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首里城 新春の宴（栄華を誇る琉球王朝時代の儀式で 

          毎年正月３が日に行われている） 

   http://yasu1120.la.coocan.jp/hatigoren.html                                  

多摩地域の変遷         北野囲碁同好会  石坂 慶通 

 天気予報で東京都内と多摩地区とに分けて予報されるように、地形的にはもちろん生活圏も違うなじみの 

「多摩地域」ですが、以前は三多摩と言われてきましたが今では選挙区で使われているのが代表的です。 

この三多摩は、疑いもなく北多摩、南多摩、西多摩ですが、はたして東多摩があってもいいのではと、くす

ぐられる気持ちで紐解いてみることにしました。多摩地区は、平安時代中期に延喜式（えんぎしき・津令施

行細則）において、武蔵国多麻郡と位置付けされたのがスタートのようです。 

 当時の武蔵国は、現在の東京都、埼玉県の葛飾郡以外の地域、神奈川県北東郡（川崎市及び横浜市）を含

む広い範囲でした。 

 この多麻郡に中枢機関に当たる国府（府中市大國魂神社を中心）、国分寺（国分寺市）、小野神社（多摩市

一宮）、二宮神社（あきる野市）が置かれていたように、武蔵国の政治の中心は府中を軸とする現在の多摩地

域にあったようです。 

 ちなみに、現在霞が関というのは千代田区霞が関が幅を利かせているようですが、多摩市関戸の霞が関が

本家という説があるようですが本当でしょうか。明治１１年、郡区町村編成法により、多摩郡のうち東京府

に属する区域（現在の杉並区及び中野区に当たる）をもって東多摩郡が発足し、郡役所が中野村（現中野区）

に設置され、併せて同日、北多摩郡、南多摩郡、西多摩郡の「四多摩郡」が成立しました。 

 （東多摩郡は、明治２９年に南豊島郡と合併し消滅しています。） 

北多摩郡は、現在の立川、武蔵野、三鷹、府中、昭島、調布、小金井、小平、東村山、国分寺、国立、狛江、 

東大和、清瀬、東久留米、武蔵村山、西東京、の各市と世田谷区の一部であり、郡役所を現府中市に置いて

いました。（昭和４５年、村山町が武蔵村山市となり北多摩郡は消滅。） 

南多摩郡は、多摩川の南側で、現在の八王子、町田、日野、多摩、稲城の各市と府中市の一部であり郡役所
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は現八王子市横山町に置かれていました。 

 （昭和４６年、多摩並びに稲城市誕生により南多摩郡は消滅。） 

西多摩郡は、現在の青梅、福生、羽村、あきる野の各市も含んでいましたが、今は瑞穂町、日の出町、奥多

摩町、桧原村の各町村であり、青梅市に置かれた郡役所の機能は今ありません。 

 「旧四多摩郡」で郡の名を残すのは、西多摩郡のみとなりました。多摩地区を称するのは、通常三多摩と

いうのが一般的であって、東多摩郡が存在したことは遠くて短い歴史であり、知る人ぞ知る史実（こと）な

のでしょう。 

                                    

  

２月の囲碁大会（１月号に掲載） 

２４回 八碁連タイトル囲碁大会 

 日 時  平成２９年２月５日（日） 受付 ９時～９時３０分 

 場 所  東浅川保健福祉センター ４階 （東浅川５５１-１ 電話 ６６７－１３３１） 

 主 催  八王子囲碁連盟（八碁連）  後 援  八王子市、日本棋院 

    競技方法 八碁連方式 出場者を決めて１月２３日までに下記へ連絡ください。 

      連絡先  理事  佐藤義廣   住所 北野町６１－1１ 

Tel:fax ６６４－２１４０   メール sayosi@nifty.com 

 

第1８回 棋聖大賞囲碁大会の結果 

 棋聖大賞囲碁大会が、１月２２日（日）に技術顧問、指導員、特別任務委嘱者、 

地区同好会会長ほか１名、７段以上の会員、八碁連理事が参加して開催されました。 

参加者（４４名） 優 勝 準優勝 第三位 

Ａ組（六段以上）２２名 中邑 豊 恩方/七段 名取豊彦  顧問 高本 衛 台町/八段 

Ｂ組（六段以下）２２名 矢島幾朗 南大沢/六段 佐藤義廣 北野/六段 新野哲雄 台町/六段 

 

受付風景と 

受付が終わり 

会場に入って 

談笑する出場者 

 

Tel:fax
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◎平成２８年度タイトル獲得者（上段：前期、下段：後期） 

同 好

会 

名 人 王 座 天 狗 

優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 

浅川 真田誠次八段 

岩田大平六段 

吉田 旭七段 

奥村数馬二段 

三島敏明七段 

佐田恵吉初段 

横内廣隆五段 

高索信幸六段 

小西弥一二段 

吉田 旭七段 

岩田大平六段 

高索信幸六段 

恩方 小西周明１級 

溝呂木久雄四段 

溝呂木久雄四段 

桜井文雄５級 

中 邑 豊 七 段 

竹内朝晴六段 

栗城幸吉２級 

長谷川幸二四段 

野沢市郎五段 

藤森 功５級 

横手幸彦二段 

小沢敦司初段 

元八 竹添文彦六段 

小山忠孝五段 

三浦和夫五段 

竹添文彦六段 

宇井 久三段 

平山 統四段 

森本通俊三段 

久保田勇二段 

佐藤正宏３級  

佐藤正宏３級 

谷津七郎１級 

粂川次夫３級 

中野 磯部信宏六段 

宮崎誠一五段 

宮崎誠一五段

浜中武夫三段 

清水文彦六段

森本康男四段 

野口裕司二段

井上栄次郎七段 

浜道 進四段 

池谷明夫二段 

尾崎政義初段 

清水文彦六段 

大 和

田 

青山 格七段 

高橋俊夫初段 

柳豊太郎七段

森田義則初段 

柳豊太郎七段

折谷範子二段 

根岸重利２級

畠山 彪初段 

安藤一郎三段 

井出道明三段 

成田 滋三段 

山口 修四段 

石川 坂本勝雄八段 

金本好正七段  

森井正孝四段

田村 強四段 

森井正孝四段     

平松隆治五段 

田村 強四段 

中田孝司初段 

金本好正七段 

二宮 学五段    

水野義嗣五段  

石川幌二五段 

台町 館野敏文四段 

館野敏文四段 

新野哲雄六段 

坂井良男四段 

村上龍昇１級   

新野哲雄六段 

新野哲雄六段 

小林 實五段 

高本 衛八段 

高本 衛八段 

新野哲雄六段 

栗山昌三三段 

北野 山縣文雄六段 

青木耕榮四段 

古賀照也六段 

平田弘一三段 

石坂慶通六段

佐々木胖充四段 

高野道行六段

佐藤義廣六段 

河津雅夫八段 

古賀照也六段 

平田弘一三段 

平田弘一三段 

長房 小田辰郎六段 

福島常光六段 

藤盛 茂五段 

小田辰郎六段 

小嶋英基七段 

藤盛 茂五段 

高橋俊之五段 

福本秀司二段 

秋山一雄初段 

澤田信夫四段 

白川博克五段 

秋山一雄初段 

川口 鳥居範治５級 

中谷勝信三段 

荒畑昭一１級 

高取民治六段 

濱田英嗣五段 

奥秋重雄四段 

藤野誠二四段 

廣島松治五段 

餘多分明男五段 

鳥居範治５級 

長澤勝美四段 

荒畑昭一１級 

南 大

沢 

矢島幾朗六段 

矢島幾朗六段 

向井克彦五段 

大島新一１級 

坂井征也四段 

向井克彦五段 

池本伸吾三段 

大島新一１級 

中森久隆初段 

中森久隆初段 

加藤謙一郎４級 

信江 峻七段 
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投稿         これからどう生きるか      長房同好会  会長 池口 隆久 

 ８０歳になった。友人が、一人ふたりと欠けてゆく。なんとも妙な気持になる。むかしの職場の仲間、学

年を一緒に持った担任同士、教頭なかま、校長仲間。亡くなったという通知をもらうたびに、その人の顔が

思い出される、しかも鮮明に。今までは、健康第一に生活をしてきたつもり。読書・囲碁・弓道に明け暮れ

ていたな。ここ十年は「健全な精神は健全な身体に宿る」という言葉を思い出し、特に体を動かすことに努

めてきた。高尾山健康登山の仲間から「高尾山病だね」と言われながら（もっともそう言った人も同病者だ

が）、満行百回（２１００日の行）を達成した。それ以後も、まだ高尾山参りは続いている。 

最近は、５時３０分の護摩の時間に間に合うように登らないと一日が充実していると思えなくなった。 

くせになってしまった。２年前は、毎日の朱印を押してもらうために、毎朝「８時３０分に出勤していた」

のが、もうその必要もなくなり、早朝の霊気あふれる時間帯に登れる。日中は観光客でごった返す登山路も、

日の出の時間には、さすがに人影もない。猪とはち合わせをしないように、鈴を鳴らしたり、声を出したり

しながら歩く。杖を持たないと、もう腰が痛くてたまらない。これも歳のせいか。それでも、この瞬間に、

こうやって歩いているのだから、自分は生きているなと実感できる。神に感謝しよう。ひょっとしたら、山

の神様に生かされているのかもしれない。「お前はまだ何かしてろ」と言っているのかもしれない。  

だから、今後は、ほかの人のためになることをしようかと考えている。それも、無理をしないで、自分の

体力の範囲内で、ささやかな努力をしようと考えている。 

 ひとつは、妻のために家事はできるだけする。妻が外へ出て活動できるように仕向ける。病院通い、プー

ルでウオーキング・体育館のジムでトレーニング・老人会への参加など、明るい顔で送り出す。 

 もう一つは、囲碁の普及活動だ。地域の囲碁同好会に加入しているが、一番したくなかった会長になって

しまった。仕方がない、やるからには、徹底的にやる。そこで始めたのが「婦人囲碁教室」昨年度は７人の

参加者を得て、多くの会員の協力を得て終了した。本年度は、１５名の受講希望者がいる。何人定着できる

か、不安は全くないと言ったらウソになる。受講生ひとりひとりの人格を尊重し丁寧に対応し、囲碁の面白

さを分かってくれる人が一人でも増えてくれたら、それだけでうれしい。 

 小学生にも囲碁を覚えてもらおうと、地域の小学校の校長先生に相談したら、先生方も乗り気で、各学年

の保護者会で、５分間だけ時間を頂き、話をさせてもらえることになった。私の大事な仕事は、保護者にお

話しすることだ。保護者会で話をするのはプロだから、承知したと、中心になってこの企画をしている望月

さんに答え、安心してもらう。 

 「人間は生まれつき脳の重さはほぼ同じ。つまり、スタート時点では、どの子も一緒なのです。脳細胞ど

うしの結びつきの数がいくつできるかです。細胞どうしの結びつきの数が多い子ほど、頭がいいということ

になります。もちろん勉強にも影響があります。細胞同士の結びつきを多くするには、囲碁と言いたいとこ

ろですが、じつは、読書が一番なのだそうです。きょう早速「くまざわ」書店に行って本をどっさり買って

きて、さあ読めと子供の前に置いたってダメですよ。一番効果的なのは、親が読書する後姿を見せることで

す。きっと子供は真似をしますよ。そうなるまでには、時間がかかります。気を長くして待ってください。

きっと、本好きの子になりますよ。細胞どうしの結びつきをふやすそのほかの方法は、たくさんの経験を積

みかさね脳に適度の刺激を与えることです。囲碁も経験の一つですから、どうぞよろしく」こう言って話を

むすんだ。 保護者には、読書を薦めたのに、囲碁教室の希望者が、なんと３年生以上の学年で合計３０名
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になった。一クラス分の人数に相当する数です。あとは、囲碁を教えるのが得意な人たちにお願いすること

になるのですが、私の孫も「あさっこ囲碁教室」に参加すると言い出したので、とうぶん私は抜けられそう

にもありません。「昔取ったきねづか」が役立ちますかね。当分の間、子供たちのお相手をするようになるか

らです。喧嘩なんぞ始まったら、さあ、私の出番です。「こら！」と大声で本気になって叱りますが、あとは

ケロリとして決して根に持ちません。少し経ったら、その子の良い点を見つけて、ほめることにしています。

これでその子もいじけないで済むでしょう。悪いことは悪いとすぐにその場で注意するのがいいのです。後

になって注意したって子供たちにはわかりません。「おじさん、なんのこと言ってるの？」と思うでしょうか

ら。 

 

 

        囲碁と右脳、直感、戦略思考 

 

● 碁の頭脳は理系？、文系？、芸術系？ 

 囲碁は高度な頭脳的盤上ゲームですから、理系の頭脳を持った人の方が碁の才能がありそう、と考えるの

はごく自然のように思います。ところが、日本では昔から文壇に碁の強い人がたくさんいました。八碁連の

高段者の人達を見ても、理系出身者が多いということもなさそうです。（もっとも出身職業を調べたわけでは

ありませんが・・・）。また江戸時代に碁の強い人といえば、お坊さんと相場が決まっていました。 

 文学と囲碁、仏教と囲碁・・・。囲碁は感覚的な要素が強いゲームのように思えてきました。 

 

● 碁では右脳を８割使う 

 囲碁は大変頭を使うゲームだという先入観でいると、とまどいます。理屈で考えようとすればするほど、

わからなくなってしまうのです。碁が打てるようになるには、図形的なパターン認識に慣れることが重要だ

とゆうことにだんだんと気が付いてきました。 

 初心者の段階では、まず「一目でアタリがわかる」から始り、次の段階は、基本の形や、ゲタ、ウッテガ

エシ、オイオトシなどの手筋が「考える以前にひと目でみえる」ようになることです。 

 つまり論理的に考える（左脳の機能）よりも、視覚にとらえる（右脳の機能）ことのほうが大変大事だと

いうことのようです。初級段階にある方は「碁は８割以上が右脳を使い、左脳を使うのは２割以下」だとい

うことを肝に銘じ、感覚や直感を大切にしたら良いと思います。 

 

● 上級からは部分の読みと勝負勘、戦略思考 

 さて、碁はパターン認識であり、感覚的な要素が強いといっても、要所、要所では形勢判断と、それに基

づく戦略、戦術が必要になってきます。碁の理論や勝負師のようなものが生きてくるのでは。 

 しかし、碁を戦略的に考えられるようになるのは、三、四段以上になってからのこと、それまでは「ああ

きたらこう打つ」といった部分的な読みの力と、勝負勘がものをいうと思います。その意味では俗にいう勝

負事の好きな性格の人は、碁も強くなるといえるのではないでしょうか。 
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    １月号 実戦で役立つ辺の死活の解答 

 

問題（１）   ① １９の五   ② １８の六   ③ １８の五 

        ④ １９の七   ⑤ １９の三 

問題（２）   ① １９の七   ② １９の六   ③ １７の六 

        ④ １７の七   ⑤ １８の六   ⑥ １９の六   ⑦ １８の六 

 

    ２月号 実戦で役立つ辺の死活 

 

 

 問題（１） レベル ２段以下 

   黒番です 

   オイオトシに気をつけて、黒一子の 

   連絡方法を探してください。 

 

 

 

 

 

問題（２） レベル ３段以上 

   黒番です 

   心許ない黒の形ですが、左右の白への 

   利きをフル活用して 

 シノギ筋を発見してください。 

 

   

     

 

 

 

編集後記  表紙写真は一昨年１月３日に撮影したもので、琉球王国は今から５７０年まえに成立し 

約４５０年間にわたり、存在した王制の国で、中国や東南アジアとの盛んな交易により琉球独自の文化 

が育まれた、その首里城は沖縄の歴史、文化を象徴する城で、その歴史は琉球王国の歴史そのものです。 

さて、寒さも本番となり、インフルエンザやノロウイルスなんて嫌な病気が流行しているようです。 

薬剤師で栄養学博士の宇田川久美子さんは、薬は病気を治すのではなく、病気の症状を抑えるだけで病気 

そのものは治してはくれません。病気を治すのは自身の免疫力だと述べています。免疫力を高めるには、 

バランスのとれた食事と適度な運動（インターバル速歩等）です。インタバル速歩については、来月号で 

長房同好会会長の池口隆久さんに投稿を頂いていますので、掲載いたします。ご期待下さい。 

免疫力を高める生活習慣を身につけて、若々しく元気に好きな趣味と共に余生をながく楽しみましょう。 
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