は

単
行
本
に
な
り
、
和
田
誠
さ
ん
の
ブ
ッ

ク
デ
ザ
イ
ン
も
挿
絵
も
大
好
き
で
、
二

冊
と
も
私
た
ち
に
と
っ
て
手
放
せ
な
い
大

切
な
本
と
な
り
ま
し
た
。

毛
利
子
来
さ
ん
と
は
い
っ
た
い
ど
ん

な
人
な
の
だ
ろ
う
と
興
味
を
持
ち
、
私

た
ち
は
、
著
書
『
新
エ
ミ
ー
ル
』、『
い

ま
、
子
を
育
て
る
こ
と
』（
い
ず
れ
も
筑

摩
書
房
刊
）
な
ど
も
読
み
進
め
、
毛
利

さ
ん
の
考
え
方
に
深
く
共
感
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

「
お
ひ
さ
ま
の
会
」
に
つ
い
て
は
『
い
ま
、

子
を
育
て
る
こ
と
』
の
中
に
詳
し
く
書

か
れ
て
い
ま
す
が
、
毛
利
医
院
の
待
合

室
が
近
所
の
子
ど
も
た
ち
の
た
ま
り
場

に
な
り
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
め
ん
ど

う
を
み
る
若
い
人
た
ち
が
集
ま
る
よ
う

に
な
っ
て
、
賛
同
す
る
親
御
さ
ん
た
ち

と
と
も
に
様
々
な
試
行
を
続
け
つ
つ
共

同
保
育
の
会
が
生
ま
れ
た
の
だ
そ
う
で

す
。
私
た
ち
の
「
お
ひ
さ
ま
ク
ラ
ブ
」

の
種
子
は
、
毛
利
さ
ん
の
文
章
に
触
れ

た
と
き
か
ら
育
ち
始
め
て
い
た
の
で
す
。

一
九
九
八
年
早
春
、「
お
ひ
さ
ま
ク

ラ
ブ
」
を
始
め
て
十
二
年
、
園
舍
も
で

き
、
園
児
さ
ん
も
二
十
名
位
に
な
っ
た

頃
、
念
願
の
毛
利
さ
ん
の
講
演
会
を
開

催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
演
題
は

「
予
防
接
種
と
健
康
診
断
」、
百
人
も

の
方
が
聴
き
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。

毛
利
さ
ん
は
一
九
九
三
年
、
季
刊
誌

『
ち
い
さ
い
・
お
お
き
い
・
よ
わ
い
・

つ
よ
い
』
*3
（
ジ
ャ
パ
ン
マ
シ
ニ
ス
ト
社
）

の
発
刊
に
大
き
く
関
わ
り
、
編
集
の
中

心
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。『
ち
・
お
』

（
前
記
の
季
刊
誌
の
略
称
で
愛
称
で

も
あ
り
ま
す
。
本
稿
で
も
『
ち
・
お
』

と
表
記
し
ま
す
）
は
、
子
育
て
の
た
め

の
評
論
誌
で
し
た
が
、
そ
の
題
名
が
表
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し
て
い
る
よ
う
に
「
大
き
い
こ
と
強
い
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
で
い
い
こ
と
で
は
な
い
。

小
さ
い
こ
と
弱
い
こ
と
も
い
い
こ
と
な
の

だ
。」
と
い
う
思
想
に
貫
か
れ
、
社
会
の

状
況
に
鋭
く
発
信
し
て
い
く
も
の
で
し

た
。
創
刊
号
の
特
集
は
「
予
防
接
種
は

ど
れ
を
・
ど
う
受
け
ま
す
か
？
」
で
し
た
。

毛
利
さ
ん
の
お
話
を
ぜ
ひ
直
接
う
か

が
い
た
く
て
、
大
そ
れ
た
こ
と
だ
と
は

思
い
ま
し
た
が
、『
ち
・
お
』
編
集
室

を
通
し
て
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
な
ん

と
快
く
承
知
し
て
い
た
だ
け
、
こ
の
山

の
中
の
小
さ
な
園
に
足
を
運
ん
で
い
た

だ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
嬉
し
く

て
天
に
も
昇
る
心
地
で
し
た
。

保
護
者
の
方
々
に
助
け
て
も
ら
い
な

が
ら
、
こ
の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
の
た
め
に

心
躍
ら
せ
な
が
ら
準
備
を
進
め
ま
し
た
。

毛
利
さ
ん
は
コ
ー
ヒ
ー
と
ウ
ィ
ス
キ
ー

が
お
好
き
だ
と
の
こ
と
で
、
ウ
ィ
ス
キ
ー

は
奮
発
し
て
上
等
な
も
の
用
意
し
、
ウ
ィ

ス
キ
ー
グ
ラ
ス
は
保
護
者
の
方
か
ら
借

り
ま
し
た
。

さ
て
、
当
日
朝
、
上
田
駅
に
到
着
す

る
列
車
の
時
刻
を
聞
い
て
い
ま
し
た
の

で
、
保
護
者
の
N
さ
ん
が
駅
ま
で
お
出

迎
え
に
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
み
ん
な
わ

く
わ
く
し
て
「
お
ひ
さ
ま
ク
ラ
ブ
」
に

毛
利
さ
ん
が
登
場
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い

ま
し
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
N
さ
ん
か
ら

狼
狽
し
た
声
で
電
話
が
入
っ
た
の
で
す
。

「
毛
利
先
生
が
い
な
い
の
。
ど
う
し
た

ん
だ
ろ
う
。
い
く
ら
待
っ
て
も
、
い
く
ら

探
し
て
も
い
な
い
の
。
来
ら
れ
な
か
っ
た

ん
だ
ろ
う
か
？
」
N
さ
ん
は
今
に
も
泣

き
そ
う
で
、
そ
れ
を
聞
い
た
私
た
ち
も

青
く
な
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
泣
き
そ
う
に

な
り
ま
し
た
。

そ
の
時
、当
時
「
お
ひ
さ
ま
ク
ラ
ブ
」

で
飼
っ
て
い
た
犬
が
ワ
ン
ワ
ン
吠
え
た
の

で
す
。
こ
の
犬
は
知
ら
な
い
人
が
来
る

と
必
ず
吠
え
ま
し
た
。
見
る
と
、
道
路

に
タ
ク
シ
ー

が
停
ま
っ
て
い

て
、
一
人
の

男
性
が
降
り

て
こ
ち
ら
に

歩
い
て
来
ま

す
。
な
ん
と

毛
利
さ
ん
で

し
た
。
私
た

ち
は
び
っ
く
り

し
て
、
ほ
っ
と
し
て
、
慌
て
て
毛
利
さ
ん

を
お
迎
え
し
、
N
さ
ん
に
連
絡
し
、
て

ん
や
わ
ん
や
の
内
に
講
演
会
は
始
ま
り

ま
し
た
。

毛
利
さ
ん
は
サ
ス
ペ
ン
ダ
ー
を
さ
れ

た
ゆ
っ
た
り
し
た
服
装
で
、
に
こ
や
か
に

穏
や
か
に
、
予
防
接
種
や
健
康
診
断
を

安
易
に
受
け
る
こ
と
の
危
険
性
に
つ
い
て

話
さ
れ
、「
子
育
て
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は

無
い
」
こ
と
、「
母
親
だ
け
が
責
任
を
負

う
の
で
は
な
く
、
た
く
さ
ん
の
人
と
と
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も
に
子
ど
も
を
育
て
て
い
こ
う
」
と
い
う

主
旨
の
こ
と
も
話
さ
れ
ま
し
た
。

お
話
の
後
の
質
問
コ
ー
ナ
ー
で
ど
な

た
か
が
「
忙
し
い
と
、
つ
い
子
ど
も
に

テ
レ
ビ
を
観
せ
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
ど

う
で
し
ょ
う
か
？
」
と
質
問
し
ま
し
た
。

す
る
と
毛
利
さ
ん
は
事
も
な
げ
に
「
テ

レ
ビ
く
ら
い
観
せ
た
っ
て
い
い
で
す
よ
。

ど
ん
ど
ん
観
せ
て
や
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
。

大
丈
夫
、
大
丈
夫
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た

の
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
当
時
は
「
テ

レ
ビ
に
子
守
は
さ
せ
な
い
で
！
」
な
ど

と
言
わ
れ
て
い
た
時
代
で
し
た
が
、
こ

の
毛
利
さ
ん
の
言
葉
を
聞
い
て
、
ほ
っ
と

し
た
人
も
（
私
を
含
め
て
）
多
か
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ど
ん
な
お
昼
を
差
し
上
げ
た
の
か
、

ど
ん
な
お
も
て
な
し
が
で
き
た
の
か
、

さ
っ
ぱ
り
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
コ
ー
ヒ
ー

と
ウ
ィ
ス
キ
ー
だ
け
は
お
出
し
し
ま
し

た
が
、
若
い
私
た
ち
は
毛
利
さ
ん
の
お

話
を
聴
く
こ
と
だ
け
を
欲
張
っ
て
そ
の

日
を
夢
中
で
過
ご
し
た
の
で
し
た
。

朝
、
駅
で
行
方
不
明
に
な
っ
た
こ
と

を
毛
利
さ
ん
は
「
ア
ハ
ハ
ハ
、
僕
は
い
つ

も
そ
う
な
の
。
迎
え
の
人
が
来
る
っ
て
わ

か
っ
て
て
も
、
自
分
で
勝
手
に
来
ち
ゃ
う

の
。
だ
か
ら
い
つ
も
み
ん
な
を
心
配
さ

せ
ち
ゃ
う
ん
だ
。
ア
ハ
ハ
ハ
ハ
。」
と
事

も
な
げ
に
お
っ
し
ゃ
て
い
ま
し
た
。
勝
手

な
方
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
と
も
、
今

思
え
ば
何
か
深
い
意
図
が
お
あ
り
だ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
に
し
て

も
、
N
さ
ん
、
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

講
演
会
が
終
わ
り
、
そ
の
あ
と
も
た

く
さ
ん
お
話
を
し
、「
お
ひ
さ
ま
の
会
」

か
ら
「
お
ひ
さ
ま
ク
ラ
ブ
」
の
名
前
を

勝
手
に
い
た
だ
い
た
こ
と
も
快
く
了
承

し
て
い
た
だ
き
、
毛
利
さ
ん
が
お
帰
り

に
な
る
時
間
に
な
り
ま
し
た
。
私
や
夫

や
保
護
者
の
方
々
は
園
の
駐
車
場
で
車

に
乗
ら
れ
る
毛
利
さ
ん
を
お
見
送
り
し
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ま
し
た
。
毛
利
さ
ん
は
園
全
体
を
も
う

一
度
見
渡
し
て
、
私
に
「
大
変
で
し
ょ

う
。」
と
一
言
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
私

は
思
わ
ず
下
を
向
い
て
涙
が
出
そ
う

に
な
る
の
を
こ
ら
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
時「
こ
れ
で
一
生
や
っ
て
い
か
れ
る
」

と
思
っ
た
の
で
し
た
。

毛
利
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
当
時

は
何
も
か
も
が
大
変
で
し
た
。「
お
ひ
さ

ま
ク
ラ
ブ
」
に
子
ど
も
た
ち
が
来
て
も

ら
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
お
金
を
回

し
て
い
く
こ
と
、
人
と
関
係
を
作
っ
て
い

く
こ
と
な
ど
、
園
の
形
が
で
き
て
き
た
こ

と
で
そ
の
大
変
さ
は
始
め
の
頃
よ
り
大

き
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
毛
利
さ
ん
に
わ

か
っ
て
も
ら
え
た
と
い
う
嬉
し
さ
で
、
胸

が
一
杯
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
日
毛
利
さ
ん
を
お
見
送
り
し
て

か
ら
も
う
す
ぐ
二
十
年
が
経
と
う
と
し

て
い
ま
す
。
あ
れ
か
ら
は
ず
っ
と
、
書

か
れ
た
文
章
を
拝
見
す
る
だ
け
で
し
た

が
、
い
つ
も
変
わ
ら
ず
、
子
ど
も
や
子

ど
も
と
生
活
す
る
人
に
優
し
く
よ
り
添

い
、
そ
の
幸
せ
を
壊
す
社
会
に
対
し
て

強
く
抗
議
さ
れ
る
言
葉
を
、
私
は
自
身

の
羅
針
盤
と
し
て
生
き
て
き
た
の
だ
感

じ
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
そ
う
や
っ

て
生
き
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

亡
く
な
っ
て
も
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◇学校法人ちいさがた学園　おひさまクラブ幼稚園
http://www.ohisama-club.org/

◇毛利子来さんについてはインターネットで検索すると多数ヒットします

◇書籍サイトへリンク
*1   『赤ちゃんのいる暮らし』（筑摩書房）　
*2   『幼い子のいる暮らし』（筑摩書房）
*3  季刊誌『ちいさい・おおきい・よわい・つよい』（ジャパンマシニスト社）

http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480429162/
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480855565/
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682016/
http://www.ohisama-club.org/
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ぶらり散策

異
■
空

■
間
■

　修那羅峠 *は青木村と筑北村の境に位置する。安宮神社駐車場に
車を置き、「山頂まで 800ｍ」の案内板に沿って大鳥居をくぐり、
枯葉が舞い散る坂道を 20分ほど歩く。標高約千ｍ、舟窪山の山頂
には修那羅山安宮神社が建つ。
　その昔ここには大国主の命を祀る祠があった。安宮神社は 1855
年、この地に修験者として住んだ修那羅大

だい

天
てん

武
ぶ

が開いたという。修
那羅大天武について『安宮神社縁起』は次のように述べている。
　「命は寛政七年（1795）越後国頚城郡大鹿村（現新潟県中頸城郡
妙高村大鹿）の望月政右衛門の子として生まれ、幼名を留次郎とい
い後に幸次郎と改めた。留次郎は九歳のとき家を出て、天狗に従っ
て全国踏破の修行のたびに出た。……。六十年間の修業により、あ

らたかな霊験を得て当神社の開
祖となられた。加持祈祷をもっ
て人々の信仰を集め、よく占い
をあてたと伝えられている。享
年七十八歳。遺言により、当安
宮神社に大国主命と合祀し、改
めて「修那羅大

だい

天
てん

武
ぶの

命
みこと

」と称さ
れた。（概略）

修那羅峠の石神仏

安宮神社

*「しゅならとうげ」または「しょならとうげ」
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　神社にお参りし、裏山に登
る。石神仏が約 800体と木神
仏が約 160体も祀られてい
る。石神仏群は儀

ぎ

軌
き

（石仏等
を刻む上での一定の規範）か
らはずれた特異な像で異形
の神々が多い。30～ 40㎝の

小さいものが多いのは人の背に乗せて麓から運びあげたためか。素
人の刻が多く、儀軌を積極的に無視してやろうという村民の気概も
あったのだろう。大日如来・薬師如来・観音菩薩などの菩薩や、蚕
神・猫神・犬神・姉妹・子安神・鬼・農神・鍬神・結納神など摩訶
不思議な神々が居並ぶ。　　
　これらは大天武命のご祈禱により祈願成就した人たちがお礼に奉
納したものであり、多くの石神仏が順路に沿って祀られている。幕
末に活躍した松代藩士で兵学者の佐久間象山は大天武への信仰が篤
く、千手観音を奉献している。
　そこには神仏混合と土俗信仰のすべてがあり、その特異性からわ
が国「民間信仰の縮図」として全国的にも注目されている。作者不明、
素朴で力強い表現と自然に溶け込んだ石神仏の美しさは心和ませて
くれ、まさに異次元空間である。このような神社はおそらく日本全
国を見渡しても他にはなく、非常に特異な形態を有していて、パワー
スポットとしても注目されている。
　　　　　　　　　　　　　平成 29年 12月２日　　吉池　みどり

安宮神社入口鳥居石神仏への入り口
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ぶらり散策　関連情報

◇青木村役場「修那羅の石仏・石神」
http://www.vill.aoki.nagano.jp/assoc/see/shunara/shunara.html

◇筑北村役場「修那羅山 安宮神社 ・ 修那羅石仏群」　
http://chikuhoku.jp/yasumiya/

◇長野県内の文化財の基礎的な情報
公益財団法人八十二文化財団　「信州の文化財」データベースで検索
キーワード：「安宮神社」
http://www.82bunka.or.jp/bunkazai/index.php

◇「修那羅」について記述のある町村誌史
「長野県市町村誌史目次情報データベース」で検索　　
http://misuzu-mokuji.net/
・坂井村誌「修那羅山安宮神社」「修那羅大天武命」の記述がある
・青木村誌「修那羅様」「修那羅峠の石神仏」の記述がある
・更級埴科地方誌「修那羅系の土俗信仰」「修那羅信仰と更埴地方」の記述がある

◇主な参考図書
「長野県内図書館横断検索サービス」で検索　
http://www2.library.pref.nagano.jp/

『修那羅の石神仏』金子万平／著　銀河書房，1980（県立長野図書館所蔵）
『「修那羅仏」鑑賞の手びき』上田博物館／編　1970（上田図書館所蔵）
『修那羅とその周辺　近郊採訪』上小郷土研究会／編　上小郷土研究会，1967
（丸子図書館所蔵）
『信濃念仏碑と万治の石仏，修那羅の石仏について ( 日本の石仏 第７号 )』
宮島潤子／著　日本石仏協会，1978（県立長野図書館所蔵）

村指定史跡夫婦道祖神

http://www.vill.aoki.nagano.jp/assoc/see/shunara/shunara.html
http://chikuhoku.jp/yasumiya/
http://www.82bunka.or.jp/bunkazai/index.php
http://misuzu-mokuji.net/
http://www2.library.pref.nagano.jp/
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信
濃
を
旅
し
た
文
人
た
ち

堀　

辰
雄　
（ 

そ
の
二
）　

終
焉
の
地
・信
濃
追
分

江
戸
時
代
、
中
山
道
と
北
国
街
道
の

分
岐
点
に
位
置
す
る
信
濃
追
分
は
、
百

軒
も
の
旅
館
や
茶
屋
が
軒
を
連
ね
る
宿

場
町
だ
っ
た
。
中
で
も
、
脇
本
陣
の
油

屋
旅
館
は
客
間
54
室
を
有
し
、
多
く
の

旅
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
。　
　
　

そ
の
追
分
宿
も
明
治
期
に
入
る
と
寂

れ
る
一
方
と
な
っ
て
い
く
。
油
屋
と
て
同

じ
運
命
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
少
し
ず

つ
泊
り
客
が
戻
っ
て
き
た
。

　

旧
牡
丹
屋
は
、
も
う
な
が
い
こ
と

廃
業
同
様
に
な
っ
て
い
た
が
、
お

よ
う
た
ち
が
移
っ
て
来
て
か
ら
、

夏
な
ど
人
に
頼
ま
れ
て
学
生
を
二

人
三
人
預
か
っ
て
い
る
う
ち
に
、

そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
聞
き
つ
た
え

て
、
夏
休
み
に
な
る
と
学
生
た
ち

が
行
李
に
一
ぱ
い
本
を
詰
め
て
勉

強
に
来
だ
し
た
。（
中
略
）
こ
の

頃
に
な
っ
て
、
誰
が
云
い
だ
す
と

も
な
く
、
古
駅
と
し
て
お
も
か
げ

を
よ
く
残
し
て
い
る
こ
の
村
の
家

並
み
、
こ
と
に
昔
の
本
陣
だ
っ
た

ま
ま
の
家
作
り
の
牡
丹
屋
や
枡ま

す

形が
た

の
茶
屋
の
古
び
た
美
し
さ
や
、
そ

の
村
は
ず
れ
の
分わ
か

去さ

れ
の
あ
た
り

の
山
々
の
眺
め
な
ど
を
な
つ
か
し

ん
で
、
東
京
な
ど
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

訪
れ
て
く
る
人
が
多
く
な
り
出
し

た
。（
堀
辰
雄
著
『
ふ
る
さ
と
び

と
』）

（
注
）
旧
牡
丹
屋
は
油
屋
。「
分
去

れ
」
は
旧
中
山
道
と
旧
北
国
街
道

の
分
岐
点



21

大
正
14
年
夏
、
堀
辰
雄
は
芥
川
龍
之

介
ら
と
軽
井
沢
か
ら
ド
ラ
イ
ブ
で
初
め

て
追
分
を
訪
れ
る
。
宿
場
町
の
面
影
を

残
す
静
か
な
こ
の
地
に
惹
か
れ
た
堀
は
、

昭
和
９
年
頃
か
ら
度
々
訪
れ
て
油
屋
に

滞
在
し
た
。　

午
前
中
は
執
筆
に
あ
て
、
昼
食
後
堀

は
き
ま
っ
て
旅
館
の
木
戸
か
ら
散
歩
に

出
か
け
た
。
旅
館
の
前
を
通
る
旧
中
仙

道
か
ら
浅
間
登
山
口
に
入
っ
て
落か

葉ら

松ま
つ

の
林
を
歩
く
。
時
に
は
、
浅
間
山
の
麓

に
向
か
っ
て
広
が
る
追
分
ヶ
原
に
寝
転

が
っ
て
思
索
に
耽
っ
た
。
浅
間
神
社
や
泉

洞
寺
も
散
歩
コ
ー
ス
の
ひ
と
つ
で
、
泉

洞
寺
の
石
仏
に
は
こ
と
さ
ら
親
し
ん
だ
。　

右
手
を
頬
に
あ
て
て
、
頭
を
傾
げ

て
い
る
そ
の
姿
が
ち
ょ
っ
と
お
も

し
ろ
い
。
一
種
の
思し

惟ゆ
い

像ぞ
う

と
で
も

い
う
べ
き
様
式
な
の
だ
ろ
う
が
、

そ
ん
な
む
ず
か
し
い
言
葉
で
そ
の

姿
を
言
い
あ
ら
わ
す
の
は
す
こ
し

お
か
し
い
。
も
う
す
こ
し
、
何
と

い
っ
た
ら
い
い
か
、
無
心
な
姿
勢

だ
。（
中
略
）
そ
の
村
で
ひ
と
夏

を
過
ご
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ

か
そ
の
石
仏
の
あ
る
あ
た
り
が
、

そ
れ
ま
で
一
度
も
そ
う
い
っ
た
も

の
に
心
を
寄
せ
た
こ
と
の
な
い
私

に
も
、
そ
の
村
で
の
散
歩
の
愉
し

み
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
。（
同『
樹

下
』）

現
在
、
石
仏
の
傍
ら
に
は
「
歯
痛
地

蔵
（
堀
辰
雄
の
愛
し
た
石
仏
）」
の
立

札
が
立
つ
。
半は

ん

跏か

思し

惟い

像ぞ
う

に
違
い
な
い

の
だ
が
、
村
人
に
と
っ
て
は
昔
か
ら
歯

痛
に
ご
利
益
が
あ
る
石
仏
だ
っ
た
。
そ

う
、
右
手
を
頬
に
あ
て
、
こ
こ
ろ
も
ち

首
を
か
し
げ
た
姿
は
歯
を
病
ん
だ
姿
に

見
え
な
く
も
な
い
。
村
人
が
信
心
す
る

石
仏
の
素
朴
な
佇
ま
い
に
、
堀
も
ま
た

魅
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

往時の面影を残す追分宿

泉洞寺石仏
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芥
川
龍
之
介
や
片
山
広
子
ら
と
訪

れ
た
氷
室
や
分
去
れ
に
も
、
堀
は
格
別

な
思
い
を
抱
い
て
い
た
。
分
去
れ
に
は
、

『
さ
ら
し
な
は
右　

み
よ
し
の
は
左
に

て　

月
と
花
と
を
追
分
の
宿
』
の
石
碑

が
立
つ
。
他
に
も
常
夜
燈
な
ど
、
７
つ

の
石
造
物
が
江
戸
時
代
の
ま
ま
残
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
も
定
番
の
散
歩
コ
ー
ス
で
、

そ
の
前
で
撮
っ
た
堀
の
写
真
が
い
く
つ
か

遺
さ
れ
て
い
る
。

追
分
に
滞
在
し
な
が
ら
、
堀
は
数
々

の
作
品
を
書
い
た
。
昭
和
９
年
、
追
分

を
舞
台
に
し
た
初
の
小
説『
物
語
の
女
』

を
発
表
。
そ
の
後
、
構
想
を
繰
り
返
し

な
が
ら
７
年
の
歳
月
を
か
け
て
『
菜
穂

子
』
と
し
て
完
結
さ
せ
る
。
人
間
の
孤

独
を
鮮
や
か
に
描
い
た
本
格
的
長
篇
小

説
『
菜
穂
子
』
は
、
第
一
回
中
央
公
論

社
文
芸
賞
を
受
賞
、堀
の
代
表
作
に
な
っ

た
。７

年
の
間
に
は
矢
野
綾
子
と
の
出
会

い
と
別
れ
が
あ
っ
た
。
綾
子
の
死
後
『
風

立
ち
ぬ
』
を
執
筆
し
た
堀
は
、
日
本
の

古
典
、
と
り
わ
け
王
朝
物
に
親
し
ん
で

い
く
。

同
時
に
、
古
典
の
世
界
を
題
材
に
し

た
作
品
の
構
想
の
た
め
、
京
都
や
奈
良

を
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
。
昭
和
12
年
か

ら
昭
和
18
年
ま
で
６
回
に
わ
た
る
京
都
、

奈
良
へ
の
旅
は
、『
大
和
路
・
信
濃
路
』

と
し
て
婦
人
公
論
に
連
載
さ
れ
た
。　

か
く
し
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
を
も
と

に
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
が
書
か
れ
た
。

さ
ら
に
は
『
更
級
日
記
』
か
ら
『
姥
捨
』

が
、『
今
昔
物
語
』
の
一
説
話
か
ら
『
曠あ

ら

野の

』
が
生
ま
れ
る
。
夢
見
つ
つ
、
報
わ

れ
な
い
人
生
を
受
け
容
れ
て
生
き
よ
う

と
す
る
女
性
た
ち
の
物
語
。
そ
の
姿
は

哀
し
く
も
美
し
い
。

堀
が
加
藤
多
恵
子
と
出
会
っ
た
の
も
、

昭
和
12
年
夏
の
油
屋
だ
っ
た
。
そ
の
時
、

油
屋
に
は
綾
子
の
父
・
矢
野
透
が
滞
在

し
て
い
て
、
堀
と
多
恵
子
を
結
婚
さ
せ

た
ら
ど
う
か
と
思
い
立
つ
。
室
生
犀
星

に
相
談
し
た
と
こ
ろ
話
は
と
ん
と
ん
拍

子
に
進
ん
で
、
翌
年
、
犀
星
夫
妻
の
媒

酌
で
結
婚
。
堀
辰
雄
33
歳
、
多
恵
子
24

歳
だ
っ
た
。　

毎
年
５
月
か
ら
10
月
頃
ま
で
、
ふ
た

分去れ（右は北国街道、左は中仙道）
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り
は
軽
井
沢
の
別
荘
を
借
り
て
過
ご
し

た
。
最
初
に
借
り
た
別
荘
は
水
源
地
近

く
の
山
の
上
、
人
も
通
ら
な
い
淋
し
い

場
所
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
夏
に
な
る

と
犀
星
夫
妻
や
川
端
康
成
、
萩
原
朔
太

郎
な
ど
が
次
々
と
訪
れ
る
。
新
婚
の
多

恵
子
夫
人
に
と
っ
て
は
緊
張
の
日
々
だ
っ

た
よ
う
だ
。　
　

昭
和
16
年
に
は
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
奥

に
あ
っ
た
杉
皮
の
家
１
４
１
２
別
荘
を

購
入
。
広
い
庭
に
は
楡
の
木
や
に
せ
あ

か
し
や
が
木
陰
を
作
り
、
雉
や
栗
鼠
が

姿
を
見
せ
た
。
堀
お
気
に
入
り
の
別
荘

に
は
、
夏
の
間
文
士
仲
間
た
ち
が
集
っ

た
。
現
在
、
こ
の
別
荘
は
軽
井
沢
高
原

文
庫
内
に
移
築
さ
れ
、
見
学
が
で
き
る
。

奈
良
や
京
都
を
旅
す
る
な
ど
比
較

的
健
康
に
過
ご
し
て
い
た
堀
だ
が
、
昭

和
19
年
、
喀
血
し
て
一
時
重
体
に
陥
る
。

絶
対
安
静
が
続
い
た
が
、
小
康
状
態
と

な
っ
た
９
月
、
疎
開
の
た
め
油
屋
の
隣

に
家
を
借
り
て
移
り
住
ん
だ
。

7
年
後
の
昭
和
26
年
、
油
屋
の
東
50

㍍
の
所
に
十
坪
ほ
ど
の
家
を
新
築
す
る
。

病
状
が
進
み
、
自
力
で
歩
け
な
い
堀
は

担
架
で
運
ば
れ
た
。「
浅
間
山
が
見
え
な

い
と
こ
ろ
に
い
て
は
つ
ま
ら
な
い
」
と
い

う
堀
の
望
み
通
り
、
庭
か
ら
は
屋
根
越

し
に
浅
間
山
の
全
容
が
望
め
、
病
室
か

ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

若
い
こ
ろ
か
ら
読
書
家
だ
っ
た
堀
は
、

病
床
で
も
本
を
離
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

自
分
で
読
む
気
力
の
な
い
時
は
多
恵
子

夫
人
に
朗
読
を
頼
む
。
漱
石
や
泉
鏡
花

の
も
の
が
多
く
、
鏡
花
作
品
は
難
し
く

て
う
ま
く
読
め
な
い
で
い
る
と
「
朗
読

が
上
手
で
、
お
料
理
が
上
手
で
、
看
護

が
上
手
な
三
人
の
奥
さ
ん
が
必
要
だ
な

あ
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。

昭
和
28
年
５
月
28
日
、
堀
は
追
分
の

自
宅
で
亡
く
な
る
。
享
年
48
。
少
年
の

よ
う
に
き
ゃ
し
ゃ
で
弱
々
し
げ
な
堀
だ
っ

た
が
、
病
に
耐
え
な
が
ら
強
靭
な
心
で

文
学
ひ
と
す
じ
に
生
き
た
。

１４１２番別荘（軽井沢高原文庫内）

文学碑
（碑文はＰ25に掲載）



堀辰雄文学記念館入口
（脇本陣の裏門が移築された）
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堀
君
、
君
こ
そ
は
生
き
て
　
生
き

ぬ
い
た
人
で
は
な
か
ろ
う
か
、
一

日
の
命
の
あ
た
い
を
て
い
ね
い
に

手
の
う
え
に
な
ら
べ
て
、
劬い
た

わ
り

な
で
さ
す
っ
て
、
き
ょ
う
も
生
き

て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
、
命
の
あ

り
か
を
見
守
っ
て
い
た
人
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。
…
…
だ
が
、
や

は
り
君
は
死
ん
だ
。
か
け
が
え
の

な
い
作
家
の
う
つ
く
し
さ
を
一
身

に
あ
つ
め
て
、
誰
か
ら
も
愛
読
さ

れ
、
惜
し
ま
れ
て
死
ん
だ
。

芝
増
上
寺
で
行
わ
れ
た
告
別
式
で
、

室
生
犀
星
が
詠
ん
だ
悼と
う

詞し

の
一
節
で
あ

る
。告

別
式
に
は
多
く
の
文
士
仲
間
た
ち

が
参
列
し
た
。
葬
儀
委
員
長
の
川
端
康

成
は
、
追
分
で
の
野
辺
送
り
の
夜
の
こ

と
を
、「
堀
君
の
霊
が
高
原
の
月
に
迎
え

ら
れ
て
昇
天
し
て
ゆ
く
よ
う
に
感
じ
た

も
の
で
し
た
」
と
挨
拶
。
ま
た
、
多
恵

子
夫
人
の
長
年
の
献
身
を
ね
ぎ
ら
っ
た
。

病
身
の
堀
を
支
え
続
け
た
夫
人
は
、
堀

の
人
と
文
学
を
語
り
伝
え
、
平
成
22
年

に
96
歳
で
亡
く
な
っ
た
。　

堀
辰
雄
文
学
記
念
館
は
、
平
成
５
年

４
月
、
終
焉
の
地
に
開
館
し
た
。
終
焉

の
家
と
書
庫
の
ほ
か
、
堀
没
後
に
多
恵

子
夫
人
が
建
て
た
家
が
常
設
展
示
棟
に

な
っ
て
い
る
。
庭
に
は
『
大
和
路
・
信

濃
路
』
の
中
の
ひ
と
つ
『
辛こ

夷ぶ
し

の
花
』

に
ま
つ
わ
る
一
文
が
刻
ま
れ
た
文
学
碑

が
建
つ
。

昔
日
の
面
影
を
美
し
く
残
す
信
濃
追

分
に
は
、
堀
の
文
学
空
間
を
求
め
て
今

な
お
多
く
の
人
が
訪
れ
る
。
彼
ら
は
堀

の
魂
が
眠
る
で
あ
ろ
う
浅
間
山
を
仰
ぎ
、

分
去
れ
や
石
仏
を
巡
っ
て
ゆ
か
り
の
地

を
逍
遥
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
野　

郁

正面が旧堀邸、右は常設展示棟（か
つて全容が見えた浅間山は木立に
さえぎられてしまった）
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（参考文献）
『堀辰雄　ちくま日本文学』筑摩書房，2009
『野ばらの匂う散歩みち』堀多恵子／述　堀辰雄文学記念館／編，2003
『信濃追分文学譜』近藤富枝／著　中央公論社，1990
『菜穂子・楡の家』堀辰雄／著　新潮文庫，1981
『大和路・信濃路』堀辰雄／著　新潮文庫，1981　
『新潮日本文学アルバム　堀辰雄』新潮社，1984　
『死を想う』宇治土公三津子／編著　二玄社，2003

・軽井沢町オフィシャルガイド | 軽井沢観光協会公式ホームページ
https://karuizawa-kankokyokai.jp/
その中に「信濃追分・旧中山道 ウォーキングルート」が紹介されている。
https://karuizawa-kankokyokai.jp/knowledge/13245/

・軽井沢町ホームページ
http://www.town.karuizawa.lg.jp/

春
の
大
和
に
往
っ
て

馬
酔
木
の
花
ざ
か
り

を
見
よ
う
と
し
て
途
中

木
曽
路
を
ま
は
っ
て
來

た
ら
思
ひ
が
け
ず
雪
が

ふ
っ
て
ゐ
た

昭
和
十
八
年
四
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
堀
辰
雄

堀が愛した浅間山

https://karuizawa-kankokyokai.jp/
https://karuizawa-kankokyokai.jp/knowledge/13245/
http://www.town.karuizawa.lg.jp/


「文学と旅」
～第２回　後鳥羽院の文学と旅～

上田情報ライブラリーでは今・・・

　古くから日本人に親しまれ、四季折々の表情を楽しむ文化のひとつに
「和歌」があります。現在は「短歌」とよばれ、５・７・５・７・７の
リズムにのって、風景や恋心を詠います。はじめて「和歌」に触れたのは、
いつ頃でしょう？　お正月家族そろっての百人一首？　それとも学生時
代の授業の中だったでしょうか？ 平安時代、当時の貴族にとって、「和
歌」は教養のひとつであり、上手に書き綴ることが、出世や結婚に影響
したようです。いかに心に響く歌をつくれるか、人々は工夫を凝らしな
がら詠んだのです。また、歌合や歌会も頻繁に開かれ、披露する機会も
多かったようです。このたび、第八番目の勅撰和歌集『新古今和歌集』
の下命者であり、自身も歌人としての才能を発揮した「後鳥羽院」を取
上げた文学講座が開かれました。

　これは、12月６日（水）13日（水）の２回にわたり、上田女子短期
大学が「リバティカレッジ上田短期大学　文学と旅」と題し開催したも
のです。講師は上田女子短期大学教授の中西満義さん。長野県 国語国
文学会会長、西行学会常任委員、国際熊野学会 常任委員等を務められ
ています。また和歌をはじめとして説話・伝承など多角的な視点から西
行を研究され、昨年からは長野県に県立文学館を設立する活動（発起人・
事務局）も推進されています。
　第１回は「旅の歌人」として著名な西行の和歌をとおして彼の旅につ
いて考え、第２回はその西行の和歌をこよなく愛した後鳥羽院の生涯と
和歌について話されました。
　取材したのは、第 2回の「後鳥羽院の文学と旅」。前半は、和歌の魅
力を感得する契機ともなった「熊野御幸」です。1183年、第 82代天皇
に５歳で即位した後鳥羽天皇。その後、上皇様になってからの熊野への
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旅は 28回に及びました。様々な
しがらみから解放された後鳥羽院
は歌を詠み、そして花開いてゆき
ました。
　熊野は死と再生の地、神仏をお
参りする「信仰の旅」の傍ら、神
を喜ばせる歌を詠むため、行く
先々で「歌会」を催しました。こ

の体験が歌に対する情熱に火をつけ、古今和歌集の生まれる原点となっ
ていきました。また熊野権現様が童子の姿で現れ、道案内してくれたと
いう逸話も残っています。
　ただ中西さんは「どうせ籠に乗っていたのだろう」と冷ややかに言う
人も少なくないといいます。忘れてはならないのは、その周囲の人たち
の大変な思いです。藤原定家は上皇たちがやってくる前に事前に準備を
しなければならなかった、おそらく「またかー」と言わずにはいられな
かったはず……本宮御幸 28回ですから。
　後半は、遠島島流し、承久の乱に敗れ京都を追われて隠岐への旅（配
流の旅）についてでした。島根半島の北方約 50kmにある小さな島です。
　中西さんが会場の皆さんに「こちらに行ったことがありますか？」と
聞いたところ、隠岐島へ行ったことがあるという方が 3名いました。さ
らにいつ頃のお話か尋ねると「かれこれ 40年前に」とか「ずいぶん前」
「若い頃」とのことでした。
　さて、理想の天皇からほど遠かった彼は隠岐に流された後、ますます
和歌に情熱を注ぎます。それは都とつながる唯一のもの、自分がかつて
いた場所と切れていないのだという思いも込められていたようです。
　中西さんも隠岐にはいつか行ってみたいと話されていました。隠岐も
熊野古道も誰もが訪れたいと願う憧れの地であり、和歌にあるような景
観がいまでも楽しめそうですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 29年 12月取材　望月聡子

◇リバティカレッジ上田女子短期大学 文学と旅
http://www.uedawjc.ac.jp/news_from_jc/2017/news_from_jc2017-17.html
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あとがき

　上田市塩田にある「ずくだせこまめ」は古民家を活用したカフェ

だ。喧騒から離れた田園の中にあり、落ち着いたたたずまいが周

囲の里山風景に溶け込んでいる。店内は、黒光りした太い柱や梁、

高い天井に漆黒の壁、手作りの取っ手がつけられたドアなどすべ

てが年月を感じさせる。中央には、幅１ｍ長さ４ｍ厚み 10 セン

チもある杉のテーブルがどーんと置かれていて、これも黒光りし

ている。無垢の木材が醸し出す重厚感が人を静かに包み込む。周

囲からは緑風が吹き込み、ゆったりとした時間が流れる。

　のどかな雰囲気と素朴な店長の人柄に惹かれて、客は口コミで

広がる。大きなテーブルに座ると客同士初対面にもかかわらず、

どちらともなく話しかけ、お互いに顔がほころぶ。古代農法を守

り発酵食にこだわるメニューの

数は多くはないが、純朴な味を

求めて足を運ぶリピーターは多

い。日常から離れ、ゆったりと

食事をしコーヒーを飲む。その

間も穏やかに会話は続く。　

　　　　　　　　　（木漏れ日）

28 地獄谷の猿
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