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地
域
の
人
た
ち
の
、
日
常
の
さ
さ
や
か
な
交
流
の
場
が
な
く

な
り
、
町
か
ど
か
ら
話
し
声
や
笑
い
声
が
途
絶
え
て
幾
年
月
。

特
に
、
水
を
汲
ん
だ
り
洗
い
物
を
し
た
り
し
な
が
ら
の
井
戸
端

会
議
は
、
そ
の
言
葉
だ
け
が
残
っ
た
よ
う
で
す
。

　

米
研
ぎ
、
野
菜
・
食
器
洗
い
、
洗
濯
│
│
朝
夕
の
近
所
の
水

場
で
の
ひ
と
と
き
は
、女
性
に
と
っ
て
は
楽
し
い
時
間
で
も
あ
っ

た
で
し
ょ
う
。
八
戸
市
の
と
あ
る
洗
い
場
で
は
か
つ
て
、
女
性

た
ち
が
洗
濯
し
つ
つ
口
ず
さ
む
歌
が
、
時
に
大
合
唱
に
な
る
こ

と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
水
道
整
備
が
十
分
で
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
不
便
を
不
便
と
も
思
わ
な
か
っ
た
時
代

で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

秋
も
日
に
日
に
深
ま
る
季
節
。
い
ま
で
は
住
宅
街
で
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
が
大
根
干
し
で
す
。
そ
の
大
根
を

み
ん
な
で
洗
い
な
が
ら
、
長
い
冬
を
迎
え
る
気
持
ち
の
準
備
も

で
き
て
い
っ
た
も
の
で
し
た
。

発
行
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歴史はいつも未来へのみちしるべです
世の中の進むスピードと自分の生きていくペースが

少し合わなくなってきたなと感じ始めたら
いつか来た道まで戻ってみましょう
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道
外
で
は
も
は
や
知
ら
な
い
人
も
多
い

屯
田
兵
と
い
う
言
葉

北
海
道
で
は
そ
の
系
譜
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ

最
初
の
入
村
か
ら
今
年
で
百
三
十
年
を
迎
え
ま
し
た

パ
ソ
コ
ン
万
能
の
時
代
に

ト
ン
デ
ン
ヘ
イ
の
響
き
が
心
地
よ
い
の
は

い
か
に
も
北
海
道
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う

新
聞
で
は
小
さ
な
扱
い
で
し
た
が
、
屯
田

兵
四
代
目
の
中
隊
長
を
先
頭
に
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
を
行
進
す
る
仮
装
隊
の
人
た
ち
の

晴
れ
が
ま
し
い
顔
│
│
八
月
二
十
七
日
、「
か

が
や
け
コ
ト
ニ
│
屯
田
兵
の
里
ま
つ
り
」
の

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
し
た
。
札
幌
市
西
区
の
琴
似

地
区
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）、
北
海
道
で

最
初
に
屯
田
兵
が
入
植
し
た
と
こ
ろ
。
今
年
は

そ
の
百
三
十
周
年
と
い
う
こ

と
で
、
パ
ネ
ル
展
や
歴
史
講

演
な
ど
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
屯
田
兵
と
は
、

明
治
政
府
が
北
辺
の
守
り
と

北
海
道
開
拓
を
兼
ね
て
、
志

願
者
を
送
り
込
ん
だ
制
度
。

当
初
は
旧
士
族
授
産
の
色
合

い
も
濃
か
っ
た
の
で
す
が
、

後
半
は
庶
民
層
に
ま
で
広
が
り
、
一
旗
揚
げ
よ

う
と
夢
を
抱
い
て
や
っ
て
く
る
人
も
多
く
な
り

ま
し
た
。

　

最
後
の
入
植
と
な
る
明
治
三
十
二
年

（
一
八
九
九
）
ま
で
の
二
十
四
年
間
に
、
全
道

に
三
十
七
の
兵
村
が
置
か
れ
、
入
植
し
た
屯
田

兵
は
七
千
三
百
三
十
七
人
。
札
幌
市
内
で
は
発

寒
、
山
鼻
、
新
琴
似
、
篠
路
に
も
兵
村
が
あ
り

ま
し
た
。

　

す
べ
て
の
屯
田
兵
の
名
前
と
出
身
地
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
（
出
身
地
は
七
人
が
不
明
）
の

で
、
地
方
別
に
見
て
み
ま
す
と
、

　

東
北　

一
四
三
九
人　

関
東　

七
〇
人

　

中
部　

一
六
八
三
人　

近
畿　

七
五
〇
人

　

中
国　

一
〇
八
七
人　

四
国　

一
一
二
六
人

　

九
州　

一
一
四
七
人　

北
海
道　

二
八
人

と
い
う
内
訳
で
す
。

　

一
大
決
心
の
後
、
慣
れ
な
い
酷
寒
の
地
で
の

大
自
然
と
の
闘
い
。
ど
ん
な
に
大
変
だ
っ
た
か

は
、書
物
等
で
見
聞
き
も
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

い
さ
さ
か
想
像
の
及
ば
な
い
の
が
北
海
道
の
入

植
地
ま
で
の
経
路
。
東
北
か
ら
の
船
を
小
樽
で

下
り
て
そ
こ
か
ら
歩
い
た
と
い
う
琴
似
入
植
は

と
も
か
く
、
九
州
か
ら
な
ど
ど
う
や
っ
て
来
た

の
で
し
ょ
う
か
。

　

ち
な
み
に
明
治
三
十
一
年
、
九
州
か
ら
オ

ホ
ー
ツ
ク
海
沿
い
の
上
湧
別
兵
村
に
入
っ
た
人

た
ち
の
経
路
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　
「
上
湧
別
町
史
」
に
よ
り
ま
す
と
、
一
行
は

同
年
八
月
七
日
、
九
州
の
門
司
港
を
出
発
。
以

後
、
尾
道
│
神
戸
│
堺
│
四
日
市
│
萩
の

浜
（
仙
台
）
の
各
港
で
志
願
者
を
乗
せ
、
津
軽

海
峡
│
宗
谷
岬
│
網
走
│
湧
別
と
た
ど
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。
湧
別
着
は
八
月
三
十
日
。

実
に
二
十
三
日
間
と
い
う
長
い
船
旅
で
す
。

　

上
湧
別
町
は
現
在
、
一
大
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
公

園
で
有
名
で
す
が
、
屯
田
兵
の
労
苦
が
こ
こ
に

結
実
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
西
区
琴
似
。
す
で
に
屯
田
兵
の
六
代

目
か
七
代
目
に
入
っ
て
い
る
時
代
に
、
パ
レ
ー

ド
の
二
十
人
分
の
軍
服
を
復
元
し
た
の
は
琴
似

で
リ
フ
ォ
ー
ム
店
を
営
む
女
性
、
Ｊ
Ｒ
琴
似
駅

で
は
駅
員
が
屯
田
兵
姿
で
窓
口
業
務
な
ど
、
地

域
が
一
体
と
な
っ
て
歴
史
イ
ベ
ン
ト
を
盛
り
上

げ
て
い
ま
す
。

　

西
区
民
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
歴
史
パ
ネ
ル

展
で
配
布
さ
れ
た「
今
は
昔　

小
話
集
」に
も
、

ち
ょ
っ
と
い
い
コ
ラ
ム
が
│
│
。
琴
似
小
が

開
校
百
二
十
周
年
を
迎
え
た
と
き
に
、
校
舎
の

掲
示
板
に
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
通
っ
た
学
校
、

お
母
さ
ん
が
通
っ
た
学
校
、
そ
し
て
私
が
通
う

学
校
」
と
い
う
内
容
の
詩
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た

と
い
う
の
で
す
。
コ
ラ
ム
の
筆
者
の
家
で
は
父

が
通
い
、自
分
が
通
い
、息
子
が
通
っ
て
い
た
。

地
元
に
小
学
校
の
あ
り
続
け
る
こ
と
の
素
晴
ら

し
さ
を
味
わ
っ
た
と
結
ん
で
い
ま
す
。

　

屯
田
兵
の
子
孫
が
こ
こ
に
住
み
、
暮
ら
し
、

歴
史
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
│
│
地

域
と
は
そ
う
い
う
も
の
と
い
う
好
例
で
し
ょ
う
。

過ぎ去った歴史のひとこまが、
「現在」に語りかけてくるものに
耳を澄まして……。

琴
似
に
入
植

百
三
十
周
年
、

子
孫
が
進
め
る

地
域
づ
く
り
。

屯
田
兵
の
遺
産

沿道の人たちも小旗を振って──

改めて130年の歩みを見ようと
歴史パネル展には大勢の区民が──

※参考文献／「屯田兵物語」（伊藤廣、北海道教育社）

西区民センター前に第一中隊が整列

西区の発展はここから──琴似屯田兵屋

琴
似
栄
町
通
を
晴
れ
が
ま
し
い
姿
で
行
進
す
る
コ
ト
ニ
屯
田
兵
パ
レ
ー
ド
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取
し
て
き
て
煎
じ
て
飲
ん
で
い
る
薬
草
の
名
前

を
調
べ
に
来
た
り
と
か
。
同
様
の
施
設
は
全
国

に
数
箇
所
あ
る
そ
う
で
す
が
、
い
ず
れ
も
学

術
展
示
が
中
心
。
標
本
を
こ
こ
ま
で
集
め
て
い

る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
で
す
。

　

漢
方
薬
に
興
味
の
あ
る
方
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
体
に
良
い
自
然
の
も
の
だ
け
に
、
一
巡
り
す

る
だ
け
で
な
ん
と
な
く
身
も
心
も
癒
さ
れ
た
よ

う
な
気
分
に
な
る
、
不
思
議
な
空
間
で
す
。

が
、
真
庭
さ
ん
が
志
半
ば

で
病
に
倒
れ
、
親
交
の
あ
っ

た
豊
平
区
の
医
師
で
北
都

製
薬
社
長
の
小
笠
原
正
昭

さ
ん
が
後
を
引
き
継
ぎ
、

私
財
を
投
じ
て
平
成
三
年

（
一
九
九
一
）
に
開
設
し
た
も

の
で
す
。

　

薬
に
な
ら
な
い
動
植
物

は
な
い
と
思
わ
さ
れ
る
ほ

ど
様
々
な
生
薬
が
整
然
と

展
示
さ
れ
て
お
り
、
珍
し

い
も
の
が
た
く
さ
ん
。
ワ
シ

ン
ト
ン
条
約
で
も
は
や
日

本
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は
な

い
「
犀さ
い
か
く角
」（
サ
イ
の
角
）
や

「
虎こ
こ
つ骨
」、
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ
。

聞
い
た
こ
と
の
あ
る
も
の
で

は
熊
の
胆い

、
麝じ
ゃ
こ
う香

な
ど
。
猿

の
頭
、
土も
ぐ
ら竜
な
ど
も
薬
に
な
る
な
ん
て
知
っ
て

ま
し
た
か
。

　

植
物
で
は
よ
く
知
ら
れ
る
の
が
人
参
。
お
そ

ら
く
こ
ん
な
に
大
き
な
も
の
は
他
に
な
い
と
い

う
の
が
、
長
さ
五
〇
㌢
程
の
細
い
中
国
の
天
然

人
参
で
す
。
高
麗
人
参
の
数
十
倍
の
効
能
が

あ
り
、
高
価
な
だ
け
に
こ
れ
一
本
掘
り
当
て
れ

ば
一
生
遊
ん
で
暮
ら
せ
た
と
か
。

　

専
門
家
や
製
薬
関
係
の
人
が
勉
強
に
来
た

り
、
台
湾
か
ら
の
団
体
の
見
学
が
あ
っ
た
り
。

中
に
は
主
婦
が
、
い
つ
も
祖
父
が
裏
山
か
ら
採

　

風
邪
の
ひ
き
始
め
に
よ
く
服
用
さ
れ
る

葛か
っ
こ
ん
と
う

根
湯
錠
の
成
分
を
見
て
み
る
と
、
カ
ッ
コ

ン
、
マ
オ
ウ
、
タ
イ
ソ
ウ
、
ケ
イ
ヒ
、
シ
ャ
ク

ヤ
ク
、
カ
ン
ゾ
ウ
、
シ
ョ
ウ
キ
ョ
ウ
と
い
っ
た

生
薬
の
名
前
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
知
っ
て

い
る
の
は
シ
ャ
ク
ヤ
ク
ぐ
ら
い
で
、
他
は
ど
の

よ
う
な
形
状
を
し
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
。
で

も
こ
こ
へ
来
れ
ば
そ
れ
が
わ
か
る
ば
か
り
で
な

く
、
六
百
五
十
種
、
二
千
五
百
点
に
も
及
ぶ

生
薬
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
は
札
幌
市
北
区
で
漢
方
薬
局

を
営
ん
で
い
た
故
真
庭
輝
嗣
さ
ん
が
資
料
館

を
設
立
す
る
目
的
で
収
集
し
て
い
た
の
で
す

懐
か
し
い
も
の
、
面
白
い
も
の
、
珍
し
い
も
の
を
探
し
て
歩
く
シ
リ
ー
ズ
│
│

体
に
良
い
自
然
の
も
の
が
こ
と
さ
ら
見
直
さ
れ
て
い
る
近
年

薬
の
分
野
で
も
漢
方
と
か
生
薬
と
い
っ
た
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す

今
回
は
全
国
で
も
珍
し
い
生
薬
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
訪
問

漢
方
資
料
館

草
木
庵

札
幌
市
豊
平
区
平
岸
二
条
五
丁
目
二̶

四

電
話（
〇
一
一
）八
三
一̶

六
二
二
二

午前10時～午後4時
土日、祝日は休み
入館無料・要予約

整
然
と
並
ん
だ
六
百
五
十
種
、
二
千
五
百
点
に
稀
少
価
値
が
伺
え
ま
す

理科室を思わせる展示。貴重な文献の数々も（左）

サ
イ
の
角
と
高
麗
人
参
。
右
下
は
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ



日

そ

呉
服
業
界
の
い
ま　
　
　
　

。

45

幌
中
心
部
の
デ
パ
ー
ト
の
催
事

場
で
開
催
さ
れ
た
「
き
も
の
リ
サ

イ
ク
ル
市
」。
約
二
千
点
の
着
物
、
帯
、

和
装
小
物
が
ズ
ラ
リ
と
並
び
ま
す
。
価
格

を
見
る
と
、
状
態
の
良
い
正
絹
の
着
物
は

さ
す
が
に
三
万
円
〜
七
万
円
の
値
が
付

い
て
い
ま
す
が
、
ワ
ゴ
ン
の
中
の
ポ
リ
エ

ス
テ
ル
素
材
の
着
物
に
い
た
っ
て
は
、
何

と
二
千
円
前
後
。
着
物
を
着
慣
れ
た
様
子

の
年
配
の
女
性
か
ら
、
珍
し
さ
に
引
か
れ

て
立
ち
寄
っ
た
若
い
女
性
ま
で
、
会
場
内

に
は
常
に
二
十
人
前
後
が
。

　

こ
の
リ
サ
イ
ク
ル
市
を
主
催
し
た
の

は
、道
内
最
大
手
の
呉
服
問
屋
の
（株）
和
光
。

同
社
の
田
中
傳
右
衞
門
社
長
に
よ
る
と
、

こ
う
し
た
古
着
リ
サ
イ
ク
ル
の
取
り
扱
い

は
、
全
国
的
に
も
こ
の
五
年
間
で
一
気
に

増
え
た
そ
う
で
す
。

　

人
気
の
秘
密
は
、
ま
ず
価
格
が
リ
ー

ズ
ナ
ブ
ル
な
こ
と
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、

仕
上
が
っ
た
着
物
は
袖
を
通
し
た
と
き

の
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
や
す
く
、
買
っ
た

そ
の
日
か
ら
着
て
楽
し
め
る
こ
と
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
昔
な
が
ら
の
反
物
か

ら
の
仕
立
て
に
は
、
一
ヵ
月
ほ
ど
か
か
り

ま
す
。
ま
た
、
目
の
肥
え
た
女
性
に
と
っ

て
は
、
掘
り
出
し
物
を
探
す
と
い
う
、「
一

点
も
の
の
お
宝
発
見
」
の
楽
し
さ
も
あ

る
の
で
し
ょ
う
。

　

デ
パ
ー
ト
等
の
呉
服
売
場
や
専
門
店

の
廃
業
・
縮
小
が
著
し
い
の
と
は
対
照

的
に
、
拡
大
す
る
リ
サ
イ
ク
ル
市
場
。

年
配
の
女
性
が
„
古
い
“
と
敬
遠
す
る

大
正
ロ
マ
ン
の
古
着
を
若
い
女
性
が
好

ん
で
着
た
り
、
古
い
着
物
を
洋
服
に
リ

フ
ォ
ー
ム
し
た
り
。
今
、
着
物
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
と
も
い
う
べ
き
和
へ
の
回
帰
が
、

静
か
に
進
行
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

着
物
に
限
ら
ず
現
代
に
通
じ
る
「
和
」
の

原
型
が
確
立
し
た
の
は
、
約
六
百
年
前
の

室
町
時
代
の
こ
ろ
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
日

本
人
は
万
葉
の
昔
か
ら
、
花
鳥
風
月
を
愛

で
る
心
を
暮
ら
し
の
中
に
取
り
込
み
、
独

自
の
文
化
を
熟
成
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

　

劇
的
な
変
化
が
訪
れ
た
の
は
、
鎖
国
が

解
か
れ
た
明
治
維
新
。
鹿
鳴
館
に
象
徴
さ

れ
る
文
明
開
化
を
幕
開
け
に
、
生
活
の
洋

風
化
が
一
気
に
進
ん
だ
の
は
、
周
知
の
こ
と

で
す
。 

着
物
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
大
正
、
昭
和
へ
と
時
代

が
移
行
す
る
に
従
っ
て
、
一
般
庶
民
に
ま
で

洋
装
が
徐
々
に
浸
透
し
て
い
き
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
今
の
ス
タ
イ
ル
の
着
物
の

全
盛
期
は
大
正
か
ら
昭
和
初
期
。
現
代
人

の
目
か
ら
見
て
も
実
に
華
や
か
で
、
高
い

技
術
で
染
め
ら
れ
た
り
織
ら
れ
た
り
し
た

着
物
を
見
る
と
、
当
時
の
女
性
の
お
洒
落

を
競
っ
た
姿
が
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

本
家
屋
の
建
築
様
式
や
能
・
狂
言

に
代
表
さ
れ
る
伝
統
芸
能
な
ど
、

　

そ
し
て
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
を
経
て
、

着
物
文
化
は
一
時
衰
退
し
ま
す
が
、
皇
太

子
ご
成
婚
の
昭
和
三
十
年
代
に
は
、
空
前

の
消
費
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
、
着
物
ブ
ー
ム

も
訪
れ
ま
す
。
続
く
昭
和
四
十
年
代
後
半

か
ら
五
十
年
代
半
ば
に
は
、
団
塊
世
代
が

消
費
を
牽
引
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
年
間

消
費
高
は
二
兆
円
に
も
上
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
着
物
は
普
段

着
か
ら
冠
婚
葬
祭
の
と
き
に
着
る
衣
裳
や

お
洒
落
着
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

平
成
の
現
在
は
、
五
、六
千
億
円
の
市
場

規
模
へ
と
縮
小
し
て
い
ま
す
。

し
て
平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
静
か

な
る
和
の
ブ
ー
ム
。
呉
服
業
界
で

も
近
年
、
和
の
伝
統
を
重
ん
じ
な
が
ら
現

代
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
致
し
た
商

最
後
に
着
物
を
着
た
日
を
覚
え
て
い
ま
す
か
。
冠
婚
葬
祭
や
茶
道
・
華
道
な
ど
の
稽
古
で
も
な
い
限
り
、

大
多
数
の
日
本
人
が
着
物
を
日
常
的
に
着
る
機
会
は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。

で
も
、
海
外
で
は
民
族
衣
装
と
し
て
の
着
物
の
美
し
さ
が
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
し
、

近
年
は
、
若
い
女
性
が
火
付
け
役
と
な
っ
て
、
浴
衣
ブ
ー
ム
が
起
き
て
い
ま
す
。

今
、
ゆ
っ
く
り
と
、
そ
し
て
静
か
に
進
行
し
て
い
る
着
物
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
。

伝
統
の
着
物
に
新
し
い
風
を
吹
き
込
む
呉
服
業
界
の
動
き
を
追
っ
て
み
ま
し
た
。

静
か
な
古
着
ブ
ー
ム

市
場
規
模
は
４
分
の
１
に

若
い
女
性
の
動
向
が
カ
ギ

en
trep
ô
t d
e H
A
N
A

の
店
の
一
角
に
設
け
ら
れ
た

リ
サ
イ
ク
ル
着
物
コ
ー
ナ
ー

デ
パ
ー
ト
の
催
事
場
で
開
催
さ
れ
た

「
き
も
の
リ
サ
イ
ク
ル
市
」（
和
も
の
や
傳
）
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品
の
開
発
や
企
画
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
が
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
製
の
着

物
。
昔
は
各
家
庭
に
た
ら
い
が
あ
っ
て
洗

い
張
り
を
し
ま
し
た
が
、
忙
し
い
現
代
人

に
は
、
洗
濯
機
で
簡
単
に
丸
洗
い
で
き
る

と
い
う
手
入
れ
の
容
易
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
こ
と
も
重
要
で
す
。

　

で
も
品
質
は
？　

い
い
え
、
ポ
リ
エ

ス
テ
ル
と
侮
る
な
か
れ
。
技
術
も
進
歩
し

て
、「
こ
れ
が
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
製
？
」
と
い

う
ほ
ど
風
合
い
の
良
い
振
袖
が
店
頭
に
並

ん
で
い
ま
す
。
こ
う
し
た
振
袖
は
プ
レ
タ

ポ
ル
テ
な
の
で
、
価
格
を
低
く
押
さ
え
る

こ
と
が
で
き
、
若
い
女
性
で
も
、
ス
ー
ツ

を
一
着
購
入
す
る
よ
う
な
感
覚
で
手
に
入

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

前
述
の
（株）
和
光
で
も
、
伝
統
的
な
呉
服

販
売
と
は
別
に
、
若
者
の
消
費
動
向
に
注

目
。
今
年
の
春
、
若
い
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
し
た
店
舗
（
ア
ン
ト
ル
ポ
・
ド
ゥ
・
ハ

ナ
）
を
札
幌
駅
前
店
に
続
い
て
中
心
部
に

も
オ
ー
プ
ン
さ
せ
ま
し
た
。
着
物
に
対
す

る
先
入
観
の
あ
ま
り
な
い
女
子
高
生
が
昨

今
の
浴
衣
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
と
な
っ
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
ま
た
新
た
な
感
覚
の

着
物
ブ
ー
ム
が
若
い
世
代
か
ら
始
ま
っ
て

い
く
予
感
も
。

　

し
か
し
、
何
よ
り
力
を
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
を
一
過
性
の
ブ
ー

ム
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
着
物
と
い

う
伝
統
文
化
を
次
代
に
伝
え
て
い
く
ソ
フ

ト
の
部
分
で
し
ょ
う
。

　

長
年
に
わ
た
っ
て
着
物
の
着
付
け
指
導

に
携
わ
っ
て
い
る
、
札
幌
き
も
の
着
付
愛

好
会
の
玉
井
雅
子
会
長
も
、「
着
方
を
含
め

て
、
着
物
の
知
識
や
伝
統
を
母
親
か
ら
娘

へ
と
伝
え
て
い
く
こ
と
が
、
伝
統
文
化
を

守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
」と
言
い
ま
す
。

同
愛
好
会
で
は
、
着
付
け
を
指
導
す
る
だ

け
で
な
く
、
織
元
へ
の
見
学
旅
行
や
歌
舞

伎
鑑
賞
な
ど
、
卒
業
生
に
着
物
文
化
に
触

れ
る
機
会
を
提
供
す
る
努
力
を
重
ね
て
い

ま
す
。

　

文
化
の
伝
承
は
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
。

ま
ず
、
一
枚
の
着
物
に
込
め
ら
れ
た
民
族

の
心
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
て

み
ま
し
ょ
う
。

う人まで、どんな方でも受講可能。まずは、
着付けの実技のほか、手入れの方法など着
物の基礎知識を幅広く学べる初級コース（週
１回４ヵ月間）にトライしてみましょう。
　玉井会長によると、最初の約１ヵ月間は
覚えることが多くて多少大変ですが、慣れ
てくるに従って必ず着られるようになると
か。初級コース終了後、さらに深く学びた
い方には、上級コースも。また、同愛好会
では、着物を着て京都の織元を訪ねる旅など、
いろいろなお楽しみも企画しています。
　大通り教室、札幌駅前教室の２教室で毎
日開講。詳細は同愛好会まで。
●駅前教室：札幌市中央区北２条西１丁目
ピア２・１ビル
Tel 011－223－4107

　道内最大手の呉服問屋（株）和光では、リサ
イクル着物の買取、販売を行っています。そ
の名も「和ものや傳」。
　昨今は、一般の古着屋などでも着物が売ら
れているようですが、不要になったものとは
いえ、その価値が分かる業者の手を経て、大
切に着てくれる人の手に渡ってほしいもの。
　「和ものや傳」では、呉服の専門問屋なら
ではの確かな眼で価格を査定し、丸洗いで
汚れを取り除いてから販売しています。販
売形態は、同社が着物や帯を預かって販売

する委託販売と、完全買取りして販売する
買取販売の２通り。販売に関する費用は同
社の負担です。
　昨今のリサイクルブーム、せっかくの着
物や帯をタンスに眠らせておく手はありま
せん。不要になったお手持ちの着物をどな
たかに着てもらいたいとお考えの方は、「和
ものや傳」までお問い合わせ・ご連絡を。
●「和ものや傳」
札幌市中央区北５条西11丁目14
（株）和光　内　Tel 011－251－5291

　着るものといえば今でいう着物しか
なかった江戸時代。時代劇などを見る
と、登場人物はなかなか粋に着物を着
こなしているようですが、実際のとこ
ろは、一般庶民がお洒落を楽しむのも
楽ではなかったようです。
　というのも、布地がとても貴重で高
価だったから。江戸風俗研究家の故・
杉浦日向子氏の「お江戸風流さんぽ
道」によると、当時の人々が着物を新
調するのは、現代人が新車を買うのに
近いくらいの感覚だったとか。ですか
ら、長屋暮らしの庶民は一生のうちに
３、４枚を新調して、あとはお下がり
だったり、古着やレンタルなどで済ま
せていました。衣類はリフォームしな
がら長く着るというのが当たり前だっ
たのです。
　昨今は「もったいない」という言葉
やリサイクルが新しい取り組みのよう
に言われていますが、物を大切にする
生活は、江戸時代や明治時代はいうま
でもなく、祖父母の世代までの日本人
は、当たり前に行っていたこと。昔の
人の生活習慣には、学ぶべきことがた
くさんあるようです。

タンスに眠っている着物や帯を
もう一度、活かしてあげてください

「和ものや傳」( )

「自分で着物を着てみたい」
そう思ったら

札幌きもの着付愛好会の教室へ( )
　着物を買ったら、昔の女性のように自分
で自由自在に着こなしたいもの。着物を着
るたびに美容院や専門家に頼ることなく、
自分で着られるように着付けを習ってみま
せんか。
　札幌きもの着付愛好会（玉井雅子会長）
では、無料の「きもの着付け教室」を開催し
ています。自分で着たことのない初心者から、
少しは着られるけれど正式に習いたいとい

札
幌
き
も
の
着
付
愛
好
会
の

着
付
教
室
（
初
級
コ
ー
ス
）

今
年
の
春
オ
ー
プ
ン
し
た

entrepô
t d
e H
A
N
A

ポ
ー
ル
タ
ウ
ン
店

若い女性用の華やかな振袖が並ぶ店舗
化学繊維なので、スーツ一着を買う感覚で購入できる

●江戸時代の着物事情

古着は
当たり前
だった？
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幌
市
中
央
区
は
山
鼻
、
電
車
通
り
か
ら

一
歩
西
に
入
っ
た
仲
通
り
に
面
し
て
、
昔

な
が
ら
の
コ
チ
ッ
と
し
た
歯
ご
た
え
が
評
判
の
餅

菓
子
を
売
る
老
舗
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
名
も
元

祖
・
雷
除
志
ん
こ
。
築
百
年
の
石
山
軟
石
の
蔵
を

改
造
し
た
店
構
え
が
目
印
で
す
。

　

三
〇
平
方
㍍
程
の
作
業
場
に
は
、
蒸
し
器
や

か
ま
ど
、「
ど
ん
つ
き
」
と
呼
ば
れ
る
石
臼
と
杵
の

も
ち
つ
き
機
が
並
び
ま
す
。
こ
こ
で
、
串
団
子
や

大
福
の
ほ
か
、
屋
号
に
も
な
っ
て
い
る
「
雷
除
志

ん
こ
」
を
丹
精
込
め
て
つ

く
っ
て
い
る
の
が
、
職
人

歴
三
十
年
の
藤
野
戸
治
さ

ん
（
五　
　

六

）。
小
樽
で
明
治

元
年
（
一
八
六
八
）
に
創

業
し
た
初
代
か
ら
数
え
て
四
代
目
に
な
る
の
だ
と

か
。

　

長
い
間
、
小
樽
で
伝
統
の
味
を
守
っ
て
き
ま
し

た
が
、
こ
ち
ら
の
店
舗
を
開
業
し
た
の
が
平
成
七

年
。
旅
館
と
質
屋
を
営
ん
で
い
た
実
姉
の
嫁
ぎ
先

に
、
古
い
質
蔵
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
を

利
用
す
る
こ
と
に
。
小
樽
で
は
弟
さ
ん
が
、
若
松

町
に
店
を
開
い
て
い
ま
す
。

　

屋
号
の
「
雷
除
志
ん
こ
」
の
由
来
は
「
雷
が
多

か
っ
た
明
治
の
こ
ろ
、
停
電
の

た
び
に
米
を
蒸
か
す
タ
イ
ミ

ン
グ
を
線
香
の
燃
え
る
時
間

で
計
っ
た
」
と
か
、「
う
る
ち
米

百
％
の
餅
は
噛
ん
で
い
る
時
に
雷
が
鳴
っ
て
も
口

か
ら
離
れ
な
い
ほ
ど
コ
シ
が
強
い
か
ら
」
な
ど
諸

説
が
。
同
名
の
餅
菓
子
も〝
雷
様
〞の
力
強
さ
を
思

わ
せ
る
波
打
ち
模
様
を
付
け
た
生
地
で
餡
を
く
る

ん
だ
も
の
。
添
加
物
を
一
切
使
用
し
な
い
た
め
、

生
地
が
固
く
な
る
寒
い
季
節
に
は
つ
く
ら
な
い
と

い
う
こ
だ
わ
り
よ
う
で
す
。

　
「
祖
父
は
、
米
が
悪
い
と
餅
を
つ
く
ら
な
い
ほ
ど

徹
底
し
て
い
ま
し
た
」
と
、
藤
野
戸
さ
ん
は
餅
に

か
け
る
情
熱
も
し
っ
か
り
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

蘭
外
灯
が
設
置
さ
れ
た
年
。
そ
ん
な
老
舗
が
創
業

以
来
続
け
て
い
る
の
が
ほ
う
じ
茶
の
自
家
焙
煎
。

午
前
十
一
時
過
ぎ
に
は
静
子
さ
ん
が
店
舗
の
一
角
に

据
え
て
あ
る
焙
煎
機
に
向
か
い
ま
す
。
そ
の
煙
の

せ
い
で
し
ょ
う
、
店
内
の
茶
箱
は
す
で
に
焼
け
焦

げ
た
よ
う
に
変
色
。
香
り
も
浸
み
込
ん
で
お
客
さ

ん
の
鼻
を
く
す
ぐ
り
ま
す
。

　

そ
の
静
子
さ
ん
よ
り
ず
っ
と
早
く
、
十
五
年
ほ

ど
前
ま
で
母
親
と
店
を
見
て
き
た
の
が
姉
の
名
越

幸
子
さ
ん
。
戦
争
に
よ
る
お
茶
の
統
制
、
配
給

も
経
験
し
て
い
ま
す
か
ら
、
界
隈
の
歴
史
に
も
詳

し
い
〝
生
き
字
引
〞
の
一
人
。「
一
番
売
れ
た
の
は
、

す
が
、
静
子
さ
ん
も
「
息
子
が
後
を
継
い
で
く
れ

る
点
で
は
安
心
で
す
が
」
と
前
置
き
し
て
、
対
策

を
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

こ
ち
ら
の
特
徴
は
自
家
焙
煎
と
も
う
一
つ
。
そ

れ
は
急
須
を
中
心
と
す
る
茶
器
類
が
豊
富
な
こ
と
。

買
い
求
め
て
い
く
の
が
、
じ
つ
は
外
国
人
観
光
客

や
学
会
な
ど
で
札
幌
に
来
た
人
た
ち
と
い
う
の
で

す
か
ら
、
何
か
意
外
な
感
じ
が
し
ま
す
。
開
閉
式

の
ア
ー
ケ
ー
ド
も
六
丁
目
ま
で
で
少
し
寂
し
い
七

丁
目
で
す
が
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
賑
わ
い
を
取

り
戻
す
ヒ
ン
ト
が
あ
り
そ
う
で
す
。

炭
鉱
の
景
気
が

良
か
っ
た
こ
ろ
で

し
ょ
う
。
地
方
か

ら
馬
車
で
何
百
本

も
買
い
に
来
ま
し

た
よ
。
花
柳
界
も

華
や
か
で
し
た
か

ら
」
と
昔
を
振
り

返
り
ま
す
。

　

専
門
店
に
買
い
に
来
る
人
が
減
り
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
入
り
が
幅
を
利
か
せ
る
時
代
に
、
お
茶
屋
さ

ん
が
生
き
残
る
の
も
大
変
で
す
。
古
く
か
ら
の
お

得
意
さ
ん
が
多
く
、
市
内
一
円
に
配
達
も
し
て
い
ま

の
外
に
ま
で
漂
う
ほ
う
じ
茶
の
香
り
が
、

通
り
を
行
く
人
の
足
を
止
め
さ
せ
る
幸
乃

園
安
中
茶
舗
。
安
中
静
子
さ
ん
と
息
子
さ
ん
の
二

人
で
切
り
盛
り
す
る
、
今
で
は
狸
小
路
唯
一
と
な
っ

た
日
本
茶
専
門
店
の
創
業
は
昭
和
二
年
の
こ
と
。

　

昭
和
二
年
と
い
え
ば
、
五
丁
目
に
道
内
初
の
鈴

来
た
道
、

行
く
道
。

様
々
な
先
達
が
い
る
か
ら
こ
そ

二
十
一
世
紀
が
あ
る
ん
だ
よ
│
│

ス
ロ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
。

元祖・雷除志んこ
札幌市中央区南13条西７丁目１－22　TEL011－531－3390

幸乃園安中茶舗
札幌市中央区狸小路７丁目　TEL011－231－1921

 

足
を
止
め
さ
せ
る

焙
煎
の
香
り
、

外
国
人
は
急
須
に

安
中
静
子
さ　

　

ん
ー
ーー
ーー
札
幌
市　

幸
乃
園
安
中
茶
舗

 

創
業
明
治
元
年
、

石
山
軟
石
の
蔵
が

四
代
目
の
仕
事
場

本欄への自薦、他薦を
お待ちしております。

札

店

藤
野
戸　

治
さ　

　

ん
ー
ーー
ーー

(
)

札
幌
市

老
舗〝
元
祖・雷かみ

な
り
よ
け
し
ん
こ

除
志
ん
こ
〞

年代物の焙煎機。炒りたてはとくに香ばしい

ずらりと並ぶ急須が
外国人観光客に人気
渋いものを好むとか

40
年
程
前
に
改
装
し
た
き
り
の

い
か
に
も
古
い
た
た
ず
ま
い

築
百
年
の
石
山
軟
石
の
蔵
を
改
造
し
た
店
舗

米
粉
を
こ
ね
て
蒸
す

波打ち模様が
雷様を表す
「雷除志んこ」

老
舗
な
ら
で
は
の

焙
煎
の
煙
が
店
内
に



ここで

べ
る

調

67

　

中
央
区
南
八
条
か
ら
十
一
条
の
東

屯
田
通
り
沿
い
に
続
く
曙
商
店
街
。

昭
和
元
年
に
約
三
十
件
の
商
店
で
ス

タ
ー
ト
し
た
「
東
山
鼻
睦

む
つ
み

会
」
が
、

終
戦
後
の
町
名
変
更
に
伴
い
、「
曙
振

興
会
」
と
名
称
を
変
え
ま
し
た
。

　

こ
の
商
店
街
の
変
遷
は
、
昭
和
の
歴

史
そ
の
も
の
。
物
資
が
不
足
し
た
戦
時

中
や
戦
後
の
混
乱
期
に
は
さ
す
が
に
停

滞
し
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
五
年
の
朝

鮮
戦
争
で
日
本
中
が
軍
需
景
気
に
沸

く
と
、
活
気
を
取
り
戻
し
ま
し
た
。

　
「
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
こ
ろ
ま
で
が

商
店
街
の
最
盛
期
で
し
た
」
と
同
振

興
会
の
上
宮
實
会
長
は
振
り
返
り
ま

す
。
昭
和
五
十
年
の
五
十
周
年
に
は

会
員
は
百
二
十
六
社
に
も
。
ま
さ
に

高
度
経
済
成
長
と
と
も
に
歩
み
を
進

め
た
と
い
え
ま
す
。

　

そ
し
て
バ
ブ
ル
と
そ

の
崩
壊
、拓
銀
の
破
綻
。

商
店
街
も
そ
の
余
波

を
も
ろ
に
受
け
る
こ
と

に
。
商
売
が
成
り
立
た

ず
、
廃
業
し
て
地
域
を

離
れ
る
人
が
増
え
て
い

き
ま
し
た
。
現
在
の
会

員
数
は
約
七
十
件
に
ま

で
減
り
、
最
近
は
廃
業

す
る
店
舗
の
数
が
と
み

に
増
え
て
い
る
と
の
話

を
聞
く
の
は
、
何
と
も

寂
し
い
限
り
。

　

廃
業
し
た
店
舗
の
跡

地
に
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
設
さ
れ
た
り
、

コ
ン
ビ
ニ
や
本
州
資
本
の
パ
チ
ン
コ
店

が
進
出
し
た
り
と
、
街
の
様
相
も
変

化
し
て
い
ま
す
。

　

で
も
、
戦
前
か
ら
続
い
て
い
る
店

も
十
件
ほ
ど
。そ
れ
ぞ
れ
の
会
員
が
、

高
齢
化
と
後
継
者
の
問
題
を
抱
え
な

が
ら
も
、
頑
張
っ
て
シ
ャ
ッ
タ
ー
を

開
け
て
い
ま
す
。

　
「
だ
か
ら
こ
そ
、
皆
が
力
を
合
わ

せ
て
盛
大
に
執
り
行
い
ま
す
」
と
上

宮
会
長
も
言
う
、
今
年
十
月
の
八
十

周
年
記
念
式
典
と
祝
賀
会
。
一
人
ひ

と
り
が
商
店
街
の
歴
史
の
重
さ
を
か

み
し
め
る
ひ
と
と
き
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
百
年
の
節
目
に
向
け

て
、
時
代
の
変
化
を
見
守
り
続
け
て

い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

琴
似
、篠
路
、発
寒
…
札
幌
に
は
屯
田
兵
ゆ
か
り
の
町
が

数
あ
り
ま
す
が
、
中
央
区
に
あ
っ
て
古
き
良
き
時
代
の
札
幌
の
面
影
を

残
し
て
い
る
地
区
の
一
つ
が
、
市
電
の
走
る
山
鼻
地
区
で
し
ょ
う
。

さ
す
が
に
歴
史
を
重
ね
た
商
店
街
が
多
い
の
で
す
が
、

こ
の
ほ
ど
訪
ね
た
東
屯
田
通
り
沿
い
の
商
店
街
（
曙
振
興
会
）
は

昭
和
元
年
の
設
立
。
今
年
が
八
十
周
年
の
節
目
と
な
り
ま
す
。

　私の会社は来年、創業20周年
を迎えます。記念誌等の刊行を指
示されていますが、社内に資料や
記録類がほとんどなく、どうすれ
ばよいのか困っています。

　まず考えられるのは20周年記
念誌ですが、資料類がないとのこ
とですので、ここまでの歩みをど
う記すかが問題です。
　それには、業界団体で業界の流
れを調べて、それに行政の動きや
新聞記事等も加え、おおまかな年
表を作ります。その年表を基に、
古い社員の座談会や聞き取りで会
社の状況を思い出してもらうこと
です。写真や資料類の提供も頼ん
でみましょう。

の検討です。原材料や製法、流通
過程などについて、消費者が読ん
でも面白いと思われる事柄をわか
りやすく編集するのです。それを
消費者に無料配布することで会社
に対する理解をさらに深めてもら
おうというものです。
　いずれにしても一度、専門家に
相談されるとよいでしょう。

　会社の今後に
ついては、社会
経済の現状から
あるべき姿を社長が語る。あるい
は専門家による将来分析等の寄稿
でよいでしょう。
　こうした試みも、さしたる広が
りがないとなると、たとえば会社
（製品）と消費者をつなぐ小冊子

　

同
じ
調
べ
も
の
を
す
る
に
し
て

も
、
散
策
を
兼
ね
て
楽
し
み
な
が

ら
で
き
れ
ば
足
も
軽
く
な
る
と
い
う
も
の
。
札

幌
市
の
有
形
文
化
財
で
あ
り
な
が
ら
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
旧
黒
岩
家
住
宅
で
す
。

　

明
治
初
期
、
有
珠
か
ら
札
幌
ま
で
行
く
ル
ー

ト
の
一
つ
だ
っ
た
本
願
寺
街
道
。
明
治
五
年
、
こ

の
街
道
を
通
る
旅
人
た
ち
の
休
憩
所
と
し
て
建

て
ら
れ
た
の
が
簾
舞
通
行
屋
。
守
役
と
な
っ
た

の
が
福
岡
県
出
身
の
黒
岩
清
五
郎
で
し
た
。
通

行
屋
の
廃
止
後
は
同
家
の
住
宅
と
し
て
使
わ
れ
、

現
在
は
郷
土
資
料
館
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

館
内
に
は
、

農
地
や
造
林
の

た
め
の
開
発
が

盛
ん
に
行
わ
れ

た
時
代
の
暮
ら
し
の
様
子
が
再
現
さ
れ
、
た
く

さ
ん
の
生
活
用
具
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
な
つ
か
し
い
定
山
渓
鉄
道
関
連
の
も
の
も
多

く
、
一
見
の
価
値
が
。

●
所
在
地
／
札
幌
市
南
区
簾
舞
一
条
二
丁
目

●
電
話
／
五
九
六̶

二
八
二
五

●
観
覧
／
九
時̶

十
六
時　

年
末
年
始
と
休

日
・
祝
日
の
翌
日
は
休
み　

Q

A

記念誌刊行したいが
資料類がまったくない

業界団体の記録や
行政の動き調べて

曙
振
興
会（
東
屯
田
通
り
）

昭
和
の
歴
史
を
見
つ
め
て

文
化
財
の
資
料
館
で

定
鉄
関
連
の
も
の
も

旧
黒
岩
家
住
宅
（
旧
簾
舞
通
行
屋
）

現在約70件が頑張ってシャッターを開け続けている

曙振興会の上宮實会長

戦前からある
大場豆腐店、武藤金物店



歴
史
の
時
計
は
、
い
に
し
え
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
で
そ
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る

│
そ
ん
な
気
が
す
る
の
が
札
幌
市
西
区
役
所
そ
ば
に
あ
る
屯
田
の
森
の
時
計
で

す
。
時
計
そ
の
も
の
は
昭
和
六
十
一
年
設
置
と
い
う
比
較
的
新
し
い
も
の
で
す
が
、

こ
の
場
所
に
二
面
で
紹
介
し
た
琴
似
屯
田
兵
の
中
隊
本
部
が
あ
っ
た
と
い
う
由
緒
と

つ
な
が
っ
て
、
あ
た
か
も
百
三
十
年
の
時
を
刻
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
ヤ
チ
ダ

モ
や
シ
ナ
な
ど
の
大
木
の
陰
に
は
、
い
ず
れ
も
屯
田
兵
関
係
の
四
基
の
記
念
碑
が
。

琴
似
本
通
り
を
は
さ
ん
で
向
か
い
合
う
琴
似
神
社
と
一
体
と
な
っ
た
、
ま
さ
に
西
区

の
シ
ン
ボ
ル
ゾ
ー
ン
で
す
。
時
計
基
部
に
刻
さ
れ
た
言
葉
は
「
希
望
」
。

　

再
び
満
州
の
体
験
記
を
手
伝
っ
て
い
ま

す
。
三
人
の
筆
者
は
八
十
歳
前
後
の
方
で

す
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
を
た
ど
り
な
が

ら
も
何
と
か
形
に
し
て
残
し
た
い
と
一
生

懸
命
で
す
。
高
齢
に
な
る
と
な
か
な
か
筆

を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
は
、
知
っ

て
い
る
方
に
差
し
上
げ
た
記
入
式
自
分
史

年
表
が
、
い
ま
だ
真
っ
白
の
ま
ま
と
い
う
こ

と
で
も
わ
か
り
ま
す
の
で
、
原
稿
を
仕
上

げ
た
方
の
ご
苦
労
が
し
の
ば
れ
ま
す
。

　

記
憶
と
気
力
が
年
齢
と
と
も
に
衰
え
て

い
く
こ
と
は
誰
も
同
じ
で
す
。
家
族
に
話

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
書
き
残
し
て
お

き
た
い
こ
と
を
ま
と
め
る
の
は
、
い
ま
、

で
す
。

　

素
晴
ら
し
い
は
「
や
ば
い
」
、
不
快
は

「
う
ざ
い
」
、
迷
っ
た
ら
「
微
妙
」
な
ど
と
い

デザイン・イラスト／伊藤公修

　

ブ
ロ
グ
と
い
う
言
葉
が
新
聞
紙
上
を
賑

わ
わ
せ
て
い
ま
す
。
日
記
形
式
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
利
用

者
は
す
で
に
百
万
サ
イ
ト
と
か
。
紙
に
文

章
を
書
い
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
す
る
こ

と
は
苦
手
で
も
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
情
報

の
送
受
信
は
大
好
き
と
い
う
人
が
い
か
に

多
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

ブ
ロ
グ
を
編
集
し
た
本
が
ま
た
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
な
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
メ

デ
ィ
ア
の
世
界
は
ま
さ
に
混
沌
。
本
離
れ

が
言
わ
れ
る
の
に
、
相
次
ぐ
大
型
書
店
の

開
店
も
ま
た
同
様
で
す
。
果
た
し
て
十
年

後
の
読
書
は
、
ど
ん
な
ス
タ
イ
ル
が
主
流

に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

う
文
化
庁
の
言
葉
調
査
の
結
果
。
い
ま
さ

ら
乱
れ
を
嘆
い
て
も
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
よ
り
も
美
し
い
言
葉
を
残
す
こ
と
に

気
を
遣
っ
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
前
出
の
満
州
で
思
い
出
し
ま
し
た
が
、

「
か
え
り
船
」と
い
う
ナ
ツ
メ
ロ
の
一
番
は
、波

の
背
に
揺
ら
れ
な
が
ら
帰
る
月
の
潮
路
で
す

（
大
意
）。タ
ン
ゴ
の「
小
雨
降
る
路
」に
は
濡

れ
そ
ぼ
つ
、涙
さ
し
ぐ
む
な
ど
の
古
語
？
が
。

　

ナ
ツ
メ
ロ
が
好
き
な
方
は
、
古
い
詩
の
中

に
日
本
語
の
美
し
さ
を
発
見
さ
れ
る
は
ず
で

す
。ど
う
ぞ
歌
い
続
け
て
く
だ
さ
い
。（
海
）

　

●
自
分
史
セ
ミ
ナ
ー
の
「
出
前
」
し
ま

す　

印
刷
紙
工
で
は
毎
年
、
定
期
的
に
本

づ
く
り
講
座
を
開
い
て
い
ま
す
が
、
都
合

で
来
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
お
仲
間
だ
け
で

話
を
聞
き
た
い
と
い
う
人
の
た
め
に
、
本

づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
の
出
前
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
三
人
以
上
の
お
集
ま
り
で
、
会
場

を
ご
用
意
い
た
だ
け
れ
ば
、
日
時
を
相
談

の
上
、
編
集
者
と
印
刷
担
当
者
が
お
伺
い

し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

●
記
念
誌
づ
く
り
も
お
手
伝
い　

企

業
や
団
体
の
節
目
の
設
立
周
年
（
二
十
周

年
、
三
十
周
年
…
）
に
ち
な
ん
だ
記
念
誌

づ
く
り
も
お
手
伝
い
い
た
し
ま
す
。
企
画

か
ら
承
り
ま
す
。

　

●
小
紙
を
お
送
り
し
ま
す　

小
紙
を
ご

希
望
の
方
に
は
、
定
期
的
に
無
料
で
お
送

り
し
て
お
り
ま
す
。
印
刷
紙
工
ま
で
お
申

し
込
み
を
。

屯　田　の　森

書
く
の
は„
い
ま
“

十
年
後
の
読
書

ナ
ツ
メ
ロ
の„
美
“

何
か
に
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
過
ぎ
て
い
く
毎
日
。

い
つ
も
そ
こ
に
あ
る
時
計
に
、

足
を
止
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

い
に
し
え
か
ら
未
来
へ
。 


