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青
蚊
帳

表紙の写真　　
上田市古安曽のバラ園
10数年前、カーラジオからバラの情報を伝えるリポーターの明るい声
が流れた。早速訪れたところ、花々に魅了されると同時に、心のこもっ
たもてなしを受けた。以来、毎年通い続けている。持ち主は先代から
の庭を趣味のバラ園に変え、愛好家の友人たちが珍しい品種などを持
ち寄って、バラの数は次第に増えていった。今ではオープンガーデン
として人々を迎え、鮮やかな季節を迎えた楽園に笑顔と楽しい会話が
あふれている。　　　　　　　　　　　　　　　写真・文　矢幡正夫

垂た
ら

乳ち

根ね

の
母
が
釣
り
た
る
青
蚊
帳
を

　
　
　

す
が
し
と
い
ね
つ
た
る
み
た
る
と
も　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長な
が

塚つ
か

節
た
か
し
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「
お
い
し
い
青
菜
を
売
る
新
し
い

青
物
屋
が
相
生
駅
の
駅
前
に
あ
り
ま

す
」「
お
綾
や
母
親
に
お
あ
や
ま
り

な
さ
い
」。
発
音
し
に
く
い
文
を
で
き

る
だ
け
早
く
言
う
練
習
を
繰
り
返
す
。

こ
こ
は
、
令
和
５
年
度
の
生
涯
学
習

上
田
自
由
塾
の
「
音
読
で
喉
ト
レ
＆

脳
ト
レ
」
講
座
初
日
の
上
野
が
丘
公

民
館
第
二
学
習
室
。
講
師
の
駒
村
則

子
さ
ん
を
囲
む
よ
う
に
座
っ
た
18
人

の
受
講
生
が
、
真
剣
な
面
持
ち
で
発

声
練
習
に
取
り
組
む
。
こ
の
日
は
口

の
筋
ト
レ
や
母
音
の
練
習
、*

「
外う
い

郎ろ
う

売う
り

」
の
読
み
練
習
な
ど
も
行
わ
れ

た
。駒

村
さ
ん
（
58
歳
）
は
上
田
市
芳

田
在
住
の
フ
リ
ー
の
ナ
レ
ー
タ
ー
・

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
。
県
内
テ
レ
ビ
局
や

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
局
の
番
組
で
ア
ナ

ウ
ン
ス
業
務
を
経
て
、
イ
ベ
ン
ト
司

会
な
ど
を
25
年
以
上
務
め
る
と
同
時

躍
働ナ

レ
ー
タ
ー
・
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

　 

駒
村
則
子
さ
ん

に
、
20
年
ほ
ど
前
に
習
得
し
た
英
会

話
を
生
か
し
た
仕
事
も
こ
な
す
。
ま

た
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
ご
主
人
と
映
像

制
作
な
ど
に
も
取
り
組
む
傍
ら
、
10

年
前
か
ら
定
期
的
に
朗
読
会
を
企
画

出
演
、
か
つ
音
読
講
座
や
朗
読
講
座

な
ど
「
声
の
教
室
」
を
開
講
。
講
師

を
始
め
て
4
年
目
の
現
在
は
、長
野
・

上
田
・
佐
久
で
６
つ
の
講
座
を
担
当

し
、
80
人
の
受
講
生
を
抱
え
る
。

多
方
面
で
活
躍
し
な
が
ら
、
一

般
社
団
法
人
日
本
朗
読
検
定
協
会

の
認
定
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
や
小
学
校

英
語
指
導
者
な
ど
の
資
格
を
取
得
。

２
０
１
５
年
か
ら
８
年
に
わ
た
る
上

田
図
書
館
倶
楽
部
主
催
の
「
名
作
を

味
わ
う
大
人
の
朗
読
会
」
へ
の
出
演

は
、
第
14
回
青
空
文
庫
朗
読
コ
ン
テ

ス
ト
銀
賞
受
賞
に
つ
な
が
っ
た
。

多
岐
に
わ
た
る
キ
ャ
リ
ア
を
こ
な

す
活
力
は
ど
こ
か
ら
？　

４
月
中
旬
、
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Ｑ　

キ
ャ
リ
ア
も
多
彩
で
す
ね
。
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
も
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

Ａ　

大
学
卒
業
後
、
東
京
で
会
社
勤

め
を
し
な
が
ら
声
優
養
成
所
で
学
び
、

声
の
仕
事
を
始
め
ま
し
た
。
県
内
の

テ
レ
ビ
番
組
の
レ
ポ
ー
タ
ー
や
司
会

者
、
ナ
レ
ー
タ
ー
な
ど
を
務
め
ま
し

た
。ま

た
、
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
機
に

英
語
を
習
得
し
よ
う
と
、
ア
メ
リ
カ 

カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
語
学
学
校
へ
半
年
間

留
学
し
ま
し
た
。
留
学
し
た
か
ら
と
い
っ

て
ペ
ラ
ペ
ラ
に
な
れ
る
わ
け
で
な
く
、
帰

国
後
も
15
年
間
英
会
話
学
校
に
通
い
ま

し
た
。
当
時
は
、
長
野
県
内
に
バ
イ
リ

ン
ガ
ル
の
司
会
者
や
ナ
レ
ー
タ
ー
が
ほ

ぼ
い
な
か
っ
た
の
で
、
に
わ
か
仕
込
み
で

も
英
語
を
使
う
仕
事
を
徐
々
に
頂
け
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
英
語
習
得
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
ま
し
た
。

印
象
に
残
っ
て
い
る
仕
事
は
、
県
内

冒
頭
の
講
座
を
見
学
し
た
。

*
外
郎
売
：
享
保
３
年
に
初
演
さ
れ
た
歌

舞
伎
十
八
番
の
中
の
演
目
。
発
音
・
滑
舌
・

演
技
の
練
習
に
使
わ
れ
る
。

Ｑ　

声
の
お
仕
事
を
始
め
よ
う
と
思
っ

た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。

Ａ　

子
ど
も
の
頃
の
家
庭
環
境
が
「
漫

画
ダ
メ
、
本
を
た
く
さ
ん
読
み
な
さ

い
」
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
の
で
、

本
は
た
く
さ
ん
読
み
ま
し
た
。
次
第

に
声
を
出
し
て
読
む
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
面
白
く
て
、
登
場
人
物
の
声

を
演
じ
分
け
る
朗
読
に
興
味
を
持
ち

始
め
た
の
で
す
。
そ
れ
が
仕
事
に
つ

な
が
り
ま
し
た
。
今
は
親
に
感
謝
し

て
い
ま
す
。

小
学
生
中
学
生
の
頃
に
読
ん
だ
本
は

私
の
宝
物
で
、
特
に
山
本
有
三
の
『
路

傍
の
石
』
が
好
き
で
何
度
も
読
み
返
し

ま
し
た
。

の
テ
レ
ビ
局
で
制
作
し
た
鬼
無
里
村
に

伝
わ
る
伝
説
「
鬼
女
紅
葉
」
の
生
涯
を

ド
ラ
マ
風
に
紹
介
す
る
番
組
で
、
主
役

の
鬼
女
紅
葉
を
演
じ
た
こ
と
で
す
。
学

生
時
代
は
演
劇
部
だ
っ
た
の
で
演
じ
る

こ
と
に
抵
抗
な
く
、
二
つ
返
事
で
お
受

け
し
ま
し
た
。
28
年
前
の
こ
と
で
す
が
、

役
に
な
り
き
っ
て
撮
影
に
臨
ん
だ
こ
と
を

今
も
鮮
明
に
憶
え
て
い
ま
す
。

「
声
の
教
室
」
は
、
父
が
誤
嚥
性
肺

炎
で
亡
く
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

加
齢
と
と
も
に
話
し
づ
ら
く
な
っ
た
り

む
せ
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す

よ
ね
。
喉
の
健
康
が
大
事
だ
と
痛
感
し
、

声
を
出
す
仕
事
を
し
て
い
る
自
分
が
お

役
に
立
て
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
始

め
ま
し
た
。
始
め
ま
し
た
ら
申
し
込
み

が
多
く
て
…
…
定
員
オ
ー
バ
ー
で
お
断

り
し
て
い
る
状
況
で
す
。
皆
さ
ん
、
健

康
に
関
心
が
あ
り
ま
す
ね
。

初
め
、
講
師
の
仕
事
に
興
味
は
な
か
っ
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な
り
ま
す
。

音
読
や
カ
ラ
オ
ケ
は
喉
を
動
か
す
筋

肉
を
鍛
え
ま
す
の
で
、
嚥
下
機
能
老
化

防
止
に
こ
の
講
座
が
役
立
っ
た
ら
嬉
し
い

で
す
。
発
声
練
習
も
皆
さ
ん
が
興
味
を

持
ち
そ
う
な
詩
歌
や
物
語
を
選
び
、
集

中
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

Ｑ　

３
月
に
上
田
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

で
開
か
れ
た
朗
読
会
に
参
加
し
ま
し
た

が
、
物
語
（
江
戸
川
乱
歩
作
の
「
人
で

な
し
の
恋
」）
に
惹
き
込
ま
れ
ま
し
た
。

登
場
人
物
に
な
り
き
っ
た
声
の
抑
揚
や

強
弱
が
印
象
的
で
し
た
。

Ａ　

自
分
の
声
は
変
え
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
声
の
表
情
は
作
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
平
面
的
な
文
章
を
立
体
的
に

表
現
し
て
、
聴
く
人
に
届
け
る
。
聴

く
人
は
演
劇
を
観
て
い
る
よ
う
に
イ

メ
ー
ジ
で
き
ま
す
。
日
常
を
忘
れ
、

物
語
の
世
界
に
溶
け
込
ん
で
い
た
だ

た
の
で
す
が
、
や
り
出
し
た
ら
「
自
分

に
向
い
て
い
る
か
も
」
と
思
え
る
よ
う
に

な
り
、
今
は
楽
し
く
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
可
能
性
が
ひ
と
つ
増
え
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

Ｑ　

和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気

で
、
皆
さ
ん
楽
し
そ
う
で
す
。

Ａ　

自
分
だ
け
が
話
す
の
で
は
な
く
、

で
き
る
だ
け
皆
さ
ん
に
話
し
て
も
ら

う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
人

の
機
能
の
う
ち
最
も
衰
え
て
困
る
も

の
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
」
の
質
問

に
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
ま
し
た

ね
。
足
腰
や
脳
の
働
き
、
食
べ
る
こ

と
な
ど
な
ど
。
い
ず
れ
も
正
答
な
の

で
す
が
、
最
も
困
る
の
は
嚥
下
機
能

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に

考
え
て
も
ら
い
発
表
し
て
も
ら
う
こ

と
で
全
体
の
雰
囲
気
が
盛
り
上
が
り
、

私
も
多
様
な
意
見
を
聞
い
て
参
考
に

上田情報ライブラリーでの朗読会「音読で喉トレ＆脳トレ｝講座
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も
っ
と
視
野
を
拡
げ
た
い
。

　
　

◇　

◇　

◇　

◇　

◇　

　

講
座
が
終
わ
っ
て
も
受
講
生
が
ひ
と

り
ふ
た
り
と
駒
村
さ
ん
に
近
寄
り
、
言

葉
を
交
わ
す
。
み
な
去
り
が
た
い
様
子
。

常
に
人
と
関
わ
り
な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
を

積
み
上
げ
て
き
た
駒
村
さ
ん
に
は
、
す

ら
っ
と
し
た
体
型
に
洗
練
さ
れ
た
優
雅

さ
が
漂
う
。
そ
の
上
品
な
雰
囲
気
が
人

を
惹
き
つ
け
る
の
だ
ろ
う
。

「
自
分
の
好
き
な
こ
と
だ
か
ら
頑
張
れ

る
」
と
控
え
め
に
話
す
駒
村
さ
ん
だ
が
、

国
内
の
み
な
ら
ず
海
外
に
も
躍
働
の
範

囲
を
拡
げ
て
い
く
パ
ワ
ー
を
感
じ
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
５
年
４
月
13
日
取
材　

                                         

伊
藤
文
子

日
ご
ろ
の
ケ
ア
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い

ま
す
か
。

Ａ　

睡
眠
は
た
っ
ぷ
り
と
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
特
に
決
ま
っ
た
運
動

は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
滑
舌
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
（
口
の
動
き
・
舌
の
動
き
）

と
発
声
練
習
は
毎
日
欠
か
し
ま
せ
ん
。

お
腹
の
底
か
ら
声
を
出
す
の
で
お
の

ず
と
腹
筋
が
鍛
え
ら
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な

の
で
い
つ
仕
事
が
き
て
も
対
応
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

Ｑ　

抱
負
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

Ａ　
「
声
の
仕
事
」
の
中
で
一
番
好
き

な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
事
に
よ
り
力

を
入
れ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ナ

レ
ー
タ
ー
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
を
目
指
し
て
、
今
春
ま
で
２
年
間

東
京
の
ナ
レ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル
で
基

礎
か
ら
学
び
直
し
ま
し
た
。
も
っ
と

け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

表
現
法
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
神
田

伯
山
さ
ん
の
講
談
を
聞
い
た
り
落
語
を

聞
い
た
り
し
て
い
ま
す
。

Ｑ　
「
平
面
的
な
文
章
を
立
体
的
に
表

現
す
る
」と
て
も
印
象
深
い
言
葉
で
す
。

朗
読
す
る
本
は
ど
の
よ
う
に
選
び
ま
す

か
。

Ａ　

重
点
を
置
い
て
い
る
の
は
、
日

本
語
の
美
し
さ
や
リ
ズ
ム
感
が
あ
っ

て
、
声
に
出
し
て
読
み
た
い
作
品
か

ど
う
か
、
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど

で
す
。
何
よ
り
も
、
朗
読
は
聴
き
手

が
い
て
成
立
す
る
も
の
な
の
で
、
客

層
や
季
節
に
合
う
作
品
か
ど
う
か
も

考
慮
に
入
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ　

こ
れ
だ
け
の
キ
ャ
リ
ア
を
こ
な
す

に
は
健
康
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
が
、
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新
宿
の
花
園
神
社
近
く
に
あ
る
バ
ー

「
風
紋
」
を
知
っ
た
の
は
20
年
近
く
前
、

カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
の
太
宰
治
の
講

座
だ
っ
た
。「
風
紋
」
は
作
家
や
出
版
人

た
ち
が
夜
毎
に
集
う
伝
説
の
文
壇
バ
ー

で
、
女
主
人
の
名
は
林
聖
子
。
太
宰
の

小
説
『
メ
リ
イ
ク
リ
ス
マ
ス
』
の
モ
デ
ル

に
な
っ
た
人
物
だ
。

２
０
２
２
年
２
月
、
林
聖
子
逝
去
の

報
が
流
れ
た
。
享
年
93
。
１
９
６
１
年

の
開
店
か
ら
２
０
１
８
年
ま
で
、
実
に

57
年
も
の
間
「
風
紋
」
と
共
に
生
き
た

人
生
だ
っ
た
。　

聖
子
の
父
は
、
上
田
市
出
身
の
画
家

林
倭し

ず

衛え(
１
８
９
５
―
１
９
４
５)

で

あ
る
。
生
家
は
小
県
郡
上
田
町
（
現
・

上
田
市
常
磐
城
）
に
あ
っ
た
が
、
倭
衛

12
歳
の
時
、
両
親
は
事
業
に
失
敗
し
て

上
京
。
翌
年
、
上
田
町
立
尋
常
高
等
小

学
校
（
現
・
上
田
市
立
清
明
小
学
校
）

を
卒
業
し
た
倭
衛
も
上
京
、
家
計
を
助

け
よ
う
と
書
店
や
印
刷
所
で
働
き
始
め

た
。　小

さ
い
頃
か
ら
絵
が
好
き
だ
っ
た
倭

衛
は
、
翌
年
、
日
本
水
彩
画
研
究
所
の

夜
間
部
に
入
り
、
画
家
と
し
て
生
き
て

い
く
決
意
を
固
め
る
。
生
活
の
た
め
道

路
人
夫
と
し
て
働
き
な
が
ら
＊
サ
ン
ジ

カ
リ
ズ
ム
研
究
会
に
加
わ
り
、
大
杉
栄

ら
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と
の
交
流
が
始
ま
っ

た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

＊
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
と
は
労
働
組
合

を
基
礎
と
し
た
社
会
活
動
の
こ
と
。

21
歳
の
時
、
倭
衛
は
第
三
回
二
科
展

に
出
品
し
て
初
入
選
す
る
。
翌
年
の
二

科
展
で
は
「
小
笠
原
風
景
」
な
ど
で
樗ち

ょ

牛ぎ
ゅ
う

賞
を
受
賞
。
二
科
会
創
立
会
員
の

有
島
生
馬
か
ら
「
林
倭
衛
氏
は
二
科
会

に
と
っ
て
宝
の
一
つ
で
あ
る
」
と
評
さ
れ

る
な
ど
、
若
く
し
て
注
目
さ
れ
て
い
く
。　

林聖子をめぐる人々 （その一）　

　信濃を旅した文人たち
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倭
衛
の
代
表
作
と
さ
れ
る
「
出
獄
の

日
の
Ｏ
氏
」
は
、
大
杉
栄
を
モ
デ
ル
に

描
か
れ
た
。
く
す
ん
だ
赤
茶
色
を
背
景

に
、
鋭
い
視
線
と
キ
リ
ッ
と
結
ん
だ
口

許
。
一
度
見
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
絵
だ
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
絵
は
第
六
回
二
科
展

で
警
視
庁
か
ら
撤
去
命
令
が
出
さ
れ
て

し
ま
う
。
こ
の
件
は
、
国
家
が
思
想
統

制
で
美
術
展
に
介
入
し
た
最
初
の
事
件

と
し
て
物
議
を
醸
し
た
。

１
９
２
１
年
、
26
歳
の
倭
衛
は
画
家

仲
間
た
ち
と
渡
欧
、
パ
リ
を
拠
点
に
し

て
創
作
活
動
を
始
め
た
。
2
年
後
、
大

杉
栄
が
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
国
際
会
議
の
た

め
に
パ
リ
に
現
れ
る
。
再
会
し
た
二
人

は
数
か
月
を
共
に
過
ご
す
が
、
大
杉
は

日
本
に
強
制
退
去
さ
せ
ら
れ
た
上
、
関

東
大
震
災
の
混
乱
の
中
で
殺
害
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。

こ
の
頃
、
倭
衛
は
モ
デ
ル
の
イ
ボ
ン

ヌ
と
出
会
っ
て
同
棲
す
る
。
イ
ボ
ン
ヌ

は
失
意
の
倭
衛
を
支
え
、
彼
女
を
モ

デ
ル
に
「
フ
ラ
ン
ス
の
女
」
な
ど
、
何

点
も
の
作
品
が
描
か
れ
た
。
南
仏
プ
ロ

ヴ
ァ
ン
ス
で
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
ア
ト
リ
エ
を

借
り
、
意
欲
的
に
制
作
に
取
り
組
ん
で

い
る
。　

１
９
２
６
年
、
深
酒
に
よ
り
体
調

を
崩
し
が
ち
だ
っ
た
倭
衛
は
、
５
年
に

わ
た
る
滞
欧
を
切
り
上
げ
て
帰
国
す
る
。

翌
年
の
第
五
回
春
陽
展
で
は
、
倭
衛
の

作
品
が
一
室
を
占
め
て
注
目
を
浴
び
た
。

こ
の
年
、
秋
田
富
子
と
知
り
合
う
。
岡

山
か
ら
上
京
し
た
富
子
は
、
女
学
校
に

通
い
な
が
ら
絵
を
学
ん
で
い
て
、
フ
ラ
ン

ス
帰
り
の
倭
衛
と
出
会
っ
た
。
倭
衛
33

歳
、富
子
19
歳
の
時
に
結
婚
。
と
こ
ろ
が
、

１
９
２
８
年
１
月
、
倭
衛
は
身
重
の
富

子
を
置
い
て
再
度
渡
仏
、
直
後
の
３
月

に
生
ま
れ
た
の
が
聖
子
で
あ
る
。　

倭
衛
は
パ
リ
で
再
び
イ
ボ
ン
ヌ
と
暮

ら
し
始
め
た
が
、
一
年
数
か
月
後
、
一

人
で
帰
国
す
る
。
そ
の
年
、
イ
ボ
ン
ヌ

は
息
子
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
を
出
産
し
た
。
聖

子
が
一
つ
違
い
の
異
母
弟
の
存
在
を
知
る

の
は
、
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。　
　
　
　

さ
て
、
親
子
三
人
で
暮
ら
し
始
め
た

林
家
だ
が
、
平
穏
な
日
々
は
長
く
は

続
か
な
か
っ
た
。
富
子
が
肺
結
核
に
か

か
り
、
倭
衛
は
芸
者
だ
っ
た
高
橋
操
と

恋
愛
、
別
居
状
態
と
な
る
。
富
子
が

富
士
見
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
っ
た
た

め
、
小
学
生
に
な
っ
た
聖
子
は
祖
父
母

と
暮
ら
し
た
り
、
父
と
暮
ら
し
た
り
を

繰
り
返
す
。
倭
衛
と
操
と
の
間
に
は
次

女
葉
子
と
長
男
木
平
が
生
ま
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
破
天
荒
な
父
だ
っ
た
が
、
そ
れ

で
も
聖
子
は
父
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
。

聖
子
を
溺
愛
し
、
展
覧
会
に
連
れ
て
行
っ

た
り
、
飲
み
屋
に
ま
で
連
れ
て
歩
い
た
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り
し
た
。　

や
が
て
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
出
た
富

子
が
高
円
寺
の
ア
パ
ー
ト
で
暮
ら
し
始

め
、
女
学
校
に
入
っ
た
聖
子
は
週
末
ご

と
に
母
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
。
体
調

の
よ
い
時
、
富
子
は
生
活
の
た
め
に
新

宿
の
カ
フ
ェ
「
タ
イ
ガ
ー
」
で
働
い
て
い

た
。
気
品
が
あ
り
清
潔
な
雰
囲
気
の
富

子
の
も
と
に
は
、
室
生
犀
星
や
萩
原
朔

太
郎
、
太
宰
治
な
ど
が
足
繁
く
通
っ
て

き
た
。
太
宰
は
た
び
た
び
ア
パ
ー
ト
に

も
遊
び
に
行
き
、
聖
子
と
顔
を
合
わ
せ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

一
方
、
創
作
を
続
け
て
い
た
倭
衛
の

方
は
、
長
年
の
深
酒
に
よ
っ
て
肝
臓
を

壊
し
て
い
た
。
戦
争
が
深
刻
化
す
る
中
、

体
調
は
次
第
に
悪
化
、
１
９
４
５
年

１
月
26
日
に
急
死
す
る
。
49
歳
だ
っ
た
。

そ
の
画
業
に
光
が
あ
た
る
の
は
、
戦
後

し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

父
の
葬
儀
の
後
、
聖
子
は
富
子
の
も

と
に
移
り
、
そ
の
後
、
ふ
た
り
は
岡
山

に
疎
開
し
た
。
終
戦
を
迎
え
、
17
歳
に

な
っ
た
聖
子
は
富
子
と
上
京
、
三
鷹
市

下
連
雀
に
落
ち
着
く
。
翌
年
、
故
郷
の

津
軽
に
疎
開
し
て
い
た
太
宰
も
三
鷹
の

旧
居
に
戻
っ
て
来
て
い
た
。
そ
の
年
の
11

月
、
聖
子
は
三
鷹
駅
前
の
書
店
で
太
宰

と
ば
っ
た
り
出
会
っ
た
。　

半
月
ほ
ど
た
っ
た
頃
、
太
宰
は
聖
子

の
家
を
訪
れ
、「
こ
れ
は
僕
か
ら
の
ク
リ

ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
と
言
っ
て
『
中
央

公
論
』
新
年
号
を
差
し
出
し
た
。
そ
こ

に
は
、
再
会
の
様
子
を
も
と
に
描
い
た

小
説
『
メ
リ
イ
ク
リ
ス
マ
ス
』
が
掲
載

さ
れ
て
い
た
。
主
人
公
の
少
女
の
名
前
は

「
シ
ヅ
エ
子
」。
父
親
の
倭
衛
か
ら
名

付
け
た
の
だ
ろ
う
。
母
親
の
こ
と
は
「
い

ま
だ
し
ぬ
け
に
逢
っ
て
も
、
私
が
恐
怖

困
惑
を
せ
ず
に
す
む
極
め
て
稀
な
、
い

や
い
や
、
唯
一
、
と
言
っ
て
も
い
い
く

ら
い
の
ひ
と
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。

実
際
、
太
宰
に
と
っ
て
、
富
子
は
男
女

間
の
や
や
こ
し
い
感
情
を
抜
き
に
し
て

付
き
合
え
る
女
性
だ
っ
た
。
た
び
た
び

富
子
の
元
を
訪
れ
て
い
て
、
小
説
『
水

仙
』
で
は
富
子
か
ら
来
た
手
紙
の
一
節

を
用
い
、
絶
筆
と
な
っ
た
『
グ
ッ
ド
・
バ

イ
』
の
中
に
も
登
場
さ
せ
て
い
る
。　
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ぶらり
散策

　　矢
や

出
で

沢
さわ

川
かわ

遊歩道 
上田城の北側を流れる矢出

沢川。その周辺はかつて城下町
だった古い街並がわずかに残
り、どこか懐かしさを感じさ
せる景色が広がっています。川
沿いにはウォーキングトレイ
ルと名付けられた小道が整備
され、市民の通勤や散歩などの
他、まち歩きを楽しむ観光客が
訪れるスポットとなっていま
す。今回紹介するのは、旧北国
街道と国道 18号線の間を並行
して走る遊歩道です。矢出沢川
の右岸に整備された歩行者専

１
９
４
７
年
、
19
歳
に
な
っ
た
聖
子

は
太
宰
の
紹
介
で
新
潮
社
に
入
社
す
る
。

そ
の
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
重
ね

な
が
ら
「
風
紋
」
の
女
主
人
と
な
っ
て

い
く
の
だ
が
、
そ
の
道
程
に
つ
い
て
は
次

号
に
回
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
野　

郁

参考文献
『聖子－新宿の文壇 BAR「風紋」の女主人』森まゆみ
　亜紀書房 2021
『風紋五十年』林聖子　パブリック・ブレイン 2012
『林倭衛』小崎軍司　三彩社 1971
『林倭衛画集』東御市梅野記念絵画館 2015
『太宰治全集』第 5・9巻　筑摩書房 1976
『回想　太宰治』野原一夫　新潮社 1980
『評伝　太宰治　下巻』相馬正一　津軽書房 1995
『回想の太宰治』津島美知子　講談社 2008
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用道路で、上田城から北に 500ｍほどのところにあります。時々
通勤に利用している知り合いから、心地よいコースがあると耳
にしていて気になっていた場所です。二の丸通り（上田消防署
から上田郵便局に向かう通り）に架かる「西八幡橋」からスタ
ートし、「浮世橋」と「上須波橋」を通り過ぎて「下須波橋」ま
で片道 20分くらいの距離を歩いてみました。

4月初旬、桜の季節に訪れたときは、道沿いに水仙やチュー
リップが咲いて、あちこちに桜のトンネルができていました。
犬を連れて歩く人や花見客で賑わっていました。

6月中旬、梅雨の季節にふたたび訪れてみました。とても静
かで木々や草花が豊かに生い茂り、紫陽花が色づき始めていま
した。川のせせらぎや鳥のさえずりも聞くことができました。
城下町の街歩きや上田城跡公園散策の折に、矢出沢川遊歩道

まで足を延ばしてみてはいかがでしょうか。四季折々の景色が
楽しめ、リフレッシュできることと思います。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　6月 13日訪問　望月聡子
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参考資料：上田市役所公式ホームページ
　　　　https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/tosikei/6118.html

上田城址

上田郵便局

旧北國街道矢出沢川遊歩道

18 号

山極勝三郎生家跡

中央西１.２丁目

デニーズ

下須波橋
上須波橋 浮世橋

上田城址公園入口

西八幡橋

二
の
丸
通
り

矢出沢川

矢出沢川遊歩道マップ

戸隠神社の春の神事へ
戸隠講で宿泊した翌朝の
光景。雨あがりの山々とア
ヤメが爽やかな緑に映え
る。春の神事は、農民に
とって五穀豊穣、農作業の
無事安全を願う大切なお
祓い行事。今年も地域の
人々と訪れて神前にお酒
とお米を奉納、気を引き締
めてお祓いを受けた。
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時
々
、
一
人
旅
を
し
て
い
る
。
き
っ
か

け
は
、
20
年
以
上
も
前
に
な
る
が
、
長

男
と
次
男
が
県
外
の
大
学
に
進
学
し
た

際
、
ア
パ
ー
ト
に
泊
め
て
も
ら
い
近
く

を
見
て
回
っ
た
こ
と
。
若
い
こ
ろ
か
ら
歴

史
や
城
が
好
き
な
の
で
、
訪
れ
た
先
で

少
し
足
を
延
ば
し
て
観
光
、そ
の
後
「
日

本
１
０
０
名
城
」
を
知
り
行
っ
て
み
よ

う
と
思
っ
た
。
お
城
を
撮
る
た
め
に
カ

メ
ラ
も
買
い
替
え
た
。

団
体
旅
行
は
日
程
な
ど
合
わ
な
い
こ

と
が
多
い
の
で
、
自
分
の
都
合
に
合
わ

せ
て
1
泊
か
ら
2
泊
で
計
画
し
て
い
る
。

退
職
後
は
、
東
日
本
に
関
し
て
は
「
大

人
の
休
日
俱
楽
部
パ
ス
」
の
日
程
に
合

わ
せ
る
よ
う
に
し
、
西
日
本
は
都
合
の

良
い
時
に
行
く
よ
う
に
し
て
い
る
。
行

き
先
が
決
ま
っ
た
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

経
路
を
た
ど
り
、
主
に
鉄
道
を
利
用
す

る
が
、
時
に
は
空
の
便
も
。

経
路
を
決
め
た
ら
乗
り
換
え
案
内

サ
イ
ト
で
乗
り
継
ぎ
を
調
べ
、
下
車
駅

周
辺
の
名
所
な
ど
は
市
町
村
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
観
光
案
内
を
利
用
。
市
内
バ

ス
の
案
内
な
ど
が
詳
し
く
載
っ
て
い
て
、

事
前
準
備
に
役
立
っ
て
い
る
。
宿
泊
先

は
で
き
る
だ
け
駅
近
く
の
ホ
テ
ル
を
探

し
て
予
約
。
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
計

画
を
立
て
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。

一
人
旅
は
、
興
味
の
あ
る
場
所
に

自
由
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
気
に
入
っ
て
い
る
。
時
間
の

な
い
時
は
ラ
ン
チ
を
抜
く
こ
と
も
あ

る
が
、
多
少
の
空
腹
や
疲
れ
は
苦
に

な
ら
な
い
。
す
べ
て
自
身
の
判
断
な
の
で
、

風
景
や
史
跡
な
ど
が
鮮
明
に
記
憶
に
残

る
。昨

年
11
月
末
、
47
年
ぶ
り
に
青
森
へ
。

当
時
も
一
人
旅
だ
っ
た
。
上
野
発
の
夜

行
列
車
で
行
き
、
翌
朝
野
辺
地
へ
着
い

た
と
記
憶
し
て
い
る
。
今
回
は
青
森
ま

で
新
幹
線
、
新
青
森
駅
か
ら
奥
羽
本
線

弘前城天守旧弘前市立図書館

   気
ま
まなひとり旅
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に
乗
り
弘
前
駅
で
下
車
、
市
内
循
環
バ

ス
で
弘
前
城
へ
。
あ
い
に
く
の
雨
だ
っ
た

が
、
東
日
本
唯
一
の
江
戸
時
代
か
ら
の

現
存
天
守
で
あ
る
津
軽
氏
の
居
城
、
弘

前
城
を
ゆ
っ
く
り
見
学
で
き
た
。
そ
の

後
、
広
い
城
跡
公
園
や
周
辺
の
街
並
み

な
ど
を
１
時
間
ほ
ど
散
策
。
続
い
て
弘

前
城
に
隣
接
す
る
観
光
会
館
で
山
車
等

の
展
示
や
旧
弘
前
市
立
図
書
館
を
見
学

し
た
。
明
治
39
年
に
建
て
ら
れ
、
昭
和

６
年
ま
で
市
立
図
書
館
と
し
て
利
用
さ

れ
た
と
い
う
旧
図
書
館
は
洋
風
の
素
敵

な
建
物
だ
っ
た
。

新
青
森
駅
前
の
ホ
テ
ル
で
一
泊
し
、

翌
日
は
、
タ
ク
シ
ー
で
世
界
文
化
遺
産

で
あ
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
、
三
内
丸
山

遺
跡
を
見
学
。
建
物
跡
や
住
居
跡
、
六

本
柱
建
造
物
跡
な
ど
、
太
古
の
集
落
跡

に
感
激
し
た
。
以
前
か
ら
行
き
た
か
っ

た
場
所
な
の
で
大
満
足
。
次
は
東
北
新

幹
線
で
八
戸
へ
。
安
土
桃
山
時
代
の
城
、

根
城
と
博
物
館
を
見
学
。
市
内
バ
ス
で

八
戸
駅
へ
戻
り
新
幹
線
で
帰
着
。
思
い

出
に
残
る
楽
し
い
旅
と
な
っ
た
。

昨
年
6
月
に
は
社
内
旅
行
以
来
51
年

ぶ
り
に
会
津
若
松
城
（
鶴
ヶ
城
）
へ
出

か
け
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん

の
案
内
で
公
園
内
を
回
っ
た
後
、
城
内

を
見
学
し
た
。
会
津
若
松
駅
で
軽
い
ラ

ン
チ
の
後
、
会
津
鉄
道
に
乗
り
湯
野
上

温
泉
駅
で
下
車
、
タ
ク
シ
ー
で
大
内
宿

へ
。
同
年
輩
の
運
転
手
さ
ん
の
わ
か
り

や
す
い
説
明
を
聞
き
な
が
ら
一
回
り
し

た
後
、
同
じ
タ
ク
シ
ー
で
湯
野
上
温
泉

駅
へ
。
駅
に
隣
接
し
た
足
湯
に
入
っ
て
み

る
と
暖
か
さ
に
足
が
軽
く
な
っ
た
よ
う

だ
っ
た
。
ま
た
会
津
鉄
道
に
乗
り
会
津

若
松
駅
へ
。
駅
近
く
の
ホ
テ
ル
で
一
泊

し
、
翌
日
は
戊
辰
戦
争
で
二
本
松
少
年

隊
の
悲
話
を
残
し
て
落
城
し
た
二
本
松

城
（
霞
ケ
城
）
へ
。
城
跡
公
園
を
見
学

の
後
、
新
幹
線
で
新
白
河
駅
へ
。
白
河

三内丸山遺跡八戸、根城
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会津若松城

小
峰
城
で
は
天
守
と
見
事
な
石
垣

を
見
学
し
、
新
白
河
駅
か
ら
新
幹

線
で
帰
着
。
幕
末
の
悲
劇
の
舞
台

と
な
っ
た
会
津
地
方
を
訪
れ
る
こ

と
が
で
き
感
慨
深
い
旅
と
な
っ
た
。

利
用
し
た
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ

ん
に
「
こ
ん
な
暑
い
時
期
に
来
な

い
で
雪
の
季
節
の
方
が
良
い
」
と

薦
め
ら
れ
た
の
で
「
長
野
な
の
で

雪
は
十
分
。
間
に
合
っ
て
い
ま
す
」

と
笑
い
な
が
ら
答
え
た
。

こ
う
し
て
「
日
本
１
０
０
名

城
」
も
40
城
は
見
る
こ
と
が
で
き

た
。
年
齢
な
ど
を
考
え
る
と
完
全

制
覇
は
無
理
と
思
う
が
、
少
し
で

も
近
づ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
恵
子

大内宿

白河小峰城 二本松城
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
少
女
ズ
ラ
ー
タ
・

イ
ヴ
ァ
シ
コ
ワ
は
２
０
０
５
年
生
ま

れ
の
16
歳
。
ド
ニ
プ
ロ
と
い
う
街
で

母
親
と
マ
ル
チ
ー
ズ
と
暮
ら
す
高
校

生
だ
っ
た
。
独
力
で
日
本
語
を
習

得
、
日
本
の
漫
画
や
ア
ニ
メ
に
熱
中

し
日
本
の
作
家
に
も
興
味
を
抱
い
た
。

ネ
ッ
ト
で
購
入
し
た
太
宰
治
の
『
人

間
失
格
』
は
初
版
本
で
１
万
５
千

円
も
し
た
が
、
自
分
の
小
遣
い

で
買
っ
た
一
生
の
宝
物
だ
。
彼
女
の
夢
は
、

い
つ
か
日
本
で
漫
画
家
に
な
る
こ
と
だ
っ

た
。　２

０
２
２
年
２
月
24
日
、
戦
争
が
彼

女
の
生
活
を
一
変
さ
せ
た
。
爆
撃
音
や

空
襲
を
知
ら
せ
る
サ
イ
レ
ン
が
頻
繁
に

鳴
り
響
く
。
夢
の
一
つ
も
実
現
で
き
ず

に
こ
の
ま
ま
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
の

か
。
ズ
ラ
ー
タ
は
不
安
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ

た
。
す
る
と
、
戦
争
が
始
ま
っ
て
以
来
、

な
に
や
ら
調
べ
た
り
考
え
込
ん
だ
り
し

て
い
た
母
が
突
然
言
っ
た
。

「
ズ
ラ
ー
タ
、
あ
な
た
は
日
本
に
行
く

の
よ
！
」

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
か
ら
日
本

に
行
け
る
飛
行
機
が
見
つ
か
っ
た
の
だ
と

い
う
。
自
分
は
こ
の
歳
で
日
本
に
行
っ
て

も
言
葉
も
わ
か
ら
な
い
し
、
仕
事
を
す

る
の
も
無
理
だ
ろ
う
。
せ
め
て
ズ
ラ
ー

タ
だ
け
で
も
日
本
に
避
難
し
て
夢
を
叶

え
て
ほ
し
い
と
。

最
初
は
混
乱
し
て
い
た
ズ
ラ
ー
タ
だ

が
、
躊
躇
し
て
い
る
余
地
は
な
か
っ
た
。

３
月
17
日
早
朝
、
母
が
必
死
に
な
っ
て

工
面
し
た
航
空
運
賃
16
万
円
を
持
ち
、

ワ
ル
シ
ャ
ワ
ま
で
送
る
と
い
う
母
と
家
を

出
た
。
ド
ニ
プ
ロ
駅
は
避
難
す
る
人
た

ち
で
い
っ
ぱ
い
で
、
列
車
は
い
つ
出
発
す

る
か
わ
か
ら
な
い
。
半
日
待
っ
て
よ
う

や
く
出
発
し
た
列
車
は
、
24
時
間
以
上

か
け
て
ド
ロ
ホ
ブ
ィ
チ
駅
に
到
着
、
バ
ス

に
乗
り
換
え
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
国
境

の
街
シ
ェ
ヒ
ニ
に
向
か
っ
た
。

こ
こ
で
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
起
こ
っ

た
！　

取
材
に
訪
れ
て
い
た
日
本
人
の

テ
レ
ビ
ク
ル
ー
と
遭
遇
し
た
の
だ
。
母

に
背
中
を
押
さ
れ
、
ズ
ラ
ー
タ
は
生

ま
れ
て
初
め
て
日
本
人
に
話
し
か
け
た
。

日
本
で
漫
画
家
に
な
り
た
い
こ
と
、
そ

の
た
め
に
避
難
し
て
日
本
行
き
の
飛
行

機
に
乗
り
た
い
こ
と
な
ど
、
夢
中
で
話

し
た
。
日
本
語
を
話
す
少
女
に
驚
き
な

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
子
ど
も
た
ち
の
日
記
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が
ら
、
彼
ら
は
誠
実
に
対
応
、
連
絡
を

取
り
合
う
こ
と
を
約
束
し
た
。
私
の
日

本
語
が
通
じ
た
！　

ズ
ラ
ー
タ
の
胸
は

高
鳴
り
、
一
筋
の
光
が
差
し
込
ん
で
き

た
よ
う
に
思
え
た
。　

３
月
19
日
、
よ
う
や
く
ワ
ル
シ
ャ
ワ

に
到
着
。
後
は
日
本
大
使
館
に
行
き
、

ビ
ザ
の
申
請
を
し
て
航
空
券
を
買
う
だ

け
だ
。
と
こ
ろ
が
な
ん
と
彼
女
は
コ
ロ

ナ
に
感
染
、
長
期
の
隔
離
生
活
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
日
々
を

支
え
た
の
は
、
あ
の
取
材
ス
タ
ッ
フ
や
ワ

ル
シ
ャ
ワ
に
住
む
日
本
人
だ
っ
た
。

４
月
９
日
、
ズ
ラ
ー
タ
は
夢
に
ま
で

見
た
日
本
の
土
を
踏
ん
だ
。
満
開
の
桜

と
、
日
本
人
の
身
元
引
受
人
が
出
迎

え
て
く
れ
た
。
以
前
、
本
を
買
っ
た
と

き
に
ネ
ッ
ト
上
で
や
り
と
り
し
た
人
で
、

母
がZoom

で
連
絡
を
取
り
合
っ
て
依

頼
し
て
い
た
。

一
か
月
後
、
彼
女
は
念
願
だ
っ
た
一
人

暮
ら
し
を
始
め
る
。
日
本
語
学
校
に
通

い
な
が
ら
、
部
活
と
し
て
美
術
の
ク
ラ

ス
に
入
り
、
ギ
タ
ー
も
始
め
た
。
美
術

大
学
に
進
学
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
る
。

た
だ
、
ド
ニ
プ
ロ
に
い
る
母
の
こ
と
だ

け
が
心
配
だ
。
そ
の
母
は
「
気
を
つ
け

て
い
る
か
ら
大
丈
夫
！
」
と
、
相
変
わ

ら
ず
動
じ
な
い
。
母
の
英
断
に
よ
っ
て

実
現
し
た
日
本
へ
の
避
難
。
そ
の
母
に
、

そ
し
て
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
た
人
々

に
感
謝
し
な
が
ら
、
彼
女
は
夢
に
向
か
っ

て
歩
い
て
い
る
。

２
０
２
２
年
10
月
、『
ウ
ク
ラ
イ
ナ

か
ら
来
た
少
女　

ズ
ラ
ー
タ
、
16
歳
の

日
記
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
日
記
に
は
彼

女
の
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
ク

オ
リ
テ
ィ
の
高
さ
は
驚
く
ほ
ど
だ
。
一
歩

前
進
し
た
少
女
に
、
心
か
ら
の
エ
ー
ル

を
送
り
た
い
。

２
０
２
３
年
２
月
28
日
と
３
月
１
日

付
朝
日
新
聞
に
、
日
記
を
綴
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
子
ど
も
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の

一
人
、
ハ
ル
キ
ウ
出
身
の
イ
エ
バ
・
ス
カ

リ
エ
ツ
カ
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
逃
れ
る

ま
で
の
日
々
を
日
記
に
書
き
記
し
た
。

２
月
24
日
早
朝
、
突
然
の
爆
発
音
に

目
覚
め
た
イ
エ
バ
は
、
咄
嗟
に
日
記
帳

を
手
に
地
下
室
に
逃
れ
た
。
暖
房
も
な

い
地
下
室
で
、
恐
怖
に
震
え
息
を
殺
し

な
が
ら
、
今
起
き
て
い
る
こ
と
を
綴
り

続
け
た
。
一
週
間
後
、
イ
エ
バ
は
祖
母

と
共
に
ハ
ル
キ
ウ
を
脱
出
、
３
月
12
日

に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
首
都
ダ
ブ
リ
ン
に

た
ど
り
着
い
た
。
ハ
ル
キ
ウ
の
自
宅
ア

パ
ー
ト
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
聞
い

た
。
た
だ
、
祖
母
が
自
分
た
ち
を
「
難

民
」
と
呼
ぶ
こ
と
だ
け
は
ど
う
し
て
も

許
せ
な
い
。
い
つ
か
き
っ
と
自
分
の
家
を

取
り
戻
し
た
い
と
思
う
。
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イ
エ
バ
は
ダ
ブ
リ
ン
で
13
歳
の
誕

生
日
を
迎
え
た
。
彼
女
の
日
記
『
あ

な
た
は
戦
争
が
何
か
を
知
ら
な
い
』

は
、
現
在
、
約
20
カ
国
で
出
版
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
本
を
現
代
の
『
ア
ン
ネ
の

日
記
』と
呼
ぶ
人
た
ち
が
い
る
。
初
め
て

『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
を
読
ん
だ
イ
エ
バ

は
、
そ
の
中
に
自
分
と
の
共
通
点
を
見

た
。
ア
ン
ネ
も
「
な
ん
と
か
な
る
」
と

い
う
希
望
を
い
つ
も
持
っ
て
い
た
ん
だ
と
。

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
か
ら
１

年
以
上
た
つ
が
、
い
ま
だ
に
終
わ
り
が

見
え
て
こ
な
い
。
ア
ン
ネ
は
「
書
い
て
さ

え
い
れ
ば
、
な
に
も
か
も
忘
れ
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
綴
っ
て
い
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
、
書
く
こ
と

が
救
い
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

何
も
で
き
な
い
で
い
る
大
人
の
一
人
と

し
て
、
せ
め
て
一
日
も
早
い
戦
争
の
終
結

を
願
い
続
け
た
い
。　
　
　
（
は
な
）　

毎日一輪の花を生けようという本※を目にして「これだ！」と思い
ました。ちょうど、庭に咲く季節ごとの花を暮らしの中に活かす方法
はないものかと思っていたところでした。
花や葉を取り揃えて形よく生けるのはなかなか大変で、とても毎日

というわけにはいきません。でも一輪を摘んでくればいいのなら続け
られるかもしれない、一輪だけなら花器は湯飲みでも徳利でも百均の
コップでもいい。ということで以来毎日一輪を生け、写真に収めるよ
うになりました。ためしに友人に送ったところ思いのほか喜ばれたの
で、気をよくして毎朝花の写真の Line便も開始。
今まで気づかなかった小さな花や雑草に目がいくようになり、棚の

奥の古い食器は花器として日の目を見ました。一輪からうまれる朝の
一瞬のゆとりを楽しんでいます。　　　　　　　　　　　　　　　幸

※『毎日、一輪。はじめて花・葉・枝を生ける人のための手引帖。』
小野木彩香／著

一輪の花
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２
０
２
０
年
６
月
に
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
』
〜
龍
と

生
き
る
ま
ち
信
州
上
田
・
塩
田
平

〜
」
は
、
３
年
経
っ
た
現
在
、
上
田

の
主
要
な
観
光
地
に
な
っ
て
い
る
。
レ

イ
ラ
イ
ン
は
、
烏
帽
子
岳
（
標
高

２
０
６
６
ｍ
）
山
頂
か
ら
昇
っ
た
夏

至
の
朝
日
が
、
国
分
に
あ
る
信
濃
国

分
寺
と
下
之
郷
に
あ
る
生
島
足
島
神

社
を
貫
い
て
、
上
本
郷
に
あ
る
泥
宮

神
社
に
届
く
と
い
う
も
の
。
ま
さ
に

太
陽
の
光
が
山
頂
か
ら
一
直
線
に
注

ぎ
、
神
秘
的
な
趣
を
な
す
。

泥
宮
神
社
の
御
神
体
は
「
泥
」、

生
島
足
島
神
社
の
御
神
体
は
「
大

地
」、
信
濃
国
分
寺
は
「
大
日
如
来
・

太
陽
」
を
安
置
し
、『
太
陽
と
大
地

の
聖
地
』
の
神
髄
を
あ
ら
わ
す
。「
環

境
学
や
風
水
の
観
点
か
ら
も
理
想

暮
ら
し
を
語
る
レ
イ
ラ
イ
ン
ス
ポ
ッ
ト

泥宮神社から望む烏帽子岳山頂から昇る夏至の朝日
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の
意
義
、
地
元
民
と
の
関
係
な

ど
を
聞
い
た
。

Ｑ　

レ
イ
ラ
イ
ン
は
偶
然
わ

か
っ
た
の
で
す
か
。

Ａ　

い
え
い
え
、
泥
宮
神
社

が
そ
の
よ
う
に
建
て
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
歴
史
は

古
く
、
創
建
年
代
は
不
明
で

す
が
、
当
時
の
人
々
が
夏
至

の
朝
日
を
望
め
る
よ
う
に
、
神

殿
と
鳥
居
の
方
向
を
決
め
た
の

で
し
ょ
う
。
ま
た
冬
至
の
日
は
、

生
島
足
島
神
社
の
西
鳥
居
か
ら

泥
宮
神
社
の
西
に
夕
陽
が
沈
む

の
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｑ　

ど
う
し
て
夏
至
の
朝
日
に

合
わ
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ　

昔
は
田
植
え
の
時
期
が

烏帽子岳

上田駅

信濃国分寺

生島足島神社

泥宮神社

別
所
線

千曲川

北陸新幹線

しなの鉄道

的
」
と
聖
地
観
光
研
究
家
の
内

田
一
成
さ
ん
は
強
調
す
る
。（『
レ

イ
ラ
イ
ン
ハ
ン
タ
ー
：
日
本
の
地
霊

を
探
訪
す
る
』
内
田
一
成
著
よ
り
）

ま
た
、
塩
田
平
は
降
水
量
の

少
な
い
地
域
で
、
稲
作
に
欠
か

せ
な
い
用
水
を
求
め
、
５
０
０

年
前
か
ら
雨
乞
い
祭
り
が
行
わ

れ
、
伝
統
行
事
に
な
っ
て
い
る
。

「
日
本
遺
産
は
、
降
水
量
の

少
な
い
風
土
で
、
身
近
な
山
々

に
宿
る
龍
神
と
密
接
に
関
わ
っ

て
き
た
塩
田
平
の
人
々
の
暮

ら
し
そ
の
も
の
」
と
泥
宮
神
社

の
近
く
に
住
む
矢
幡
正
夫
さ
ん

（
78
歳
）
は
話
す
。
矢
幡
さ

ん
は
上
本
郷
の
農
家
で
、
農

政
に
関
す
る
職
場
に
勤
務
し
た
。

地
元
の
農
業
や
暮
ら
し
を
見
て

き
た
矢
幡
さ
ん
に
レ
イ
ラ
イ
ン
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正
面
の
鳥
居
は
西
側
に
あ
り
、
泥
宮
神

社
の
方
を
向
い
て
い
ま
す
。
７
年
に
一
度

行
わ
れ
る
御
柱
祭
で
は
、
上
本
郷
が
一

の
柱
の
先
頭
を
引
く
こ
と
か
ら
、
泥
宮

神
社
と
生
島
足
島
神
社
は
深
い
関
係
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

Ｑ　

信
濃
国
分
寺
と
レ
イ
ラ
イ
ン
の
関

係
は
？

Ａ　

信
濃
国
分
寺
は
直
線
か
ら
少
し

外
れ
る
の
で
す
が
、
レ
イ
ラ
イ
ン
は
雨

乞
い
祭
り
も
含
み
ま
す
の
で
、
雨
の
神

様
、
龍
が
く
ね
く
ね
と
信
濃
国
分
寺
も

通
る
と
い
う
広
義
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
仕

上
げ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

矢
幡
さ
ん
は
「
レ
イ
ラ
イ
ン
は
温

故
知
新
」
だ
と
言
う
。「
３
年
前
に
突

然
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

レ
イ
ラ
イ
ン
は
先
人
た
ち
の
知
恵
が
詰

ま
っ
た
も
の
。
そ
の
経
緯
に
思
い
を
馳
せ

48
・
49
年
頃
に
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で

明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ　

下
之
郷
の
生
島
足
島
神
社
も
レ
イ

ラ
イ
ン
が
通
り
ま
す
ね
。

Ａ　

生
島
足
島
神
社
は
武
田
氏
や
歴

代
上
田
藩
主
の
保
護
を
受
け
建
立
さ
れ

ま
し
た
。
下
之
郷
に
お
け
る
歴
史
は
古

く
、
特
に
神

前
で
取
り
交

わ
さ
れ
た
と

言
わ
れ
る
武

田
信
玄
武
将

の
起
請
文
は
、

神
社
の
貴
重

資
料
と
し
て

国
の
重
要
文

化
財
に
指
定

さ
れ
、
全
国

的
に
も
有
名

で
す
。
本
殿

夏
至
の
頃
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
豊

作
を
願
い
な
が
ら
朝
日
を
拝
ん
だ
の
で

し
ょ
う
。
当
時
は
太
陽
の
昇
る
位
置
で
、

季
節
や
月
日
の
移
り
変
わ
り
を
知
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

泥
宮
神
社
が
あ
る
上
本
郷
は
塩
田
平

の
中
心
に
位
置
し
、
弥
生
時
代
か
ら
稲

作
の
先
進
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
昭
和

泥宮神社昇り旗
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て
ほ
し
い
」「
機
械
や
農
薬
が
な
か
っ
た

時
代
、
田
植
え
や
除
草
、
稲
刈
り
は
す

べ
て
手
作
業
で
し
た
。
刈
り
取
っ
た
稲

は
す
べ
て
天
日
干
し
。
た
め
池
は
村
民

総
出
で
造
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ど
う
す
れ
ば
う
ま
く
で
き
る
か
工
夫
を

重
ね
な
が
ら
の
大
事
業
で
す
。
ま
さ
に

太
陽
と
大
地
と
共
に
歩
ん
だ
暮
ら
し

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
当
時
の
稲
作

を
偲
ぶ
。

写
真
愛
好
家
で
も
あ
る
矢
幡
さ
ん

は
長
年
塩
田
平
の
風
景
を
カ
メ
ラ
に

収
め
て
い
る
。
一
コ
マ
一
コ
マ
の
写
真

の
中
に
は
、
そ
の
風
景
を
築
き
上
げ

て
き
た
歴
史
や
人
々
の
暮
ら
し
を
丁

寧
に
盛
り
込
む
。
め
っ
た
に
見
ら
れ

な
い
塩
田
な
ら
で
は
の
自
然
現
象
も
、

天
候
と
時
刻
を
見
極
め
そ
の
瞬
間
を

狙
う
。
日
本
遺
産
レ
イ
ラ
イ
ン
に
関

わ
る
地
域
の
存
続
や
発
展
を
願
い
な

が
ら
、
き
ょ
う
も
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
る
。

　

３
月
15
日
取
材　

伊
藤
文
子

矢幡正夫さん

桜に囲まれた泥宮神社
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あとがき

　環は創刊から12年半、第50号を迎えた。コロナ下でも滞りなく

発行できたのは、読者の皆さんの暖かいご支援と取材や寄稿を快諾

くださった方々のおかげである。

　環は2011年１月の創刊時に、どのような内容・体裁のジャーナ

ルにしていくかスタッフで熱い話し合いを重ねた。結果、冒頭に下

記の一文を掲げた。

発行にあたって
　上田市は周囲を山々に囲まれ、中央を千曲川が流れる東信州の
中心都市です。甲武信ヶ岳に源を発した千曲川は、新潟県に入って
信濃川に注ぎ、日本一の大河となります。川はかつて、交通の要衝で
した。川の流れとともに文化も発展してきました。
　この電子ジャーナル「環」＜千曲川地域の人と文化＞は、千曲川
地域を主なフィールドにして、さまざまな文化を紹介していきます。
◇ユニークな図書館や美術館などを訪問し、そこでの先駆的な取り
組みに焦点を当てます。陰には必ず創造力溢れる仕掛け人がいま
す。
◇個性的なセカンドライフを楽しんでいる男性女性に登場していた
だきます。
◇各界で活躍している方々からの寄稿もあります。ここでしか読むこ
とのできない、それぞれの思いが込められた貴重なものです。
◇今まで知られていなかった埋もれた文化や活動を発掘し、それら
の発表の場にしたいとも考えています。
　文化を通して、人と人、人と地域をリングのように結び、文化とコ
ミュニケーションの環を広げていきたい、そんな願いをこの「環」に
込めました。皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。
　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人　上田図書館倶楽部　

　上記の趣旨に基づき、県内各地ときには県外にも足を延ばして取

材を重ねた。地域で活躍している人たちに会い、ユニークな図書館
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や美術館を訪ね、また信濃にゆかりのある文人たちを取り上げ、そ

の生涯をたどった。多彩な分野で活躍している方々から貴重な寄稿

もいただいた。

　取材で得た情報やその人その場ならではの印象・雰囲気などは環

に蓄積されると同時にスタッフの宝物になっている。

                            　　　　　　　　　　　　　　　　　（ふみ）

創刊号表紙
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　千曲川地域の人と文化を紡ぐ　　
第 50号 　青蚊帳　 2023年 7月発行
NPO 法人上田図書館倶楽部   
  https://ueda.zuku.jp/
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（上田情報ライブラリー委託事業）
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環スタッフ：
伊藤文子　　海野 郁　　西入幸代　　
宮下明彦　　望月聡子　　矢幡正夫





ＮＰＯ法人上田図書館倶楽部は、図書館との協働による学習活
動や情報サービス活動、文化活動などを行っています。また図
書館関連業務を上田市から受託して、市民参加による幅広い図
書館サービスを行い、地域文化の発展に寄与することを目的と
しています。電子ジャーナル「環」も受託事業の一つとして上
田図書館倶楽部が発行しており、千曲川地域の文化を通して人
と人、人と地域をリングのように結び、文化とコミュニケーショ
ンの環を広げていくことを理念に掲げています。


