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は
る
か
昔
は
海
の
底
だ
っ
た
と
い
う
過
去

に
、
海
か
ら
遠
く
離
れ
て
山
に
囲
ま
れ
た
現

在
の
上
田
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
は

難
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
第
２
５
号

（
２
０
１
８
年
３
月
発
刊
）
で
紹
介
し
た
シ

ナ
ノ
イ
ル
カ
の
化
石
は
、
か
つ
て
上
田
が
豊

か
な
海
だ
っ
た
こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て
く
れ

て
い
ま
す
。

　

一
体
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
上
田
は

海
の
底
に
な
り
、
そ
し
て
今
の
よ
う
に
山
間

の
盆
地
に
な
っ
た
の
か
？
そ
れ
を
解
き
明
か

す
に
は
、
２
０
０
０
万
年
前
か
ら
現
在
に
至

る
ま
で
の
地
殻
の
変
動
を
知
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
キ
ー
と
な
る
の
が
、
過
去

か
ら
の
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
で
あ
る
地
層
で

す
。
地
層
に
記
憶
さ
れ
た
太
古
の
記
憶
を
紐

解
き
な
が
ら
、
上
田
に
一
体
何
が
起
こ
っ
た

の
か
追
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

⃝
  

海
底
か
ら
陸
地
に

　

時
代
を
遡
る
こ
と
２
０
０
０
万
年
前
。
マ

グ
マ
の
移
動
に
よ
り
ア
ジ
ア
大
陸
の
東
縁
が

裂
け
、
日
本
列
島
が
大
陸
か
ら
切
り
離
さ
れ

る
と
い
う
大
き
な
変
動
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
動
き
の
中
で
起
き
た
大
陥
没
を
フ
ォ
ッ
サ

マ
グ
ナ
と
言
い
ま
す
。
現
在
の
上
田
に
あ
た

る
場
所
は
１
７
０
０
万
年
前
、
こ
の
巨
大
な

落
ち
込
み
に
よ
っ
て
で
き
た
海
の
底
に
誕
生

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
列
島
が
現
在
の

地
学
で
見
る
上
田
の
歴
史
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上田
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1600万年前
内村層の頃

1400万年前
別所層の頃

1200万年前
青木層の頃

700万年前
小川層の頃

図は、「よくわかるフォッサマグナとひすい」（フォッサマグナミュージアム発行）から一部加筆

陥没した地域に海水が
入り、海底には泥や砂、
火山灰が堆積しました。
これが泥岩や砂岩、凝灰
岩となり、内村層（1700
～1500万年前）として見
られます。内村層から、
イルカの化石や葉の化
石が出ます。

上田は深い海となりま
した。この時に海底に
堆積した目の細かい泥
によってできた地層が、
黒色の泥岩でできた別
所 層（1500～1400万 年
前）です。イルカやクジ
ラが棲むのに適した海
で、それらの化石の他
に、サメの歯、魚の骨な
どの化石が出ます。

マ グ マ の 活 動 に よ り、
海底が隆起して上田は
次第に浅い海となりま
した。この時の主に砂
や礫からなる堆積物に
よってできた地層が青
木 層（1400～1100万 年
前）です。地層からは貝
やメタセコイアの化石
などが出ます。

さらに隆起は続き、上田
でも陸地が広がります。
海はさらに浅くなり、礫
や砂、泥に、陸から流れ
出た木などが堆積し、亜
炭層ができました。こ
の時代の地層を小川層

（1100～520万年前）とい
います。小川層から、た
くさんの葉や貝の化石
などが出ます。
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1300 ～ 1100 万年前の青木層の礫岩（鴻之巣）

太郎山系

独鈷山系

上田盆地

ひん岩貫入による山

岩鼻

よ
う
に
圧
縮
さ
れ
る
時
代
と
な
り
、
上
田
も

含
め
た
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
地
層
は
隆
起
を

は
じ
め
、
や
が
て
陸
地
に
変
わ
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。

　

上
田
が
海
だ
っ
た
頃
の
地
層
を
、
古
い
順

に
「
内
村
層
」「
別
所
層
」「
青
木
層
」「
小

川
層
」
と
い
う
４
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
特
徴
を
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
１
０
０
万
年
前
に

な
る
と
、
日
本
列
島
の
海
岸
線
が
か
な
り
今

の
形
に
近
く
な
っ
て
き
て
、
上
田
は
現
在
の

よ
う
な
海
無
し
の
土
地
に
な
り
ま
し
た
。
今

か
ら
２
万
年
前
頃
の
氷
河
期
に
は
海
水
面
が

１
０
０
ｍ
も
下
が
り
、
対
馬
海
峡
・
津
軽
海

峡
が
せ
ま
い
水
路
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
の

日
本
列
島
の
形
と
ほ
ぼ
同
じ
に
な
る
の
は
、

さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
１
万
年
前
の
こ
と
で

す
。

⃝
 

マ
グ
マ
の
上
昇

　
で
山
が
で
き
る

　

上
田
の
南
北
に

そ
び
え
る
独
鈷
山

系
と
太
郎
山
系
の

山
々
が
で
き
た
の
は
、

中
新
世
後
期
（
約

１
１
０
０
万
年
前
～

５
０
０
万
年
前
）
の

こ
と
。
地
下
か
ら
貫

太郎山の流紋岩でできた上田城の石垣

ひん岩でできた岩鼻の断崖絶壁

古期上小湖成層（上田市横山）

入
し
て
き
た
マ
グ
マ
が
冷
え
て
固
ま
っ
て
山

と
な
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
時
の
冷
え
て
固

ま
っ
た
マ
グ
マ
が
流
紋
岩
と
し
て
両
山
に
見

ら
れ
、
太
郎
山
の
流
紋
岩
は
９
４
０
万
年
前

に
貫
入
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
ち

な
み
に
上
田
城
の
石
垣
も
こ
の
流
紋
岩
で
で

き
て
い
ま
す
。

ま
た
川
西
方
面
に
あ
る
岩
鼻
は
、
５
８
０ 

万

年
前
に
貫
入
し
て
来
た
ひ
ん
岩
が
地
下
で
冷

え
て
固
ま
っ
た
も
の
で
す
。
そ
の
後
、
長
い

時
間
を
か
け
て
千
曲
川
が
浸
食
し
て
ひ
ん
岩

を
掘
り
出
し
、
現
在
の
よ
う
な
断
崖
絶
壁
の

岩
肌
と
な
り
ま
し
た
。

⃝
  

湖
の
底
に
沈
む
こ
と
も
あ
る

　

唐
猫
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
ネ
ズ
ミ
が
岩
鼻

の
堤
を
食
い
ち
ぎ
っ
て
、
巨
大
な
湖
だ
っ
た

上
田
か
ら
水
を
抜
い
た
と
い
う
鼠
と
唐
猫
伝

1700 ～ 1500 万年前の地層である内村層の凝灰岩（伊勢山）

1500～1400万年前の別所層の黒色泥岩（伊勢山）

1100～520万年前の小川層と亜炭（小牧）
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上田泥流堆積物

⃝
  

松
尾
町
の
河
岸
段
丘
は
火
山
災

　
害
の
痕
跡

　

松
尾
町
の
あ
る
河
岸
段
丘
は
、
さ
ら
に
時

代
を
下
っ
た
約
１
万
年
前
に
起
こ
っ
た
上
田

泥
流
に
よ
る
堆
積
物
で
で
き
て
い
ま
す
。
上

田
泥
流
は
、
は
る
か
東
の
浅
間
山
と
三
方
ヶ

峰
の
間
に
あ
る
深
沢
爆
裂
火
口
か
ら
流
れ
出

た
巨
大
泥
流
で
、
こ
の
段
丘
崖
で
は
浅
間
山

山
系
の
軽
石
や
溶
岩
を
た
く
さ
ん
観
察
で
き

ま
す
。
こ
の
こ
ろ
は
縄
文
時
代
草
創
期
に
あ

た
り
ま
す
の
で
、
き
っ
と
我
々
の
祖
先
は
こ

の
大
災
害
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
に
上
田
泥
流
の
直
下
に
は
、
約
２
万

年
前
に
発
生
し
た
雲
場
火
砕
流
に
よ
る
堆
積

層
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
の
軽
井
沢
雲

場
池
の
横
に
あ
る
離
は
な
れ
や
ま山

付
近
か
ら
噴
出
し
た

火
砕
流
で
、
千
曲
川
の
流
路
に
沿
っ
て
軽
井

沢
か
ら
上
田
ま
で
到
達
し
た
も
の
で
す
。
離

山
は
浅
間
山
の
側
火
山
の
溶
岩
ド
ー
ム
で
す

の
で
、
条
件
に
よ
っ
て
は
浅
間
山
の
噴
火
に

よ
る
火
砕
流
が
上
田
ま
で
来
る
か
も
し
れ
な

い
危
険
性
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

離山（長野県軽井沢町）

⃝
 

終
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
２
０
０
０
万
年
前
の
フ
ォ
ッ

サ
マ
グ
ナ
か
ら
始
ま
る
上
田
の
歴
史
を
、
地

学
と
い
う
切
り
口
で
追
っ
て
来
ま
し
た
。
人

類
が
地
球
上
に
出
現
す
る
前
、
あ
る
い
は
出

現
し
て
い
て
も
何
の
記
録
も
残
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
時
代
の
出
来
事
や
様
子
が
、
地

層
を
調
べ
る
と
分
か
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
地

学
の
面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。
地
層
が
語
る
歴

史
、
そ
れ
は
今
の
上
田
の
景
色
か
ら
は
全
く

想
像
も
つ
か
な
い
、
ま
さ
に
天
と
地
が
ひ
っ

く
り
返
る
よ
う
な
激
動
の
歴
史
で
し
た
。

　

数
千
万
年
の
単
位
で
考
え
る
と
、
大
地
は

ま
る
で
生
物
の
よ
う
に
激
し
く
動
き
続
け
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
過
去
に
起
こ
っ
た
こ
と

は
、
こ
れ
か
ら
の
未
来
で
も
起
こ
る
こ
と
な

の
で
す
。
地
層
は
、
自
然
の
力
を
甘
く
見
る

人
類
へ
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
た
め
に
、
未
来
か

ら
や
っ
て
来
た
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
も
言
え

る
の
で
す
。

深沢爆裂火口の谷と、泥流発生の爪痕
が生々しく残る赤ゾレ

雲場火砕流堆積物

旧河床礫層

説
は
、
広
く
上
田
地
域
と
そ
の
周
辺
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る

と
、
実
際
に
上
田
盆
地
は
満
々
と
水
を
湛
え

た
湖
だ
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
す
。
上

田
の
湖
が
最
初
に
で
き
た
の
は
今
か
ら
約

１
３
０
万
年
前
の
こ
と
で
、
そ
の
規
模
は
上

田
盆
地
を
す
っ
ぽ
り
と
覆
う
ほ
ど
の
も
の
で

し
た
。
こ
の
時
代
の
地
層
を
古
期
上
小
湖
成

層
と
言
い
、
伊
勢
山
・
大
久
保
・
横
山
・
手

塚
な
ど
、
盆
地
周
辺
部
に
広
く
分
布
し
て
い

ま
す
。

　

そ
の
後
も
繰
り
返
し
湖
が
で
き
ま
し
た
。

約
６
万
年
前
～
４
万
年
前
の
湖
の
地
層
が
新

期
上
小
湖
成
層
、
約
３
～
２
万
年
前
の
も
の

が
上
田
原
湖
成
層
と
し
て
見
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
３
つ
の
湖
は
い
ず
れ
も
、
岩
鼻
か

ら
千
曲
市
に
か
け
て
の
千
曲
川
沿
い
の
谷
が

せ
き
止
め
ら
れ
て
で
き
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
一
帯
は
古
く
か
ら
の
地
す
べ
り
地

帯
で
、
今
で
も
地
す
べ
り
を
起
こ
し
た
痕
跡

を
地
形
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●坂城
△太郎山

●岩鼻

●青木
●塩田平

●丸子

△小牧山

△独鈷山

●上田城

●
東
御
市

●大久保●伊勢山

●横山

千
曲
川

至千曲市

●手塚

●坂城
△太郎山

●岩鼻

●青木
●塩田平

●丸子

△小牧山

△独鈷山

●上田城

●
東
御
市

千
曲
川

●樋の沢

●朝日ヶ丘
●神畑

●室賀

△
烏
帽
子
岳

至千曲市
●坂城

△太郎山
岩鼻●

●青木

●塩田平
●丸子

△小牧山

△独鈷山

●上田城

●
東
御
市

千
曲
川

●神科

△
烏
帽
子
岳

千曲川

川辺●
●上田原

至千曲市

古期上小湖
130 万年前頃

新期上小湖
6.1 ～ 3.9 万年前頃

上田原湖
2.8 ～ 2.4 万年前頃

古期上小湖成層は、伊勢山・大久保・横山・手塚などに
分布している。

新期上小湖成層は、樋ノ沢・朝日ヶ丘・神畑・室賀など
に分布している。

上田原湖成層は、県営球場東の台地（上田原）の崖など
に見られる。
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少
子
高
齢
化
、
地
方
消
滅
、
物
か
ら
事
、

持
続
可
能
な
社
会
、
Ａ
Ｉ
で
10
年
後
に
「
消

え
る
職
業
」「
な
く
な
る
仕
事
」。
変
わ
る
べ

き
も
の
と
変
わ
ら
ざ
る
べ
き
も
の
、
こ
れ
か

ら
の
社
会
で
残
る
価
値
っ
て
な
ん
で
し
ょ
う

か
？
企
業
や
商
店
、
行
政
、
団
体
、
家
族
、

個
人
、
仲
間
。
遠
く
な
い
未
来
に
は
様
々
な

も
の
が
変
わ
る
で
し
ょ
う
。
バ
ッ
ド
エ
ン
ド

か
も
し
れ
な
い
世
の
中
を
憂
え
て
今
回
は
、

変
化
す
る
時
代
に
向
か
っ
て
人
々
の
意
識
に

変
革
の
種
を
蒔
い
た
で
あ
ろ
う
人
物
に
目
を

向
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

⃝
 

活
文
禅
師
が
開
い
た
寺
子
屋

　

真
田
坂
か
ら
少
し
脇
に
入
っ
た
旧
北
国
街

道
沿
い
に
毘
沙
門
堂
（
常と
き
だ田
）
と
い
う
御
堂

が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
活か
つ
も
ん
ぜ
ん
じ

文
禅
師
と
い

う
方
が
こ
こ
で
「
多た
も
ん
あ
ん

聞
庵
」
と
い
う
私
塾
を

開
い
て
い
ま
し
た
。
手
元
の
資
料
に
よ
る

と
、
活
文
禅
師
は
松
代
藩
生
ま
れ
、
9
歳
で

 

文 

○
ド
ラ
い
も
ん

活文禅師（1775～1845）の
自作の木像（龍洞院所蔵）

活文が終の住処とした常田の毘沙
門堂の跡（左）、活文禅師が上田
で最初に住職についた蒼久保の龍
洞院（右上）、多聞庵を開いて象
山をはじめとして数多くの弟子に
薫陶を与えた岩門大日堂（右下）
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曹
洞
宗
信し
ん
じ
ょ
う
じ

定
寺
（
長
和
町
）
に
出
家
し
て
活

文
と
言
う
名
を
賜
り
、
そ
の
後
、
御み
た
け
ど
う

嶽
堂

宗そ
う
り
ゅ
う
じ

竜
寺
（
丸
子
）、
長
楽
寺
（
群
馬
県
下
仁

田
）、
定じ
ょ
う
し
ん
い
ん

津
院
（
東
御
市
）、
と
禅
宗
の
学
問

修
行
に
励
み
な
が
ら
、
24
歳
で
長
崎
へ
留
学

に
向
い
、
そ
の
帰
り
に
3
年
間
さ
ら
に
江

戸
で
修
行
。
交
流
と
見
識
を
広
め
、
35
歳

の
時
に
出
家
先
で
あ
っ
た
信
定
寺
の
住
職

と
し
て
戻
り
、
そ
の
後
、
45
歳
で
龍
り
ゅ
う
ど
う
い
ん

洞
院

（
蒼あ
お
く
ぼ

久
保
）
の
住
職
に
つ
い
た
人
物
で
す
。

し
か
し
、
周
り
と
折
り
合
い
が
悪
く
6
年
で

隠
居
し
、
岩い
わ
か
ど門
大
日
堂
（
古こ
さ
と里
）
で
寺
子
屋

多
聞
庵
を
開
き

ま
し
た
。
資
料

に
よ
れ
ば
寺
子

屋
で
は
、
漢
文
、

蘭
学
、詩
歌
、書
、

彫
刻
、
琴(

一

弦
琴)

な
ど
を

教
え
て
い
た
と

あ
り
ま
す
。
そ
の
後
毘
沙
門
堂

に
移
り
71
歳
で
亡
く
な
る
ま
で

１
０
０
０
人
以
上
を
弟
子
に
し

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⃝
 

活
文
禅
師
の
も
と
に
通

　
う
門
下
生
「
佐
久
間
象

　
山
」「
高
井
鴻
山
」

　

こ
ん
な
活
文
禅
師
の
下
に
、

17
歳
の
佐
久
間
象ぞ
う
ざ
ん山

も
弟
子
と

し
て
通
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

松
代
か
ら
地
蔵
峠
を
越
え
入
軽
井
沢
、
曲

尾
、
金
剛
寺
を
経
て
片
道
30
㎞
を
超
え
る
道

の
り
を
通
い
、
漢
文
、
一
弦
琴
の
教
え
を

受
け
ま
し
た
。
20
歳
の
時
、
象
山
は
漢
文

1
0
0
篇
を
作
っ
て
学
業
勉
励
で
あ
る
と

し
、
松
代
藩
主
の
真
田
幸ゆ
き
つ
ら貫
か
ら
も
銀
3
枚

を
下
賜
さ
れ
た
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
の
学

問
は
佐
久
間
象
山
を
佐
久
間
象
山
な
ら
し
め

る
一
助
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
象
山
と
は
時
期
が
後
に

な
り
ま
す
が
、
同
じ
松
代
の
ひ
と
、

高
井
鴻こ
う
ざ
ん山
も
教
え
を
乞
い
に
活
文

禅
師
の
も
と
を
訪
れ

て
い
ま
す
。
高
井
鴻

山
は
江
戸
で
儒
学
、

浮
世
絵
を
学
び
葛
飾

北
斎
を
小
布
施
に
招

き
支
援
し
た
、
当
代

き
っ
て
の
文
化
人
で

す
。
そ
の
鴻
山
が
活

文
禅
師
を
訪
ね
、
禅

を
学
ん
で
い
た
そ
う

で
す
。

　

沢
山
の
門
弟
が
通
っ
て
い
た
こ
と
で
、
門

下
生
達
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
も
そ
こ
に
形
成

さ
れ
て
い
き
、
佐
久
間
象
山
も
こ
こ
で
の
仲

間
達
と
の
交
流
が
後
々
ま
で
続
い
た
よ
う
で

す
。
寺
子
屋
は
四
年
後
に
は
手
狭
に
な
り
、

よ
り
交
通
の
良
い
所
へ
の
移
動
が
必
要
に

な
っ
た
た
め
と
想
像
し
ま
す
が
、
城
下
町
か

ら
少
し
外
れ
た
常
田
の
毘
沙
門
堂
に
移
り
、

71
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
自
身
の
そ
れ
ま
で
の

得
て
き
た
知
識
や
経
験
を
後
世
に
託
し
た
と

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

⃝
 

門
下
生
「
赤
松
小
三
郎
」

　

常
田
の
毘
沙
門
堂
に
は
、
多
く

の
人
々
が
活
文
禅
師
に
弟
子
入
り

し
て
盛
況
だ
っ
た
様
子
が
思
い
描

か
れ
ま
す
。
諸
説
あ
り
ま
す
が
、

若
き
日
の
赤
松
小
三
郎
も
こ
こ
に

通
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
の

赤
松
小
三
郎
は
、
英
国
式
兵
学
者
と
い
う
こ

と
も
あ
り
先
進
的
な
考
え
を
誰
よ
り
も
先
に

持
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
で
初
め
て
議
会
開

設
や
人
民
平
等
を
唱
え
た
人
物
で
も
あ
り
ま

す
。
日
露
戦
争
で
連
合
艦
隊
司
令
長
官
と
し

て
指
揮
を
執
り
「
ト
ウ
ゴ
ウ
・
タ
ー
ン
」
で

有
名
な
東
郷
平
八
郎
も
赤
松
の
教
え
子
で

す
。
東
郷
は
、
日
露
戦
争
に
勝
利
し
た
翌
年

の
明
治
39
年
、
善
光
寺
に
お
け
る
日
露
戦
争

戦
没
者
慰
霊
祭
出
席
の
帰
途
、
上
田
に
立
ち

寄
り
月
窓
寺
に
あ
る
赤
松
の
墓
参
を
行
っ
て

い
ま
す
。
大
正
13
年
、
赤
松
に
従
五
位
が
追

贈
さ
れ
る
と
東
郷
平
八
郎
は
赤
松
顕
彰
碑
の

碑
文
を
揮
毫
し
、
そ
の
石
碑
は
現
在
で
も
上

田
城
跡
公
園
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

⃝
 

変
化
す
る
時
代
に
必
要
な
の
は
、

　
人
の
繋
が
り
と
カ
ル
チ
ャ
ー

　

さ
て
、
文
章
の
冒
頭
で
活
文
禅
師
を
変
革

佐久間象山（1811 ～ 1864）（真田宝物館所蔵）

高井鴻山（1806～1883）
（高井鴻山記念館所蔵）

龍洞院に伝わる佐久間象山の書

赤松小三郎（1831～1867）
（上田市立博物館所蔵）

活文禅師が漢文の素読で用いた教科書（龍洞院所蔵）
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の
種
を
蒔
い
た
で
あ
ろ
う
人
物
と
紹
介
し
ま

し
た
。
佐
久
間
象
山
、
高
井
鴻
山
や
赤
松
小

三
郎
、
そ
の
他
の
名
前
こ
そ
な
い
が
志
高
く

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
を
支
え
、
変
わ
る
時

代
に
備
え
た
人
た
ち
、
そ
う
い
っ
た
人
々
が

作
り
出
し
て
い
っ
た
新
し
い
社
会
へ
の
空

気
。
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
。
活
文
禅

師
の
も
と
で
学
び
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を

作
っ
て
い
っ
た
人
々
た
ち
は
、
何
を
求
め
た

の
で
し
ょ
う
か
？
活
文
禅
師
は
何
を
教
え
た

の
で
し
ょ
う
か
？
残
念
な
が
ら
講
義
録
の
よ

う
な
も
の
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
従
来
の

ト
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
る
儒
学
や
漢
学
の

教
授
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
否
。
黒
船

来
航
以
来
、
世
の
中
は
大
き
な
変
革
の
時
期

を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
日
本
全
体
が
そ
れ
ま

で
の
ト
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
は
対
応
で
き
な

い
状
況
、
価
値
基
準
の
喪
失
に
右
往
左
往
し

て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
若
者
た
ち
は
既

存
の
枠
を
超
え
た
見
識
、
情
報
を
求
め
、
互

い
に
議
論
し
そ
れ
ぞ
れ
の
理
想
を
高
め
て

い
っ
た
。
活
文
禅
師
は
ま
さ
に
そ
の
欲
求
に

応
え
て
く
れ
る
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
長
崎
で
海
を
越
え
た
広
い
世
界

に
触
れ
、
蘭
学
を
学
ん
で
優
れ
た
西
洋
の
文

明
を
知
る
。
そ
こ
か
ら
は
自
ず
と
新
し
い
日

本
の
形
を
求
め
る
気
概
が
生
ま
れ
て
い
た
は

ず
で
す
。
そ
こ
に
あ
る
カ
ル
チ
ャ
ー
か
ら
派

生
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
か
ら
は
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
的
な
、
斬
新
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な

匂
い
が
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
新
し

い
国
造
り
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
佐
久
間

象
山
や
赤
松
小
三
郎
の
よ
う
な
偉
人
た
ち
が

巣
立
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
種

を
蒔
い
た
人
に
な
る
と
思
う
わ
け
で
す
。

⃝
 

未
来
の
「
か
ち
」

　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
先
日
と
あ
る
方
の

話
が
印
象
的
で
し
た
。「
上
田
は
負
け
た
こ

と
が
な
い
か
ら
、
勝
つ
が
な
い
し
、
活
が
無

い
。」
…
簡
単
に
い
う
と
、
負
け
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
に
は
頑
張
る
が
、
勝
ち
に
行
く

よ
う
な
冒
険
を
し
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
官

僚
的
、
保
守
的
。
だ
か
ら
活
気
が
生
ま
れ
に

く
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

真
田
丸
の
あ
と
は
…
と
言
わ
れ
て
、
特
に

方
向
性
が
出
せ
な
い
上
田
。
良
い
所
が
い
っ

ぱ
い
あ
る
の
に
、
的
を
絞
れ
な
い
上
田
。
そ

も
そ
も
絞
る
必
要
あ
る
の
？
っ
て
言
う
と
収

拾
が
つ
か
な
く
な
り
ま
す
が
（
苦
笑
）。
い

ず
れ
に
し
ろ
、
と
に
か
く
結
果
を
出
し
て
や

る
ん
だ
と
い
う
気
概
み
た
い
な
も
の
が
足
り

な
い
。
き
つ
い
言
い
方
す
れ
ば
、「
ご
っ
こ
」

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
よ

ね
。

　

こ
ん
な
今
の
上
田
を
見
て
活
文
禅
師
な

ら
「
喝
！
」
と
叱
る
と
思
い
ま
す
し
、
い
つ

か
は
絶
対
「
勝
つ
も
ん
」
と
い
う
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
的
な
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。
本
当
の
「
か
ち
」
と
は
何
か
を

真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す

よ
ね
。
商
店
街
も
そ
う
で
す
け
ど
、
時
代
が

変
わ
る
時
は
自
身
も
変
わ
る
位
の
気
構
え
が

な
い
と
駄
目
だ
と
思
い
ま
す
。

　

僕
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
が
ド
ラ
い
も
ん
な
の

で
、
少
し
ド
ラ
イ
な
意
見
を
書
く
ス
タ
ン
ス

東
とうゆうきこう

遊紀行（抜粋）に見る、
人の繋がりとコミュニティー

予
は
か
つ
て
師
に
学
び
、

最
も
愛
遇
を
蒙
る
。

是
の
夕
其
の
廬い
お
り

に
投
宿
す
。

師
は
大
い
に
喜
び
、

手
づ
か
ら
酒
茶
を
供
し
、

晤ご
た
ん
か
ん
ご
う

譚
歓
洽
、

応お
う
し
ゅ
う
ち
ゅ
う
び
ゅ
う

酬
綢
繆
、

夜や
ろ
う漏
既
に
闌
た
け
な
わを
覚
え
ず
。

昨
夜
は
依
仁
に
宿
し
、

今
日
は
松
園
に
遊
び
、

酒
を
把と

り
所
見
を
話
す
。

符し
る
しを

同
じ
く
言
を
忘
れ
ん
と
欲
す
。

故
旧
夜
に
来
た
り
至
り
、

驚
喜
し
更
に
樽
を
斟く

む
。

歓
情
未
だ
云
う
を
畢お
わ

ら
ず
。

東
の
窓
に
晨し
ん
と
ん暾
上の
ぼ

れ
り
。

東遊紀行は、佐久間
象 山 29 歳 の 時 に、
江戸へと遊学する道
程で上田に立ち寄っ
た 際 の 手 記 で あ る

（原文は漢文）。師の
活文禅師を毘沙門堂
の草庵に訪ね、膝を
突き合わせて夜通し
歓談する様子がよく
伝わってくる。

別の日には活文禅師
の元で共に学んだ学
友と夜通し酒を酌み
交わして、気がつけ
ば東の空に晨暾（朝
日）が昇っていた様
子が表されている。
象山が学友との繋が
り を 心 か ら を 楽 し
み、大切にしていた
ことが分かる。

で
す
。
ド
ラ
イ
な
気
候
の
上
田
に
は
ピ
ッ
タ

リ
か
な
と
か
思
っ
て
い
ま
す
し
。
で
も
、
上

田
は
そ
ろ
そ
ろ
点
を
取
り
に
い
か
な
い
と
駄

目
だ
と
思
い
ま
す
。
点
取
り
い
っ
て
ド
ラ
イ

か
ら
ト
ラ
イ
。
な
ん
て
ダ
ジ
ャ
レ
？
い
や
い

や
、
活
文
禅
師
が
教
え
て
い
た
漢
文
で
も
、

現
代
の
サ
ブ
カ
ル
的
な
音
楽
で
も
共
に「
韻
」

が
大
切
。

　

未
来
の
「
か
ち
」
の
ヒ
ン
ト
は
、
カ
ル

チ
ャ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
な
の
か
も
し
れ

な
い
な
と
思
わ
さ
れ
た
心
の
イ
ン
サ
イ
ド
に

イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
、
韻
を
踏
み
つ
つ
、
掛

け
言
葉
で
遊
び
つ
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
大

切
さ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
つ
つ
で
今
日
も

楽
し
く
記
事
を
書
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
取
材
協
力　

村
上
博
優
様
（
龍
洞
院
）

○
参
考
文
献　

上
田
市
誌

　
　
　
　
　
　
（
上
田
市
誌
刊
行
会
）

○
監
修 　

増
田
芳
希
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真田坂第26号

編集後記
今回は活文禅師特集とウエジオ第
2弾の二本立てです。共にかつて
上田にあった活力を思い起こさせ
る内容だったなと感じます。
取材、発行等ご協力頂いた皆様あ
りがとうございました。（寺島）
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松尾町

中央 1

上田駅お城口

中

イケダ薬局
玉井フルーツ店

アサヒカメラ堂進和ビル

（移転しました）

中央パーキング

庄村万年筆店
但馬軒
コットン・サトー
フードショップみやした

ナオミ

ヨロズヤ
ハレの日

Cafe bosso
Hair salon Nofy(2F)
美容室RE-MIX（2F）

Nakamura

松尾町アートギャラリー

メガネのヤジマ
塩田屋

清水書店
アコレイ（奥）
JOY’NT FREEDOM
学志ゼミナール
小池水産
グリーンオーク
ビジネス志摩
上田市肉バル F bar

JR上田駅

松尾町フードサロン

ひらばやしファンファン

若林陶器

コエダ時計店

理容タケウチ

信学会上田予備校

えんぎや京町家
松尾カメラ

美容室いちばん星

やまぎわ薬局

上田プラザホテル

真田坂の小助（2F）

吉川青果店

飯島商店

リンズコーヒー

上田病院

ホケン堂藤岡薬局

千串屋
バル酒場 たくの店

串揚げ  串まる

bb

ル・カドル
House Do

昭和商事（2F）
大正館えんぎや

上田情報ライブラリー
（パレオビル4F）

三井住友銀行
上田支店

松
尾
町｟
真
田
坂
｠
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