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一
面
：
進
路
の
説
明
会
で
将
来
と
向
き
合
う 

 
 

 

ス
キ
ー
委
員
会
活
動
開
始 

二
面
：
長
野
の
観
光
名
所
、
松
代
の
魅
力
紹
介
！ 

 
 

 

地
元
住
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド 
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10
月
３
日(
水)

、
１
年
生
は
進
路
講
演
会
、
２
年
生
は

学
部
説
明
会
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
。
１
・
２
年
生
は
外
部

の
講
師
の
方
を
錦
城
に
招
き
、
大
学
や
学
部
の
決
め
方
の
ポ

イ
ン
ト
を
学
ん
だ
。
外
部
の
人
か
ら
進
路
に
つ
い
て
話
を
聞

く
数
少
な
い
機
会
に
、
生
徒
は
興
味
津
々
な
態
度
で
話
に
耳

を
傾
け
て
い
た
。 

 
 
 
 
 
 

(
編
集
部
共
同
取
材)  

   

学部ごとに分かれて、大学の講師から詳しい話を聞く２年生 

時代の変化に 

対応する「術」を学ぶ 

 

 

「
好
き
な
学
び
を
見
つ
け
て
」 

 

電
気
・
電
子
・
通
信
工
学
の
講
義

は
芝
浦
工
業
大
学
入
試
部
入
試
課

の
秋
山
力
洋
さ
ん
が
行
っ
た
。 

 

電
気
工
学
は
電
気
の
性
質
を
研

究
し
て
応
用
に
結
び
付
け
る
学
問

で
、
電
子
工
学
は
電
気
を
ス
ピ
ー

デ
ィ
ー
な
情
報
伝
達
手
段
に
活
用

す
る
学
問
。
通
信
工
学
は
多
様
な

通
信
手
段
を
幅
広
く
学
ぶ
学
問

で
、
こ
の
３
つ
の
学
問
は
ハ
ー
ド

ウ
ェ
ア(

電
気
機
器)

に
、
さ
ら
に

通
信
工
学
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア(

コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム)

に
活

か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
学
部
選

び
に
関
す
る
話
で
は
、
一
括
り
に

さ
れ
や
す
い
理
学
と
工
学
の
違
い

に
つ
い
て
説
明
が
さ
れ
た
。
そ
れ

ぞ
れ
に
特
色
が
あ
り
、
そ
の
上
で

「
自
分
の
好
き
な
『
学
び
』
を
見
つ

け
て
ほ
し
い
」
と
秋
山
さ
ん
は
語

っ
た
。 

 

「
学
ぶ
環
境
も
大
切
」 

 

東
京
経
済
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
学
部
准
教
授
の
松
永
智
子

さ
ん
は
、
社
会
学
を
「
世
間
に
つ
い

て
語
り
合
う
学
問
」
だ
と
説
明
し

た
。「
社
会
学
者
の
数
だ
け
社
会
学

が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
研
究

対
象
が
広
い
た
め
、
自
由
に
学
び

を
見
つ
け
て
い
け
る
と
い
う
。 

説
明
の
途
中
に
は
松
永
さ
ん
の

「
な
ぜ
社
会
学
に
興
味
を
持
っ
た

の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
、
生
徒

が
ひ
と
り
ず
つ
答
え
て
い
く
場
面

も
。
社
会
学
は
先
生
に
よ
り
研
究

対
象
が
多
岐
に
渡
る
た
め
、
自
分

の
学
び
た
い
分
野
を
し
っ
か
り
と

見
つ
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
松
永

さ
ん
は
話
す
。
ま
た
大
学
選
び
の

際
に
は
、
大
学
の
規
模
な
ど
も
学

習
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
た
め

「
田
舎
や
都
会
な
ど
、
学
ぶ
環
境

か
ら
進
学
先
を
決
め
て
い
く
の
も

良
い
と
思
い
ま
す
」
と
ア
ド
バ
イ

ス
し
た
。 

  
 

＊ 

＊ 

＊ 
 

 
 

 

学
部
を
選
ぶ
と
き
に
は
「
何
を

学
び
た
い
か
」
が
重
要
に
な
る
と
、

ど
の
講
師
の
先
生
も
話
し
て
い

た
。
す
で
に
学
部
を
決
め
て
い
る

人
も
、
ま
だ
学
部
を
決
め
て
い
な

い
人
も
、
改
め
て
こ
れ
か
ら
の
学

び
と
向
き
合
っ
て
い
こ
う
。 

                      

平
野
さ
ん 

 

今
回
の
講
演
で
は
「
主
体
性
」
と

い
う
言
葉
が
多
く
登
場
し
た
。56

回
生
の
代
か
ら
大
学
入
試
が
変
わ

る
た
め
、
進
路
の
選
択
は
も
ち
ろ

ん
受
験
や
そ
の
先
の
社
会
で
も
主

体
性
が
求
め
ら
れ
る
。
平
野
さ
ん

は
、
主
体
性
を
身
に
付
け
る
た
め

に
今
か
ら
出
来
る
こ
と
と
し
て

「
先
生
の
指
示
が
な
く
て
も
、今
自

分
が
何
を
す
べ
き
か
を
考
え
て
行

動
す
る
こ
と
」
を
挙
げ
た
。 

ま
た
、56

回
生
は11

月
に
文
理

選
択
を
控
え
て
い
る
。
平
野
さ
ん

は
「
文
理
選
択
は
自
分
が
好
き
な

こ
と
、
や
り
た
い
こ
と
で
考
え
て

ほ
し
い
」
と
話
す
。
自
身
は
世
界
史

が
好
き
だ
っ
た
こ
と
か
ら
文
系
を

選
択
。
し
か
し
、
大
学
で
学
ん
で
い

た
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
の
学
部
で

苦
手
だ
っ
た
化
学
の
知
識
が
必
要

と
な
り
、
自
力
で
１
か
ら
勉
強
し

直
し
た
そ
う
だ
。 

「
好
き
な
こ
と
を
選
ん
で
進
ん

で
も
、
そ
の
先
で
自
分
が
苦
手
な

教
科
の
知
識
が
必
要
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
」
と
平
野
さ
ん
。
苦
手

だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
選
択
す
る

の
で
は
な
く
、
自
分
が
好
き
だ
と

思
っ
た
こ
と
を
追
求
し
て
ほ
し
い

と
い
う
。 

最
後
に
錦
城
生
に
向
け
て
、「
お

も
し
ろ
い
と
思
っ
た
こ
と
は
全
て

や
っ
て
下
さ
い
」
と
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
残
し
た
。 

10
月
３
日(

水)

、
視
聴
覚
室
Ａ

で
ス
キ
ー
委
員
会
が
開
か
れ
た
。 

始
め
に
、
石
塚
友
規
先
生
か
ら

修
学
旅
行
の
概
要
が
説
明
さ
れ

た
。
今
年
度
の
修
学
旅
行
は
１
月

28
日(

月)

～
２
月
１
日(

金)

ま

で
４
泊
５
日
、
岩
手
県
の
安
比
高

原
で
行
わ
れ
る
。
４
日
目
ま
で
ス

キ
ー
実
習
を
行
い
、
最
終
日
に
は

日
本
最
大
規
模
の
民
間
総
合
農
場

「
小
岩
井
農
場
」で
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の

見
学
や
「
盛
岡
手
づ
く
り
村
」
で
民

芸
品
の
手
づ
く
り
体
験
を
す
る
予

定
と
な
っ
て
い
る
。 

「
修
学
旅
行
の
成
功
の
た
め
に

は
、
主
体
的
な
行
動
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に
し
て
欲
し

い
」
と
石
塚
先
生
。
こ
れ
か
ら
は
ス

キ
ー
の
レ
ベ
ル
調
査
や
部
屋
割
り

の
決
定
な
ど
、
や
る
べ
き
こ
と
が

多
い
。
全
員
で
協
力
し
、
楽
し
い
と

思
え
る
修
学
旅
行
を
作
っ
て
い
こ

う
と
呼
び
か
け
た
。 

こ
の
日
Ｐ
Ｒ
係
チ
ー
フ
に
決
ま

っ
た
森
田
将
真
く
ん(

２
Ｌ)

に
仕

９
月
25
日(

火)

、
食
堂
の
食
器

返
却
口
前
の
ス
ペ
ー
ス
に
あ
る

椅
子
の
破
損
が
発
見
さ
れ
た
。 

食
堂
チ
ー
フ
の
吉
川
康
子
さ

ん
は
週
明
け
の
日
の
朝
、
掃
除
を

し
て
い
た
と
こ
ろ
椅
子
の
足
が

大
き
く
曲
が
っ
て
い
る
の
を
見

つ
け
た
そ
う
。
「
こ
う
い
っ
た
破

損
は
初
め
て
で
す
。
事
故
で
壊
し

て
し
ま
っ
た
の
な
ら
言
っ
て
く

れ
た
ら
よ
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、

空
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
破
損
行

為
が
あ
り
、
撤
去
し
た
と
い
う
。 

吉
川
さ
ん
は
食
堂
利
用
の
マ

ナ
ー
に
つ
い
て
も
苦
い
顔
を
す

る
。
ス
ト
ロ
ー
が
入
っ
て
い
た
紙

袋
や
コ
ン
ビ
ニ
の
ビ
ニ
ー
ル
袋

が
床
に
ポ
イ
捨
て
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
と
話
す
。
特
に
土
曜

日
の
放
課
後
の
使
用
状
況
が
悪

く
、
使
っ
た
後
に
椅
子
が
し
ま
わ

れ
て
い
な
い
た
め
「
掃
除
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
ん
で
す
」
と
現
状

を
嘆
い
た
。 

問
題
は
昼
休
み
に
も
。
食
器
を

返
す
時
に
投
げ
る
よ
う
に
返
却

す
る
人
が
い
て
、
食
堂
の
人
た
ち

は
水
が
跳
ね
る
と
い
っ
た
こ
と

に
困
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
「
泣
い

て
い
る
食
堂
の
お
ば
さ
ん
の
イ

ラ
ス
ト
で
も
貼
れ
ば
い
い
ん
で

し
ょ
う
け
れ
ど
、
そ
こ
ま
で
す
る

の
も
ど
う
か
と
思
い
ま
す
し
。
昔

は
跳
ね
た
ら
す
ぐ
に
『
す
い
ま
せ

ん
』
と
一
言
言
っ
て
く
れ
る
人
が

多
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
」
と
悲

し
そ
う
に
話
し
た
。 

 
 

(

梅) 

放
置
し
て
お
く
と
い
う
の
は
、
ね

ぇ
」
と
顔
を
曇
ら
せ
る
。 

吉
川
さ
ん
に
よ
る
と
、
以
前
は

食
堂
の
テ
ー
ブ
ル
に
ク
ロ
ス
が

か
か
っ
て
い
た
。
し
か
し
生
徒
に

よ
っ
て
コ
ン
パ
ス
の
針
で
穴
を

壊されたものと同じ 

種類の椅子 

 

今
年
の
９
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
、
大
変
な
自
然
災
害

が
日
本
を
襲
っ
た
。
祖
父
母
が
住
む
北
海
道
江
別
市
で
も
、

台
風
21
号
に
続
い
て
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
が
重
な
っ
て

深
い
爪
痕
を
残
し
た
。
停
電
し
て
い
た
た
め
祖
父
母
と
も

一
時
連
絡
が
と
れ
ず
、
本
当
に
心
配
し
た
▼
９
月

30
日

(

日)

か
ら
10
月
１
日(

月)

未
明
に
か
け
て
日
本
列
島
を
縦

断
し
、
東
京
で
も
停
電
を
引
き
起
こ
し
た
超
大
型
台
風
24

号
。
夜
が
明
け
て
外
を
見
て
み
る
と
、
家
の
前
は
木
が
歩
道

に
倒
れ
て
道
を
塞
ぎ
、
歩
道
や
車
道
に
葉
が
散
乱
し
て
い

た
。
一
方
で
、
清
掃
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
っ
た
。
早
朝
か
ら
木
の
葉

を
片
付
け
て
く
れ
て
い
た
人
が
い
た
、
と
母
が
話
し
て
く
れ
た
▼
錦
城

で
も
、
割
れ
た
体
育
館
の
窓
ガ
ラ
ス
を
、
都
民
の
日
で
学
校
は
休
み
で

あ
っ
た
が
、
先
生
や
営
繕
の
方
が
片
付
け
て
く
れ
た
▼
私
は
今
回
の
台

風
も
い
つ
も
通
り
過
ぎ
去
る
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
み
ん
な
の
た

め
に
動
い
て
く
れ
て
い
る
人
も
い
る
。
こ
う
い
っ
た
災
害
の
時
に
み
ん

な
の
た
め
に
高
校
生
と
し
て
で
き
る
こ
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
▼
話
は

変
わ
る
が
錦
城
生
で
、
去
年
の
冬
休
み
、
今
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
と
続
け
て
東
日
本
大
震
災
の
復
興
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
行
っ
た
生
徒

が
い
る
そ
う
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
１
週
間
、
宮
城
県
仙
台
市
に
あ
る
漁
師
の

家
庭
で
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
な
が
ら
漁
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
と

い
う
。
元
々
、
災
害
の
復
興
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
て
み
た
い
と
考

え
て
い
た
そ
う
。
自
分
た
ち
は
震
災
を
過
去
の
出
来
事
と
考
え
て
し
ま

う
が
、
現
地
で
は
ま
だ
震
災
の
影
響
は
大
き
い
こ
と
を
知
り
「
震
災
を

忘
れ
て
は
い
け
な
い
」
と
改
め
て
実
感
し
た
と
話
す
▼
最
初
か
ら
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
す
る
と
い
う
と
難
し
く
感
じ
、
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
て
も
実
際
に
行
動
に
移
せ
る
人
は
少
な
い
。
し
か
し
、
落
ち
葉
の
片

付
け
な
ど
身
近
な
と
こ
ろ
で
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
高
校
生
で

も
行
動
す
る
気
持
ち
が
あ
れ
ば
復
興
支
援
に
参
加
で
き
る
。
私
は
冬
休

み
を
使
っ
て
東
部
地
震
の
復
興
に
貢
献
し
た
い
。 

 
 

 
 

 
(

杏) 

進 路 

選 択 

「何でもまずは挑戦して」

と語る平野さん 

 

大
会
報
告 

陸
上
部 

9
月
22
日(

土)

～ 

９
月
24
日(

月) 

▽
東
京
都
新
人
大
会 

 
 

 

女
子
５
０
０
０
Ｍ 

 
 

８
位 

玉
利
麻
祐(

２
Ｊ) 

   

９
月
20
日(

木)

～
22
日(

土) 

合
唱
祭
実
行
委
員 

10
月
２
日(

火) 
 

選
挙
管
理
委
員
会 

10
月
３
日(

水) 

ス
キ
ー
委
員
会 

10
月
４
日(

木) 

図
書
委
員
会 

10
月
９
日(

火) 

代
議
員
会 

    

中
央
委
員
会
常
時
活
動
中 

  ９
．
１
５
～
１
０
．
１
１

 

 

事
内
容
に
つ
い
て
聞
く
と
、「
ス
キ

ー
修
学
旅
行
に
向
け
て
、
み
ん
な

に
盛
り
上
が
っ
て
も
ら
う
係
で

す
」
と
一
言
。
例
年
行
っ
て
い
る
放

送
や
Ｐ
Ｒ
新
聞
に
加
え
て
「
み
ん

な
を
引
き
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
新

「集団で生活をする自覚
を持って」と小山さん 

 
し
い
試
み
も
し
た
い
」
と
語
る
。
そ

し
て
「
絶
対
に
み
ん
な
が
楽
し
め

る
修
学
旅
行
に
し
た
い
で
す
」
と

意
気
込
ん
だ
。 

ま
た
Ｈ
Ｒ
委
員
も
修
学
旅
行
で

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
Ｈ

Ｒ
委
員
長
で
あ
る
小
山
奈
緒
さ
ん

(

２
Ｇ)

に
話
を
聞
い
た
。
Ｈ
Ｒ
委

員
の
主
な
仕
事
は
ク
ラ
ス
生
徒
の

掌
握
や
他
の
ス
キ
ー
係
の
サ
ポ
ー

ト
な
ど
だ
。
「
今
年
は
去
年
と
違

い
、
学
年
全
員
が
同
じ
ホ
テ
ル
に

泊
ま
る
た
め
、
新
し
い
取
り
組
み

と
し
て
学
年
レ
ク
を
行
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
」
と
話
す
。「
ス
キ
ー

が
好
き
な
人
も
苦
手
な
人
も
積
極

的
に
楽
し
も
う
」
と
呼
び
か
け
た
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

(

蓮
・
菘
・
蘭) 

 

 

「
自
分
軸
を
決
め
て
」 

  

体
育
館
で
は
、
56
回
生
を
対
象

に
株
式
会
社
マ
イ
ナ
ビ
進
路
サ
ポ

ー
ト
課
の
平
野
喜
美
代
さ
ん
に
よ

る
進
路
講
演
会
が
行
わ
れ
た
。
平

の
『
振
り
返
り
』
を
習
慣
化
し
て
、

話
の
引
き
出
し
を
多
く
持
つ
こ
と

が
大
切
で
す
」
と
話
し
た
。 

 経
験
か
ら
語
る
進
路
選
択 

 

今
回
の
講
演
で
は
「
主
体
性
」
と

い
う
言
葉
が
多
く
登
場
し
た
。
進

路
の
選
択
で
は
も
ち
ろ
ん
、
受
験

や
そ
の
先
の
社
会
で
も
主
体
性
が

求
め
ら
れ
る
場
面
は
多
く
あ
る
。

平
野
さ
ん
は
、
主
体
性
を
身
に
付

け
る
た
め
に
出
来
る
こ
と
と
し
て

「
先
生
の
指
示
が
な
く
て
も
、自
分

で
考
え
て
行
動
す
る
こ
と
」
を
挙

げ
た
。 

平
野
さ
ん
自
身
は
文
系
を
選
択

し
た
が
、
大
学
で
苦
手
だ
っ
た
化

学
が
必
要
と
な
り
、
自
力
で
勉
強

し
直
し
た
そ
う
だ
。「
好
き
な
こ
と

を
選
ん
で
も
、
そ
の
先
で
苦
手
な

分
野
の
知
識
が
必
要
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
」
と
平
野
さ
ん
。「
お

も
し
ろ
い
と
思
っ
た
こ
と
は
全
て

や
っ
て
下
さ
い
」
と
56
回
生
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
口
に
し
た
。 

 

＊ 

＊ 

＊ 
 

あ
る
１
年
生
は
「
日
本
史
を
深

く
学
ん
で
み
た
い
か
ら
文
系
に
す

る
つ
も
り
」
と
話
す
。
一
方
で
「
今

が
忙
し
く
て
先
を
見
据
え
た
文
理

選
択
を
す
る
余
裕
が
な
い
」
と
い

う
人
も
い
た
。 

高
校
生
の
う
ち
に
将
来
を
深
く

考
え
て
お
く
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら

の
人
生
の
軸
を
定
め
る
一
歩
と
な

る
だ
ろ
う
。
大
学
は
人
生
の
１
つ

の
ス
テ
ッ
プ
に
過
ぎ
な
い
。
自
分

は
何
に
な
り
た
い
の
か
、
何
十
年

後
も
見
据
え
ら
れ
る
よ
う
な
進
路

選
択
を
し
た
い
。 

１０月２日(火)に選挙管理委員会が

行われ、今年の生徒会選挙についての変

更点が明らかになった。 

委員長の豊田和樹くん(２Ｄ)による

と、小平市から本物の投票箱を借りる予

定だという。それに伴い、昨年まではク

ラスで集めていた投票用紙を、今年は放

課後に生徒自身が投票箱に投票する。候

補者のポスターを貼るというもう１つ

の案は現在検討中。今回の変更では実際

の選挙に近づけることを意識しており、豊田くんは「選挙に対する意

識を上げたい」と話した。昨年多かった無効投票を減らすためにきち

んと説明を聞いて投票してほしいと語った。         (薊) 

「選挙に興味を持って 

ほしい」と豊田くん 

 

クラスメイト全員と
担任・副担任のイラ
ストを入れたことと
『ウォーリーを探
せ！』のように、楽し
んでもらえるような
デザインにしたこと
がポイントです！   
 

野
さ
ん
は
進
路
選
択
を
す
る
上
で

ポ
イ
ン
ト
を
２
つ
紹
介
し
た
。 

１
つ
は
大
学
へ
の
進
路
選
択
に

つ
い
て
知
識
を
増
や
す
こ
と
。
偏

っ
た
知
識
や
思
い
込
み
で
は
正
し

い
進
路
選
択
は
で
き
な
い
。
多
く

の
学
部
、
学
科
を
調
べ
よ
う
と
ア

ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
。 

も
う
１
つ
は
他
人
の
判
断
に
流

さ
れ
る
の
で
は
な
く
「
好
き
」
や

「
興
味
」
を
見
つ
け
、
自
分
軸
を
決

め
る
こ
と
。
受
験
や
就
職
活
動
の

面
接
で
は
自
身
を
客
観
的
に
見
ら

れ
る
か
な
ど
が
問
わ
れ
る
。「
活
動

▲バスケコートの時
計が台風の暴風で
落下し、壊れてしま
いました。 

▼正門近くの雑木林では
約１５ｍの木が根本から
倒れたのが見つかり、撤
去されました。 

生
徒
会
役
員 

立
候
補
者
＆
中
央 

委
員
会
一
般
委
員 

募
集
中
！ 



（２） 
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今年の８月１２日(日)、全国高等学校

総合文化祭が開催された長野県で、県内

の観光地の１つである松代を訪れた。過

去に大河ドラマなどの舞台になり、多く

の人気を集める松代。今回はそんな松代

にスポットを当て、歴史ある文化財を紹

介していく。皆さんもぜひ、一度松代を

訪れてほしい。  （２年生共同取材） 

８
月

12
日(

日)

長
野
市
で
の
信

州
総
文
祭
新
聞
部
門
終
了
後
、
長
野

市
内
で
歴
史
的
文
化
財
の
多
く
残

る
松
代
を
訪
れ
た
。
松
代
で
は
「
松

代
文
化
財
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
」
の

徳
嵩
雄
司
さ
ん
に
案
内
を
依
頼
し
、

江
戸
時
代
の
真
田
家
を
中
心
と
し

た
名
所
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。 

も
と
も
と
松
代
市
役
所
教
育
委

員
会
文
化
財
課
に
勤
め
て
い
た
徳

嵩
さ
ん
は
「
退
職
後
も
松
代
と
関
わ

り
続
け
た
い
」
と
退
職
前
か
ら
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
会
の
講
習
会
に
参
加

し
て
い
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
に

は
休
憩
所
で
観
光
客
に
接
待
を
す

九
代
藩
主
の
幸
教
が
義
母
の
住

ま
い
と
し
て
、
元
治
元(

１
８
６

４)

年
に
建
築
し
た
。
江
戸
時
代
、

参
勤
交
代
に
よ
っ
て
大
名
の
妻
子

は
江
戸
住
ま
い
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
た
が
、
文
久
の
改
革
に
よ
っ

て
制
度
が
緩
和
さ
れ
た
。
そ
の
た

め
松
代
に
も
屋
敷
が
必
要
に
な

が
反
映
さ
れ
残
さ
れ
た
そ
う
だ
。

日
本
中
で
建
設
当
時
の
ま
ま
残
っ

て
い
る
藩
校
は
松
代
に
あ
る
こ
の

文
武
学
校
だ
け
。
観
光
客
の
目
線

を
意
識
し
て
、
出
来
る
限
り
昔
の

面
影
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
内

装
も
外
装
も
気
を
付
け
て
補
修
を

行
っ
て
い
る
そ
う
。
屋
根
に
は
避

雷
針
が
設
置
し
て
あ
っ
た
が
、
外

観
に
違
和
感
が
な
い
よ
う
に
目
立

た
な
い
も
の
を
使
用
す
る
な
ど
の

工
夫
が
見
ら
れ
た
。 

玄
関
は
３
つ
あ
り
、
身
分
に
よ

っ
て
殿
様
用
、
先
生
用
そ
し
て
足

軽
や
生
徒
の
両
親
用
と
分
か
れ
て

い
た
。
生
徒
用
の
玄
関
は
無
く
、
大

き
く
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
か
ら

生
徒
が
入
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
屋

内
に
は
現
在
の
教
室
に
あ
た
る
文

学
所
、
武
術
を
学
ぶ
剣
術
所
、
柔
術

所
、
弓
術
所
、
槍
術
所
な
ど
が
配
置

さ
れ
て
い
る
。
主
に
７
歳
か
ら
14

歳
ま
で
は
室
内
で
勉
強
し
、
14
歳

か
ら
は
外
で
武
術
を
鍛
え
て
い

て
開
く
と
部
屋
の
隔
た
り
が
無
く

な
り
解
放
さ
れ
た
空
間
に
。
そ
の

た
め
夏
は
風
が
入
り
涼
し
い
が
、

冬
は
寒
か
っ
た
そ
う
だ
。 

 

文
武
学
校
は
松
代
藩
八
代
藩

主
・
幸
貫
が
将
来
の
松
代
藩
を
支

え
る
優
秀
な
人
材
を
育
て
る
べ

く
、
安
政
２(

１
８
５
５)

年
に
創

た
。
現
代
と
比
べ
る
と
珍
し
い
が
、

卒
業
す
る
年
齢
は
決
ま
っ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
。 

大
き
く
目
立
っ
て
い
た
の
は
障

子
が
多
い
こ
と
。
当
時
は
電
気
が

な
く
、
ガ
ラ
ス
は
と
て
も
高
価
な

も
の
だ
っ
た
た
め
、
出
来
る
限
り

自
然
光
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
設
計
さ
れ
て
い
た
。
障
子
を
全

真
田
宝
物
館
は
真
田
家
十
二
代

当
主
・
幸
治
氏
か
ら
寄
贈
さ
れ
た

武
具
、
調
度
品
、
書
画
、
文
書
な
ど

の
大
名
道
具
を
収
蔵
・
展
示
す
る

博
物
館
と
し
て
昭
和
41(

１
９
６

６)

年
に
開
館
。
創
立
50
年
を
超

え
る
歴
史
あ
る
博
物
館
で
、
昭
和

52(

１
９
７
７)

年
に
新
館
を
増

築
、
昭
和
63(

１
９
８
８)
年
に
は

収
蔵
庫
が
完
成
し
、
真
田
邸
土
蔵

に
収
め
ら
れ
て
い
た
資
料
の
ほ
と

ん
ど
を
移
転
収
蔵
し
て
い
る
。
さ

設
展
示
室
、
テ
ー
マ
を
定
め
た
企

画
展
、
特
別
企
画
が
行
わ
れ
る
企

画
展
示
室
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

 

建
物
の
外
観
は
白
と
黒
を
基
調

に
落
ち
着
い
た
平
屋
に
な
っ
て
い

る
が
、
入
口
前
に
は
真
田
家
の
家

紋
で
あ
る
六
文
銭
が
描
か
れ
て
い

る
赤
い
旗
が
複
数
あ
り
、
一
際
目

を
引
く
。
ガ
イ
ド
の
徳
嵩
さ
ん
か

ら
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
約
１

時
間
館
内
を
巡
っ
た
常
設
展 

示
室
で
は
国
の
重
要
文
化
財 

ら
に
、
松
代
藩
に
関
係
の
あ
る
資

料
の
受
け
入
れ
も
お
こ
な
っ
て
お

り
、
寄
贈
・
寄
託
資
料
は
約
１
０
０

さ
れ
た
。
御
殿
が
存
在
し
た
花
の

丸
は
、
明
治
６(

１
８
７
３)

年
に

放
火
さ
れ
消
失
し
て
し
ま
う
。
長

い
間
石
垣
を
残
す
の
み
と
な
っ

た
が
、
昭
和
56(

１
９
８
１)

年
に

り
、
隠
居
後
の
幸
教
も
こ
こ
に
住

ん
だ
。
昭
和
41(

１
９
６
６)

年
、

十
二
代
当
主
の
幸
治
氏
に
よ
り
当

時
の
松
代
町
に
譲
渡
さ
れ
た
。 

こ
の
真
田
邸
に
は
様
々
な
知
恵

が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
御
寝
所
は

敵
が
床
下
に
入
り
込
み
、
刀
を
刺

し
て
も
暗
殺
で
き
な
い
よ
う
に
２

枚
床
に
。
他
に
も
、
当
時
の
景
観
を

守
る
た
め
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
い

た
。
真
田
邸
の
広
い
庭
に
は
様
々

な
植
物
が
あ
る
。
し
か
し
冬
に
な

る
と
葉
が
す
べ
て
落
ち
、
以
前
は

電
線
が
見
え
て
し
ま
っ
て
い
た
そ

う
。
そ
の
た
め
電
柱
を
地
面
に
埋

め
、
風
景
に
違
和
感
が
な
い
よ
う

に
し
た
。
さ
ら
に
屋
内
で
は
、
コ
ン

セ
ン
ト
な
ど
が
見
え
な
い
よ
う
に

床
下
に
配
置
し
て
い
る
。 

真
田
邸
は
建
築
史
の
視
点
か
ら

も
貴
重
な
建
物
で
あ
り
、
松
代
城

と
一
体
の
も
の
と
し
て
国
の
史
跡

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
真
田
邸
庭

園
内
の
土
蔵
の
う
ち
、
３
番
土
蔵

は
松
代
文
化
財
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

会
に
よ
る
「
体
験
工
房
」
と
し
て
、

切
り
紙
や
筝
の
演
奏
な
ど
が
体
験

で
き
る
。 

 
 

真田家ゆかりの地・松代ってどんなところ？ 
 
長野県長野市に位置する観光地「松代」は主に江戸時代に栄えた

松代城の城下町。関ケ原の戦いや大坂の陣などで活躍した真田氏

の邸宅や、錦城でも目標に掲げている「文武両道」を目的とした

文武学校などが有名だ。繰り返し修繕を行いながら、当時の建物

や景観を地域を上げて守り続けている。 

真田家には３つの家紋が存在する。中でも

有名なのは、写真にあるような「六文銭」。由

来は、三途の川の渡し賃が六文だったため、

戦に向かう人がいつ死んでもいいよう衣服に

縫い付けていたこと。松代の多くの場所にこの

紋章がちりばめられている。 

身振り手振りで 

説明する徳嵩さん 

永
禄
３(

１
５
６
０)

年
、
武
田

信
玄
が
上
杉
謙
信
と
の
川
中
島
の

合
戦
の
際
に
築
城
し
た
松
代
城

は
、
当
時
「
海
津
城
」
と
い
う
名
で

知
ら
れ
て
い
た
。
多
く
の
人
が
城

の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
思
い
浮
か
べ

る
天
守
閣
が
な
い
と
こ
ろ
が
松
代

城
の
特
徴
だ
。 

武
田
信
玄
が
松
代
に
城
を
建
て

た
の
は
元
々
城
の
西
に
千
曲
川
が

あ
り
、
西
か
ら
の
攻
撃
に
強
か
っ

た
か
ら
。
他
に
も
敵
か
ら
の
攻
撃

対
策
が
あ
り
、
例
え
ば
城
の
敷
地

内
で
は
入
口
を
狭
く
そ
の
先
を
広

く
し
て
い
る
場
所
が
い
く
つ
か
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
勢
の
敵
の

侵
入
を
妨
い
で
い
た
。 

松
代
城
は
川
の
近
く
に
位
置
す

る
た
め
洪
水
の
被
害
が
多
く
、
千

曲
川
の
改
修
を
何
度
も
お
こ
な
っ

た
。
浸
水
被
害
を
受
け
る
本
丸
に

代
わ
り
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
は

本
丸
の
南
西
に
あ
っ
た
花
の
丸
御

殿
が
藩
主
の
政
務
の
場
、
生
活
の

場
と
な
っ
た
。 

し
か
し
明
治
維
新
に
伴
い
明
治

５(

１
８
７
２)

年
に
廃
城
と
な

る
。
廃
城
と
と
も
に
城
内
の
土
地

や
建
物
は
順
次
払
い
下
げ
桑
畑
と

し
て
開
墾
さ
れ
、
建
物
も
取
り
壊

設
し
た
藩
士
の
子
弟
の
た
め
の
学

校
で
あ
る
。
学
問
と
武
道
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
、
当
時
と
し
て
は
珍

し
く
、
儒
学
を
教
え
る
な
ど
時
代

の
先
駆
け
を
担
っ
て
い
た
。 

昭
和

28(

１
９
５
３)

年
に
国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
現
在
も
綺

麗
な
ま
ま
保
た
れ
て
い
る
。「
全
て

残
そ
う
」
と
い
う
町
の
人
々
の
声

建設された江戸時代から現在まで 

建造物がそのまま残っている 

障子で埋め尽くされた壁面部 

太陽光がふんだんに差し込んでいた 

１４年前に復元された松代城の櫓門と堀 

る
グ
ル
ー
プ
、
文
化
財
の
修
繕
を
す

る
グ
ル
ー
プ
な
ど
が
あ
り
、
徳
嵩
さ

ん
は
観
光
客
を
案
内
す
る
グ
ル
ー

プ
に
所
属
し
て
い
る
。 

案
内
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
真

田
宝
物
館
の
学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ

ラ
リ
ー
ト
ー
ク
に
参
加
し
た
り
、
グ

ル
ー
プ
内
の
仲
間
同
士
で
観
光
場

所
を
案
内
し
あ
っ
た
り
し
て
ガ
イ

ド
を
行
う
知
識
や
技
術
を
高
め
て

い
る
そ
う
だ
。
「
部
活
と
同
じ
よ
う

に
、
先
輩
か
ら
後
輩
へ
技
術
を
引
き

継
い
で
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
」
と

徳
嵩
さ
ん
は
話
し
た
。 

ま
た
、
徳
嵩
さ
ん
は
案
内
す
る
道

を
個
人
的
に
歩
き
、
移
動
に
ど
の
く

ら
い
の
時
間
が
必
要
か
を
調
べ
て

い
る
と
い
う
。
「
松
代
は
真
田
氏
の

他
に
も
川
中
島
や
本
土
決
戦
、
歴
史

の
エ
ポ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
場
所
。

実
際
に
訪
れ
て
み
て
ほ
し
い
」
と
魅

力
を
語
っ
て
く
れ
た
。 

 
  (

加
） 

件
に
の
ぼ
る
。
松
代
藩
真
田
家
の

歴
史
と
大
名
道
具
を
紹
介
す
る
常

宝物館の前に立てられた 

真田家第十二代当主の像 

宝物館のすぐ 

そばにある軽食屋「おやき屋 

総本家」では、長野県の郷土料理であるお
やきを販売している。おやきとは、小麦粉やそば粉で

作った生地に野沢菜、茄子、切干大根、きのこ、かぼ
ちゃなどの餡を包んだもの。このお店では他にもね
ぎ味噌、くるみ味噌、さつまいもなど１０種類のお

やきの味が楽しめる。店長の市川大治さんおすす

めのかぼちゃ味のおやきを頂いた。食べてみると、

もちもちとした生地に、中には程よい甘さのかぼち

ゃ餡がたっぷり。１つ食べただけでも十分の満足感

があった。市川さんによると、地元の人たちの定番は茄子

で、観光客には、同じく長野の特産品である野沢菜が人気だという。 

以前は毎日営業をしていたが、現在は週末のみの営業。営業日を減らした理由を尋ねると、市川さん

は顔を曇らせた。「大河ドラマで真田家が人気

になった時は賑わったけれど、放送が終了して

からはお客さんの足が少なくなる一方。正直経営

が苦しい状態なんです」。都市化に伴い、地方では

過疎化が進むことで観光客が減少しているのが現実

だ。都市近辺に暮らしている私たちには見えない、地

方の課題が現れていた。           （和）        

に
指
定
さ
れ
て
い
る 

「
青
江
の
大 

太
刀
」
、
真
田
昌
幸
（
信
之
・
幸
村

の
父
）
が
所
用
し
て
お
り
、
胴
の
部

分
に
梯
子
が
描
か
れ
て
い
る
「
昇

梯
子
の
具
足
」
、
武
田
信
玄
・
豊
臣

秀
吉
・
石
田
三
成
・
徳
川
家
康
ら
の

書
状
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。

展
示
だ
け
で
な
く
、
鎧
と
兜
の
試

着
体
験
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
も
あ

り
、
小
さ
い
子
ど
も
で
も
楽
し
め

る
よ
う
な
工
夫
も
さ
れ
て
い
る
。

年
４
回
展
示
替
え
が
あ
り
、
実
物

資
料
は
ほ
ぼ
す
べ
て
入
れ
替
え
を

し
て
い
る
と
い
う
。 

開
館
時
間
は
９
時
～

17
時
で

休
館
日
は
毎
週
火
曜
日
。
入
場
料

は
一
般
３
０
０
円
、
小
・
中
学
生
は

１
２
０
円
。
松
代
に
訪
れ
た
時
は
、

ま
ず
真
田
宝
物
館
に
寄
っ
た
後
そ

の
他
の
観
光
地
を
見
る
こ
と
が
お

す
す
め
だ
。 

白と黒を基調とした和風建築の記念館 

周辺には名物の蕎麦屋やおやき屋も 

本
丸
を
中
心
と
し
た
松
代
城

跡
の
一
部
が
国
の
史
跡
に
指

定
さ
れ
る
。
そ
の
後
長
野
市

に
よ
り
環
境
整
備
工
事

が
行
わ
れ
、
平
成
16 (

２

０
０
４)

年
に
櫓
門
・
木

橋
・
石
垣
・
土
塁
・
堀
な

ど
が
復
元
さ
れ
た
。 

当
時
か
ら
現
在
ま
で

残
っ
て
い
る
建
物
は
、

三
の
堀
の
外
に
建
て
ら

れ
て
い
た
新
御
殿(

真

田
邸)

な
ど
わ
ず
か
だ
。 

 
 

 
 

 

真田邸内の自然豊かな庭園 

真
田
家
九
代
当
主
が
建
築
し
た
門 
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