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ＪＲ上田駅

上田駅お城口

中央 1

松尾町

上原薬局 イケダ薬局

やまぎわ薬局 藤岡薬局

左から山極規恭さん、克美さん、
勝夫さん

街
っ
て
な
に

｜ 

上
田
の
商
店
街
と
薬
局 

｜

商
店
街
に
薬
局
が
多
い
理
由

上
田
の
商
店
街
っ
て
薬
局
が
多
い
と
思

い
ま
せ
ん
か
？
今
回
、
真
田
坂
フ
リ
ー

ペ
ー
パ
ー
部
は
こ
の
疑
問
を
解
明
す
べ
く

松
尾
町
に
あ
る
薬
局
さ
ん
に
取
材
に
行
っ

て
き
ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
や
ま
ぎ
わ
薬
局
さ
ん
に
伺

い
ま
し
た
。
取
材
に
応
じ
て
い
た
だ
け
た

の
は
、
大
先
生
こ
と
山
極
勝
夫
さ
ん
で

す
。
さ
っ
そ
く
「
何
で
上
田
の
商
店
街
に

は
薬
局
さ
ん

が
い
っ
ぱ
い

あ
る
ん
で
す

か
？
松
尾
町

の
場
合
は
上

田
病
院
さ
ん

が
あ
る
か
ら

で
す
か
？
」

と
伺
っ
た
と

こ
ろ
、「
わ

か
ら
な
い
ね
」
と
一
刀
両
断
！
「
ウ
チ
の

場
合
は
、
た
ま
た
ま
こ
こ
に
土
地
、
建

物
が
あ
っ
た
か
ら
」
と
の
答
え
に
、
我

わ
れ
取
材
班
は
「
こ
れ
じ
ゃ
記
事
に
な

ら
ね
ぇ
〜
よ
！
（
涙
）」
と
焦
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
で
も
何
か
、
と
お
願
い
し
た
と

こ
ろ
「
１
９
４
８
年
（
昭
和
23
年
）
の
薬

事
法
改
正
で
距
離
制
限
規
定
が
施
行
さ
れ

る
前
に
、
と
り
あ
え
ず
街
の
中
に
店
を
出

し
て
お
こ
う
と
思
っ
た
の
か
も
ね
」
と
の

答
え
。
因
み
に
、
こ
の
距
離
制
限
規
定
は

１
９
７
５
年
（
昭
和
50
年
）
に
、
憲
法
22

条
１
項
（
職
業
選
択
の
自
由
）
に
反
す
る

（
最
高
裁
判
例
昭
和
50
年
４
月
30
日
）
と

し
て
違
憲
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
現
在
、
距

離
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
と

食
い
下
が
っ
た
と
こ
ろ
、
創
業

当
時
の
松
尾
町
の
話
を
お
聞
き

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
昭

和
33
年
の
創
業
当
時
、
上
田
の

商
店
街
で
は
原
町
が
一
番
す
ご

か
っ
た
。
松
尾
町
は
上
田
駅
と

原
町
と
を
つ
な
ぐ
道
で
人
通
り

が
あ
る
程
度
あ
っ
た
。
松
尾
町

で
店
を
出
す
と
き
、
坂
の
あ
る

商
店
街
は
栄
え
た
た
め
し
が
無

い
と
よ
く
言
わ
れ
た
な
ぁ
〜
」「
薬
局
っ

て
い
う
の
は
、
商
人
と
職
人
（
資
格
者
）

と
い
う
両
方
の
立
場
が
あ
る
。
栄
養
ド
リ

ン
ク
を
売
る
の
が
商
人
、
薬
を
調
合
す
る

の
が
職
人
。
昔
は
薬
を
調
合
し
て
も
あ
ん

ま
り
儲
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
同
業
者
か

ら
週
刊
誌
を
売
っ
て
い
る
ほ
う
が
儲
か
る

と
言
わ
れ
て
い
た
よ
。
今
は
、
逆
に
職
人

(

資
格
者)

が
い
い
と
言
わ
れ
る
が
、
結

果
で
あ
っ
て
こ
の
先
は
わ
か
ら
な
い
よ

ね
」「
申
し
訳
な
い
け
ど
、
結
論
と
し
て

ど
う
し
て
商
店
街
に
薬
局
が
沢
山
あ
る
の

か
は
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
ね
（
笑
）」

ヒ
ン
ト
は
○
○
○

〜
薬
局
が
ふ
え
て
い
っ
た
理
由
〜

続
い
て
、
取
材
班
は
藤
岡
薬
局
さ
ん
に

伺
い
ま
し
た
。
藤
岡
薬
局
さ
ん
は
松
尾
町

で
最
も
歴
史
の
あ
る
薬
局
で
創
業
90
年
以

上
の
老
舗
で
す
。
取
材
に
応
じ
て
い
た
だ

け
た
の
は
、
４
代
目
に
な
る
藤
岡
幸
司
さ

ん
。「
理
由
？
昔
は
郊
外
に
薬
局
が
な
か
っ

た
か
ら
じ
ゃ
な
い
。
病
院
や
診
療
所
も
回

り
に
沢
山
あ
っ
た
し
。
普
通
は
、
郊
外
が

栄
え
る
と
街
中
の
店
舗
を
辞
め
る
業
種
が

多
い
け
ど
、薬
局
は
残
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。

ま
ぁ
、
考
え
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
特
に
上

田
は
医
薬
分
業
の
歴
史
が
古
い
か
ら
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
か
ね
」と
の
答
え
。
因
み
に
、

病
院
・
診
療
所
で
直
接
薬
を
も
ら
う
こ
と

？



藤岡幸司さん上原剛さん（右）、春美さん

村上肇さん（左）、圭子さん

夕食後

は
院
内
処

方
と
呼
ば

れ
、
薬
で
は

な
く
処
方

箋
を
も
ら

う
こ
と
は

院
外
処
方

と
呼
ば
れ

ま
す
。
こ
の

院
外
処
方
が
「
医
」
と
「
薬
」
を
分
け
て

い
る
た
め
医
薬
分
業
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。

結
局
、
藤
岡
薬
局
さ
ん
で
は
こ
れ
以
上

取
材
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
続
い
て
上
原

薬
局
さ
ん
に
取
材
に
伺
い
ま
し
た
。
取
材

に
応
じ
て
い
た
だ
け
た
の
は
、
松
尾
町
自

治
会
長
の
上
原
剛
さ
ん
で
す
。「
理
由
は

わ
か
ら
な
い
け
ど
、
確
か
に
上
田
は
薬
局

が
増
え
た
な
ぁ
。
私
が
昭
和
50
年
に
帰
っ

て
来
た
時

は
、
上
小
地

域
合
わ
せ

て
も
30
店

舗
位
で
、
今

は
上
小
地

域
で
80
軒

以
上
あ
る

ん
で
す
。
増

え
た
理
由
と

し
て
は
、
医
薬
分
業
の
歴
史
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
歴
史
は
、
紀

元
前
の
時
代
か
ら
王
様
の
暗
殺
、

毒
殺
を
防
ぐ
た
め
に
始
め
ら
れ
た

そ
う
で
す
」「
薬
剤
師
の
大
き
な

意
義
は
薬
の
正
誤
を
確
認
す
る
と

い
う
こ
と
！
疑
義
の
あ
る
薬
を
そ

の
ま
ま
処
方
さ
れ
た
場
合
に
は
、

薬
剤
師
は
こ
れ
を
止
め
る
こ
と
が

出
来
る
し
、
止
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
判
例
で
も
薬
剤
師
に
責
任

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
」

最
後
に
、
今
年
で
創
業
75
年
の
イ
ケ
ダ

薬
局
さ
ん
に
取
材
に
行
き
ま
し
た
。
取
材

に
応
じ
て
い
た
だ
け
た
の
は
、
村
上
肇
・

圭
子
ご
夫
妻
で
す
。「
昭
和
40
年
位
か
ら

全
国
的
に
一
気
に
薬
局
が
増
え
た
気
が
し

ま
す
ね
。
理
由
と
し
て
は
、
昭
和
29
年
の

医
薬
分
業
法
案
（
医
師
法
、
歯
科
医
師
法

及
び
薬
事
法
一
部
改
正
・
昭
和
30
年
１
月

実
施
）
に
よ
っ
て
院
内
処
方
よ
り
、
処
方

箋
を
出
す
院
外
処
方
の
方
が
点
数
が
有
利

に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
２
０
０
ｍ
の
距
離
制
限
が
あ
っ
た

こ
と
も
関
係
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

今
年
４
月
の
薬
事
法
改
正
で
登
録
販
売
者

と
名
前
は
変
わ
り
ま
し
た
が
、
薬
種
商
の

お
店
の
子
供
が
昭
和
40
年
位
か
ら
薬
剤
師

の
資
格
に
切
り
替
え
始
め
た
の
も
理
由
の

一
つ
だ
と
思
い
ま
す
よ
」

※
薬
種
商
と
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行

う
薬
種
商
販
売
業
認
定
試
験
に
合
格
し
た

も
の
で
（
現
在
は
、
登
録
販
売
者
認
定
試

験
）、
医

薬
品
販
売

業
に
従
事

す
る
資
格

の
一
つ
で

あ
る
。
薬

剤
師
国
家

試
験
に
合

格
し
た
薬

剤
師
と
の
大
き
な
違
い
は
、
販
売
で
き
る

医
薬
品
は
限
定
さ
れ
て
い
て
、
薬
剤
師
の

よ
う
に
処
方
箋
を
調
剤
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
薬
剤
師
が
い
な
い
場
合
「
薬
局
」
と

は
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、「
薬

店
」
と
称
す
る
こ
と
が
多
い
。

結
局
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た

（
ス
イ
マ
セ
ン
）。
で
も
・・・
、

結
局
、
推
測
で
す
が
上
田
の
商
店
街
が

発
展
し
て
い
っ
た
と
同
時
に
薬
局
さ
ん
も

増
え
て
い
っ
た
、
集
ま
っ
て
き
た
。
と
い

う
事
だ
と
思
い
ま
す
。
距
離
制
限
や
医
薬

分
業
（
保
険
の
点
数
が
上
が
っ
た
）、
薬

種
商
か
ら
薬
剤
師
へ
の
転
換
と
い
う
こ
と

は
、
全
国
的
に
薬
局
が
増
え
た
理
由
だ
と

は
思
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
れ
だ
け
の
狭
い
地
域
に
薬
局

が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史

が
あ
る
商
店
街
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
距
離

制
限
一
つ
に
と
っ
て
み
て
も
、
こ
れ
が
施

行
さ
れ
る
前
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
し
、「
上
田
は
医
薬
分
業
の
歴
史

が
古
く
か
ら
あ
る
」
と
い
う
意
見
も
こ
れ

を
裏
付
け
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

街
っ
て
な
に
？

〜
街
の
歴
史
を
感
じ
て
物
事

の
背
景
を
考
え
て
み
る
〜

今
回
の
薬
局
さ
ん
の
取
材
で
お
気
づ
き

に
な
ら
れ
た
読
者
の
方
は
多
い
と
は
存
じ

ま
す
が
、商
店
街
に
集
ま
る
一
定
の
業
種
、

さ
ら
に
言
え
ば
、
一
定
の
業
種
だ
け
で
な

く
一
つ
一
つ
お
店
に
は
一
つ
一
つ
の
歴
史

が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
全
て
の

物
事
に
は
、
表
に
は
見
え
て
い
な
い
背
景

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

背
景
と
い
う
も
の
を
考
え
な
が
ら
、「
随

所
に
歴
史
を
感
じ
る
街
、
松
尾
町
」
を
歩

い
て
み
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。　

(^_^)v

文
＝
ド
ラ
い
も
ん
、
写
真
＝
平
林
敏
夫



日
本
初
の
新
劇
女
優
「
松
井

須
磨
子
」
の
誕
生

松
井
須
磨
子
（
小
林
正
子
）
は
明
治

十
九
年
十
一
月
、
松
代
清
野
の
旧
家
小
林

家（
父
小
林
藤
太
）の
、四
男
五
女
の
末
っ

子
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
六
歳
の
時
、
父

の
妹
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る
上
田
の
長
谷
川

家
（
養
父
長
谷
川
友
助
）
の
養
女
と
な

り
、
明
治
三
十
四
年
十
五
歳
で
上
田
女

子
尋
常
高
等
小
学
校
を
優
等
で
卒
業
し

ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
年
、
養
父
が
死

去
し
、
ま
た
養
母
も
夫
の
死
後
の
身
の

振
り
方
の
問
題
も
あ
り
、
養
子
縁
組
を

解
消
し
実
家
に
戻
り
ま
し
た
。
十
年
間
の

多
感
な
少
女
時
代
を
、
上
田
で
過
ご
し
た

須
磨
子
は
、
ど
の
様
な
思
い
出
を
胸
に
清

野
に
帰
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
彼

女
が
唯
一
書
き
残
し
た
「
牡
丹
刷
毛
」（
大

正
三
年
七
月
十
日
発
行
新
潮
社
）
と
い
う

本
が
遺
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
小
学
校
時
代

の
思
い
出
を
、
小
説
風
に
綴
っ
て
い
る
も

の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
の
上
田

は
「
蚕
都
」
と
し
て
賑
わ
っ
た
時
代
で
す
。

『
上
田
に
花
開
い
た
洋
楽
文
化
』

〜 

上
田
の
ジ
ン
タ
と
中
山
晋
平
・
松
井
須
磨
子
の
活
躍 

〜

「
あ
の
松
井
須
磨
子
が
松
尾
町
に
住
ん
で
い
た
」
と
い
っ
て

も
「
ど
の
？
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
。
日
本
の
演

劇
史
、
女
性
史
を
飾
る
松
井
須
磨
子
が
真
田
坂
を
歩
い
て
い
た

の
で
す
。

彼
女
の
生
き
た
大
正
と
い
う
時
代
は
、
現
代
に
繋
が
る
新
し

い
文
化
が
開
花
し
た
時
代
で
し
た
。
上
田
も｢

蚕
都
上
田｣

の

豊
か
な
経
済
力
を
背
景
に
、
地
方
の
一
都
市
と
は
思
え
な
い
文

化
が
息
づ
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は｢

農
民
美
術｣

「
自
由

画
運
動
」「
上
田
自
由
大
学
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
民
衆
を

主
体
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
動
き
で
あ
り
、
上
田
は
新
し
い
時
代

の
先
端
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
上
田
の
躍
動
を
松
井
須
磨
子
、
彼
女
の
歌
う
「
カ

チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
の
作
曲
を
始
め
今
な
お
歌
い
継
が
れ
る
数

多
く
の
唱
歌
を
作
曲
し
た
中
山
晋
平
の
二
人
と
上
田
の
洋
楽
文

化
を
中
心
に
、
上
田
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
情
報
セ
ン
タ
ー
初
代
所

長
、
北
條
彰
一
氏
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

大
正
ロ
マ
ン
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら｢

真
田
坂｣

を
歩
い
て

み
て
下
さ
い
。

文
・
北
條
彰
一



須
磨
子
が
上
田
に
来
た
少
し
前
、
信
越

線
が
開
通
し
上
田
駅
が
で
き
、
松
尾
町

の
通
り
が
で
き
ま
し
た
。
須
磨
子
が
養

子
に
入
っ
た
長
谷
川
家
は
、
こ
の
松
尾

町
に
洋
品
店
を
開
業
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

須
磨
子
の
通
っ
て
い
た
小
学
校
で
は
、

こ
の
こ
ろ
上
田
出
身
の
松
平
志
津
馬
先

生
が
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
で
「
唱
歌
」
の

授
業
を
行
っ
て
お
り
、
須
磨
子
も
多
分
、

こ
の
授
業
を
受
け
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
上
田
に
は
明
治
二
十
九
年
に
鄙

に
は
ま
れ
な
立
派
な
吹
奏
音
楽
隊
「
上

田
音
楽
隊
」
が
結
成
さ
れ
て
お
り
、
松
平

先
生
の
指
揮
で
ハ
イ
カ
ラ
な
洋
楽
を
颯
爽

と
演
奏
し
な
が
ら
、
上
田
の
街
を
行
進
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
「
上
田
音
楽
隊
」
は

明
治
初
期
に
外
国
か
ら
導
入
さ
れ
た
、
軍

楽
隊
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
、
吹
奏
楽
器

と
太
鼓
で
編
成
さ
れ
た
音
楽
隊
で
す
。
明

治
二
十
年
代
に
入
る
と
東
京
で
は
、
民
間

の
音
楽
隊
が
創
立
さ
れ
ま
す
が
、
洋
楽
教

育
の
進
ん
だ
上
田
で
は
、
明
治
二
十
九
年

に
編
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
上
田
房
山

で
古
く
か
ら
醸
造
業
を
営
ん
で
き
た
「
酒

富
」
の
柳
澤
憲
一
郎
さ
ん
か
ら
、
筆
者
に

提
示
さ
れ
た
褪
色
し
た
写
真
を
、
デ
ジ
タ

ル
化
し
て
復
元
し
そ
の
存
在
を
確
認
し
た

も
の
で
す
。
楽
隊
の
指
揮
者
は
松
平
志
津

馬
と
い
う
、
当
時
二
十
歳
の
青
年
で
リ
ー

ダ
ー
役
を
務
め
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
初

期
ま
で
、
上
田
近
辺
の
小
学
校
の
音
楽
教

諭
で
活
躍
し
た
、
上
田
の
洋
楽
教
育
に
大

き
な
貢
献
を
さ
れ
た
先
生
で
す
。

松
平
先
生
は
明
治
九
年
に
上
田
の
資
産

家
町
田
家
に
生
ま
れ
、
少
年
の
こ
ろ
か
ら

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
を
巧
み
に
吹
く
、
音
楽
好

き
の
少
年
で
し
た
。
彼
は
十
八
歳
の
と

き
、
上
田
の
松
平
家
に
養
子
入
籍
を
し
ま

し
た
。
故
松
平
忠
久
氏（
元
衆
議
院
議
員
）

は
志
津
馬
先
生
の
ご
長
男
で
、
や
は
り
音

楽
好
き
で
青
年
時
代
に
は
、
コ
ル
ネ
ッ
ト

を
吹
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
商
売
の
賑
わ
い
と
町
文
化

の
豊
か
さ
を
持
つ
「
蚕
都
」
上
田
の
街
で
、

須
磨
子
は
幼
い
な
が
ら
も
文
明
開
化
の
雰

囲
気
を
、
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
、
や
が

て
日
本
初
の
新
劇
女
優
の
道
へ
、
進
む
こ

と
を
決
心
し
た
の
で
す
。

日
本
に
は
古
く
か
ら
「
歌
舞
伎
」
と
い

う
優
れ
た
演
劇
が
あ
り
ま
す
が
、
明
治
の

末
期
に
な
る
と
、
西
欧
先
進
国
か
ら
、
近

代
の
思
潮
に
彩
ら
れ
た
戯
曲
が
入
っ
て
き

ま
す
。
ト
ル
ス
ト
イ
原
作
「
復
活
」、
イ

プ
セ
ン
原
作
「
人
形
の
家
」
な
ど
翻
訳
劇

が
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
「
歌
舞
伎
（
旧
劇
）」
に
対
し
て
「
新

劇
」
と
し
て
芸
術
志
向
的
演
劇
を
目
指
す

動
き
で
し
た
。
坪
内
逍
遥･

島
村
抱
月
が

「
文
芸
協
会
」（
明
治
三
十
八
年
創
立
）
を
、

小
山
内
薫･
市
川
左
團
次
は「
自
由
劇
場
」

を
結
成
し
て
い
ま
す
。

松
井
須
磨
子
が
新
劇
女
優
に
な
る
こ
と

を
志
し
て
、
明
治
四
十
二
年
、
文
芸
協
会

演
劇
研
究
所
に
入
所
．
四
十
三
年
三
月
、

演
劇
研
究
所
第
一
回
試
演
会
「
ハ
ム
レ
ッ

ト
」
に
、
オ
フ
ェ
リ
ア
役
で
デ
ビ
ュ
ー
し

成
功
を
収
め
ま
し
た
。
四
十
五
年
ご
ろ
か

ら
須
磨
子
と
抱
月
は
、
熱
烈
な
恋
愛
関
係

に
落
ち
ま
す
。
二
人
の
恋
は
社
会
的
に
大

上田を訪れた松井須磨子
大正 4 年 7 月、上田市中村座公演前、旅館観水での記念撮影。向かって須磨子の左側が浅井医師、
二列目中央に島村抱月。
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き
な
反
響
を
巻
き
起
こ
し
、
逍
遥
は
文
芸

協
会
規
範
に
違
反
し
た
と
し
て
、
須
磨
子

を
「
諭
旨
退
会
」
処
分
と
し
ま
し
た
が
、

抱
月
も
協
会
を
辞
任
し
早
稲
田
大
学
教
授

の
地
位
も
捨
て
ま

し
た
。

大
正
二
年
二

月
、
抱
月
と
須

磨
子
は
、
新
劇

の
確
立
を
目

指
し
て
、
新

し
い
劇
団

「
芸
術
座
」
を
設
立

し
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
公
演
は
噂
の

渦
中
の
須
磨
子
の
演
技
を
見
よ
う
と
、
大

入
り
満
員
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
興
行
の

運
営
、
劇
団
員
の
統
括
な
ど
の
不
安
定
さ

が
目
立
ち
、
抱
月
は
苦
境
に
立
た
さ
れ
ま

す
。
そ
し
て
大
正
三
年
一
月
、
抱
月
は
満

を
持
し
て
芸
術
座
第
三
回
公
演
と
し
て
、

ト
ル
ス
ト
イ
の
大
作
「
復
活
」
を
上
演
し

ま
し
た
。抱
月
は
こ
の
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン（
カ

チ
ュ
ー
シ
ャ
）
を
演
ず
る
須
磨
子
に
、
ヒ

ロ
イ
ン
の
想
い
を
歌
わ
せ
る
と
い
う
新
し

い
趣
向
「
劇
中
歌
」
を
取
り
入
れ
、
大
向

こ
う
を
う
ら
な
せ
た
の
で
す
。

「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
可
愛
い
や
別
れ
の
つ

ら
さ
・
・
・
」
と
い
う
「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ

の
唄
」
と
と
も
に
，須
磨
子
の
演
ず
る
「
復

活
」
は
大
評
判
と
な
り
、
大
正
三
年
か
ら

七
年
ま
で
の
上
演
回
数
は
、
四
百
四
十
四

回
を
数
え
た
と
い
い
ま
す
。
続
い
て
大
正

四
年
四
月
に
上
演
さ
れ
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ

の
戯
曲
「
そ
の
前
夜
」
で
歌
わ
れ
た
「
ゴ

ン
ド
ラ
の
唄
」
も
大
ヒ
ッ
ト
と
な
り
、
抱

月
、
須
磨
子
、
そ
し
て
芸
術
座
の
存
在

は
全
国
に
喧
伝
さ
れ
て

い
っ
た
の
で

す
。須

磨
子
の
郷
里
長
野
県
で
も
、
大
正
三

年
五
月
の
長
野
市
三
幸
座
を
皮
切
り
に
、

公
演
が
数
多
く
行
わ
れ
、
大
正
四
年
七
月

五
日
六
日
に
は
、
上
田
町
の
中
村
座
で
も

公
演
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

作
曲
家
「
中
山
晋
平
」
と

松
井
須
磨
子
の
出
会
い

中
山
晋
平
は
須
磨
子
が
生
ま
れ
た
翌
年

の
明
治
二
十
年
、
松
代
か
ら
そ
う
遠
く
な

い
日
野
村
（
現
中
野
市
新
野
）
に
生
ま
れ

ま
し
た
。
明
治
三
十
三
年
五
月
、
上
田
音

楽
隊
は
下
高
井
高
等
小
学
校
で
開
催
さ
れ

た
、
赤
十
字
の
地
方
部
会
に
招
か
れ
て
演

奏
を
し
ま
し
た
。

『
赤
い
ズ
ボ
ン
に
金
モ
ー
ル
の
飾
り
の

つ
い
た
上
着
を
着
た
き
ら
び
や
か
な
服
装

や
、
吹
き
鳴
ら
す
勇
壮
活
発
な
「
敵
は
幾

万
」
や
「
あ
な
う
れ
し
」
な
ど
の
メ
ロ
デ

イ
は
ど
ん
な
に
私
の
音
楽
に
対
す
る
憧
憬

心
を
沸
き
立
た
せ
た
こ
と
か
！
子
供
心
に

す
っ
か
り
感
激
し
た
私
は
、
一
生
音
楽
の

方
面
へ
進
も
う
と
決
心
の
臍
を
固
め
た
の

も
こ
の
ジ
ン
タ
を
聞
い
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
っ
た
』「
中
山
晋
平
自
譜
」（
昭
和
十
年

八
月
）
よ
り

中
山
晋
平
は
こ
の
時
、
高
等
小
学
校
の

二
年
生
で
し
た
。
晋
平
は
日
野
村
の
旧
家

に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
父
が
早
く
に
亡
く

な
っ
た
た
め
、
家
の
経
済
状
況
は
逼
迫
し

て
お
り
、
と
て
も
東
京
の
音
楽
学
校
に
、

進
学
で
き
る
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
て
代
用
教
員

の
資
格
を
と
り
、
地
域
の
小
学
校
に
勤
務

し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
明
治
三
十
八
年

親
戚
の
人
を
介
し
て
、
島
村
抱
月
の
書
生

の
働
き
口
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
音
楽
へ
の
道
が
開
か
れ
ま
し

た
が
、
書
生
の
仕
事
、
音
楽
学
校
入
学
の

準
備
と
、
大
変
な
苦
労
を
乗
り
越
え
、
明

治
四
十
一
年
、
念
願
の
東
京
音
楽
学
校
ピ

ア
ノ
科
に
（
現
東
京
藝
術
大
学
）
に
入
学

し
、
四
十
五
年
、
音
楽
学
校
を
卒
業
し
、

浅
草
の
千
束
尋
常
小
学
校
の
音
楽
専
任
教

諭
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
大
正
三
年
一

月
、抱
月
は「
復
活
」の
劇
中
歌「
カ
チ
ュ
ー

シ
ャ
の
唄
」
の
作
曲
を
、
晋
平
に
依
頼
し

ま
し
た
。
抱
月
の
こ
の
唄
に
対
す
る
想
い

は
非
常
に
高
く
、
晋
平
は
作
曲
に
苦
労
し

ま
し
た
が
、
須
磨
子
の
演
技
力
と
晋
平
の

作
曲
の
力
量
は
、
抱
月
の
主
催
す
る
芸
術

座
の
名
声
を
、
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

書
生
時
代
に
抱
月
の
薫
陶
を
受
け
た
晋

平
は
、
抱
月
の
「
中
山
君
、
大
衆
な
く
し

て
は
、
芸
術
は
存
在
し
な
い
ん
だ
よ
」
と

い
う
こ
と
ば
を
胸
に
、
大
正
か
ら
昭
和
の

時
代
に
信
州
の
誇
る
大
作
曲
家
と
な
っ
た

の
で
す
。

抱
月
、
須
磨
子
そ
し
て
晋
平
の
三
人
が

東
京
で
出
会
い
、
大
正
の

ロ
マ
ン
の
時
代
を
彩
る

存
在
に
な
っ
た
こ
と
は
、

全
く
の
偶
然
の
出
来
事

で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
私
は
そ
こ
に
上
田

を
軸
と
し
て
、
明
治
十

年
代
後
半
の
「
洋
楽
事

始
め
」
に
敏
感
に
反
応

し
た
先
人
達
の
音
楽
教

育
の
成
果
が
、
こ
の
山

国
信
州
か
ら
須
磨
子
、
晋
平
と
い
う
、
時

代
に
先
駆
け
た
文
化
人
を
、
輩
出
す
る
こ

と
に
繋
が
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

写
真
提
供
＝
上
田
市
立
博
物
館
、
中
山
晋
平
記
念
館



先
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
を
見
て
い

た
ら
、
中
国
・
南
京
市
、
烏う

い衣
の
港
の

風
景
が
映
っ
て
い
た
。

ふ
と
想
い
出
し
た
、
唐
の
時
代
の
詩

人
、
劉
り
ゅ
う

禹う

錫し
ゃ
く

の
漢
詩
に

朱す
ざ
く
き
ょ
う
へ
ん
や
そ
う
の
は
な

雀
橋
辺
野
草
花

烏う
い
こ
う
こ
う
せ
き
よ
う
な
な
め
な
り

衣
巷
口
夕
陽
斜

旧き
ゅ
う
じ
お
う
し
ゃ
ど
う
ぜ
ん
の
つ
ば
め

時
王
謝
堂
前
燕

飛と
ん
で
じ
ん
じ
ょ
う
ひ
ゃ
く
せ
い
の
い
え
に
い
る

入
尋
常
百
姓
家

む
か
し
は
、
朱
雀

橋
付
近
に
王
氏
・
謝

氏
と
言
う
大
富
豪
の

家
が
あ
り
、
燕
は
大

富
豪
の
家
に
巣
を

作
っ
て
い
た
が
、
衰

退
し
今
は
、
あ
り
ふ

れ
た
庶
民
の
家
の
軒

に
巣
を
作
っ
て
い
る

と
言
う
、
何
時
の
時

も
、
や
り
方
を
間
違

え
れ
ば
、
家
の
前
は
雑
草
が
生
え
て
く

る
。
こ
の
様
な
詩
で
あ
る
が
、
上
田
の

中
心
市
街
地
も
昭
和
50
年
代
ま
で
は
、

人
込
み
で
賑
っ
て
い
た
中
央
２
丁
目
の

交
差
点
界
隈
、
そ
の
核
と
な
っ
て
い
た

「
ほ
て
い
や
」
が
な
く
な
り
、「
一
富

士
」
の
ビ
ル
も
今
年
５
月
に
取
壊
さ
れ

た
。
次
に
、
何
が
出
来
る
か
、
何
が
、

上
田
の
中
心
商
店
街
再
生
の
切
札
と
な

る
か
、
又
、「
ほ
て
い
や
」
の
様
な
ビ

ル
に
な
る
の
か
、
上
田
市
も
商
店
街
も

市
民
も
一
緒
に
「
街
」
に
つ
い
考
え
な

い
と
、
自
分
た
ち
の
子
供
、
孫
に　

先

人
が
作
っ
て
く
れ
た
上
田
を
残
す
こ
と

が
、
出
来
な
い
の
で
は
と
、
考
え
て
し

ま
う
。

ど
こ
の
地
方
都
市
も
金
太
郎
飴
の
様

に
同
じ
街
、
近
代
化

さ
れ
た
、
便
利
な
街

が
、
決
し
て
良
い
と

は
限
ら
な
い
。
不
便

で
も
、
人
間
ら
し
い

街
な
ら
良
い
の
で
は

な
い
か
！　

便
利
性

を
追
い
求
め
て
、
郊

外
・
郊
外
と
街
が
大

き
く
な
る
が
、
高
齢

者
時
代
に
な
り
、
逆

に
、
買
物
に
行
け
な
く
な
り
、
人
に
頼

ら
な
く
て
は
、
生
活
で
き
な
い
時
代
に

成
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
せ

め
て
、
息
子
・
娘
・
嫁
に
気
兼
ね
な
く
、

生
活
で
き
る
街
を
取
り
戻
し
た
い
も
の

で
あ
る
。

街
歩
き
エ
ッ
セ
イ

12

文
・
松
尾
翁

本年度も真田坂松尾町商店振興組合では、11 月 13 日 ( 木 ) ～ 15 日 ( 土 ) に職人フェアを行います。

※開催希望者がある場合は、16 日 ( 日 ) に追加開催します。

職人フェアは、専門店街としての知識や技術を、篆刻やパッチワーク、料理などの各種

教室、各店舗でのイベントなどにより、お客様によろこんでいただこうというものです。

松尾町商店街以外からも農家の方や専門業者の方に協力を得て物産市を開催します。

なお、今回の松尾町職人フェアでは、多くの皆さんに参加していただきたいと思い、教室、

展示、物産市を一緒に出したい方を募集いしますので、お気軽にご連絡下さい。

物産市用のテント、教室用の場所は、松尾町でご用意いたします。開催内容によっては

お断りする場合がございます。

　連絡先：090-7253-0232（担当 町田）　ＦＡＸ：0268-21-1100
　出店申込締切：10 月 1 日

職人フェア出店募集のお知らせ

「真田坂サロン」は松尾町商店街が企画運営するサロンです。

６月に新聞公募し、また協力をお願いした方々にご参加いた

だき、様々な方面からのお話を伺い、語り合うサロンです。

私共のフリーペーパー「真田坂」では、「街ってなに」をテー

マのひとつとしてきました。街の役割は何なのか、人々が集

まる街にするにはどうしたらよいのか、などを考える中で切

り離す事ができないのが、私達の「暮らし」です。暮らしの

在り方によって街は変わっていき、街の在りようが暮らしを

支えていく。サロンでは、私達の暮らしを培ってきた上田の

文化・歴史や今の姿などを、色んな角度から見つめていきた

いと思います。

サロンと呼ぶのは、肩肘を張らず、気楽で自由な語らいの場にしようとの思いからです。公聴は自由です。各回の日

程、内容は「真田坂Ｗｅｂ」でお知らせ致します。サロンでのお話は、「真田坂」にも掲載していきたいと思います。

どうぞ、お気軽にお出かけ下さい。
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真田坂のお店紹介

スペシャルティコーヒーについて
日本の食文化を代表するお米などの食品は以前から産地や

品種を明確にして個性を育て発展して来ました。しかし、これ

まで世界中で流通してきた多くのコーヒーは、産地や品種の異

なるものが混ぜられた、その国の輸出規格が取引の基本となっ

ていました。例えば、ガテマラ SHB，HB は産地の標高を基準

にしたガテマラの輸出規格です。コロンビアではコーヒー豆の

サイズでスプレモ（SP）とエクセルソ（EX）に分類され、豆

のサイズまでしか分からなかったわけです。香味に関する客観

的な基準や品質基準が欠けていました。詳細な産地、農園や品

種の特定が出来ず、味そのものの良さを裏付ける消費国として

の基準がありませんでした。

2000 年以降、世界各地で「品質の良いコーヒー」「もっと

おいしいコーヒー」を求める意欲的なロースター達が現れ、品

質と味を重視した取り組みを積極的に進めました。スーパー

マーケットや小売店に流通する低価格のコーヒーとの差別化で

す。お馴染みのスターバックスもその一つです。

農園や品種を指定したり精製や選別を指定したりして、よ

り明確な豆の個性を求めたことで、これまでとは違う香味の発

見が始まりました。

そして、このような評価基準が SCAA（アメリカスペシャル

ティーコーヒー協会）を中心として整備され、世界中に普及し

てきました。

当店が参加しております LCF グループは、日本における「ス

ペシャルティーコーヒー」の先駆的存在です。

味や品質について当店の扱うスペシャルティコーヒーには

明確な基準（SCAA 基準）があります。そこが単に高級という

イメージのプレミアムとの違いです。スペシャルティコーヒー

は特別な時に飲む高級品ではなく、質の高い、「普段使いのコー

ヒー」です。そして、生産地の自然保護やそこで働く人々の生

活まで含めた環境を整備し、その維持継続に力を注ぐ。それが

スペシャルティーコーヒーの理念でもあります。

味わいは上田で生まれる
ローストはコーヒーの味わいを決める大事な工程の一つで

す。味と品質の確かな素材を注意深くローストしてお届けしま

す。喫茶だけではなく、毎日ご家庭で飲んでいただきたいコー

ヒーです。

現在お飲みのコーヒーに満足できない方はもちろん、今の

コーヒーが最高だというコーヒー好きの方も是非一度お出かけ

下さい。最新のコーヒー情報とともに、新たな香味体験のチャ

ンスです。また、抽出や器具に関するご相談もお気軽にどうぞ。

リンズコーヒーのこだわり


