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● 特集：千三百年のときの流れと共に

信濃国分寺・八日堂
● 川沿いを歩く 〜水辺のスケッチ〜

八日堂縁日図
●江戸時代中期の作。蘇民将来符をはじめ、
さまざまな日用雑貨・食料品が売られている
様子が描かれています。当時の庶民文化が伝
わってきます。（信濃国分寺資料館蔵）



信
濃
国
分
寺
は
天
平
13
年
（
西
暦
７
４
１

年
）
の
聖
武
天
皇
の
詔
勅
に
よ
り
、
全
国

六
十
六
ヶ
所
と
壱
岐
、
対
馬
に
建
立
さ
れ
た

僧
寺
の
ひ
と
つ
で
す
。
正
式
に
は
金
光
明
四

天
王
護
国
之
寺
で
あ
り
、『
金
光
明
最
勝
王

経
』
を
納
め
ま
し
た
（
金
光
明
最
勝
王
経

と
は
、
鎮
護
国
家
と
人
々
の
生
活
の
平
穏

無
事
を
祈
る
お
経
で
す
）。
息
災
安

穏
、
万
民
豊
楽
を
祈
念
し
た
、
は
る

か
昔
の
国
造
り
へ
の
想
い
と
息
吹
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
こ
上
田
に
信

濃
の
国
分
寺
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
、

こ
の
地
域
が
国
造
り
を
進
め
る
上
で

重
要
で
あ
り
、
寺
院
を
経
済
的
に
支

え
る
こ
と
の
出
来
る
豊
か
な
地
域
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

信
濃
国
分
寺
は
、
八
日
堂
と
も
呼
ば
れ

そ
の
長
い
歴
史
と
と
も
に
私
達
の
暮
ら
し

と
関
わ
っ
て
来
ま
し
た
。
仏
教
寺
院
と
し

て
祈
り
を
捧
げ
る
宗
教
儀
式
の
場
の
み
で

は
な
く
、
経
典
の
講
読
は
も
と
よ
り
、
そ

の
時
代
々
々
の
叡
智
の
教
育
の
場
で
あ
り
、

人
々
の
集
ま
る
交
流
・
公
益
の
場
、
で
も

あ
り
ま
し
た
。
壮
大
な
建
造
物
で
囲
ま
れ

た
空
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
儀
式
は
目
を

見
張
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で

あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
法
楽
と
称

し
て
伎
楽
を
舞
い
管
弦
の
演
奏
も

行
わ
れ
、
コ
ン
サ
ー
ト
・
イ
ベ
ン

ト
の
会
場
に
も
な
っ
た
よ
う
で
す
。

毎
月
八
日
に
『
金
光
明
最
勝
王

経
』
を
読
経
す
る
事
、
八
日
に
市

が
た
っ
た
事
な
ど
か
ら
、
い
つ
し

か
『
八
日
堂
』
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
江
戸
時

代
の
い
つ
の
頃
か
ら
か
昭
和
の
中

期
ま
で
本
堂
の
西
側
に
『
八
日
堂

座
』
と
い
う
芝
居
小
屋
が
あ
り
、

娯
楽
・
芸
能
の
場
と
し
て
も
賑
わ

っ
た
そ
う
で
す
。

江
戸
中
期
に
描
か
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
『
八
日
堂
縁
日
図
』
で
は
、

正
月
八
日
の
初
日
と
白
く
積
も
っ

た
雪
、
蘇
民
将
来
符
を
も
と
め
る

人
々
、
ひ
し
ゃ
く
・
箕
・
ざ
る
・

糸
よ
り
車
・
笠
・
羽
物
・
宝
槌
・
手
桶
・
鍬
・

ま
な
板
・
ぞ
う
り
・
小
間
物
な
ど
の
日
常

雑
貨
や
、
蚕
種
、
干
鰤
（
ほ
し
ぶ
り
）・
山

鳥
・
う
さ
ぎ
な
ど
を
商
う
露
天
が
立
ち
並

び
、
よ
し
ず
で
囲
ま
れ
た
中
で
は
宴
と
も

1 八日堂座焼き印。2 信濃国
分寺本堂（県宝）。3 信濃国分
寺三重塔（重文）。4 飾り瓦。
5 本堂境内蔵の鏝絵。6 金
光明最勝王経の経本
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千
三
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年
の
と
き
の
流
れ
と
供
に

信
濃
国
分
寺・八
日
堂
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思
わ
れ
る
人
影
が
踊
り
、
当
時
の
賑
わ
い

を
生
き
生
き
と
伝
え
て
い
ま
す
。

い
ま
で
は
知
る
人
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま

す
が
、『
か
ら
す
田
楽
』
も
『
八
日
堂
縁
日
』

に
は
欠
か
せ
な
い
風
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

も
と
も
と
冬
場
に
烏
の
肉
で
田
楽
を
作
り
商

っ
て
い
た
鳥
屋
が
市
内
に
あ
り
、
正
月
『
八

日
堂
縁
日
』で
は
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
ま
し
た
。

お
参
り
に
向
か
う
人
混
み
で
ご
っ
た
返
す
道

沿
い
で
売
ら
れ
る
『
か
ら
す
田
楽
』。
首
か

ら
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
た
烏
た
ち
が
ア
セ
チ
レ
ン

ガ
ス
の
炎
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
。
押
し
つ
ぶ

さ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
歩
く
道
々
ほ
お
ば

っ
た
田
楽
の
味
は
、
忘
れ
ら
れ
な
い
縁
日
の

記
憶
と
共
に
蘇
る
そ
う
で
す
。

信
濃
国
分
寺
・
八
日
堂
は
人
々
と
共
に

長
い
歴
史
を
重
ね
、
今
も
息
災
安
穏
、
万

民
豊
楽
を
祈
り
続
け
て
い
ま
す
。

正
月
七
日
・
八
日
に
信
濃
国
分
寺
に
て

行
わ
れ
る
八
日
堂
縁
日
。
こ
こ
で
頒
布
さ

れ
る
蘇
民
将
来
符
（
そ
み
ん
し
ょ
う
ら
い

ふ
）
は
、
私
た
ち
上
田
人
の
誰
に
と
っ
て

も
あ
ま
り
に
な
じ
み
深
い
存
在
で
す
。

こ
こ
で
は
、
古
来
よ
り
上
田
に
根
付
い

て
い
た
蘇
民
将
来
符
に
つ
い
て
改
め
て
掘

り
下
げ
、
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

そ
も
そ
も
蘇
民
将
来
符
と
は

何
な
の
か
？

蘇
民
将
来
符
は
全
国
に
存
在
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
由
来
と
さ
れ
て
い
る
伝
説
は

ほ
ぼ
共
通
し
て
い
ま
す
。

昔
々
、
牛
頭
天
王
武
塔
神
が
お
后

探
し
の
旅
に
出
ま
し
た
。
そ
の
お
后
候

補
は
は
る
か
南
海
に
居
る
と
の
こ
と
、

途
中
で
日
が
暮
れ
ま
し
た
の
で
一
夜
の

宿
を
借
り
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
戸
を
叩
い
た
の
は
、
巨
旦
将
来
（
こ

た
ん
し
ょ
う
ら
い
）
と
い
う
大
富
豪
の

家
で
し
た
。
で
す
が
巨
旦
は
狭
量
な

男
で
し
た
の
で
、
天
王
に
宿
を
貸
さ

ず
に
に
べ
も
無
く
追
い
返
し
て
し
ま
い

ま
す
。

途
方
に
暮
れ
た
天
王
が
、
次
に
戸

を
叩
い
た
の
は
蘇
民
将
来
と
い
う
貧

し
い
男
の
家
で
し
た
。
蘇
民
将
来
は

自
ら
の
暮
ら
し
が
貧
し
い
こ
と
に
恐

縮
し
な
が
ら
も
、
精
一
杯
の
も
て
な
し

で
天
王
に
宿
を
貸
し
ま
し
た
。

あ
く
る
朝
の
旅
立
ち
の
時
、
天
王

は
蘇
民
に
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
巨
旦
と
い
う
富
豪
に
宿
を
断
ら
れ

た
の
は
悔
し
い
こ
と
で
あ
る
。
帰
り
道

に
は
き
っ
と
一
族
も
ろ
と
も
仕
返
し
を

し
て
や
ろ
う
」

そ
れ
を
聞
い
て
蘇
民
は
驚
き
ま
し

た
。
巨
旦
の
嫁
は
自
分
の
娘
だ
っ
た
か

ら
で
す
。
そ
こ
で
、
自
分
の
娘
だ
け
は

許
し
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
ま
し
た
。

天
王
は
快
諾
し
、

八日堂座版木：役者名・演目
などを刷ったものです。坂東
玉三郎の名前も読み取れま
す。江戸時代後期に使われて
いたものです。

参
考
文
献
＝
信
濃
国
分
寺
内
八
日
堂
復
興
会
発
行

『
八
日
堂
物
語
』　
文
責
：
増
田
芳
希

信
濃
国
分
寺
と

蘇
民
将
来
符

5
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「
そ
れ
で
は
娘
に
、
蘇
民
将
来
子
孫

人
也
と
書
い
た
柳
の
木
札
を
下
げ
さ

せ
よ
。
そ
の
者
は
き
っ
と
災
厄
を
免
れ

る
だ
ろ
う
」

と
言
い
ま
し
た
。

　
　
　
＊
　
＊
　
＊

果
た
し
て
十
二
年
後
、
天
王
は
后

と
王
子
と
と
も
に
帰
路
に
つ
き
ま
す
。

そ
し
て
、
木
札
を
下
げ
た
蘇
民
の
娘

一
人
を
助
け
、
巨
旦
の
一
族
を
こ
と
ご

と
く
滅
ぼ
し
ま
し
た
。
逆
に
、
蘇
民
は

金
銀
財
宝
を
天
か
ら
さ
ず
か
り
、
そ
の

一
族
は
末
永
く
栄
え
た
そ
う
で
す
。

と
い
う
伝
説
で
し
て
、
蘇
民
将
来
の
子

孫
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
牛
頭
天
王
の
加

護
を
得
る
と
共
に
、
災
厄
を
家
か
ら
遠
ざ

け
る
護
符
が
、
蘇
民
将
来
符
な
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
蘇
民
将
来
と
巨
旦
将
来
は

兄
弟
だ
と
い
う
説
も
あ
り
、
そ
う
な
る
と

名
字
が
「
将
来
」
に
な
り
ま
す
。
日
本
式

の
姓
名
の
順
で
は
な
く
、
名
姓
の
順
で
の

表
記
は
欧
州
風
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ

の
伝
説
は
も
と
も
と
大
陸
由
来
の
も
の
で

あ
る
と
も
想
像
が
膨
ら
み
ま
す
。

な
ぜ
国
分
寺
で

蘇
民
将
来
符
な
の
か
？

信
濃
国
分
寺
の
本
尊
は
薬
師
如
来
で
す
。

厄
病
か
ら
人
々
を
救
う
薬
師
信
仰
と
、
災

厄
か
ら
の
免
罪
符
で
あ
る
蘇
民
将
来
符
信

仰
が
結
び
つ
い
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

蘇
民
祭
で
有
名
な
岩
手
の
黒
石
寺
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
薬
師
信
仰
と
蘇
民
将

来
信
仰
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
例
は
全
国
に

数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

蘇
民
将
来
符
は

ど
こ
に
飾
れ
ば

良
い
の
か
？

現
在
で
は
家
に
よ
っ
て

ま
ち
ま
ち
で
し
て
、
神
棚

な
ど
の
高
い
位
置
に
飾
る
、

玄
関
に
か
け
る
、
懐
中
に

携
帯
す
る
、
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

で
す
が
、
蘇
民
将
来
符

の
由
来
が
、
蘇
民
将
来
の

子
孫
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
家
や
自
分
の
身
を
災
厄
か
ら
守
る
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
玄

関
に
飾
っ
て
災
厄
が
外
界
か
ら
家
の
中
に

入
る
の
を
防
ぐ
、
も
し
く
は
外
出
時
に
身

に
つ
け
て
災
厄
か
ら
身
を
守
る
、
と
い
っ
た

使
い
方
が
元
々
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

蘇
民
将
来
符
の
形
は

何
を
意
味
す
る
の
か
？

諸
説
が
あ
り
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は

言
え
ま
せ
ん
が
、
比
較
的
一
般
的
な
も
の

と
し
て
、
お
后
探
し
に
赴
く
牛
頭
天
王
の

蓑
笠
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
説

が
有
名
で
す
。
ま
た
、
国
分
寺
の
伝
承
に

よ
る
と
、
蘇
民
信
仰
と
関
係
の
深
い
ス
サ

ノ
ウ
神
が
、
高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
時
の

姿
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

似
た
形
の
蘇
民
将
来
符
は
全
国
に
散
見

で
き
ま
す
が
、
恐
ら
く
は
信
濃
国
分
寺
の

蘇
民
将
来
符
が
そ
れ
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

蘇
民
将
来
符
の
模
様
は

何
を
意
味
す
る
の
か
？

上
か
ら
、
頭
部
に
描
か
れ
た
赤
と
黒
の

六
角
錐
は
魔
よ
け
の
星
型
を
示
す
文
様
で

あ
り
、
網
目
模
様
は
魔
を
睨
ん
で
祓
う
目

を
表
し
て
い
ま
す
。

首
の
部
分
の
模
様
は
、
正
月
の
松
飾
り

を
表
し
ま
す
。

（
信
濃
国
分
寺
牛
頭
天
王
之
祭
文
か
ら
要
訳
）

1 信濃国分寺蘇民将来符。2 国分寺八日堂縁
日図（表紙参照）の拡大図。本堂縁側で蘇民将
来符が頒布されている様子が描かれています。
3 信濃国分寺庫裏玄関に吊り下げて飾られた
蘇民将来符。4 裏手の蓮池から本堂を望む。
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「お百姓さんが、八十八の手間をかけて作ったお
米。一粒残さず食べな。」

幼い頃よく聞かされたものですが、大量生産大
量消費、飽食と言われる時代を経て、忘れかけて
しまった大切な日本人の心が、この言葉には込め
られています。

近年、環境意識の高まりの中で「エコ ecology 
」と言う言葉をよく耳にします。自然環境との調
和や微妙なバランスの上に成り立っている生態系
と共存する人間社会のあり方を示した言葉。例え
ば、資源に乏しい日本のエネルギーの多くは、比
較的低い調達コストゆえ、遠く中東で産出される
石油等に頼っていると言われておりますが、輸送
や送電の際に失われるエネルギーは、地球環境に
大きな負荷を与えており、「エコ」の観点からす
ると問題をはらんでいます。「エコ」が推奨され
る社会では、限られた資源を無駄なく効率的に活
用する、極力環境に負荷を与えない社会構造の構
築が求められます。

そのような観点で私たちの上田を思い返すと、
多くの地域資源に恵まれており、来るべきエコロ
ジー社会においては、大きな可能性を秘めている
ことに気付きます。日本一の日照、豊かな森林資
源、先人が長い年月をかけて築いた貯め池や用水
路なども含めた水資源や豊かな農地……。これら
がもたらす美味しい果物や野菜などの農産物。

昨年 12 月、松尾町商店街歩道上にカラマツの
間伐材で作ったベンチと掲示板がお目見えしまし
た。地域森林の間伐材活用に取り組むNPO法人『フ
ォレスト工房もくり』と共同で設置。街が憩いの
場となることを目指し、今後数年かけて商店街全
体に増やしていく予定です。

そして、歴史の中で長い年月をかけて築かれた
街もまた、広い意味での誇るべき地域資源です。
商店街に散見される空き店舗を有効に活用し、エ
コ社会のニーズに応えうる町の再生に取り組んで
まいりたいと考えております。どうぞ、ご期待く
ださい。

上田市松尾町商店街振興組合
理事長　寺島秀則

地
域
資
源
を
活
か
そ
う

中
央
部
の
帯
と
呼
ば
れ
る
模
様
は
、
注

連
縄
と
茅
の
輪
を
表
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

下
部
の
魚
鱗
の
よ
う
な
模
様
は
、
山
伏

が
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
切
る
九
字
の
作
法

を
表
す
と
さ
れ
ま
す
。

八
日
堂
は
な
ぜ
八
日
な
の
か
？

天
平
13
年
（
７
４
１
年
）、
聖
武
天
皇
に

よ
る
国
分
寺
建
立
の
詔
勅
に
は
、「
国
分
寺

は
毎
月
八
日
に
金
光
明
最
勝
王
経
を
転
読

す
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。（
金
光
明
最
勝

王
経
と
は
、
鎮
護
国
家
と
人
々
の
生
活
の

平
穏
無
事
を
祈
る
お
経
で
す
）

当
時
の
国
分
寺
に
お
け
る
も
っ
と
も
重

要
な
行
事
と
さ
れ
て
お
り
、
１
３
０
０
年

近
く
経
っ
た
今
で
も
信
濃
国
分
寺
で
は
行

わ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

特
に
正
月
八
日
は
お
め
で
た
い
節
目
、

と
い
う
こ
と
で
古
来
よ
り
、
人
々
が
国
分

寺
に
行
っ
て
ご
利
益
に
与
ろ
う
と
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
毎
月
八
日

は
薬
師
如
来
の
縁
日
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、

い
つ
の
頃
か
ら
か
、
蘇
民
将
来
符
が
こ
の
縁

日
と
結
び
つ
い
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

最
後
に

今
も
昔
も
、
自
分
の
健
康
や
家
内
安
全

を
望
む
祈
り
は
、
人
々
に
と
っ
て
共
通
し

た
も
の
で
す
。
元
々
は
鎮
護
国
家
と
い
う

国
策
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
信
濃
国
分
寺

が
、
今
な
お
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
る

の
は
、
蘇
民
将
来
符
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
庶
民
の
普
遍
的
な
祈
り
の
対
象
と
結

び
つ
き
、
機
能
し
続
け
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

信
濃
国
分
寺
八
日
堂
縁
日
の
に
ぎ
わ
い

は
、
江
戸
時
代
の
絵
図
か
ら
見
て
取
れ
る

よ
う
に
今
も
昔
も
大
変
な
も
の
で
し
た
。

人
々
は
先
を
争
う
よ
う
に
し
て
蘇
民
将
来

符
を
買
い
求
め
、
連
な
る
屋
台
の
風
景
は

今
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
さ
え
思
え

ま
す
。

過
去
、
そ
し
て
現
在
。
も
ち
ろ
ん
全
く
同

じ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
が
過
去

か
ら
連
綿
と
繋
が
っ
た
延
長
線
上
で
あ
る
こ

と
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

参
考
文
献
＝
上
田
市
立
信
濃
国
分
寺
資
料
館『
蘇
民
将

来
符-

そ
の
信
仰
と
伝
承
』／
取
材
協
力
＝
信
濃
国
分
寺
、

信
濃
国
分
寺
資
料
館
　
文
責
：
飯
島
新
一
郎
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上田城跡

上田高校

上田市役所

上田城跡公園

北国街道

北国街道

真田坂
（松尾町）

柳町

原町

海野町

上田駅

国道18号線

しなの鉄道

千曲川
ルート

ルート

矢出沢川

矢出沢川
矢出沢川

蛭沢川

　
田
市
は
、
別
所
温
泉
や
塩
田

平
・
美
ヶ
原
高
原
・
菅
平
高

原
と
い
っ
た
多
く
の
観
光
財
産
に
囲
ま

れ
た
都
市
で
す
。
こ
の
魅
力
あ
る
上
田

の
、
特
に
市
街
地
に
は
歴
史
あ
る
建
物

や
文
化
的
で
魅
力
あ
る
場
所
が
い
く
つ

も
あ
り
ま
す
。
今
更
な
が
ら
、
上
田
に

観
光
に
来
ら
れ

る
方
々
に
、
も

っ
と
上
田
市
街

地
の
魅
力
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
も

い
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

善
光
寺
・
門
前

町
の
長
野
市
や

松
本
城
・
城
下

町
の
松
本
市
に

負
け
な
い
街
並

財
産
を
上
田
は

有
し
て
い
ま
す
。
も
っ
と
独
自
の
魅
力

を
知
り
自
覚
す
る
事
が
大
切
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
街
を
散
策
で
き
、
周
遊

で
き
る
街
並
を
整
備
し
、
市
街
地
の
目

玉
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
急
務
の
時
期

に
来
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

私
は
十
八
年
程
前
か
ら
多
く
の
街
並

を
見
て
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
き
ま
し
た
。

真
田
坂
を
の
ぼ
り
一
本
裏
の
路
地
に
入
る
と

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

魅
力
あ
る
街
並
を
い
く
つ
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
に
映
る
美
し
い
・
楽
し
い
街
並
の
多

く
は
そ
の
街
の
自
然
的
特
性
や
地
場
産

業
を
上
手
に
活
か
し
て
い
る
の
に
気
が

つ
き
ま
す
。
そ
ん
な
経
験
を
活
か
し
、

考
え
て
み
ま
す
と
結
構
上
田
市
内
に
は

観
光
資
源
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
絵

に
な
る
川
が
あ
り
ま
す
。
傾
斜
地
も
あ

り
ま
す
。
北
国
街

道
を
中
心
に
古
い

家
屋
や
神
社
も
残

っ
て
い
ま
す
。
川
で

い
う
な
ら
、
上
田

城
北
側
に
並
行
に

流
れ
る
矢
出
沢
川

と
蛭
沢
川
。
こ
の
二

つ
の
川
は
戦
国
時

代
に
真
田
氏
が
整

備
し
た
経
緯
が
あ

り
、
以
来
、
矢
出

沢
川
は
上
田
城
の

守
り
の
要
と
し
て
、蛭
沢
川
は
町
の
人
々

の
生
活
用
水
と
し
て
、
近
世
ま
で
上
田

の
町
づ
く
り
に
非
常
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
し
た
。

今
な
お
、
矢
出
沢
川
に
は
大
き
な
ケ

ヤ
キ
樹
木
や
竹
林
等
が
豊
富
に
あ
り
、

橋
が
十
箇
所
も
あ
り
、
歴
史
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
中
に
は
「
浮
世
橋
」

川沿いを歩く

上

絵・文　アトリエ俊 ● 飯塚俊雄

矢出沢川風景

矢出沢川に沿って走る旧街道

上田市街地散策ルートの提案

憩い空間の提案

並木のある憩いの空間

アヤメ、錦鯉などで安らぎの場を演出

矢出沢川

矢出沢川

小川

小川

遊歩道

遊歩道

川を渡る木製の吊り橋



と
洒
落
た
名
前
の
橋
も
あ
り
、
ど
の
橋

か
ら
も
見
え
る
川
の
風
景
に
心
安
ら
ぎ

ま
す
。
ま
ず
こ
の
矢
出
沢
川
を
よ
り
整

備
し
市
民
に
愛
さ
れ
る
散
策
ル
ー
ト
が

造
れ
る
と
上
田
公
園
を
含
む
四
㎞
程
の

周
遊
散
策
ル
ー
ト
が
で
き
、
観
光
コ
ー

ス
と
し
て
も
魅
力
溢
れ
る
「
街
並
財
産
」

を
作
り
出
せ
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
蛭
沢
川
も
市
街
地
の
中
心
を
流

れ
て
お
り
現
在
は
メ
ー
ン
通
り
の
裏
側

的
存
在
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
、
過
去

に
こ
の
川
が
人
々
の
暮
ら
し
と
共
に
あ

っ
た
こ
と
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け

の
風
情
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
川
沿
い

に
は
土
蔵
も
多
く
、
無
く
な
る
商
店
や

そ
れ
に
代
わ
る
パ
ー
キ
ン
グ
も
含
め
整

備
す
る
と
、
こ
こ
で
も
小
さ
な
周
遊
型

の
街
並
が
創
れ
ま
す
。
上
田
市
街
地
の

街
並
づ
く
り
は
、
最
初
に
川
に
目
を
向

け
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

矢
出
沢
川
北
側
に
遊
歩
道
が
八
年
程

前
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
個
人
的
な
意

見
で
す
が
、
こ
の
遊
歩
道
が
魅
力
的
か

と
言
わ
れ
る
と
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
遊
歩
道
を
作
り
ま
し
た
よ
。
と

言
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
現
在
、

上
田
市
が
造
る
施
設
を
み
て
い
る
と
果

た
し
て
市
民
の
満
足
す
る
施
設
が
出
来

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
を
持
つ
こ

と
が
多
い
の
で
す
。
も
う
少
し
、
景
観

に
配
慮
し
、「
街
並
財
産
」
を
残
し
て
い

く
、
作
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し

て
も
良
い
の
で
は
？
と
思
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
上
田
は
魅
力
的
な
都
市
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、
も
っ
と
上
田
の
魅
力
を
ア

ピ
ー
ル
で
き
た
ら
良
い
な
と
思
い
ま
す
。

そ
の
為
に
は
、
も
う
一
工
夫
、
特
に
行
政

が
中
心
に
な
り
、
市
民
と
一
緒
に
自
分

た
ち
で
街
づ
く
り
を
し
て
い
く
、
街
づ

く
り
の
方
向
性
を
決
め
て
い
け
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
良
い
な
と
思
い
ま
す
。

一
人
で
も
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
に

納
得
し
て
も
ら
え
る
施
設
造
り
を
増
や

し
て
い
く
努
力
が
「
街
並
財
産
」
を
有

す
る
都
市
と
し
て
の
街
づ
く
り
に
も
繋

が
り
ま
す
。
矢
出
沢
川
遊
歩
道
も
、
四

季
に
わ
た
っ
て
楽
し
め
る
草
花
の
工
夫
・

高
齢
者
か
ら
子
供
ま
で
安
心
し
て
楽
し

め
る
施
設
の
見
直
し
・
近
接
地
に
観
光

施
設
や
休
憩
所
・
小
美
術
館
等
の
検
討

を
含
め
整
備
す
る
こ
と
で
、
点
在
し
て

い
る
景
観
財
産
を
散
策
で
き
る
繋
ぎ
の

役
目
に
代
え
、
上
田
城
を
含
め
た
周
遊

型
の
散
策
観
光
ル
ー
ト
に
し
て
い
け
ば

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
柳
町
・
原
町
・

海
野
町
を
流
れ
る
蛭
沢
川
も
土
蔵
風
景

や
広
葉
樹
四
季
の
風
景
・
冬
に
は
マ
ガ

モ
も
見
え
る
の
ど
か
さ
等
々
…
…
。

こ
れ
か
ら
先
、
街
並
み
も
様
代
り
し

て
行
く
で
し
ょ
う
。
商
店
を
閉
鎖
し
て

パ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
に
変
わ
る
所
や

シ
ャ
ッ
タ
ー
が
閉
ま
っ
た
店
な
ど
が
増

え
、
街
並
が
断
絶
し
て
い
き
ま
す
。
裏

的
存
在
で
あ
っ
た
矢
出
沢
川
や
蛭
沢
川
、

小
路
や
川
淵
を
見
直
し
、
部
分
的
周
遊

型
を
試
み
魅
力
あ
る
街
並
づ
く
り
を
考

え
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
発
想
や
工
夫
が
大
型
店
舗
と
は
違
っ

た
小
さ
な
商
店
の
集
ま
る
商
店
街
の
魅

力
に
も
繋
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

記
憶
に
残
る
川
の
あ
る
街
を
挙
げ
て

み
ま
す
と
「
京
都
」
の
高
瀬
川
や
白
川

の
桜
並
木
や
小
路
、「
近
江
八
幡
市
」
の

川
淵
に
か
わ
ら
美
術
舘
の
あ
る
風
景
、

川
淵
を
散
策
で
き
る
「
栃
木
市
」
や
「
大

垣
市
」、そ
の
他
「
金
沢
市
の
宮
川
」、「
山

形
県
金
山
町
の
堰
」
な
ど
を
思
い
出
し

ま
す
。
川
を
活
か
し
た
街
並
は
又
違
っ

た
魅
力
を
造
り
、
心
地
よ
さ
を
市
民
や

観
光
客
に
与
え
て
く
れ
ま
す
。
も
う
一

度
上
田
の
良
さ
を
一
緒
に
考
え
て
行
き

ま
し
ょ
う
。

矢出沢川

矢出沢川風景

蛭沢川淵を利用して部分周遊型の街並を造る（案）

散策道現状

蛭沢川

蛭沢川風景
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