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30
代
か
ら
50
代
に
か
け

て
世
界
70
か
国
近
く
を
巡

り
、
現
在
は
長
野
市
権

堂
町
で
「
世
界
食
堂
」
を

営
む
。
長
野
市
出
身
の
大

久
保
邦
博
さ
ん
（
60
歳
）

は
県
庁
に
勤
め
て
い
た
48

歳
の
と
き
、「
悔
い
の
な
い

生
き
方
を
し
た
い
」
と
退

職
。「
こ
れ
か
ら
何
を
す

る
か
」
を
探
し
に
世
界
放

浪
の
旅
に
出
た
。
も
と
も

と
海
外
旅
行
が
趣
味
。
初

め
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ハ
ン

ガ
リ
ー
、
ロ
シ
ア
な
ど
観

光
名
所
に
足
を
運
ん
だ

が
、
次
第
に
物
足
り
な
く

な
り
、「
暮
ら
す
よ
う
に

旅
を
す
る
」
よ
う
に
な
る
。

イ
ン
ド
で
ヨ
ガ
を
習
っ
た

り
イ
ン
ド
カ
レ
ー
と
日
本

の
カ
レ
ー
の
レ
シ
ピ
を
教

え
合
っ
た
り
し
た
。
ま
た
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
パ
ブ
で

地
元
の
人
と
一
緒
に
お
酒

を
飲
み
、
ネ
パ
ー
ル
の
民

家
で
料
理
を
す
る
な
ど
地

域
の
暮
ら
し
に
触
れ
る
旅

に
変
え
て
い
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
伝
統

料
理
や
家
庭
料
理
を
味
わ

う
う
ち
、
暮
ら
し
の
基
本

は
「
食
」
に
あ
る
と
思
い

至
る
。
日
本
で
各
国
の
家

庭
料
理
を
提
供
し
な
が
ら

文
化
交
流
を
し
よ
う
。「
こ

れ
か
ら
」
の
輪
郭
が
固
ま

り
、
９
年
前
、
世
界
食
堂

を
オ
ー
プ
ン
し
た
。
現
在

は
人
脈
が
拡
が
り
、
知
り

合
い
の
外
国
人
に
手
伝
っ

て
も
ら
い
な
が
ら
10
か
国

4

躍働 食を通して世界交流を楽しむ

手作りの世界地図の前で

 大久保邦博さん
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ほ
ど
の
家
庭
料
理
を
提
供
。「
居
な
が

ら
に
し
て
世
界
交
流
を
楽
し
め
る
」
と

思
い
描
い
た
通
り
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

大
久
保
さ
ん
と
は
、
環
41
号
の
躍
働

に
登
場
し
て
い
た
だ
い
た
同
じ
く
元
県

庁
職
員
の
菅
谷
行
博
さ
ん
の
紹
介
で
知

り
合
っ
た
。

Ｑ　

県
庁
を
退
職
さ
れ
る
と
き
、
た
め

ら
い
は
な
か
っ
た
で
す
か
。

Ａ　

高
校
生
の
と
き
観
た
映
画
「
ロ
ッ

キ
ー
」（
無
名
の
ボ
ク
サ
ー
が
世
界

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
対
戦
す
る
物
語
）

の
舞
台
に
な
っ
た
、
ア
メ
リ
カ
東
海

岸
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
へ
行
っ
て

み
た
い
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

よ
う
や
く
行
け
た
の
が
46
歳
の
と
き
、

28
年
間
も
憧
れ
て
い
た
地
に
立
て
た

と
き
は
感
無
量
で
し
た
。「
も
っ
と
早

く
来
た
か
っ
た
」
と
強
く
思
い
、
そ

の
と
き
決
め
た
の
で
す
。「
本
当
に
好

き
な
こ
と
を
し
て
生
き
て
い
こ
う
」

と
。
独
り
身
だ
か
ら
で
き
た
こ
と
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
決
め
て
か
ら
は

迷
い
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

Ｑ　

世
界
を
巡
ら
れ
て
特
に
印
象
に

残
っ
た
国
は
？

Ａ　

そ
う
で
す
ね
、
思
い
出
深
い
国

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
地
元
に

溶
け
込
ん
で
地
元
な
ら
で
は
の
体
験

が
で
き
た
国
は
印
象
的
で
す
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
バ
ン
ジ
ー
ジ
ャ

ン
プ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
ス
キ
ー
、
ロ
シ
ア

の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
ボ
リ
シ
ョ

イ
サ
ー
カ
ス
鑑
賞
な
ど
。
ま
た
、
住
ん

で
み
た
く
な
っ
た
国
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で

インドでカレーを習得

イスラエルでスキー
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す
。
小
さ
な
街
が
点
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ

に
教
会
が
あ
る
。
と
て
も
ア
ッ
ト
ホ
ー

ム
な
国
で
居
心
地
の
い
い
国
で
し
た
。

「
ひ
と
り
で
パ
ブ
に
入
っ
て
ふ
た
り
で

出
て
く
る
」
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
、

「
パ
ブ
に
ひ
と
り
で
入
っ
て
も
中
で
誰

か
と
友
だ
ち
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　Ｑ　

世
界
中
を
旅
し
て
、
考
え
や
生
活

な
ど
変
わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ　

東
北
大
震
災
直
後
に
イ
ギ
リ
ス

を
訪
れ
た
と
き
、
同
宿
の
ド
イ
ツ
人

か
ら
「
日
本
に
は
原
発
は
何
基
あ
る

の
？
」
と
聞
か
れ
て
答
え
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
も
っ
と
日
本
と
い
う
国

に
つ
い
て
勉
強
し
な
く
て
は
、
と
反

省
し
き
り
。
海
外
に
出
た
か
ら
こ
そ

見
え
て
く
る
国
内
の
世
界
が
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
物
事
を
見
る

こ
と
の
重
要
性
を
学
び
ま
し
た
。

生
活
に
関
し
て
は
、「
必
要
最
小
限
の

信
頼
で
き
る
道
具
だ
け
を
所
有
す
る
」

と
い
う
旅
の
ス
タ
イ
ル
を
、
日
常
の
暮

ら
し
に
も
取
り
込
む
こ
と
を
心
掛
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
断

捨
離
」
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ　

世
界
食
堂
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。
も
と
も
と
料
理
が
好
き
で
し

た
か
。

Ａ　

特
に
好
き
と
か
得
意
と
い
う
こ

と
は
な
か
っ
た
で
す
。
た
だ
モ
ノ
を

作
る
の
は
好
き
で
し
た
。
親
父
が
大

工
だ
っ
た
の
で
そ
の
血
を
受
け
継
い

で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

開
店
当
初
は
、
私
の
料
理
法
を
来
客

が
見
か
ね
て
、
厨
房
で
手
ほ
ど
き
し
て

く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
は
ロ
シ

ア
人
や
ベ
ト
ナ
ム
人
な
ど
の
知
り
合
い

が
交
替
で
家
庭
料
理
を
作
っ
て
く
れ
ま

す
。
10
席
し
か
な
い
小
さ
な
店
で
す
の

で
、
来
客
同
士
が
話
し
か
け
や
す
い
雰

ネパールをバイクで移動

ネパールの竃で料理



レ
ン
デ
で
す
。
ス
イ
ス
、カ
ナ
ダ
、オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
も
ス
キ
ー
を
し

ま
し
た
が
、
岩
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
む
き
出

し
の
ゲ
レ
ン
デ
も
あ
っ
て
、
白
馬
ゲ

レ
ン
デ
の
素
晴
ら
し
さ
を
再
認
識
し

ま
し
た
。

10
年
ほ
ど
前
か
ら
整
体
バ
ラ
ン
ス
運

動
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
ま
す
。
骨
格
を

き
ち
ん
と
使
っ
て
ゆ
が
み
を
正
す
運
動

7

囲
気
の
お
か
げ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お

か
げ
で
自
分
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
も
増
え

ま
し
た
。

こ
こ
権
堂
に
店
を
持
っ
た
の
は
真
向
い

に
１
０
０
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
映
画

館
「
松
竹
相
生
座
」
が
あ
る
か
ら
で
す
。

映
画
が
好
き
で
よ
く
通
っ
た
の
で
、
権

堂
は
愛
着
の
あ
る
場
所
で
す
。
上
映
中

の
映
画
に
合
わ
せ
て
メ
ニ
ュ
ー
を
決
め
る

こ
と
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
と
き
は
鑑

賞
後
の
人
が
立
ち
寄
っ
て
く
れ
ま
す
。

月
１
回
ワ
イ
ン
会
も
開
い
て
い
ま
す
。

常
連
客
の
中
に
ワ
イ
ン
好
き
が

い
て
、
彼
が
企
画
や
ワ
イ
ン

調
達
な
ど
を
や
っ
て
く
れ
ま
す
。

私
は
ワ
イ
ン
に
合
う
料
理
を
提

供
す
る
だ
け
な
の
で
す
が
、
毎

回
満
席
に
な
り
盛
り
上
が
り

ま
す
。
先
日
50
回
目
を
迎
え

ま
し
た
。

「
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
た
い
、

こ
う
い
う
方
向
へ
進
み
た
い
」
と
願
い
続

け
る
と
道
は
開
け
る
も
ん
だ
な
あ
、
９

年
間
を
振
り
返
っ
て
そ
ん
な
感
じ
が
し

て
い
ま
す
。

Ｑ　

す
ら
っ
と
し
た
体
型
で
ス
ポ
ー
ツ

マ
ン
に
見
え
ま
す
。

Ａ　

長
野
県
は
名
峰
が
多
い
の
で
若

い
と
き
か
ら
登
山
を
し
ま
し
た
。
槍
ヶ

岳
か
ら
雲
ノ
平
、
穂
高
連
峰
な
ど
北

ア
ル
プ
ス
は
ほ
と
ん
ど
登
り
ま
し
た
。

ス
キ
ー
も
好
き
で
白
馬
は
ホ
ー
ム
ゲ

本日のお勧めメニュー

世界食堂の入り口で
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で
、
血
管
や
筋
肉
、
リ
ン
パ
と
い
っ
た

身
体
全
体
の
代
謝
を
高
め
る
効
果
が
あ

り
ま
す
。

Ｑ　

こ
れ
か
ら
何
を
や
り
た
い
で
す

か
。

Ａ　

こ
の
世
界
食
堂
に
関
連
し
て
民

宿
「
世
界
食
堂
」
を
大
町
市
美
麻
に

再
来
年
オ
ー
プ
ン
の
予
定
で
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
。
外
国
の
宿
泊
先
で

居
合
わ
せ
た
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
宿
泊

者
と
一
緒
に
料
理
を
し
な
が
ら
、
国

自
慢
や
旅
の
失
敗
談
な
ど
を
語
り

合
っ
た
の
が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
の

で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
生
活
体
験

も
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
し
た
の

で
今
度
は
自
分
が
も
て
な
し
た
い
。

農
業
体
験
や
日
本
の
文
化
、
里
山
ハ

イ
キ
ン
グ
な
ど
日
本
を
じ
っ
く
り
味

わ
っ
て
も
ら
い
た
い
。

美
麻
か
ら
鹿
島
槍
ヶ
岳
が
望
め
る
の

で
す
が
、
里
山
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が

本
当
に
美
し
く
て
世
界
に
誇
れ
る
風
景

で
す
。
そ
ん
な
環
境
も
楽
し
ん
で
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

旅
の
集
大
成
と
し
て
旅
人
を
迎
え
る

こ
と
を
生
業
に
し
た
い
と
決
め
た
大
久

保
さ
ん
だ
が
、「
60
歳
に
な
っ
て
新
し

い
事
業
に
挑
戦
し
な
く
て
も
い
い
の
で

は
？
」
と
弱
気
虫
が
と
き
ど
き
顔
を
出

す
。
そ
ん
な
と
き
は
県
庁
を
退
職
し
た

時
の
初
心
に
か
え
る
。「
や
ら
な
い
で
後

悔
す
る
よ
り
や
っ
て
後
悔
す
る
方
が
い

い
」。
民
宿
予
定
地
か
ら
の
絶
景
を
眺

め
な
が
ら
、
大
久
保
さ
ん
は
気
持
ち
を

新
た
に
す
る
。　

　
　
　
　
　
　
　

令
和
４
年
７
月
29
日
訪
問　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
文
子

フランス　コートダジュールをドライブ

インドでヨガ
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信濃を旅した文人たち

虚子が繰り返し歩いた虚子庵の縁側

近
代
俳
句
の
巨
星
・
高

濱
虚
子
（
１
８
７
４
― 

１
９
５
９
）
は
、
生
涯
に

わ
た
り
お
び
た
だ
し
い
数
の

句
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
活
字

と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
約

２
万
２
千
句
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
代
表
作
の
中
か
ら

い
く
つ
か
選
ん
で
み
ま
し
た
。

「
平
明
に
し
て
余
韻
の
あ

る
句
」
を
唱
道
し
た
虚
子
ら

し
い
、
心
に
染
み
入
る
作
風

で
す
。
み
な
さ
ん
も
ご
存
知

の
句
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

白
牡
丹
と
い
ふ
と
い
へ
ど
も
紅
ほ
の
か

虹
立
ち
て
雨
逃
げ
て
行
く
広
野
か
な

蛍
火
の
今
宵
の
闇
の
美
し
き

桐
一
葉
日
当
た
り
な
が
ら
落
ち
に
け
り

遠
山
に
日
の
当
た
り
た
る
枯
野
か
な

子
規
逝
く
や 

十
七
日
の
月
明
に

し
ょ
う
か
。

虚
子
は
愛
媛
県
松
山
市
に
生

ま
れ
、
中
学
時
代
よ
り
郷
土
の

先
輩
正
岡
子
規
に
兄
事
。
虚
子

の
名
は
本
名
の
清

き
よ
し
か
ら
子
規
が

命
名
し
ま
し
た
。
子
規
没
後
は

そ
の
俳
句
の
精
神
を
引
き
継
ぎ
、

俳
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
理
念

と
な
る
「
客
観
写
生
」
や
「
花

鳥
諷
詠
」
を
提
唱
し
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
文

学
活
動
は
俳
句
に
と
ど
ま
ら
ず
、

写
生
文
、
小
説
と
多
岐
に
わ
た

り
ま
し
た
。　

鎌
倉
に
住
ん
で
い
た
虚
子
夫

妻
が
、
小
諸
市
与
良
に
疎
開
し

た
の
は
昭
和
19
年
９
月
４
日
の

こ
と
。
虚
子
70
歳
で
し
た
。
小

諸
で
の
暮
ら
し
は
昭
和
22
年
10

月
25
日
ま
で
足
か
け
４
年
に
わ

た
り
、
そ
の
日
々
は
地
元
の
小

高
浜
虚
子
と

       

小
諸
時
代
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北
国
街
道
与
良
町

高
濱
虚
子
記
念
館

虚
子
庵

大
日
堂

馬
頭
観
音

笠
石
の
句
碑

野
岸
小
学
校

八
幡
神
社

至
小
諸
駅

至
上
田
方
面

R18

至
軽
井
沢
方
面

小
山
家

① ②

③

④

⑤

虚
子
の
散
歩
道

（
①
～
⑤
の
地
点
に
句
碑
が
あ
り
ま
す
）
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山
栄
一
氏
に
全
面
的
に
支
え
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
間
、
虚
子
は
『
小
諸
百
句
』

や『
小
諸
雑
記
』を
ま
と
め
、小
説『
虹
』

を
執
筆
。「
小
諸
時
代
」
と
い
う
新
た

な
世
界
を
生
み
出
し
ま
し
た
。　

小
諸
か
ら
は
浅
間
山
や
八
ヶ
岳
に
蓼

科
山
、
さ
ら
に
は
遠
く
北
ア
ル
プ
ス
が

眺
望
で
き
ま
す
。
虚
子
は
、
小
諸
の
厳

し
く
も
美
し
い
風
土
に
親
近
感
を
抱
い

て
い
き
ま
し
た
。『
小
諸
雑
記
』
の
中

の
章
「
縁
側
散
歩
」
や
「
一
日
」
に
は
、

虚
子
な
り
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
長
い
冬

を
過
ご
す
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

炬
燵
に
く
す
ぶ
っ
て
ば
か
り
も

居
ら
れ
な
い
の
で
、
私
は
三
間

半
の
縁
側
を
行
っ
た
り
来
た
り

し
て
一
時
間
ば
か
り
費
や
す
こ

と
が
よ
く
あ
る
。
其
処
は
硝
子

障
子
を
通
し
て
日
が
よ
く
射
し

込
む
の
で
天
気
が
い
ゝ
日
は
、

か
な
り
暖
か
い
の
で
あ
る
。（「
縁

側
散
歩
」）

こ
の
散
歩
は
今
日
一
日
の
仕
事

に
携

た
ず
さ
わる

最
初
の
勇
気
を
得
る
こ

と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
三
間

半
の
廊
下
を
何
十
遍
何
百
遍
と

な
く
往
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

體
の
内
が
自
然
に
暖
ま
っ
て
き

て
、
今
迄
か
が
ん
で
居
っ
た
背

中
も
し
ゃ
ん
と
伸
び
、
は
く
白

い
息
に
も
勇
気
が
こ
も
っ
て
居

る
よ
う
な
気
が
し
て
来
る
の
で

あ
る
。（「
一
日
」）

二
間
だ
け
の
家
に
、
虚
子
夫
妻
は

二
人
の
お
手
伝
い
と
住
ん
で
い
ま
し
た
。

夕
食
後
の
ひ
と
と
き
、
四
人
は
切
炬
燵

が
あ
る
ひ
と
間
に
身
を
寄
せ
合
っ
て
い

ま
し
た
が
、
あ
る
時
、
虚
子
は
本
の
朗

読
を
思
い
つ
き
ま
す
。「
本
を
讀
ん
で
聞

か
す
」
の
章
か
ら
は
、『
忠
臣
蔵
』
や

パ
ー
ル
バ
ッ
ク
の
『
大
地
』
な
ど
を
読
む
、

冬
の
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
情
景
が
浮

か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

小
諸
の
冬
は
長
く
、
寒
さ
が
少
し
弛ゆ

る

ん
で
き
た
か
と
思
う
と
、
ま
た
ど
か
っ
と

寒
さ
が
戻
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
風
で
春

は
中
々
や
っ
て
こ
な
い
。「
小
諸
に
も
春

が
き
た
」
の
章
に
は
、
待
ち
わ
び
る
虚高濱虚子記念館
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子
の
心
持
が
手
に
取
る
よ
う
に
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。
春
の
訪
れ
と
共
に
、
虚

子
は
浅
間
山
に
向
か
う
田
園
の
小
径
を

よ
く
歩
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
里
人
が

す
れ
違
い
ざ
ま
に
声
を
か
け
て
き
ま
す
。

は
じ
め
の
う
ち
は
戸
惑
っ
て
い
た
虚
子
で

す
が
、
次
第
に
馴
染
み
も
増
え
て
、
小

諸
は
親
し
み
の
あ
る
町
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。　

滞
在
中
、
虚
子
は
た
び
た
び
句
会
を

開
い
て
い
ま
す
。『
小
諸
雑
記
』
の
中
の

「
病
気
」
の
章
に
は
、「
桃
花
会
」
と

い
う
句
会
が
誕
生
し
た
い
き
さ
つ
が
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

虚
子
の
家
の
近
く
に
疎
開
し
て
い
た

孫
が
病
気
に
罹
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
家

主
の
小
山
家
の
紹
介
で
来
て
く
れ
た
の

が
、
栗
谷
川
と
い
う
医
師
で
し
た
。
病

状
は
か
な
り
重
い
も
の
で
し
た
が
、
医

師
は
何
度
と
な
く
往
診
を
重
ね
、
や
が

て
孫
は
快
方
に
向
か
い
ま
し
た
。
虚
子

は
何
か
栗
谷
川
氏
の
厚
意
に
報
う
る
こ

と
は
な
い
か
と
考
え
、
俳
句
を
作
る
こ

と
を
す
す
め
て
み
ま
し
た
。
以
来
、
虚

子
の
指
導
の
下
、
栗
谷
川
氏
を
中
心
に

開
か
れ
た
句
会
が
桃
花
会
で
す
。
句
会

は
、
虚
子
が
小
諸
を
去
る
昭
和
22
年
10

柴
を
負
ひ
そ
れ
に

　
　

し
め
じ
の
篭
を
さ
げ

　
　
（
虚
子
記
念
館
入
口
）

人
々
に
更
に

　

紫
苑
に
名
殘
あ
り

　
（
虚
子
庵
玄
関
前
）

風
花
に

　

山
家
住
ひ
も
早
三
年

　
　
　
（
小
山
肇
邸
前
）

秋
晴
の

淺
間
仰
ぎ
て
主
客
あ
り

　
　
　
（
笠
石
の
句
碑
）

立
科
に
春
の
雲

　
　

今
う
ご
き
居
り

　
　
（
八
幡
神
社
境
内
）
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月
ま
で
25
回
続
き
ま
し
た
。
ま
た
、「
小

諸
ホ
ト
ト
ギ
ス
会
」
や
懐
古
園
で
の
「
虚

子
観
月
句
会
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
句

会
を
開
催
。
昭
和
21
年
に
は
、
古
い
蚕

室
を
改
造
し
た
通
称
俳
小
屋
が
造
ら
れ

て
い
ま
す
。　

戦
時
下
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
う
し
て

充
実
し
た
日
々
を
送
っ
た
虚
子
は
、
同

時
に
小
諸
の
地
に
豊
か
な
文
化
を
も
た

ら
し
て
、
惜
し
ま
れ
な
が
ら
鎌
倉
に
帰
っ

て
い
き
ま
し
た
。　

現
在
、
与
良
地
区
に
は
高
濱
虚
子
記

念
館
が
建
ち
、虚
子
が
歩
い
た
道
は
「
虚

子
の
散
歩
道
」
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い

ま
す
。
田
園
風
景
の
残
る
中
を
、
マ
ッ

プ
片
手
に
５
基
あ
る
句
碑
を
巡
っ
て
み

ま
し
た
。
途
中
、
急
な
坂
道
が
あ
り
ま

す
が
、
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
も
30
分
く
ら
い

で
し
ょ
う
か
。
句
碑
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個

性
的
な
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。

虚
子
が
過
ご
し
た
旧
宅
は
、
当
時
の

姿
の
ま
ま
「
虚
子
庵
」
と
し
て
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
。
初
め
て
虚
子
が
こ
の
家

を
訪
れ
た
日
、
紫
苑
の
花
が
出
迎
え
て

く
れ
ま
し
た
。「
人
々
に
更
に
紫
苑
に
名

殘
あ
り
」
の
句
は
、
小
諸
を
去
る
に
あ

た
っ
て
詠
ん
だ
も
の
。
秋
に
な
る
と
、
今

で
も
庭
先
に
は
2
メ
ー
ト
ル
も
あ
ろ
う

か
と
い
う
名
残
の
紫
苑
が
咲
き
ま
す
。　

「
環
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
島
崎
藤
村
や

若
山
牧
水
、
画
家
の
小
山
敬
三
や
白
鳥

映
雪
な
ど
、
小
諸
ゆ
か
り
の
人
物
を
取

り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
今
回
、
虚
子
の

足
跡
を
辿
り
な
が
ら
、
多
く
の
文
人
に

愛
さ
れ
た
小
諸
の
街
は
、
文
化
的
に
も

恵
ま
れ
た
地
で
あ
る
こ
と
に
あ
ら
た
め

て
思
い
至
り
ま
し
た
。
な
お
、
小
諸
懐

古
園
内
に
も
虚
子
の
句
碑
「
紅
梅
や
旅

人
我
に
な
つ
か
し
き
」
が
立
っ
て
い
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
野　

郁

参考文献・Webサイト
『虚子の小諸』宮坂静生著　花神社 1995
『佐久の俳句史』矢羽勝幸著　㈱櫟 1989
『昭和文学全集 43』角川書店 1954　
小諸高濱虚子記念館
https://www.city.komoro.lg.jp/soshikikarasagasu/kyoikuiinkaijimukyoku/
bunkazai_shogaigakushuka/4/2/5/1537.html



14

ぶらり
散　策

丸子公園の一角に、上丸子地域の氏神が祀られている安良居神社
があります。彫刻などが有名で、以前から訪れてみたい神社でした。
鳥居をくぐると正面に拝殿があり、その奥に上田市有形文化財に指
定されている本殿が建っています。創建は不詳ですが、木曽義仲に
まつわる伝承が残されていることから、その時代の前から祀られて
いたものと思われます。
江戸時代末期、本殿と拝殿は有名な諏訪の宮大工・立

たて

川
かわ

和
わ

四
し

郎
ろう

富
とみ

昌
まさ

によって改築されました。本殿の脇障子の板に彫られた、手長と
足長のユーモラスな彫刻は全国的にも珍しいもの。海

え

老
び

虹
こう

梁
りょう

の昇龍
や、向拝側面の竹に亀・松に鶴など、立川流の特色ある浮彫刻が美
しく飾られた本殿は必見です！　普段は覆

おおい

屋
や

に守られていて見るこ
とができませんが、特別開放期間には予約すると参拝できるので要
チェックです。拝殿に向かって左側奥の切り株の上に、小さなお社

安
あ

良
ら

居
い

神社

切り株に祀られるお社境内への石段
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があります。詳細は不明ですが、
立ち寄ったら是非こちらも見て
ください。
参拝を終えて駐車場に向かっ

て下りていくと、すぐ傍を千曲
川の支流である依田川が流れ、
なんとも心地よい風が吹いてい
ました。４～ 5月、この場所に
はたくさんの鯉のぼりが泳ぐこ
とで知られています。川を眺めていると、川底の石段をリズミカル
に流れる水の動きに目が留まります。魚

ぎょ

道
どう

といって魚専用の通路で
す。川を上り下りする習性をもつ魚の通行を助けるためにつくられ
たもの。また、魚だけでなく台風などで下流に流されてしまった生
き物が元の住処にもどるためのものでもあります。人にも生き物に
もやさしい工夫が施されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　９月１日訪問　望月聡子

上田市下之郷のカカシ

魚道

-----webサイト -----
・上田市の文化財　https://museum.umic.jp/bunkazai/
・安良居神社　上田市ホームページ
https://www.city.ueda.nagano.jp/site/kisoyosinaka-maruko/57473.html
・魚道（学研キッズネット）　
https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary02200654/



寄
稿　

第
六
回

上
田
市
立
信
濃
国
分
寺
資
料
館
と
私井

戸
芳
之

上田市立信濃国分寺資料館外観

こ
の
寄
稿
で
こ
れ
ま
で
上
田
市

立
美
術
館
、
博
物
館
、
上
田
図
書

館
、
公
文
書
館
、
観
光
会
館
の
こ

と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
六
回
目
の

今
回
は
上
田
市
立
信
濃
国
分
寺
資

料
館
で
す
。

上
田
市
立
信
濃
国
分
寺
資
料

館
は
、
昭
和
五
十
五
年
に
、
信
濃

国
分
寺
史
跡
公
園
内
に
開
館
し
ま

し
た
。
そ
の
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、

山
浦
國
嗣
さ
ん
と
お
っ
し
ゃ
る
市

民
の
方
か
ら
の
、
約
一
億
円
の
寄

付
が
あ
り
ま
し
た
。
ロ
ビ
ー
に
は
、

寄
付
の
説
明
パ
ネ
ル
と
山
浦
さ
ん

の
胸
像
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

信
濃
国
分
寺
資
料
館
で
は
、
上
田
・

小
県
地
方
の
原
始
・
古
代
や
、
全
国
の

国
分
寺
跡
の
関
係
資
料
の
収
集
・
保
管
・

調
査
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
収
蔵
資

料
点
数
は
令
和
三
年
度
末
で
、
十
四
万

三
千
五
百
点
余
り
あ
り
ま
す
。

入
口
に
は
銅
鐸
の
レ
プ
リ
カ
が
置
い

て
あ
り
、
自
由
に
叩
い
て
そ
の
音
を
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
銅
鐸
は
弥

生
時
代
に
農
耕
の
祭
祀
に
使
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
は
弥
生
時
代

の
人
々
が
聴
い
た
の
と
同
じ
音
色
を
聴

け
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

第
１
展
示
室
は
、
信
濃
国
分
寺
跡
出

土
資
料
を
中
心
に
、「
狩
猟
の
時
代
」「
土

器
の
は
じ
ま
り
」「
稲
作
の
は
じ
ま
り
」

「
く
に
の
は
じ
ま
り
」
な
ど
の
コ
ー
ナ
ー

に
分
け
、
原
始
か
ら
平
安
時
代
ま
で
の

資
料
を
常
設
展
示
し
て
い
ま
す
。

平
成
十
六
年
に
、
安
楽
寺
八
角
三
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重
塔
の
模
型
の
展
示
が
加
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
模
型
は
、
宮
大
工
棟
梁
の
西
島
敏

雄
氏
が
制
作
し
、
現
在
安
楽
寺
で
所
有

し
て
い
ま
す
。
細
部
の
構
造
ま
で
実
物

に
忠
実
に
制
作
さ
れ
、
文
化
財
と
し
て

の
価
値
を
有
し
た
模
型
と
さ
れ
て
い
ま

す
。第

２
展
示
室
で
は
企
画
展
を
、
年
に

数
回
行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
三
年
度
の

秋
季
企
画
展
は
「
上
田
盆
地
の
玉
作
り

遺
跡
〜
社
軍
神
遺
跡
」、
令
和
四
年
度

の
春
季
企
画
展
は
「
名
勝
岩
鼻
の
里
・

半
過
の
遺
跡
」
で
し
た
。
ま
た
毎
年
一

月
に
は
「
新
春
蘇
民
将
来
符
展
」
を
、

恒
例
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

市
民
向
け
の
講
座
・
体
験
教
室
も
開

催
し
て
い
ま
す
。
上
田
地
方
の
古
代
史
・

歴
史
等
を
学
ぶ
「
市
民
講
座
」「
資
料

館
講
座
」、
万
葉
集
を
学
ぶ
「
万
葉
集

講
座
」、
親
子
を
対
象
と
し
た
土
器
づ

く
り
な
ど
の
「
親
子
歴
史
体
験
教
室
」

な
ど
で
す
。

令
和
二
年
度
、
三
年
度
は
、
感
染
症

対
策
の
た
め
に
多
く
の
講
座
が
中
止
に

な
り
ま
し
た
が
、
四
年
度
は
三
年
ぶ
り

に
親
子
歴
史
体
験
教
室
を
開
催
し
ま
し

た
。
募
集
開
始
後
す
ぐ
に
定
員
に
達
す

る
人
気
ぶ
り
で
し
た
。

こ
の
教
室
で
は
、
国
分
寺
か
ら
出
土

し
た
瓦
の
拓
本
を
作
り
ま
し
た
。
収
蔵

庫
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
見
学
も
あ
り
、
土

器
や
瓦
に
直
接
触
れ
る
な
ど
、
子
ど
も

た
ち
に
は
貴
重
な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
信
濃
国
分
寺
資

料
館
と
私
の
関
り
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。

私
が
上
田
に
来
て
今
の
仕
事
に
就
き
、

収
蔵
品
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
最

初
に
手
掛
け
た
の
が
、
信
濃
国
分
寺
資

料
館
で
し
た
。
そ
の
時
に
聞
い
た
お
話

で
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

遺
跡
の
研
究
で
は
「
実
際
に
手
に
持
っ

て
、
質
感
や
重
さ
を
実
感
す
る
こ
と
も

大
事
」
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。
例
え
ば

出
土
し
た
瓦
を
持
っ
て
「
こ
ん
な
に
重
い

の
か
」
と
感
じ
る
こ
と
で
す
。

遺
跡
で
は
、
残
っ
て
い
る
柱
の
穴
の
大

き
さ
や
間
隔
な
ど
か
ら
、
支
え
る
こ
と

が
で
き
る
重
さ
を
推
計
し
、
そ
の
上
の

建
物
を
推
測
す
る
そ
う
で
す
。

そ
の
時
に
、
瓦
の
重
さ
の
実
感
が
あ

れ
ば
、
よ
り
リ
ア
ル
に
建
物
を
考
え
ら

れ
る
し
、
間
違
え
て
あ
り
得
な
い
推
測

を
す
る
こ
と
も
防
げ
る
、
と
い
う
わ
け

で
す
。

バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
見
学
で
土
器
や
瓦
に

触
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
入
口
で
銅
鐸

の
音
が
聴
け
る
こ
と
も
「
実
感
す
る
こ

と
が
大
事
」
と
い
う
考
え
が
共
通
し
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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信
濃
国
分
寺
資
料
館
が
あ
る
、
信
濃

国
分
寺
史
跡
公
園
に
も
よ
く
訪
れ
ま
す
。

特
に
、
初
夏
の
藤
の
花
と
、
晩
秋
の
黄

色
に
色
付
い
た
ケ
ヤ
キ
の
並
木
を
楽
し

み
に
来
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

特
に
ケ
ヤ
キ
並
木
で
は
、
娘
た
ち
が

小
さ
い
頃
に
来
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ

ま
す
。
一
面
が
黄
色
い
絨
毯
の
よ
う
に

な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ま
だ
赤
ち
ゃ
ん
の
次

女
と
、
そ
れ
を
後
ろ
か
ら
抱
き
か
か
え

る
よ
う
に
支
え
る
長
女
が
写
っ
た
写
真

が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
は
、
信
濃
国
分
寺
資
料
館

と
の
お
仕
事
を
紹
介
し
ま
す
。

先
に
書
い
た
収
蔵
品
の
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
を
含
む
、
信
濃
国
分
寺
資

料
館
の
公
式
サ
イ
ト
と
、
信
濃
国
分
寺

の
蘇
民
将
来
符
を
テ
ー
マ
に
し
た
サ
イ

ト
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
信
濃
国
分
寺
資
料
館
」

h
ttp
s://m

u
se
u
m
.u
m
ic.jp

/
kokubunji/

信
濃
国
分
寺
資
料
館
の
公
式
サ
イ
ト

は
、
平
成
十
一
年
に
公
開
し
、
令
和
四

年
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。

内
容
は
、
お
知
ら
せ
な
ど
の
「
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
」、
利
用
案
内
な
ど
の
「
資
料

館
概
要
」、史
跡
公
園
を
紹
介
し
た
「
史

跡
公
園
ガ
イ
ド
」、
国
分
寺
三
重
塔
な

ど
の
地
域
の
文
化
財
を
紹
介
し
た
「
上

田
文
化
財
情
報
」、
収
蔵
品
百
六
十
点

を
高
精
細
画
像
で
紹
介
し
た
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
と
、
第
１
展
示
室
の
展

示
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
化
し
た
「
上
田
地

域
の
古
代
文
化
」の
六
つ
か
ら
成
り
ま
す
。

こ
の
公
式
サ
イ
ト
に
つ
い
て
、
興
味
深

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
令
和
元
年
度

ま
で
は
年
間
二
万
件
台
だ
っ
た
ア
ク
セ

ス
数
が
、
二
年
度
に
約
十
五
万
八
千
件
、

三
年
度
は
約
二
十
二
万
件
と
、
大
き
く

増
え
た
の
で
す
。
調
べ
て
み
る
と
、
増

え
た
ア
ク
セ
ス
数
の
ほ
と
ん
ど
が
「
上

田
地
域
の
古
代
文
化
」
の
ペ
ー
ジ
で
「
縄

文
時
代　

年
表
」
な
ど
の
言
葉
で
検
索

信濃国分寺史跡公園けやき並木

18



さ
れ
て
き
て
い
ま
し
た
。

ア
ク
セ
ス
が
急
増
し
た
令
和
二
年
度

に
は
、
感
染
症
対
策
を
契
機
と
し
て
、

全
国
の
小
中
学
校
へ
の
情
報
端
末
の
導

入
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。「
上
田
地
域
の
古
代
文
化
」

の
ペ
ー
ジ
が
、
学
校
の
教
材
と
し
て
広

く
活
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

し
て
い
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
蘇
民
将
来
符　

そ
の
信
仰
と
伝
承
」

https://m
useum

.um
ic.jp/som

in/

信
濃
国
分
寺
の
八
日
堂
縁
日
で
頒
布

さ
れ
る
護
符
の
蘇
民
将
来
符
を
テ
ー
マ

と
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
す
。

蘇
民
将
来
符
の
製
作
工
程
や
歴
史
、

蘇
民
将
来
信
仰
の
解
説
な
ど
と
共
に
、

関
連
の
文
化
財
で
あ
る
「
牛
頭
天
王
祭

文
」「
八
日
堂
縁
日
図
」
の
高
精
細
画

像
と
解
説
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
平
成

十
二
年
に
、
国
の
選
択
無
形
文
化
財
に

認
定
さ
れ
た
時
に
制
作
し
た
記
録
映
像

も
見
ら
れ
ま
す
。

最
後
に
、
今
回
の
テ
ー
マ
の
「
信

濃
国
分
寺
資
料
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
）

月
の
森
に
、
カ
ミ
よ
眠
れ
／
（
上

橋
菜
穂
子
著　

偕
成
社
）

舞
台
は
九
州
南
部
、
時
代
は
恐

ら
く
奈
良
時
代
で
、
朝
廷
の
力
が
こ

の
遥
か
遠
く
の
山
奥
に
ま
で
及
ぶ
よ

う
に
な
っ
て
き
た
こ
ろ
で
す
。

ホームページ
「信濃国分寺資料館」の画面 

収蔵品の拡大表示

ホームページ
「蘇民将来符 その信仰と伝承」の画面
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狩
猟
採
集
と
焼
畑
で
食
糧
を
得
て
、「
カ

ミ
（
神
）」
を
敬
い
畏
れ
る
暮
ら
し
を
す
る

村
に
、「
稲
を
育
て
れ
ば
、
も
っ
と
豊
か
に
暮

ら
せ
る
」
と
い
う
考
え
が
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、稲
を
植
え
る
水
田
を
作
る
に
は
「
人

が
触
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
掟
が
あ
る

沼
地
を
拓
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

物
語
は
、
こ
れ
ま
で
守
っ
て
き
た
生
活
と
、

新
し
く
も
た
ら
さ
れ
た
思
想
と
の
せ
め
ぎ
合

い
を
描
き
ま
す
。

こ
の
作
品
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
も
ち
ろ
ん
架

空
の
物
語
で
す
が
、
信
濃
国
分
寺
資
料
館
の

調
査
研
究
対
象
で
あ
る
古
代
の
日
本
の
姿
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

著
者
の
上
橋
菜
穂
子
さ
ん
は
、「
守
り
人
」

シ
リ
ー
ズ
な
ど
多
く
の
ヒ
ッ
ト
作
が
あ
る
人

気
作
家
で
す
。
こ
の
本
は
平
成
三
年
発
行

の
デ
ビ
ュ
ー
二
作
目
で
す
が
、
既
に
「
異
な

る
文
化
や
思
想
の
衝
突
と
そ
の
間
で
生
き
る

人
々
」
と
い
う
、
後
の
作
品
に
通
じ
る
テ
ー

マ
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
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
五
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
。

上橋菜穂子
「月の森に、カミよ眠れ」

偕成社
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上
田
自
由
大
学
１
０
０
周
年

　
　
「
私
か
ら
み
た
上
田
自
由
大
学
」

N
P
O
法
人
上
田
図
書
館
倶
楽
部

　
　
　
　
　

理
事
長　

小
平
千
文

（
第
四
回
）

自
由
大
学
に
学
ん
だ
聴
講
生
た
ち
の
あ

ゆ
み前

回
に
続
い
て
、
上
田
自
由
大
学
に

学
ん
だ
聴
講
生
の
宮
下
周
と
小
宮
山
量

平
を
取
り
上
げ
ま
す
。
伊
那
自
由
大
学

関
係
で
佐
々
木
忠
綱
と
胡く

桃る
み

沢さ
わ

盛も
り

に
つ

い
て
触
れ
る
こ
と
を
前
号
で
お
伝
え
し

ま
し
た
が
、
二
人
に
つ
い
て
は
詳
細
な

文
献
が
出
版
（
注
１
）
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
そ
れ
ら
に
譲
ら
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
を
最
初
に
お
詫
び
し
ま
す
。

最
後
に
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
自
学
自

習
の
自
己
教
育
（
生
涯
学
習
）
を
追
究

し
よ
う
と
し
た
自
由
大
学
と
い
う
教
育

機
関
を
創
り
出
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感

謝
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
願
い
に
触

れ
、
こ
の
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
村
の
太
陽
」（
注
２
）
宮
下
周
―
自
由

主
義
思
想
か
ら
村
民
教
化
思
想
へ

戦
前
の
宮
下
周
（
１
８
９
５
―

１
９
４
５
）
の
あ
ゆ
み
は
、
一
言
で
い

え
ば
改
造
か
ら
翼
賛
へ
の
歩
み
と
い
え

ま
す
。
最
初
に
上
田
自
由
大
学
の
関
係

か
ら
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
宮
下
が
聴

講
し
た
自
由
大
学
は
、
三
回
確
認
で
き

ま
す
。
最
初
の
聴
講
は
、
一
九
二
二
年

二
月
十
四
日
開
講
の
土
田
杏
村
「
哲

学
概
論
」、
そ
し
て
翌
二
十
三
年
二
月

五
日
か
ら
出
隆
「
哲
学
史
」、
最
後
は

一
九
二
八
年
三
月
十
四
日
開
講
の
タ
カ

ク
ラ
・
テ
ル
（
注
３
）
「
日
本
文
学
研

究
」
で
す
。
講
義
内
容
は
、
宮
下
と
と

も
に
聴
講
し
た
上
田
市
中
之
条
村
中
沢

鎌か
ま

太た

『
日
記
』
に
よ
れ
ば
、「
世
界
の

人
類
を
語
学
上
よ
り
分
類
し
て
日
本
文

学
に
及
ぶ
ま
で
を
述
べ
た
も
の
」
で
し
た
。

こ
の
六
年
間
は
、
宮
下
を
取
り
巻
く

生
活
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
時
で
し

た
。
県
連
合
青
年
団
が
掲
げ
た
青
年

団
の
自
主
化
方
針
の
も
と
に
、
青
年
会

は
い
ち
早
く
会
員
中
か
ら
団
長
を
選
出

す
る
自
主
化
し
た
浦
里
青
年
会
と
な
り
、

そ
の
初
代
会
長
に
二
十
七
歳
の
宮
下
が

選
出
さ
れ
ま
し
た
。「
自
由
主
義
思
想

旺
盛
に
し
て
青
年
団
運
動
活
発
な
り
」

宮下　周
　「1931 年 2 月」

掲載紙不明
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（
前
掲
書
）
し
時
で
し
た
。

こ
の
宮
下
の
考
え
を
大
き
く
変
え
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
要
因
は
、
一
九
二
九

年
一
月
、
三
十
四
歳
に
し
て
村
長
に
な
っ

た
と
き
の
昭
和
恐
慌
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

上
田
自
由
大
学
を
開
講
し
た
山
越
脩
蔵

ら
と
と
も
に
男
子
普
通
選
挙
法
実
現
と

軍
備
縮
小
を
主
と
し
た
活
動
を
し
て
き

た
信
濃
黎
明
会
の
会
員
で
あ
っ
た
宮
下

は
、
恐
慌
に
よ
り
村
内
製
糸
工
場
の
営

業
不
能
や
越こ

う

戸ど

銀
行
・
浦
里
倉
庫
会
社

が
破
綻
す
る
い
っ
ぽ
う
、
自
由
大
学
を

聴
講
し
て
い
た
井
沢
譲
ら
に
よ
る
浦
里

農
民
組
合
の
結
成
な
ど
、
混
乱
す
る
村

政
の
立
て
直
し
を
は
か
る
た
め
、
県
下

最
初
の
経
済
改
善
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、

経
済
更
生
運
動
推
進
の
先
頭
に
立
つ
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
村
の
再
建
を
目
指

し
て
、村
民
の
結
束
を
願
う
主
張
を
『
浦

里
村
報
』
な
ど
を
通
し
て
村
民
に
呼
び

か
け
ま
し
た
。
そ
の
主
張
は
、「
階
級

闘
争
で
は
な
く
、
階
級
の
調
和
だ
、
農

村
内
部
の
協
力
に
よ
る
資
本
主
義
、
個

人
主
義
か
ら
の
防
衛
と
改
正
だ
。
目
先

の
小
地
主
や
、
役
場
や
、（
産
業
）
組

合
へ
の
け
ん
か
で
は
な
く
（
中
略
）
村

の
す
み
ず
み
に
ま
で
協
力
一
致
、
家
庭

の
平
和
に
、
生
活
の
更
新
に
、
一
村
の

全
体
的
発
展
に
つ
と
め
る
事
だ
」（
注

４
）、
と
い
う
協
同
精
神
の
涵
養
、
全

村
融
合
の
村
民
教
化
思
想
で
し
た
。
明

ら
か
に
自
由
平
等
思
想
を
基
調
と
す
る

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
の
決
別
で
し

た
。こ

の
村
民
教
化
思
想
は
、
一
九
三
三

上小思想対策委員会
　　　『北信毎日新聞』1933.3.19
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年
二
月
四
日
に
発
生
し
た
労
農
運
動
や

青
年
運
動
な
ど
あ
ら
ゆ
る
社
会
運
動
を

壊
滅
に
至
ら
し
め
た
「
二
・
四
事
件
」

直
後
の
同
年
三
月
二
十
二
日
、「
赤
化

排
撃
」
を
目
的
に
結
成
さ
れ
た
上
小
思

想
対
策
委
員
会
（
注
５
）
の
実
践
的
な

思
想
の
基
調
に
な
る
も
の
で
し
た
。
同

会
は
、
上
田
市
長
を
旗
頭
に
小
県
郡
下

の
町
村
長
、
学
務
委
員
、
警
察
、
軍
人

会
長
ら
で
組
織
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
構

成
と
同
様
の
形
態
の
組
織
で
あ
る
「
支

会
」
を
小
県
郡
下
の
各
市
町
村
に
設
置

し
、
さ
ら
に
そ
の
も
と
に
「
分
会
」
の

結
成
を
試
み
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
念

願
通
り
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
活
動
は
意
見
を
申
し
立
て
る
建

議
を
文
部
・
司
法
・
陸
軍
各
省
や
知
事
・

県
会
・
信
濃
教
育
会
に
送
付
す
る
と
い

う
戦
術
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
例
を
挙

げ
れ
ば
、
同
年
四
月
二
十
二
日
、
滝
川

幸ゆ
き

辰と
き

京
都
帝
国
大
学
教
授
の
『
刑
法

読
本
』
が
国
体
思
想
に
反
す
る
と
さ
れ
、

鳩
山
一
郎
文
部
大
臣
が
滝
川
の
辞
職
を

迫
っ
た
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
こ
の
時
、

全
国
に
先
駆
け
て
「
大
学
が
赤
の
養
成

所
で
あ
る
」「
不
名
誉
」
は
「
根
絶
し

た
い
」。「
滝
川
一
人
が
ど
う
な
ろ
う
が

大
し
た
こ
と
で
は
な
い
」
と
の
建
議
を

文
部
大
臣
宛
に
送
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
組
織
や
活
動
に
対
し
て
、

自
由
大
学
に
学
ん
だ
人
た
ち
の
な
か
か

ら
疑
義
を
こ
め
た
よ
う
な
動
き
は
み
え

て
は
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

戦
後
上
田
自
由
大
学
の
再
建
か
ら
理
論

社
設
立
　
小
宮
山
量
平

小
宮
山
量
平
（
１
９
１
６
―

２
０
１
２　

上
田
市
）
が
上
田
自
由
大

学
と
か
か
わ
り
を
持
っ
た
の
は
、
戦
後

の
上
田
自
由
大
学
再
建
を
図
っ
た
常
任

世
話
人
と
し
て
高
倉
テ
ル
と
山
越
脩
蔵

の
長
女
さ
ち
の
養
子
と
な
っ
た
夫
の
山

越
完
吾
と
と
も
に
動
い
た
時
で
し
た
。

再
建
の
目
的
を
謳
っ
た
敗
戦
直
後
の

十
二
月
二
十
日
に
発
表
さ
れ
た
「
上
田

自
由
大
学
趣
意
書
」
は
、
敗
戦
は
「
日

本
人
の
国
民
と
し
て
の
民
度
が
如
何
に

低
い
か
を
は
っ
き
り
と
知
り
、
愈い

よ

々い
よ

自

由
大
学
の
使
命
の
重
か
つ
大
な
る
事
を

知
り
ま
し
た
」、「
よ
っ
て
吾
々
は
こ
ゝ

に
郷
土
の
先
輩
の
創
設
に
な
る
自
由
大

学
を
復
興
し
、
科
学
的
社
会
人
教
育
の

機
関
を
つ
く
る
」
と
、
宣
し
て
い
ま
す
。

発
表
さ
れ
た
直
後
の
二
十
七
日
か
ら

高
倉
テ
ル
の
「
文
学
論
」
が
、
鷹
匠

町
公
会
堂
で
始
ま
り
ま
し
た
。
講
座
は
、

小宮山量平
エディターズミュージアム
小宮山量平の編集室所蔵
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翌
一
九
四
六
年
十
一
月
ま
で
一
年
間
に
わ

た
り
九
講
座
が
も
た
れ
た
も
の
の
そ
れ

を
最
後
に
三
度
花
開
く
こ
と
は
な
く
歴

史
の
幕
を
落
と
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な

の
か
。
主
宰
者
小
宮
山
は
、
ど
の
よ
う

な
立
ち
振
る
舞
い
を
し
、
そ
の
後
ど
の

よ
う
な
歩
み
を
し
た
の
か
。
小
宮
山
が

残
し
た
言
葉
で
綴
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

 

『
戦
後
精
神
の
行
く
え　

聞
き
手　

鈴
木
正
・
渡
辺
雅
男　

小
宮
山
量
平
を

語
る
』（
こ
ぶ
し
書
房　

１
９
９
６
年
）

で
、「
歴
史
に
残
る
べ
き
ぼ
く
の
仕
事
は
、

『
上
田
自
由
大
学
』
を
継
承
し
た
と

い
う
こ
と
。
こ
れ
は
ぼ
く
の
代
に
な
っ
て

か
ら
最
も
活
発
な
時
期
に
な
り
、
主
宰

期
間
が
一
番
長
く
続
い
て
、
戦
後
消
滅

す
る
ま
で
、
ぼ
く
は
そ
の
中
心
に
位
置

し
て
い
た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、「
戦
後
の
『
上
田
自
由
大

学
』
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
も
書

か
れ
て
ま
せ
ん
ね
」
と
の
鈴
木
の
質
問

に
、
小
宮
山
は
「
僕
が
し
ゃ
べ
ら
な
い

か
ら
」
と
答
え
て
い
る
。
な
ぜ
、
小
宮

山
は
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

「
自
由
大
学
と
い
う
無
限
に
人
々
の
中

に
広
げ
て
ゆ
く
べ
き
運
動
」
な
の
に
「
自

由
大
学
は
す
っ
か
り
左
翼
・
共
産
党
系

に
乗
っ
取
ら
れ
た
運
動
に
な
っ
て
、
ぼ
く

の
主
宰
の
下
か
ら
外
れ
て
い
っ
て
、
当
然

の
こ
と
、
自
滅
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
い
き
さ
つ
を
あ
ら
れ
も
な
く

語
る
と
い
う
こ
と
を
、
ぼ
く
は
あ
ま
り

好
ま
な
い
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
沈

黙
を
ま
も
っ
て
お
い
た
」（
注
６
）
と
。

自
由
大
学
の
そ
も
そ
も
の
理
念
は
、

土
田
杏
村
が
「
伊
那
自
由
大
学
と
は
何

か
」
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
我
々

の
大
学
の
教
育
は
、
団
体
と
し
て
特
に

資
本
主
義
的
で
も
な
け
れ
ば
社
会
主
義

的
で
も
無
く
其
等
の
批
判
を
自
分
自
身

で
決
定
し
得
る
精
神
能
力
と
教
養
と
を

得
る
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ

と
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
理
念

が
打
ち
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
小
宮
山
は
、

「
自
立
的
な
精
神
が
、
ど
う
し
た
ら

守
り
通
せ
る
か
」「
わ
が
自
律
的
精
神

を
探
り
当
て
る
つ
も
り
の
根
本
的
な
『
理

論
』
こ
そ
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

友
人
た
ち
が
私
を
編
集
長
と
し
て
の
雑

誌
刊
行
を
企
て
て
い
た
。
よ
し
、
そ
の

誌
名
は
『
理
論
』、社
名
は
『
理
論
社
』
だ
。

私
は
文
化
ク
ラ
ブ
（
注
７
）
の
諸
君

の
了
解
を
得
て
」
上
京
し
、
一
九
四
七

年
五
月
「
理
論
社
」
を
創
業
、『
季
刊　

理
論
』
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
、

『理論』創刊号　
前掲編集室所蔵
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語
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
の
小
宮
山
の
思

い
は
、「
同
胞
よ　

地
は
貧
し
い
／
わ
れ

ら
は
豊
か
な
を
種た

子ね

を
／
蒔ま

か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
・
ド
イ
ツ

の
詩
人
）」
と
綴
っ
て
い
ま
す
（
小
宮
山

量
平
『
昭
和
時
代
落
穂
拾
い
〝
回
帰
の

時
代
〞
に
よ
せ
て
』
１
９
９
４
年
）。

稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り

一
〇
〇
年
前
、
こ
こ
上
田
・
小
県
の

青
年
た
ち
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
自

己
教
育
に
よ
る
上
田
自
由
大
学
は
、
途

中
で
挫
折
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
自
学
自
習
、
自
己
教
育
と
表
現
こ

そ
違
っ
て
も
こ
の
大
学
が
求
め
た
自
立

的
精
神
を
養
う
こ
と
を
追
い
求
め
よ
う

と
し
た
理
念
は
現
在
は
生
涯
学
習
と
し

て
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
や
が
て
来

る
デ
ジ
タ
ル
新
社
会
は
、
自
由
大
学
が

求
め
た
理
念
を
さ
ら
に
追
究
す
る
た
め

に
、い
よ
い
よ
「
豊
か
な
種
子
を
播
く
」

た
め
の
「『
深
く
考
え
る
力
』
と
『
想

像
力
』」　
（
注
８
）
を
培
う
自
己
教
育

を
強
く
求
め
ら
れ
る
、
と
い
え
そ
う
で
す
。

（
完
）

（
注
１
）
大
日
方
悦
夫
著
『
満
洲
分
村

移
民
を
拒
否
し
た
村
長　

佐
々
木
忠

綱
の
生
き
方
と
信
念
』
信
濃
毎
日
新

聞
社　

２
０
１
８
年
、「
胡
桃
沢
盛
日

記
」
刊
行
会
編　

飯
田
市
歴
史
研
究
所

監
修
『
胡
桃
沢
盛
日
記
』
全
６
巻　

２
０
１
１
―
２
０
１
３
年

（
注
２
）宮
下
周
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

的
著
書
・
沓
掛
十
六
著
『
太
陽
の
子
』

竹
村
書
房　

１
９
４
１
年

（
注
３
）
高
倉
輝
の
本
名
は
輝
豊
あ
ら

た
め
輝
、
タ
カ
ク
ラ
・
テ
ル
と
再
度
の

改
名
の
相
談
に
乗
っ
た
の
は
宮
下
周
と

い
う
（『
上
田
市
誌
』「
上
田
の
風
土
と

近
代
文
学
」
２
０
０
０
年
）

（
注
４
）『
浦
里
村
報
』
第
１
１
５
号　

昭
和
８
・
３
・
１
５

（
注
５
）
１
９
２
８
・
５
・
７
創
刊
さ
れ

た
１
９
３
０
年
代
社
会
運
動
高
揚
期

の
情
報
を
伝
え
た
『
社
会
運
動
通
信
』

（
１
９
３
３
・
６
・
８
）
は
、
こ
の
組
織

を
「
長
野
の
ナ
チ
ス
」
と
評
し
た
。

（
注
６
）
詳
し
く
は
、長
島
伸
一
著
『
民

衆
の
自
己
教
育
と
し
て
の
「
自
由
大

学
」』
梨
の
木
舎　

２
０
２
２
年
、
山

野
晴
雄
「
戦
後
上
田
自
由
大
学
の
再
建

と
展
開
」（
上
條
宏
之
監
修
長
野
県
近

代
史
研
究
会
『
長
野
県
近
現
代
論
集
』

龍
鳳
書
房　

２
０
２
０
年
）
参
照

　
（
注
７
）
正
式
名
称
は
「
ち
く
ま
文

化
ク
ラ
ブ
」。
小
宮
山
が
駅
前
料
亭（
若

菜
館
）
店
頭
で
始
め
た
貸
本
屋
。　

　
（
注
８
）
堤
未
果
『
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ァ

シ
ズ
ム　

日
本
の
資
産
と
主
権
が
消
え

る
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
新
書　

２
０
２
１
年
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あとがき

図書館へ行かなくても図書館の本を
電子書籍として借り、自分のパソコン
やタブレットで読むことができる、そ
んなサービスが始まりました。その名
も「デジとしょ信州」。

https://shinshu-kyodo-library.overdrive.com/

「デジとしょ信州」は長野県と県内市町村による協働電子図書
館で、利用申し込みは公共図書館でできます。

早速利用してみました。まずは小説。パソコンで開いてみる
と、縦書きの文章がパソコン画面に収まるように表示されまし
た。小さい字を読みなれている方には大丈夫だと思うけど、私
のような老眼にはちょっと文字サイズが小さい。そこで画面を
ダブルクリックして拡大表示してみました。するとページの上
下が切れてしまい、画面を上下に動かさないと読めません。ど
うもパソコンで読むのは私には不便な感じです。

そこで「使い方マニュアル」を参考に「Libby」というアプリ
を iPadにインストールして試してみるとこれはバッチリ。字の
サイズも適当で上下が切れることもなくて読みやすくなりまし
た。マンガや雑誌も iPadのようなタブレットのほうが読みやす
いと思います。

　「デジとしょ信州」で電子書籍を読むためにはインターネット
接続が必要ですし、まだ搭載されている資料点数は多くないけれ
ど、本を読むための選択肢が増えるのはとてもいいなと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（幸）
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