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君
が
た
め
春
の
野
に
い
で
て
若
菜
摘
む

　
　
　
　
　

わ
が
衣
手
に
雪
は
降
り
つつ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　

光
孝
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
倉
百
人
一
首
十
五
番
）

　
　
＊
若
菜
は
七
草
粥
に
入
れ
る
菜
の
総
称
で
新
年
の
季
語

若わ
か

菜な

摘つ
み

表紙の写真　　生島足島神社 
朱色の柱や梁があざやかな本殿前の橋。祭りなどの神事で神様のみが御渡りにな
る橋である。参道では、夏至には東の鳥居から日が昇り、冬至には西の鳥居に日が
沈む。太陽と御神体の大地を結ぶ神社として、一昨年日本遺産に認定された「レイ
ラインがつなぐ『太陽と大地の聖地』」のひとつに位置付けられている。 
今春には７年に一度の御柱祭が予定され、近くの山では御神木が定められて祭り
に向けて祭事が進められている。　　　　　　　　　　　写真・文　矢幡正夫
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野生植物と共に　竹鼻靖之さん

森に入り山野をめぐりて
植物たちとの一期一会を楽しむ
草花には語りかけるが如く
樹々には抱かれるが如く
                            （竹鼻靖之）　

セカンドライフを楽しむ

上
田
市
上
野
在
住
の
日
本
風
景
写

真
協
会
会
員 

竹
鼻
靖
之
さ
ん
（
80

歳
）
は
、
野
生
植
物
と
歩
み
続
け
て

50
年
以
上
に
な
る
。
根
っ
か
ら
の
植

物
好
き
で
、
森
や
山
野
、
湖
沼
の
ほ

と
り
を
巡
り
、
ゆ
っ
た
り
と
植
物
と

の
出
会
い
を
楽
し
む
。
季
節
ご
と
に

姿
を
変
え
、
自
然
現
象
に
よ
っ
て
多

彩
な
表
情
を
見
せ
る
植
物
に
、
優
し

い
ま
な
ざ
し
で
レ
ン
ズ
を
向
け
る
。

愛
す
る
の
は
植
物
だ
け
で
は
な
い
。

冒
頭
の
短
詩
の
よ
う
に
言
葉
一
つ
ひ
と

つ
を
て
い
ね
い
に
綴
る
。
写
真
に
添

え
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
（
説
明
文
）
も
、

モ
チ
ー
フ
の
情
趣
や
ス
ト
ー
リ
ー
を

表
す
言
葉
を
念
入
り
に
探
す
。
そ
れ

は
雅
号
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。「
神
川

萬
翠
」。
自
宅
近
く
を
流
れ
る
川
「
神

川
」と
あ
ふ
れ
る
緑
を
表
す
「
萬
翠
」

を
組
み
合
わ
せ
た
。

二
千
種
以
上
の
植
物
を
見
分
け
ら
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れ
る
竹
鼻
さ
ん
を
周
り
は
放
っ
て
お
か

な
い
。
市
役
所
勤
務
時
代
は
公
園
緑
地

課
で
働
き
、
植
物
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ

を
発
行
し
た
。
現
在
は
上
野
が
丘
公
民

館
主
催
の
自
然
観
察
講
座
の
講
師
を
担

う
。今

回
の
取
材
は
「
環
」
の
写
真
担
当

ス
タ
ッ
フ
の
紹
介
で
実
現
し
た
。
私
も

植
物
が
大
好
き
な
の
で
お
聴
き
し
た
い

こ
と
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
。
竹
鼻
さ
ん
に

と
っ
て
野
生
植
物
の
魅
力
は
？　

撮
影

の
ポ
イ
ン
ト
は
？　

９
月
下
旬
に
サ
ン

ト
ミ
ュ
ー
ゼ
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
か
れ

た「
竹
鼻
靖
之
写
真
展
」に
お
邪
魔
し
た
。

Ｑ　

い
ず
れ
の
写
真
も
生
き
生
き

し
て
い
て
引
き
込
ま
れ
ま
す
。

Ａ　

傘
寿
を
機
に
初
め
て
個
展
を
開

き
ま
し
た
。
写
真
仲
間
に
声
を
か
け
た

だ
け
で
す
が
、
大
勢
の
方
に
来
て
い
た

だ
い
て
嬉
し
い
ね
。
５
日
間
の
期
間
中
、

２
回
３
回
と
足
を
運
ん
で
く
れ
る
人
も

い
て
。
今
回
は
30
年
間
に
撮
り
た
め
た

作
品
の
中
か
ら
気
に
入
っ
た
も
の
を
72

点
展
示
し
て
い
ま
す
。

Ｑ　

一
番
の
お
気
に
入
り
は
ど
れ

で
す
か
。

Ａ　

伊
豆
半
島
の
猫
越
岳
で
撮
影
し

た
ア
マ
ギ
ツ
ツ
ジ
で
す
。
天
城
峠
か
ら

２
時
間
半
登
っ
て
、
霧
の
中
の
ツ
ツ
ジ
を

見
つ
け
た
と
き
は
感
動
し
て
ね
。
幻
想

的
な
風
景
に
夢
中
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り

ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
枚
で
、つ
け
た
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
は
「
花
霧
幻
」
で
す
。

Ｑ　

写
真
を
観
な
が
ら
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
印
象
的
な
言
葉
ば
か
り
で
す
。
２

本
の
ブ
ナ
の
大
木
が
並
ん
だ
写
真
は

「
寄
り
添
っ
て
」、
ピ
ン
ク
の
カ
タ
ク
リ

は
「
春
風
の
舞
」、
戸
隠
の
鏡
池
に
映

る
新
緑
は
「
若
緑
光
彩
」
な
ど
、
い
ず

れ
も
情
趣
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
写
真
展

の
テ
ー
マ
「
草
木
悠
遊
」
に
も
竹
鼻
さ

ん
の
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

Ａ　

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー

を
覗
い
て
い
る
と
き
か
ら
考
え
ま
す
。

そ
の
場
に
い
て
感
じ
た
こ
と
を
ベ
ー
ス
に 「花霧幻」（アマギツツジ）
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言
葉
を
探
し
ま
す
。「
広
辞
苑
」
や
「
こ

と
の
は
辞
典
」、「
歳
時
記
」
な
ど
を
傍

ら
に
置
い
て
い
ろ
い
ろ
探
し
ま
す
が
、
こ

う
い
う
時
間
も
好
き
で
ね
。

植
物
は
一
粒
の
種
が
こ
ぼ
れ
芽
を
出

し
、
風
雪
や
外
敵
と
の
生
存
競
争
に
打

ち
勝
っ
て
そ
の
場
で
一
生
を
終
え
る
。
大

き
な
自
然
界
に
も
小
さ
な
植
物
に
も
秘

め
ら
れ
た
物
語
が
あ
る
。
そ
の
物
語
を

ど
う
表
現
で
き
る
か
が
写
真
の
醍
醐
味

で
も
あ
り
ま
す
。

Ｑ　

ど
う
し
て
植
物
の
写
真
を
撮

ろ
う
と
思
い
ま
し
た
か
。

Ａ　

若
い
時
か
ら
植
物
が
好
き
で
、

初
め
は
名
前
を
覚
え
よ
う
と
身
近
な

植
物
を
観
察
し
始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、

さ
つ
き
の
盆
栽
や
コ
ケ
玉
な
ど
い
ろ
い
ろ

や
り
ま
し
た
が
、
次
第
に
露
が
し
た
た

る
葉
っ
ぱ
や
花
び
ら
の
華
麗
さ
に
惹
か

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
を
写
真
に

お
さ
め
よ
う
と
。

園
芸
種
よ
り
野
生
種
の
方
が
好
き
で
、

野
山
に
出
か
け
て
は
花
の
高
さ
に
目
線

を
合
わ
せ
て
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り
ま
す
。

話
し
か
け
る
よ
う
に
ね
、
で
も
一
つ
の
花

ば
か
り
撮
っ
て
い
る
と
、
他
の
花
が
や
き

も
ち
を
や
く
ん
だ
よ
、
だ
か
ら
公
平
に

目
を
向
け
て
や
ら
な
い
と
。
最
近
は
絶

滅
危
惧
種
を
意
識
し
、
撮
影
し
て
記
録

に
残
し
た
い
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
。

Ｑ　

ど
の
よ
う
な
場
所
に
出
か
け

ら
れ
ま
す
か
。

Ａ　

県
内
が
ほ
と
ん
ど
だ
け
ど
、
岐

阜
や
埼
玉
、
群
馬
、
新
潟
な
ど
に
も
出

か
け
ま
す
。
信
州
は
戸
隠
や
志
賀
高
原
、

菅
平
高
原
な
ど
自
然
観
察
ス
ポ
ッ
ト
が

た
く
さ
ん
あ
っ
て
有
難
い
で
す
ね
。
そ

れ
ぞ
れ
の
花
が
い
つ
ど
こ
で
咲
く
か
概
ね

わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
最
適
な
時
期
を
ね

ら
っ
て
出
か
け
ま
す
。

写
真
と
い
う
の
は
光
の
芸
術
な
の
で
、

夜
明
け
前
に
出
か
け
て
早
朝
の
逆
光
か

斜
光
時
に
撮
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
で

も
カ
メ
ラ
や
三
脚
な
ど
20
キ
ロ
近
い
荷

物
を
し
ょ
っ
て
山
に
登
っ
て
も
、
全
然

シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
ん

で
す
よ
。
ク
マ
や
イ
ノ
シ
シ
に
出
く
わ
し

た
こ
と
も
あ
る
し
。

「秋を泳ぐ」（スイレン）
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Ｑ　

自
然
観
察
講
座
に
つ
い
て
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

Ａ　

上
野
が
丘
公
民
館
主
催
な
ん

だ
け
ど
、
な
か
な
か
の
人
気
で
ね
、
30

人
の
定
員
が
す
ぐ
埋
ま
り
ま
す
。
春
夏

秋
の
年
３
回
、
市
の
バ
ス
で
上
高
地
や

八
方
大
池
、
栂
池
高
原
な
ど
に
出
か
け
、

散
策
し
な
が
ら
高
山
植
物
を
探
し
た
り

植
生
を
調
べ
た
り
。
で
も
コ
ロ
ナ
禍
で
去

年
今
年
と
開
け
な
い
で
い
ま
す
。

Ｑ　

こ
れ
か
ら
や
り
た
い
こ
と
は
？

Ａ　

植
物
の
水
彩
画
を
描
き
た
い
ね
。

野
生
植
物
は
採
っ
て
こ
れ
な
い
の
で
、
そ

の
場
で
ス
ケ
ッ
チ
だ
け
し
て
家
で
写
真
を

見
な
が
ら
彩
色
を
施
し
ま
す
。
始
め
た

ば
か
り
だ
け
ど
楽
し
い
で
す
。

そ
れ
と
来
し
方
を
振
り
返
り
つ
つ
、

エ
ッ
セ
ー
も
書
き
た
い
。
エ
ッ
セ
ー
に
写

真
や
水
彩
画
を
挿
入
し
て
、
い
ず
れ
冊

子
に
で
き
れ
ば
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
人
生
最
終
章
の
道
し
る
べ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

♠　
　
　

♠　
　
　

♠　
　
　

♠　

　
神
科
新
屋
自
治
会
活
性
化
委
員

長
、
上
野
が
丘
公
民
館
利
用
者
団
体
会

長
、
長
野
県
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
連
盟
理

事
長
な
ど
竹
鼻
さ
ん
は
多
く
の
顔
を
持

つ
。
自
治
会
の
活
性
化
委
員
会
は
花
桃

の
里
づ
く
り
や
ど
ん
ど
焼
き
、
文
化
財

の
保
全
な
ど
を
実
施
し
、
委
員
長
を
20

年
以
上
も
務
め
る
。
退
職
後
、「
い
ろ

い
ろ
な
役
を
押
し
付
け
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
」

と
話
す
が
、
そ
れ
ら
を
淡
々
と
こ
な
す
。

ひ
と
つ
引
き
受
け
る
た
び
に
竹
鼻
さ
ん

の
周
り
に
は
人
の
輪
が
広
が
る
。

一
方
で
、
ひ
と
り
静
か
に
野
生
植
物

と
対
話
し
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
る
。「
植
物

と
同
じ
空
気
を
吸
い
、
同
じ
風
を
受
け
、

同
じ
光
を
感
じ
な
が
ら
過
ご
す
野
生
植

物
と
の
関
わ
り
は
、
自
然
の
摂
理
に
従
っ

て
生
き
よ
う
と
す
る
自
身
へ
の
こ
だ
わ
り

で
も
あ
る
」。
こ
の
よ
う
な
信
念
か
ら
人

の
心
を
打
つ
写
真
が
生
ま
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

令
和
３
年
９
月
27
日
訪
問　
　

                                       

伊
藤
文
子多くの来場者で賑わう「竹鼻靖之写真展」
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軽
井
沢 

文
学
散
歩（
そ
の
一
）     

              

旧
軽
井
沢
銀
座
周
辺

「
信
濃
を
旅
し
た
文
人
た

ち
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
軽
井
沢

を
愛
し
た
文
人
た
ち
を
何
人
か

紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
今
号
か

ら
３
回
に
分
け
て
ゆ
か
り
の
場

所
を
訪
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

初
回
に
歩
く
の
は
旧
軽
井
沢

銀
座
周
辺
で
す
。
中
山
道
の
宿

場
町
だ
っ
た
軽
井
沢
宿
は
、
明

治
に
入
っ
て
旧
軽
井
沢
銀
座
と

し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。　

大
正
12
年
夏
、
堀
辰
雄
は
初

め
て
軽
井
沢
を
訪
れ
ま
す
。
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
西
洋
婦
人

が
行
き
か
う
異
国
情
緒
あ
ふ
れ

た
軽
井
沢
は
、19
歳
の
堀
を
す
っ

か
り
夢
中
に
さ
せ
ま
し
た
。

信
濃
を
旅
し
た
文
人
た
ち

①水車の道 

現
在
の
旧
軽
銀
座
は
、
皆

様
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
観
光

客
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま

ず
は
、
そ
の
通
り
に
並
行
し

た
「
水
車
の
道
①
」
に
あ
る

「
聖
パ
ウ
ロ
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
②
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
ょ
う
。
堀
の
代
表
作
の
ひ

と
つ
『
風
立
ち
ぬ
』
や
『
木

の
十
字
架
』
に
登
場
す
る
小

さ
な
美
し
い
教
会
で
す
。
堂

内
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る

と
、
す
り
ガ
ラ
ス
か
ら
光
が

差
し
込
ん
で
、
素
朴
な
木
の

温
も
り
の
中
に
神
秘
的
な
雰

囲
気
が
漂
い
ま
す
。
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聖パウロ
カトリック教会

水車の道

つるや旅館

芭蕉句碑
ショー記念
礼拝堂

室生犀星
詩碑

室生犀星
記念館

万平ホテル

有島武郎
終焉地碑

１

２

３

４
５

６

７

８

９

軽井沢会
テニスコート

町営駐車場

〇

旧軽井沢銀座

〇軽井沢
　 教会

軽井沢
写真館〇 軽井沢

観光会館

精進場川

矢ケ埼川



10

　
　
　

堀
は
「
聖
パ
ウ
ロ
教
会
で
結
婚

す
る
と
多
く
の
人
達
か
ら
祝
福
さ

れ
る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い

ま
す
。
今
も
若
い
カ
ッ
プ
ル
に
人

気
が
高
く
、
挙
式
時
に
は
パ
イ
プ

オ
ル
ガ
ン
が
素
敵
な
音
色
を
奏
で

る
そ
う
で
す
。

②聖パウロカトリック教会

信
州
軽
井
沢
に
あ
る
、
聖
パ
ウ
ロ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
。
い
ま
か
ら
五
年
前
（
一
九
三
五
年
）
に
、
チ
ェ
ッ

コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
建
築
家
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
イ
モ

ン
ド
氏
が
設
計
し
て
建こ

ん

立り
ゅ
うし

た
も
の
。
簡
素
な
木
造

の
、
何
処
か
端ス

イ

西ス

の
寒
村
に
で
も
あ
り
そ
う
な
、
朴

訥
な
美
し
さ
に
富
ん
だ
、
何
と
も
い
え
ず
好
い
感
じ

の
す
る
建
物
で
あ
る
。
（
堀
辰
雄
著
『
木
の
十
字
架
』

よ
り
）

そ
の
教
会
の
前
を
通
る
「
水
車

の
道
」
は
緑
溢
れ
る
静
か
な
小
径

で
す
。「
つ
る
や
旅
館
③
」
の
裏
に

水
車
小
屋
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ

う
呼
ば
れ
、
堀
の
『
美
し
い
村
』

に
繰
り
返
し
登
場
し
ま
す
。
そ
う
、

堀
は
つ
る
や
旅
館
に
滞
在
し
な
が

ら
こ
の
小
説
を
執
筆
、
水
車
の
道

は
散
歩
コ
ー
ス
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

江
戸
時
代
に
栄
え
た
旅
籠
鶴
屋

は
、
明
治
に
な
っ
て
つ
る
や
旅
館
に

③つるや旅館 

④芭蕉句碑
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転
じ
、
芥
川
龍
之
介
や
室
生
犀
星
ら
多

く
の
文
人
た
ち
が
滞
在
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

つ
る
や
旅
館
の
近
く
に
は
「
芭
蕉
句

碑
④
」
が
あ
り
、「
馬
を
さ
へ
な
か
む
る

雪
の
あ
し
た
哉
」
の
句
が
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。
前
書
に
「
旅
人
を
見
る
」
と
あ
り
、

「
雪
の
ふ
り
し
き
る
朝
方
、
往
来
を
眺

め
て
い
る
と
多
く
の
旅
人
が
さ
ま
ざ
ま

な
風
を
し
て
通
っ
て
行
く
。
人
ば
か
り

で
な
く
、
駄
馬
ま
で
が
ふ
だ
ん
と
ち
が
っ

て
面
白
い
恰
好
で
通
っ
て
い
く
よ
」
と
の

意
だ
そ
う
で
、
芭
蕉
ら
し
い
ウ
ィ
ッ
ト
に

富
ん
だ
句
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
句
碑
と
道
を
挟
ん
だ
先
に
あ

る
の
が
「
軽
井
沢
シ
ョ
ー
記
念
礼
拝
堂

⑤
」
で
、「
避
暑
地
軽
井
沢
発
祥
の
地
」

の
標
識
が
立
っ
て
い
ま
す
。
明
治
19
年
、

宣
教
師
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ク
ロ
フ
ト
・

シ
ョ
ー
は
旅
の
途
中
に
軽
井
沢
に
立
ち

寄
り
、
祖
国
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
思
わ

せ
る
自
然
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
ま
す
。

２
年
後
に
は
軽
井
沢
初
と
な
る
別
荘
を

建
て
、
宣
教
師
仲
間
や
外
国
人
た
ち
に

軽
井
沢
を
紹
介
、
寂
れ
た
宿
場
町
が
避

暑
地
と
し
て
変
貌
す
る
き
っ
か
け
を
作

り
ま
し
た
。
礼
拝
堂
の
後
ろ
に
は
シ
ョ
ー

ハ
ウ
ス
記
念
館
が
あ
り
、
見
学
が
出
来

ま
す
。

次
い
で
、
近
く
を
流
れ
る
矢
ヶ
崎
川

に
架
か
る
二に

手て

橋ば
し

を
渡
り
ま
し
ょ
う
。

そ
の
先
は
碓
氷
峠
の
見
晴
ら
し
台
に
向

か
い
ま
す
が
、
そ
の
道
を
登
ら
ず
に
川

沿
い
を
左
折
し
ま
す
。
川
の
畔
に
は「
室

生
犀
星
文
学
碑
⑥
」
が
あ
り
、
詩
集

『
鶴
』
の
中
の
一
編
「
切
な
き
思
い

ぞ
知
る
」
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
脇
に

⑤軽井沢ショー記念礼拝堂

⑥矢ケ崎川畔の犀星文学碑
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は
満
州
旅
行
の
折
に
求
め
た
石
の
俑よ
う

人じ
ん

一
対
が
置
か
れ
、
人
目
に
ふ
れ
な
い
よ

う
な
場
所
に
と
い
う
犀
星
の
思
惑
通
り
、

矢
ヶ
崎
川
の
せ
せ
ら
ぎ
と
木
漏
れ
日
の

中
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
ん
で
い
ま
す
。

犀
星
に
と
っ
て
軽
井
沢
は
も
う
ひ
と
つ

の
愛
す
べ
き
ふ
る
さ
と
で
し
た
。
つ
る
や

旅
館
や
貸
別
荘
に
毎
夏
滞
在
、
執
筆
活

動
を
続
け
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
６
年

に
は
大だ

い

塚づ
か

山や
ま

に
別
荘
を
建
て
て
し
ま
い

ま
す
。

そ
の
犀
星
旧
居
に
向
け
て
、
旧
軽
銀

座
を
下
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
右
側
に
軽

井
沢
写
真
館
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
斜

⑦犀星旧居。敷きつめられた苔が見事！

め
前
の
道
を
左
折
、
さ
ら
に
突
き
当
り

を
左
折
し
て
す
ぐ
の
小
径
に
入
り
ま
す
。

純
和
風
な
旧
居
は
、
現
在
「
室
生
犀
星

記
念
館
⑦
」
と
し
て
緑
と
静
寂
に
包
ま

れ
て
建
っ
て
い
ま
す
。

犀
星
は
亡
く
な
る
前
年
の
昭
和
36
年

ま
で
毎
夏
こ
こ
に
滞
在
、『
杏
っ
子
』
な

⑧万平ホテル

⑨有島武郎終焉の地
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ど
軽
井
沢
を
舞
台
に
し
た
作
品
を

数
多
く
残
し
ま
し
た
。
若
き
日
の

堀
や
立
原
道
造
な
ど
、
多
く
の
文

人
た
ち
が
足
繁
く
訪
れ
た
そ
う
で

す
。
昭
和
19
年
か
ら
24
年
ま
で
は

こ
こ
で
疎
開
生
活
を
送
り
、
軽
井

沢
の
厳
し
い
冬
や
食
料
の
乏
し
さ

も
経
験
し
て
い
ま
す
。（
記
念
館
は

一
般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
冬

季
は
休
館
し
ま
す
）

記
念
館
か
ら
は
旧
軽
銀
座
と
は

逆
方
向
に
「
万
平
ホ
テ
ル
⑧
」
へ

と
向
か
い
ま
す
。
古
く
か
ら
外
国

人
や
文
人
た
ち
に
愛
さ
れ
て
き
た

ホ
テ
ル
で
す
。
つ
る
や
旅
館
に
滞

在
し
て
い
た
当
時
、
犀
星
は
芥
川

と
日
課
の
よ
う
に
ホ
テ
ル
に
通
い
、

テ
ィ
タ
イ
ム
を
楽
し
ん
で
い
た
そ

う
で
す
。
文
学
散
歩
に
疲
れ
た
ら
、

カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
で
ミ
ル
ク
テ
ィ
で
も

い
か
が
で
し
ょ
う
。　

今
回
、
最
後
に
訪
れ
る
の
は
「
有

島
武
郎
終
焉
地
碑
⑨
」
で
す
。
旧
軽

銀
座
ロ
ー
タ
リ
ー
か
ら
三
笠
通
り
を

進
み
、
旧
三
笠
ホ
テ
ル
の
手
前
、
唐

掘
通
り
を
右
折
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら

「
有
島
武
郎
終
焉
地
碑
」
の
案
内

板
に
沿
っ
て
坂
道
を
上
る
と
、
木
立

に
囲
ま
れ
た
鎮
魂
の
場
が
広
が
り
ま

す
。有
島
家
の
別
荘「
浄
月
庵
」が
あ
っ

た
所
で
す
。『
生
れ
出
づ
る
悩
み
』『
或

る
女
』
な
ど
、
今
な
お
愛
読
さ
れ
続

け
て
い
る
有
島
で
す
が
、
大
正
12
年

６
月
９
日
、
雑
誌
記
者
の
波
多
野
秋

子
と
こ
こ
で
衝
撃
的
な
死
を
遂
げ
ま

し
た
。

こ
の
場
所
に
は
終
焉
地
碑
の
他
に

「
テ
ィ
ル
ダ
へ
の
友
情
の
碑
」
が
建
っ

て
い
ま
す
。
有
島
は
ス
イ
ス
旅
行
の

際
に
出
会
っ
た
テ
ィ
ル
ダ
・
ヘ
ッ
ク
と

死
の
前
年
ま
で
16
年
に
渡
っ
て
文
通

を
続
け
ま
し
た
。
二
度
と
会
う
こ

と
の
な
か
っ
た
ふ
た
り
で
す
が
、

テ
ィ
ル
ダ
は
有
島
の
死
か
ら
14

年
後
に
来
日
、
こ
の
地
を
訪

れ
て
有
島
を
追
悼
し
て
い
ま
す
。

友
情
の
碑
に
は
「
私
達
の
友
情

は
何
と
純
粋
で
、
貴
く
、
深
い

も
の
で
し
ょ
う
！　

こ
の
世
に
こ

の
よ
う
な
友
情
が
ま
た
と
あ
る

で
し
ょ
う
か
！
」
と
テ
ィ
ル
ダ
宛

て
の
書
簡
文
が
刻
ま
れ
て
い
て
、

時
空
を
超
え
た
美
し
い
友
情
に

心
が
癒
さ
れ
る
気
が
い
た
し
ま

す
。　初

回
の
文
学
散
歩
は
い
か
が

で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
軽
井
沢

の
素
晴
ら
し
い
自
然
の
中
、
ゆ

か
り
の
場
所
に
は
文
人
た
ち
の

想
い
が
今
も
確
か
に
息
づ
い
て

い
ま
す
。
次
回
は
中
軽
井
沢
と

塩
沢
エ
リ
ア
を
歩
き
た
い
と
思

い
ま
す
。　
　
　
　

海
野　

郁

Webサイト
軽井沢観光協会公式ホームページ・軽井沢の文化

https://karuizawa-kankokyokai.jp/knowledge/289/
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上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
は
平
成

16
年
4
月
に
開
館
し
ま
し
た
。
上
田

駅
前
及
び
中
心
市
街
地
の
活
性
化

の
た
め
、
上
田
地
域
の
表
玄
関
で
あ

る
と
い
う
立
地
条
件
を
生
か
し
、
既

存
の
上
田
市
立
図
書
館
に
は
な
い
特

色
の
あ
る
図
書
館
を
目
指
し
ま
し
た
。 

　

そ
の
特
徴
と
し
て
は
、「
暮
ら
し

と
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
」、「
千
曲
川
地
域

文
化
の
創
造
と
発
信
」、「
市
民
協

働
の
図
書
館
づ
く
り
」
の
三
つ
の
コ

ン
セ
プ
ト
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
で
す
。 

　

一
つ
め
の
暮
ら
し
と
ビ
ジ
ネ
ス
支
援

に
つ
い
て
は
、
関
連
資
料
の
収
集
は
勿

論
で
す
が
、
電
子
媒
体
の
設
置
と
貸
出

の
充
実
が
大
き
な
特
長
で
す
。
多
種

類
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
、
メ
ー
ル
、
文
書
作
成
、
印
刷
の

各
機
能
の
あ
る
パ
ソ
コ
ン
の
設
置
、
ま

た
、
個
人
の
パ
ソ
コ
ン
利
用
専
用
席

で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
が
で
き
、

ラ
ン
ケ
ー
ブ
ル
な
ど
の
貸
出
も
行
っ
て

い
ま
す
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
所
蔵
も
多
く
、
館

内
で
の
視
聴
も
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　

二
つ
め
の
千
曲
川
地
域
文
化
の
創

造
と
発
信
で
は
、
広
範
囲
の
千
曲

川
流
域
の
郷
土
資
料
、
地
域
資
料

を
積
極
的
に
収
集
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
開
館
か
ら
隔
年
で
実
施
し
て
い
る

講
座
「
地
域
の
文
化
人
シ
リ
ー
ズ
」

の
関
連
資
料
を
常
設
展
示
し
、
地

域
に
根
付
い
た
運
営
を
し
て
い
ま
す
。 

　

三
つ
め
の
市
民
協
働
の
図
書
館
づ

く
り
で
は
、
本
誌
「
環
」
の
発
行
者

で
も
あ
り
ま
す
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
上
田
図

書
館
倶
楽
部
が
開
館
と
前
後
し
て
発

足
し
、
当
館
と
の
協
働
で
携
わ
っ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
市
の
職
員
は
専

門
知
識
が
な
い
場
合
や
定
期
異
動
で

継
続
的
に
携
わ
れ
な
い
こ
と
、
図
書

館
独
自
の
理
由
と
し
て
非
常
勤
職
員

の
割
合
が
高
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
知

識
や
経
験
の
あ
る
方
に
よ
る
協
働
は

欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　

当
館
の
他
の
特
徴
と
し
て
、
カ
フ
ェ
、

ホ
ー
ル
、
有
料
の
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム

の
併
設
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
最
近
で

は
、
複
合
施
設
の
一
部
と
し
て
図
書
館

を
設
置
し
て
い
る
自
治
体
が
多
く
、
珍

し
く
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
開
館
当

時
は
先
進
的
で
し
た
。
先
に
触
れ
た

駅
前
の 

役
立
つ
図
書
館
を
目
指
し
て 

寄
稿

上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
館
長 　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

柳
原 

美
和
子
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図
書
館
倶
楽
部
が
、
カ
フ
ェ
の
運
営

や
朗
読
会
や
コ
ン
サ
ー
ト
の
会
場
と

し
て
ホ
ー
ル
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
セ

ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
は
社
会
教
育
関
係
の

団
体
に
有
料
で
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。 

　

こ
の
他
、
当
館
で
は
住
民
票
や

税
関
係
の
証
明
書
の
交
付
も
行
っ
て

お
り
、
土
日
祝
日
な
ど
市
役
所
の

閉
庁
時
間
で
の
ご
利
用
に
役
立
つ
施

設
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。 

　

開
館
か
ら
17
年
あ
ま
り
、
図
書
館
を

取
り
巻
く
状
況
は
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
普
及

に
よ
り
、
気
軽
に
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
る
環

境
が
増
え
た
こ
と
に
加
え
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
が
、
従
来

の
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
在
り
方
を
考
え

直
す
き
っ
か
け
と
も
な
り
ま
し
た
。
次

号
で
は
現
在
の
図
書
館
の
課
題
に
つ
い
て

触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

データベース席

印刷用パソコン（後方はDVD)

パソコン席
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こ
の
寄
稿
も
三
回
目
に
な
り
ま
し

た
。
第
一
回
は
上
田
市
立
美
術
館
、

第
二
回
は
上
田
市
立
博
物
館
の
こ
と

を
書
き
ま
し
た
。
今
回
は
上
田
市
立

上
田
図
書
館
の
こ
と
を
書
き
ま
す
。

上
田
市
立
上
田
図
書
館
は
、
昭

和
四
十
五
年
十
一
月
に
現
在
の
場
所

に
開
館
し
ま
し
た
。
そ
の
前
身
の
上

田
図
書
館
は
大
正
十
二
年
に
、
現
在

の
旧
石
井
鶴
三
美
術
館
の
場
所
に
開

館
し
て
い
ま
す
の
で
、
実
に
九
十
八

年
、
現
在
の
場
所
に
移
っ
て
か
ら
で

も
五
十
一
年
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

近
年
で
は
、
平
成
七
年
に
近
隣
の

市
町
村
と
の
相
互
貸
し
借
り
の
た
め

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
「
エ
コ
ー

ル
」
の
運
用
を
開
始
、
平
成
十
一
年
に

上
田
創
造
館
に
分
室
が
開
館
、
平
成

十
六
年
に
は
駅
前
ビ
ル
「
パ
レ
オ
」
に

当
時
の
上
田
市
で
二
つ
目
の
市
立
図
書

館
「
上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
が
開

館
し
、
図
書
館
の
役
割
と
利
便
性
が
拡

大
し
ま
し
た
。

上
田
図
書
館
の
蔵
書
・
貸
出
関
係
の

統
計
は
、
令
和
二
年
度
で
、
蔵
書
冊
数

が
約
三
十
五
万
四
千
冊
、
年
間
貸
出

冊
数
が
約
三
十
一
万
二
千
冊
で
す
。
利

用
登
録
者
数
は
全
体
で
約
二
万
八
千
人

お
り
、
登
録
者
一
人
当
た
り
で
は
、
市

内
の
他
の
図
書
館
で
の
利
用
を
含
め
て
、

一
年
間
に
約
二
十
冊
を
貸
し
出
し
て
い

ま
す
。

（
貸
出
数
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
対
策
の
た
め
の
臨
時
休
館
な
ど
の

影
響
で
、
例
年
よ
り
一
割
余
り
少
な
く
な
っ

て
い
ま
す
）

寄
稿　

第
三
回

上
田
市
立
上
田
図
書
館
と
私

井
戸
芳
之

上田市立上田図書館外観
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図
書
館
の
事
業
と
言
え
ば
「
本
の
貸

出
」
の
印
象
が
強
い
で
す
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
も
っ
と
広
範
囲
に
わ
た
り

ま
す
。
上
田
図
書
館
で
は
、
主
に
「
資

料
の
提
供
と
情
報
サ
ー
ビ
ス
」「
資
料
の

収
集
・
整
理
・
保
存
等
」「
市
民
協
働

に
よ
る
図
書
館
づ
く
り
」
な
ど
の
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
本
の
貸
出
」
は
「
資
料
の
提
供
と

情
報
サ
ー
ビ
ス
」
の
事
業
の
業
務
の
一

部
で
す
。
こ
の
事
業
に
は
例
え
ば
他
に

も
、
利
用
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
応

え
る
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
」
が

あ
り
ま
す
。
利
用
者
か
ら
の
調
査
相
談

の
依
頼
に
答
え
る
業
務
で
、
例
年
は
約

三
千
六
百
件
も
の
依
頼
に
対
応
し
て
い

ま
す
。
メ
ー
ル
や
郵
便
で
の
問
い
合
わ

せ
も
あ
り
、
ま
た
「
過
去
に
上
田
に
あ
っ

た
○
○
に
つ
い
て
知
り
た
い
」
と
い
っ
た
、

調
査
に
日
数
を
要
す
る
依
頼
も
、
か
な

り
の
数
に
な
る
そ
う
で
す
。

「
資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
等
」

の
事
業
で
は
、
地
域
資
料
、
行
政
資
料

等
の
収
集
と
保
存
整
備
を
行
っ
て
い
ま

す
。例

え
ば
、
江
戸
庶
民
文
化
の
研
究
と

古
書
の
収
集
に
力
を
入
れ
た
飯
島
保
作

が
遺
し
た
、
一
万
点
近
い
図
書
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
「
花
月
文
庫
」
を
は
じ
め
、「
藤

廬
文
庫
」「
花
春
文
庫
」
な
ど
、
数
多

く
の
貴
重
資
料
を
収
蔵
し
、
目
録
を
作

り
、
一
部
は
デ
ジ
タ
ル
化
・
公
開
し
て

い
ま
す
。

ま
た
二
階
の
「
参
考
調
査
室
」
に
は

郷
土
資
料
等
を
約
一
万
七
千
冊
、
新
聞

十
七
種
類
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
信
濃

毎
日
新
聞
は
昭
和
二
年
か
ら
保
存
さ
れ
、

ロ
ー
カ
ル
紙
「
信
州
民
報
」
は
昭
和

二
十
年
十
二
月
の
創
刊
号
か
ら
、
明
治

十
八
年
発
刊
の
「
上
田
郷
友
会
月
報
」

も
第
一
号
か
ら
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
、

デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
こ
う
し
た
ま

と
ま
っ
た
形
で
は
お
そ
ら
く
上
田
図
書

館
で
し
か
見
ら
れ
な
い
貴
重
な
資
料
で

す
。「

市
民
協
働
に
よ
る
図
書
館
づ
く

り
」
の
事
業
で
は
、
古
文
書
学
習
会
、

音
訳
奉
仕
活
動
の
会
、
ス
ト
ー
リ
ー
テ

リ
ン
グ
と
読
み
聞
か
せ
の
会
、
修
理
ボ

閉架書庫での貴重資料の保管
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ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
の
連
携
を
進
め
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、貴
重
資
料
紹
介
展
・

講
演
会
、
録
音
図
書
の
作
成
と
利
用
の

拡
大
、
お
は
な
し
会
・
絵
本
講
座
の
開

催
、
本
の
修
理
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
上
田
図
書
館
と

私
の
関
り
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。

私
は
読
書
が
好
き
な
の
で
、
図
書
館

を
と
て
も
よ
く
利
用
し
て
い
ま
す
。
記

録
に
よ
る
と
こ
の
一
年
間
に
三
十
八
回

も
足
を
運
ん
で
い
ま
し
た
。
月
平
均
で

三
回
あ
ま
り
、
二
週
間
に
一
回
を
超
え

る
ペ
ー
ス
で
す
。

行
け
ば
必
ず
本
を
借
り
ま
す
。
年
間

で
何
冊
借
り
た
の
か
を
、
推
計
し
て
み

ま
し
た
。
私
が
読
ん
だ
本
の
感
想
を
書

い
て
い
る
ブ
ロ
グ
「
本
読
み
な
暮
ら
し
」

に
は
、
昨
年
一
年
間
に
百
一
作
品
の
記

事
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
五
十
五
冊
が
、

図
書
館
か
ら
借
り
た
本
で
し
た
。
記
事

を
書
か
な
い
本
が
二
割
ぐ
ら
い
あ
る
の

で
、
七
十
冊
ぐ
ら
い
借
り
て
い
る
よ
う

で
す
。
統
計
で
は
平
均
で
一
人
当
た
り

約
二
十
冊
で
す
か
ら
、
そ
の
三
倍
以
上
。

改
め
て
図
書
館
に
は
た
い
へ
ん
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。

二
年
に
一
回
、
楽
し
み
に
し
て
い
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
上
田
図
書
館
と
古
文

書
学
習
会
「
や
ま
な
み
」
の
共
催
に
よ

る
「
貴
重
資
料
紹
介
展
」
で
す
。
普
段

は
閉
架
書
庫
で
保
管
さ
れ
て
い
る
貴
重

資
料
が
展
示
さ
れ
、
手
に
取
っ
て
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。「
や
ま
な
み
」
の
皆

さ
ん
の
研
究
成
果
で
あ
る
解
説
図
録
も

購
入
で
き
ま
す
。

今
年
の
テ
ー
マ
は
「
む
か
し
も
今
も

百
人
一
首
」。
江
戸
時
代
以
降
、「
小
倉

百
人
一
首
」
以
外
に
様
々
な
「
百
人
一

首
」
が
発
行
さ
れ
た
そ
う
で
、
会
場
で

は
「
源
氏
百
人
一
首
」
と
か
「
英
雄
百

人
一
首
」
と
か
「
烈
女
百
人
一
首
」
と

か
、
二
百
点
以
上
を
展
示
し
て
い
ま
し

た
。
見
て
い
る
だ
け
で
ワ
ク
ワ
ク
し
ま

し
た
。

過
去
に
は
「
江
戸
の
コ
ミ
ッ
ク 

草
双

紙
」「
浄
瑠
璃 

江
戸
の
オ
ペ
レ
ッ
タ
」
な

ど
を
テ
ー
マ
に
展
示
さ
れ
、
ど
れ
も
と

て
も
面
白
か
っ
た
で
す
。
そ
し
て
面
白

い
だ
け
で
な
く
、
こ
の
催
し
は
図
書
館

の
貴
重
資
料
を
読
み
解
い
て
市
民
に
提

「源氏百人一首 完」天保12年発行
（貴重資料紹介展で撮影）
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供
す
る
、
素
晴
ら
し
い
活
動
だ
と
思
い

ま
す
。

私
は
い
つ
か
こ
れ
ら
の
貴
重
資
料
の

デ
ジ
タ
ル
化
と
公
開
を
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
は
、
上
田
図
書
館
と
の
お

仕
事
の
紹
介
を
し
ま
す
。
貴
重
資
料
の

デ
ジ
タ
ル
化
の
事
業
が
２
つ
あ
り
ま
す
。

東
山
道
信
濃
国
略
図

https://m
useum

.um
ic.jp/library/

貴
重
資
料
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
花

月
文
庫
」
の
中
の
絵
図
で
、
ヨ
コ

約
百
三
十
六
セ
ン
チ
、
タ
テ
約

二
百
二
十
二
セ
ン
チ
あ
り
ま
す
。
制
作

年
は
宝
暦
二
年
（
千
七
百
五
十
二
年
）。

江
戸
時
代
の
信
濃
国
（
今
の
長
野
県
）

を
描
い
た
絵
図
で
、
街
道
や
村
の
名
前

の
他
に
観
光
名
所
な
ど
も
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
絵
図
を
撮
影
し
て
デ
ジ
タ
ル
画

像
化
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
拡
大
し
て

閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
平

成
十
一
年
に
実
施
し
た
事
業
で
す
か
ら
、

二
十
年
以
上
前
で
す
。
こ
の
後
に
続
く

絵
図
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
最
初
の
事
業
と

な
り
ま
し
た
。

上
田
古
地
図
・
絵
図
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

https://m
useum

.um
ic.jp/ezukochizu/

上
田
市
立
上
田
図
書
館
が
収
蔵
す
る
、

江
戸
時
代
か
ら
明
治
・
大
正
・
昭
和
に

か
け
て
制
作
さ
れ
た
上
田
市
に
関
す
る

古
地
図
・
絵
図
の
二
十
点
を
紹
介
す
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
す
。
博
物
館
が
収
蔵

す
る
城
下
町
絵
図
七
点
も
合
わ
せ
て
紹

介
し
て
い
ま
す
。

「
東
山
道
信
濃
国
略
図
」
と
同
様
に

拡
大
し
て
閲
覧
で
き
る
ほ
か
、
別
の
年

代
の
地
図
を
見
比
べ
る
こ
と
で
、
町
の

移
り
変
わ
り
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
裏
面
に
載
っ
て
い
た
広
告
な

ど
も
公
開
し
て
い
て
、
当
時
の
商
店
な

ど
の
様
子
も
分
か
り
ま
す
。

最
後
に
、
今
回
の
テ
ー
マ
の
「
図
書

館
」
に
関
連
し
て
本
を
一
冊
ご
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。（
実
は
私
は
本
を
読

む
の
と
同
じ
ぐ
ら
い
、
誰
か
に
本
を
薦

め
る
の
が
好
き
で
す
）

「大日本職業別明細図(部分)」昭和3年発行
（インターネットで公開した古地図）
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『
お
探
し
物
は
図
書
室
ま
で
』（
青
山
美

智
子
著　

ポ
プ
ラ
社
）

小
学
校
に
併
設
さ
れ
た
地
域
住
民
の

た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ハ
ウ
ス
の
中
の
図

書
室
が
舞
台
で
す
。
地
域
住
民
の
た
め

の
図
書
室
と
は
い
え
、
蔵
書
は
充
実
し

て
い
て
、
専
門
の
司
書
を
置
い
た
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
コ
ー
ナ
ー
ま
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ナ
ー
の
司
書

の
小
町
さ
ゆ
り
さ
ん
が
す
ご
い
。
お
客

さ
ん
の
話
を
聞
い
た
小
町
さ
ん
は
、
猛

ス
ピ
ー
ド
で
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
を

叩
い
て
選
書
し
て
く
れ
る
。
そ
の
中
に
は

一
見
す
る
と
無
関
係
な
本
も
交
じ
っ
て
い

る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
本
こ
そ
が
…
と

い
う
話
。

深
刻
な
悩
み
ま
で
解
決
し
て
く
れ
な

い
け
れ
ど
、
読
み
終
わ
る
と
気
持
ち
が

少
し
晴
れ
る
よ
う
な
物
語
で
す
。

☆
筆
者
ご
挨
拶

こ
ん
に
ち
は
。
私
は
井
戸
芳
之
と
申

し
ま
す
。
平
成
八
年
の
暮
れ
に
東
京
都

か
ら
上
田
市
に
引
っ
越
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
二
十
四
年
あ
ま
り
上
田
市
マ

ル
チ
メ
デ
ィ
ア
情
報
セ
ン
タ
ー
に
勤
め
て

い
ま
す
。
趣
味
は
美
術
鑑
賞
と
読
書
で

す
。私

は
こ
こ
に
、
上
田
市
の
公
共
施
設

の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由

は
、
私
が
常
々
「
公
共
施
設
が
私
の
暮

ら
し
を
豊
か
に
し
て
く
れ
て
い
る
」
と

実
感
し
て
い
て
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
だ

き
た
い
か
ら
で
す
。
上
田
市
に
来
る
前

に
住
ん
で
い
た
の
は
ど
こ
も
大
都
市
で
、

そ
の
頃
に
は
公
共
施
設
に
こ
ん
な
想
い

を
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

四角錐状に吊り上げ
られたダルマの中心
に、門松やしめ飾りな
どを積み上げる。そ
こに小学生が火矢で
点火。たちまち炎が
立ち上り、拍手がわ
き起こる。新年初め
の地域の伝統行事で
ある。

上田市上本郷のどんど焼き 



21

 はじ
め
に

２
０
２
１
年
11
月
1
日
、
こ
の
日
か

ら
溯
る
こ
と
１
０
０
年
前
の
１
９
２
１

年
11
月
１
日
、
信
濃
（
上
田
）
自
由
大

学
は
開
講
し
ま
し
た（
１
９
２
４
年「
上

田
自
由
大
学
」
と
改
称
。
以
下
、
上

田
自
由
大
学
と
称
す
）。
上
田
自
由
大

学
が
誕
生
し
た
こ
の
時
は
、
現
在
世
界

を
席
巻
し
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

（
C
O
V
I
D

－
１
9
）
と
向
き
合
っ

て
い
る
と
同
じ
よ
う
に
、
H
1
N
1
亜

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
よ
る
「
ス
ペ
イ

ン
風
邪
」
第
３
波
か
ら
収
束
へ
と
至

る
局
面
に
向
き
合
っ
て
い
た
時
で
し
た
。 

　

い
っ
ぽ
う
、「
蚕
都
上
田
」
を
築
い

て
い
た
上
田
小
県
地
域
は
、
前
年
か

ら
始
ま
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
戦

後
恐
慌
の
影
響
を
受
け
、
基
幹
産
業

で
あ
る
蚕
糸
業
か
ら
の
転
換
を
迫
る

主
張
も
出
始
め
る
ほ
ど
厳
し
い
状
況
に

直
面
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
況

を
包
み
な
が
ら
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

い
う
こ
れ
ま
で
の
社
会
を
「
改
造
」
し

よ
う
と
い
う
新
し
い
思
潮
や
運
動
に
満

ち
あ
ふ
れ
て
い
た
時
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

　

こ
の
時
期
、
上
田
小
県
の
青
年
た
ち

は
、
と
り
わ
け
政
治
や
教
育
文
化
の
面

で
、
創
造
的
な
改
造
運
動
を
県
内
外

へ
と
発
信
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

経
済
面
で
直
面
し
て
い
る
困
難
を
政
治

や
教
育
文
化
の
面
か
ら
打
破
し
よ
う
と

す
る
動
き
で
も
あ
り
ま
し
た
。
時
系
列

で
取
り
上
げ
て
み
る
と
、「
お
ら
が
村

の
新
聞
」
と
し
て
村
か
ら
の
援
助
を
受

け
て
青
年
会
・
団
の
編
集
に
よ
り
『
時

報
』
を
発
行
し
た
こ
と
、
臨
画
に
代
わ

る
今
日
の
美
術
教
育
の
基
礎
と
な
っ
て

い
る
自
由
画
を
主
張
し
て
始
ま
っ
た
児

童
自
由
画
運
動
、
農
民
の
副
産
業
と
し

て
推
奨
さ
れ
た
農
民
美
術
運
動
、
吉
野

作
造
ら
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
黎
明
会

に
な
ら
っ
て
作
ら
れ
た
信
濃
黎
明
会
の

発
会
、
米
騒
動
後
被
差
別
部
落
解
消

を
願
っ
て
設
立
さ
れ
た
融
和
団
体
で
あ

る
信
濃
同
仁
会
の
結
成
、
そ
し
て
「
自

学
自
習
」
を
求
め
た
上
田
自
由
大
学
の

開
講
で
し
た
。
い
ず
れ
も
一
世
紀
前
後

の
動
き
で
す
が
、
現
在
か
ら
見
て
決
し

て
遜
色
が
な
い
、
む
し
ろ
そ
の
試
み
の

意
図
し
た
こ
と
か
ら
学
び
活
か
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
創
造
的
な
活
動
で
し

上
田
自
由
大
学
１
０
０
周
年

　
　
　

「
私
か
ら
み
た
上
田
自
由
大
学
」
（
第
一
回
）

N
P
O
法
人
上
田
図
書
館
倶
楽
部

　
　
　
　
　

理
事
長　

小
平
千
文
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た
。
そ
れ
だ
け
に
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い

て
そ
の
活
動
内
容
に
触
れ
て
い
き
た
い

と
こ
ろ
で
す
が
、
本
稿
で
は
上
田
自
由

大
学
だ
け
を
取
り
上
げ
て
「
私
か
ら
見

た
上
田
自
由
大
学
」
と
し
て
、
４
回
ほ

ど
に
わ
た
り
ど
の
よ
う
な
講
座
が
行
わ

れ
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
学
ん
だ
の

か
、
自
由
大
学
の
ひ
ろ
が
り
の
様
子
や

そ
の
存
否
状
況
、
さ
ら
に
学
ん
だ
人
た

ち
の
そ
の
後
の
生
き
方
、
そ
し
て
現
在

上
田
自
由
大
学
は
ど
の
よ
う
に
私
た
ち

の
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
か
に

つ
い
て
書
き
綴
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 　

上
田
自
由
大
学
誕
生
ま
で
の
あ
ゆ
み 

　

 

　

新
し
い
事
業
を
興
す
に
は
、
そ
れ
な

り
の
準
備
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
開
講
か
ら
一
世

紀
が
経
つ
上
田
自
由
大
学
も
例
外
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
ず
、
上
田
自

由
大
学
誕
生
に
至
る
ま
で
の
助
走
期
間

と
も
い
え
る
動
き
か
ら
み
て
い
く
こ
と

に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
動
き
は
、
上
田

自
由
大
学
誕
生
に
直
接
結
び
つ
か
な
く

て
も
こ
の
大
学
を
生
み
出
し
て
い
く
こ

と
に
間
接
的
な
影
響
を
与
え
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

哲
学
講
習
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
か
ら
17
年
に

か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
主
導
し
た
の

は
、
哲
学
講
習
会
を
発
案
し
た
り
資
金

援
助
を
し
た
小
県
郡
神
川
村
（
現
上
田

市
）国
分
生
ま
れ
の
金
井
正（
１
８
８
６

－

１
９
５
５
）
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
３

年
後
、
自
由
大
学
誕
生
の
出
発
点
と

な
る
哲
学
講
習
会
が
１
９
２
０
年
か

ら
２
１
年
に
か
け
て
同
村
の
山
越
脩
蔵

（
１
８
９
４

－

１
９
９
０
）
に
よ
っ

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
蚕
種
製
造
業

家
に
生
ま
れ
た
金
井
と
山
越
は
８
歳
違

い
の
上
田
中
学
校
（
現
上
田
高
等
学

校
）
卒
業
の
同
窓
生
。
殊
に
山
越
は
宗

教
や
哲
学
、
社
会
科
学
書
を
耽た

ん

読ど
く

す

る
金
井
の
考
え
方
や
生
き
方
に
強
い
影

響
を
受
け
て
い
た
間
柄
で
し
た
。
こ
の

２
人
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
し
た
哲
学

講
習
会
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。 

　

金
井
が
主
導
し
た
哲
学
講
習
会　

２
回
開
か
れ
ま
し
た
。
１
回
目
は
、

１
９
１
６
年
８
月
５
日
か
ら
７
日
ま

左：山越脩蔵、中央：金井正、右：西田幾多郎
1916.8.4　上田海野町　上村旅館
小崎軍司著『夜明けの星』より



村そ
ん

哲
学
講
習
会
は
、
間
違
い
な
く
自

由
大
学
誕
生
と
い
う
新
た
な
芽
を
生
む

基
点
と
な
っ
た
講
習
会
に
な
り
ま
し
た
。 

　

山
越
に
よ
る
土
田
杏
村
哲
学
講
習
会

講
師
は
、
哲
学
者
土
田
杏
村
（
本

名
茂つ

と
む、

新
潟
県
佐
渡
市
１
８
９
１

－

１
９
３
４
）
で
し
た
。
土
田
の
評
論
や

『
象
徴
の
哲
学
』（
１
９
１
９
年
）

な
ど
を
読
み
、
学
識
の
広
さ
と
深
さ

に
敬
服
し
て
い
た
山
越
は
、
こ
の
土

田
の
意
見
は
「
吾
々
を
指
導
す
る
に

足
る
」
と
の
思
い
か
ら
上
田
で
の
講

演
依
頼
を
し
て
実
現
さ
せ
た
講
習
会

で
し
た
。
２
回
実
施
さ
れ
ま
し
た
。　
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で
の
３
日
間
に
わ
た
り
上
田
中
学
校
講

堂
に
も
た
れ
ま
し
た
。
講
師
は
京
都
帝

国
大
学
（
現
京
都
大
学
）
哲
学
科
教

授
西
田
幾
多
郎
（
石
川
県
１
８
７
０

－

１
９
４
５
）。
聴
講
者
４
０
０
余

人
。
演
題
は
「
現
代
哲
学
に
於
け
る
科

学
的
真
理
の
概
念
」（
注
１
）。
２
回

目
は
、
翌
年
の
17
年
に
東
北
帝
国
大
学

（
現
東
北
大
学
）
講
師
田
辺
元
（
東

京
都
１
８
８
５

－

１
９
６
２
）
に
よ
る

哲
学
講
習
会
で
し
た
。
こ
の
２
回
の
講

習
会
は
、
信
濃
教
育
会
小
県
支
部
に
よ

る
夏
期
講
習
会
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の

で
、
直
接
上
田
自
由
大
学
誕
生
へ
と
つ

な
が
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
哲
学
講
習
会
が
多

く
の
聴
講
者
を
得
て
開
か
れ
た
こ
と
は
、

類
似
し
た
哲
学
講
習
会
を
開
催
す
る
こ

と
が
で
き
る
環
境
作
り
に
な
っ
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
３
年
後
に
開

催
さ
れ
た
山
越
脩
蔵
に
よ
る
土
田
杏

き
ょ
う

　

1
回
目
は
、
１
９
２
０
年
９
月
23

日
、
３
時
間
あ
ま
り
信
濃
国
分
寺
客
殿

を
会
場
に
文
化
主
義
論
に
つ
い
て
話
さ

れ
ま
し
た
。
聴
講
料
３
円
。
24
日
か
ら

４
日
間
に
わ
た
り
４
時
間
、
間
に
３
回

の
休
憩
を
と
る
方
法
で
「
新
カ
ン
ト
派

の
哲
学
」
に
つ
い
て
の
話
が
聴
講
者
32

人
（
青
年
５
人
、
女
性
１
人
、
他
は

小
学
校
教
員
）
を
前
に
語
ら
れ
ま
し
た
。

「
親
切
な
講
義
で
理
解
し
易
く
、
こ

の
様
な
講
義
だ
と
、
数
度
く
り
返
せ

ば
、
哲
学
書
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な

る
」
と
の
聴
講
者
の
感
想
か
ら
、
山
越

は
「
連
続
し
て
此
種
の
講
習
を
計
画
の

可
能
を
感
じ
た
」(

注
２)

と
記
し
て
い

ま
す
。「
自
由
大
学
設
立
の
趣
旨
」
に

書
き
込
ま
れ
て
い
る
「
統
一
連
続
的
の

研
究
」
の
原
型
に
な
る
も
の
と
受
け
止

め
れ
ば
、
こ
の
と
き
上
田
自
由
大
学
設

立
の
胎
動
の
芽
が
出
芽
し
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
を
確
か
な
も
の
と
し
た

35歳の杏村（大正15
年11月）　
上田敏郎著『土田杏村
と自由大学運動』より
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の
が
翌
１
９
２
１
年
２
月
20
日
か
ら
24

日
ま
で
上
田
高
等
女
学
校(

現
上
田
染

谷
丘
高
等
学
校)

を
会
場
に
行
わ
れ
た

第
２
回
目
の
土
田
杏
村
哲
学
講
習
会
で

し
た
。
60
余
人
の
聴
講
者
を
前
に
話
さ

れ
た
テ
ー
マ
は
「
現
代

墺
オ
ー
ス
ト
リ
ア

国
学
派

の
哲
学
」
に
つ
い
て
で
し
た
。
山
越
は
、

聴
講
者
の
賛
同
を
得
て
今
後
も
継
続
す

る
た
め
と
し
て
講
習
会
を
「
小
県
哲
学

会
」
と
命
名
し
ま
し
た
。
土
田
は
「
地

方
で
出
来
た
、
お
そ
ら
く
は
最
初
の
哲

学
会
で
せ
う
」（
１
９
２
１
・
６
・
１
）

と
山
越
宛
の
手
紙
に
書
い
て
い
ま
す
。　

 

講
演
後
、
土
田
が
宿
に
し
て
い
た
上
村

旅
館
を
訪
ね
た
山
越
と
金
井
、
そ
し

て
猪
坂
直
一
（
上
田
町
１
８
９
７

－

１
９
８
６
）
に
、
土
田
か
ら
「
こ
れ
か

ら
は
考
え
る
人
間
、
批
判
力
の
あ
る
人

間
を
作
り
上
げ
て
い
か
な
い
と
こ
の
世

の
中
は
よ
く
な
ら
な
い
。
ぼ
く
は
系
統

的
な
学
問
を
す
る
民
衆
教
育
機
関
を
作

り
た
い
」（
注
３
）
と
の
話
を
聞
か
さ
れ

ま
し
た
。
山
越
は
、「
土
田
の
い
う
系

統
的
民
衆
教
育
機
関
を
自
分
た
ち
の
力

で
つ
く
り
た
い
」
思
い
か
ら
、
こ
の
会

を
基
礎
と
し
た
一
定
数
の
聴
講
者
を
得

る
こ
と
や
協
力
で
き
る
講
師
、
教
室
と

し
て
借
用
で
き
る
部
屋
な
い
し
建
物
な

ど
の
条
件
が
整
え
ば
文
化
科
学
全
般
に

わ
た
る
講
座
が
開
け
る
の
で
は
な
い
か

と
の
研
究
を
土
田
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

こ
の
願
い
に
対
す
る
土
田
の
返
信
は
が

き
と
別
封
に
よ
り
、
自
由
大
学
構
想
は

実
現
の
方
向
で
動
き
出
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
６
月
20
日
付
返
信
は
が
き
に

は
「
御
計
画
と
に
角
大
賛
成
」、
26
日

付
で
は
「
二
講
座
で
も
三
講
座
で
も
い

い
と
い
ふ
の
は
賛
成
で
す
。
そ
れ
ぢ
ゃ

あ
直
ぐ
に
成
立
し
ま
す
。
…
…
直
ぐ
に

自
由
大
学
の
名
を
つ
け
て
お
く
方
が
よ

い
…
…
僕
が
一
講
座
持
つ
、
高
倉
輝
君

が
一
講
座
持
つ
」、
と
記
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
時
、は
じ
め
て
「
自
由
大
学
」

の
名
前
と
高
倉
輝
と
い
う
講
師
の
顔
が

登
場
し
ま
し
た
。
ま
た
、
別
封
に
は
自

由
大
学
の
趣
意
書
の
原
稿
が
添
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
30
日
書
簡
の
別

封
で
は
、「
日
本
最
初
の
試
み
だ
か
ら

趣
意
書
な
ど
馬
鹿
に
さ
れ
な
い
も
の
に

し
た
い
」
と
し
て
さ
ら
に
手
が
加
え
ら

れ
た
「
趣
意
書
風
の
も
の
」
が
添
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
確
定
し
た
信
濃
自
由

大
学
趣
意
書
は
、
次
号
で
紹
介
し
ま
す
。 

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
な
が

ら
上
田
自
由
大
学
は
産
声
を
あ
げ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
至

る
ま
で
金
井
や
山
越
た
ち
が
主
導

し
た
試
み
を
具
体
化
さ
せ
る
こ
と
に

檄
を
飛
ば
す
よ
う
に
し
て
影
響
を
与

え
た
人
が
土
田
の
他
に
も
う
一
人
い

ま
し
た
。
最
後
に
、
そ
の
人
に
触
れ

て
こ
の
項
を
閉
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

　

２
人
に
影
響
を
与
え
た
人　

そ
の
人
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は
、
児
童
自
由
画
や
農
民
美
術
を
提
唱
し

た
画
家
山
本
鼎
（
愛
知
県
岡
崎
１
８
８
２

－

１
９
４
６
）
で
す
。
１
９
１
６
年
、
第

１
回
西
田
幾
多
郎
哲
学
講
習
会
が
開
か
れ

た
年
の
12
月
、
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
て
い
た

山
本
が
ロ
シ
ア
経
由
で
父
山
本
一
郎
が
経
営

し
て
い
る
山
本
医
院
（
大
屋
）
に
帰
国
し

ま
し
た
。
翌
17
年
１
月
、
帰
国
歓
迎
会
が

大
屋
館
に
も
た
れ
ま
し
た
。
金
井
に
誘
わ
れ

て
出
席
し
た
山
越
は
初
め
て
山
本
と
出
会

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
２
月
4
日
、
山
本

に
招
か
れ
た
金
井
と
山
越
は
上
田
町
喜
久

輿
亭
（
注
４
）
の
席
上
で
山
本
か
ら
唐
突
に

「
君
た
ち
は
日
本
の
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
で
は
な

い
か
ね
」
と
問
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
出
会
い

と
話
が
、
児
童
自
由
画
や
農
民
美
術
、
上

田
自
由
大
学
と
い
う
新
し
い
文
化
を
築
き
上

げ
て
い
く
こ
と
に
「
応
分
の
努
力
を
す
る
」

と
い
う
決
意
を
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の

様
子
を
山
越
は
、
次
の
よ
う
に
メ
モ
し
て
い

ま
す
（
注
５
）。（　
）
内
は
執
筆
者
の
補
充 

　

吾
々
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
。（
ロ
シ

ア
）
の
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
の
小
説
に
出
て
来
る
主

人
公
の
名
で
、
地
主
の
若
主
人
で
大
学
教
育

を
受
け
地
位
も
あ
り
金
も
あ
り
誠
に
恵
ま
れ

た
境
遇
で
あ
っ
た
が
、
思
ひ
つ
い
た
仕
事
を

す
る
が
、
ど
れ
も
な
し
と
げ
得
な
い
で
一
生

を
終
る
と
言
ふ
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。
と
言

う
の
で
あ
っ
た
。
吾
々
は
「
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
」

の
説
明
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
事
柄
の
如
何

に
よ
っ
て
は
、
そ
の
事
柄
の
遂
行
に
力
を
添
へ

る
こ
と
に
応
分
の
努
力
を
す
る
と
言
明
し
た
。 

 

こ
う
し
て
児
童
自
由
画
も
農
民
美
術
も
、
そ

し
て
上
田
自
由
大
学
も
「
応
分
の
努
力
」
に

よ
っ
て
誕
生
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）

（注1）講演の概要は、『信濃教育』359号　大正5.9.1に掲載されている。『西田幾多郎全
集』２　岩波書店　1950年には、「自覚における直感と反省」と題して収録されている。 
（注2）大槻宏樹編『山越脩蔵選集―共生・経世・文化の世界―』前野書店　2002年 
（注3）小崎軍司著『夜あけの星　自由大学/自由画/農民美術を築いた人たち』造形社 
1975年 
（注4）大谷文子著『セピア色のアルバム』週刊上田新聞社　2009年
（注5）山越脩蔵「上田杏村の手紙と上田自由大学」（『信州白樺』NO,29 1978）および大
槻前掲　山越脩蔵「上田杏村の手紙と上田自由大学」（『信州白樺』NO,29 1978）およ
び大槻前掲書

山本　鼎
中野光他編『大
正自由大学の光
芒』より
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あとがき

　芥川龍之介の『羅生門』、夏目漱石の『夢十夜』、志賀直哉の『城の崎に

て』、原田マハの『砂に埋もれたル・コルビュジェ』、村上春樹の『鏡』。 

　何と魅力的なラインナップなのだろう！　文部科学省の教科書検定に合格

した、第一学習社の令和４年度「現代の国語」（高校一年）に掲載された５

作品だ。ところが、この教科書が物議をかもしている。 

　一年生で学ぶ「国語総合」では、これまで小説を含めた現代文と古典の分

野を教えてきたが、新年度からは「現代の国語」と「言語文化」に分けら

れることになった。「現代の国語」では評論文など「現代の社会生活に必要

とされる論理的な文章及び実用的な文章」を掲載、「言語文化」では「古典

及び近代以降の文章」として小説や随筆、漢文や古文などを扱うこととした。

ただ、受験を考慮すると漢文や古文は省略しにくく、いきおい小説は削らざ

るを得なくなる。また、文科省の学習指導要領の説明会では「『現代の国

語』はノンフィクションの科目であり、小説が入る余地はない」と説明され

ていた。 

　ところが、第一学習社は不合格覚悟でチャレンジした。教育現場から

「『現代の国語』の中で小説を扱いたい」との声が数多く聞かれたためであ

る。結果、対象外のはずの小説を載せた教科書は合格、都立高校における採

択部数は他の教科書を抑えて最多となった。　 

　検定に合格した中で小説を掲載したのは第一学習社のみだったので、ライ

バル社からは一斉に抗議の声が上がった。教科用図書検定調査審議会は「今

回の事態を重く受け止め、今後はより一層厳正な審査を行う」とし、文科省

は「今後は文学作品が安易に載ったり、少し工夫すれば載ったりする科目で

ないことを理解して頂く」とした。ということは、今後、文学作品が掲載さ

れる見込みは少なくなるということだろうか。 

　私たちは教科書の中で多くの文学作品に出合ってきた。多感な時期に読ん

だ文学は、音楽や美術などと共に豊かな感性を育んでくれたと信じている。

今回、第一学習社が掲載した作品も、多様な考え方や生き方を感じとる道標

となり、子どもたちの心の奥底に刻まれることだろう。

　「教科書から文学が消える」などということがないようにと願うばかりだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はな）
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