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町
の
あ
ち
こ
ち
に
広
場
の
あ
っ
た
時
代
は
、

子
供
た
ち
も
冬
な
ら
で
は
の
遊
び
を
考
え
出

し
た
も
の
で
す
。
雪
を
踏
み
固
め
て
膝
ぐ
ら

い
の
高
さ
の
迷
路
を
作
っ
て
の
鬼
ご
っ
こ
。

グ
ッ
ド
ア
イ
デ
ア
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
設
け

た
隣
の
道
と
の
連
絡
路
で
す
。
道
以
外
の
と

こ
ろ
を
通
っ
て
は
い
け
な
い
ル
ー
ル
で
す
か

ら
、
鬼
が
目
指
す
相
手
が
い
る
と
見
当
を
つ

け
た
道
を
追
い
か
け
て
も
、
ひ
ょ
い
と
横
道

に
入
ら
れ
て
な
か
な
か
タ
ッ
チ
で
き
な
い
と

い
う
わ
け
で
、
鬼
の
番
は
大
変
で
し
た
。
自

分
た
ち
で
作
っ
て
自
分
た
ち
で
遊
ぶ
─
─
仲

間
が
た
く
さ
ん
い
な
け
れ
ば
面
白
く
な
い
遊

び
が
多
か
っ
た
よ
う
な
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

　温泉ブームです。公営のものから観光地や秘
湯とされるところまで、人の行かないところは
ないくらい。車を飛ばして日帰り入浴でもいい
という人もたくさんいて、泊まってお湯と料理
とお酒をゆっくり楽しんでという年配には理解
しがたいようです。ですから定山渓温泉にも当
然、「札幌の奥座敷」などというキャッチフレ
ーズは合わなくなっていることでしょう。きれ
いどころがいたのは昭和40年代くらいまでで
しょうか。一泊の旅行や宴会にしても、繰り出
すというぜいたくな気分が伴ったものです。定

鉄も走っていましたから、今より遠く感じたせ
いもあるのかもしれません。
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伝
統
技
術
が
仕
上
げ
る
旗
や
幟

の
ぼ
り

、
幕
、
半
て
ん
。

ど
こ
に
あ
っ
て
も
祝
い
事
や
行
事
な
ど
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

旭
川
市
で
現
在
も
続
い
て
い
る
染そ

め

舗ほ

の
前
身
で
す
。

　
明
治
以
降
の
北
海
道
の
発
展
を
語
る
時

に
、
欧
米
の
技
術
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
が
ち
で
す
が
、
本
州
か
ら
伝
え
ら
れ
た

和
の
文
化
に
も
、
道
産
子
の
暮
ら
し
を
支

え
て
き
た
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
差
し
詰
め
徳
島
県
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た

藍
染
め
な
ど
は
そ
の
一
つ
。
札
幌
市
北
区

拓
北
に
残
る
興
産
社
町
内
会
の
名
称
は
、

発
展
途
上
の
旭
川
で

強
く
主
張
し
た「
和
」。

旧
近
藤
染
舗

　
切
妻
屋
根
で
平
入
り（
棟
に
対
し
て
直

角
方
向
に
出
入
り
口
を
設
け
た
も
の
）の

平
屋
一
部
二
階
建
て
。
正
面
の
店
舗
部
分

に
差
し
掛
け
屋
根
の
ひ
さ
し
が
あ
り
、
そ

の
上
の
看
板
が
効
い
て
い
ま
す
。
青
い
半

て
ん
と
御
誂
染
物
の
文
字
の
組
み
合
わ
せ
、

バ
ッ
ク
の
素
通
し
空
間
は
お
そ
ら
く
本
州

授
と
し
て
赴
任
し
て
以
来
、
生
涯
を
こ

の
地
に
う
ず
め
よ
う
と
雪
に
親
し
み
、

北
大
ス
キ
ー
部
長
に
就
任
。
全
日
本
ス

キ
ー
連
盟
の
設
立
に
も
参
画
し
ま
し
た
。

　
幻
と
な
っ
た
第
五
回
冬
季
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
札
幌
大
会
招
致
に
奔
走
。
そ
の
活

動
が
七
二
年
の
開
催
に
つ
な
が
り
ま
す
。

さ
ら
に
は
宮
様
ス
キ
ー
大
会
の
開
催
や

大
倉
山
シ
ャ
ン
ツ
ェ
建
設
に
尽
力
と
、

　
名
前
は
知
ら
な
く
て
も

八
五—

一
九
八
二
）で
す
。

に
努
め
た
の
が
大
野
精
七（
一
八

が
、
大
正
時
代
か
ら
そ
の
普
及

ー
シ
ー
ズ
ン
真
っ
盛
り
で
す

時
あ
た
か
も
ス
キ

よ
く
あ
り
ま
す
。

な
と
思
う
こ
と
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う

と
、
大
変
な
苦
労
が

そ
の
人
の
功
績
を
聞
く

　
出
身
地
で
あ
る
茨
城
県
や
同
県
河
内

町
の
偉
人
伝（
Ｈ
Ｐ
）に
は
「
医
学
者
に

し
て
日
本
ス
キ
ー
界
の
巨
星
」
と
あ
り

ま
す
。
大
正
十
三
年
に
北
大
医
学
部
教

枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ジ
ャ
ン
プ
や
複
合
な
ど
日
本
人
選
手

の
活
躍
が
目
立
つ
今
日
、
ゲ
レ
ン
デ
ス

キ
ー
だ
け
で
な
く
歩
く
ス
キ
ー
を
家
族

で
楽
し
む
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
大
野

は
産
婦
人
科
学
の
権
威
。
立
派
な
子
供

を
産
ん
で
も
ら
い
、
冬
を
健
康
で
明
る

く
過
ご
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

だ
後
に
、
大
阪
で
経
験
の
あ
っ
た
染
物
業

の
技
術
を
生
か
し
て
の
も
の
で
す
。

　
当
時
の
旭
川
は
屯
田
兵
の
入
植
や
鉄
道

開
通
、
第
七
師
団
の
移
住
な
ど
で
、
道
北

の
中
核
都
市
と
し
て
の
賑
わ
い
を
見
せ
始

め
て
い
ま
し
た
。
大
正
二
年（
一
九
一
三
）

に
新
築
さ
れ
た
こ
の
店
舗
兼
住
宅
は
、
と

て
も
粋
に
見
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

一
帯
で
同
県
人
の
滝

本
五
郎
が
成
功
を
収

め
た
藍
栽
培
の
会
社

名
に
由
来
し
ま
す
。

　
旭
川
で
明
治
三
十

一
年（
一
八
九
八
）に

創
業
し
た
近
藤
染
舗

も
、
や
は
り
徳
島
県

か
ら
同
二
十
三
年
に

新
篠
津
村
に
移
住
し

た
近
藤
仙
蔵
・
圓
蔵

兄
弟
が
農
業
を
営
ん

大
野
精
七
博
士
顕
彰
碑
（
大
倉
山
ジ
ャ
ン
プ
競
技
場
）

の
大
工
さ
ん
の
発
想
で
し
ょ
う
。

　
店
内
に
入
る
と
広
い
畳
敷
き
の
商
用
の

間
に
沿
っ
て
、
奥
ま
で
Ｌ
字
型
の
土
間
、

い
わ
ゆ
る
通
り
庭
で
す
。
ほ
か
に
炉
を
切

っ
た
茶
の
間
、
仏
間
と
座
敷
。
茶
の
間
の

隣
は
板
敷
の
台
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
ご
と
く
の
和
風
。
す
で
に
道
内
で

は
一
般
的
と
な
っ
て
い
た
は
ず
の
、
洋
の

要
素
は
ど
こ
に
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

　
そ
ん
な
心
意
気
が
、
今
日
ま
で
盛
業
の

続
い
て
い
る
要
因
の
一
つ
で
し
ょ
う
か
。

旭
川
市
の
近
藤
染
工
場
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
ア
ク
セ
ス
し
て
み
る
と
、
華
や
か
な

数
々
の
大
漁
旗
に
目
を
奪
わ
れ
ま
す
。

ス
キ
ー
し
て
ま
す
か
。

切妻に差し掛け屋根、青い半てんの看板
洋の様式が街に広がっている中にこの「和」

上は大倉山ジャンプ競技場の観戦風景。日本選手の活躍も目立つ
下はゲレンデスキーと歩くスキー（２枚とも札幌市観光課提供）

上方の観覧席への　　　
昇り口にある大野博士顕彰碑

※
参
考
文
献
／
「
北
海
道
開
拓
の
村
・
開
村
10
周
年
記
念
誌
」

●
北
海
道
開
拓
の
村
　
所
在
地
／
札
幌
市
厚
別
区
厚
別
町
小
野
幌
五
〇
─
一
　
電
話（
〇
一
一
）八
九
八
─
二
六
九
二

正
面
入
っ
て
す
ぐ
の
商
用
の
間
に
始
ま
っ
て

茶
の
間
や
仏
間
な
ど
す
べ
て
和
室
で
構
成
し
て
い
る

板
敷
き
の
土
間
は
玄
関
か
ら
右
手
の
建
物
奥
ま
で

※
参
考
文
献
／
「
中
央
区
・
歴
史
の
散
歩
道
」
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高
校
に
入
学
し
て
一
人
の
先
生
に
お

会
い
し
た
。

　
ゴ
ム
の
長
靴
を
履
き
、
ツ
ギ
の
当
た

っ
た
ズ
ボ
ン
と
ヨ
レ
ヨ
レ
の
上
着
を
着

た
三
角
先
生
で
あ
る
。
春
先
だ
か
ら
長

靴
な
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
夏
に
な
っ

て
も
そ
の
ま
ま
で
、
一
年
を
通
し
て
ス

タ
イ
ル
は
全
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
夏
休
み
に
は
私
の
家
に
訪
ね
て
き
て

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
勧
め
て
く
れ
た

（
お
そ
ら
く
み
ん
な
の
家
を
回
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
）。
受
験
戦
争
が
少
し
ず

つ
忍
び
寄
っ
て
き
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、

先
生
の
生
物
の
授
業
は
そ
ん
な
も
の
は

ど
こ
吹
く
風
で
、
人
生
を
熱
く
語
っ
て

く
れ
た
。

　
教
科
書
の
疑
問
点
を
聞
く
と
ズ
バ
ッ

と
答
え
が
戻
っ
て
き
て
、
元
北
大
の
助

手
さ
ん
は
さ
す
が
違
う
ん
だ
と
お
も
っ

た
も
の
。

　
後
年
、
先
生
の
授
業
が
大
学
受
験
に

役
立
た
な
い
、
ち
ゃ
ん
と
ま
と
も
な
授

業
を
し
て
く
れ
と
、
生
徒
の
間
か
ら
ブ

ー
イ
ン
グ
が
お
こ
り
、
父
兄
を
巻
き
込

み
、
先
生
が
旭
ヶ
丘
に
居
づ
ら
く
な
っ

た
話
を
も
れ
き
い
た
。

　
同
窓
会
の
通
知
が
我
が
家
に
も
来
る
。

し
か
し
、
高
校
を
大
学
受
験
の
予
備
校

と
し
か
考
え
な
い
バ
カ
な
後
輩
と
酒
を

飲
ん
で
も
料
理
が
ま
ず
く
な
る
だ
け
な

の
で
、
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

　
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
に
奥
さ
ん
の
久
美

子
さ
ん
が
訪
ね
て
来
て
、
ま
た
何
十
年

か
ぶ
り
に
先
生
に
お
会
い
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
昔
と
同
じ
長
靴
姿
の
先
生
が

そ
こ
に
い
た
。

　
道
は
細
く
、
両
側
は
込
み
入
っ
た
樹

木
が
密
生
し
て
お
り
、
逃
げ
道
は
全
く

無
い
。
心
配
し
た
ス
タ
ッ
フ
の
中
本
が
つ

け
て
く
れ
た
鈴
の
音
だ
け
が
た
よ
り
だ
。

　
シ
ャ
ン
グ
リ
ラ
に
着
い
た
時
は
さ
す

が
に
ホ
ッ
と
し
た
。
夜
、
ラ
ン
タ
ン
の

灯
り
の
下
、
ラ
ジ
ウ
ス
で
沸
か
し
て
飲

む
コ
ー
ヒ
ー
の
う
ま
い
こ
と
。
シ
ュ
ラ

フ
を
並
べ
三
角
透
の
語
る
人
生
を
聞
き

な
が
ら
、
眠
り
に
落
ち
て
い
っ
た
。
ク

マ
ち
ゃ
ん
が
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
な
い
こ

と
を
祈
り
な
が
ら
。

　
師
弟
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
思
っ
て
い

る
。
こ
う
い
う
先
生
に
会
え
な
い
人
が

自
分
探
し
の
旅
に
出
か
け
る
の
だ
ろ
う
。

　
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
国

有
林
の
植
生
を
調
べ
る
べ
く
、
た
っ
た

一
人
で
道
を
作
り
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

の
小
屋
を
作
り「
シ
ャ
ン
グ
リ
ラ
」と
名

づ
け
た
。
そ
こ
に
ク
マ
が
出
る
の
を
か

ま
わ
ず
通
っ
て
お
ら
れ
る
と
か
。

　
私
も
久
々
に
キ
ス
リ
ン
グ（
リ
ュ
ッ

ク
サ
ッ
ク
）を
背
負
い
、
お
供
を
し
た
。

　「
ク
マ
が
出
て
も
、
私
は
坂
君
を
助

け
な
い
、
ま
た
私
を
ガ
ー
ド
す
る
必
要

も
な
い
」。

た
た
み
工
房
柴
田

柴
田
　
卓
哉
さ
ん

●
札
幌
市
白
石
区
北
郷
三
条
三
丁
目

　
一
─
二
十
九

　
電
話（
〇
一
一
）八
七
九
─
六
二
八
二

　
創
業
の
古
さ
を
誇
る
し
に
せ
も
見
ら
れ
る
一

方
で
、
需
要
の
減
少
や
後
継
者
の
い
な
い
こ
と

で
廃
業
し
て
い
く
お
店
も
多
い
の
が
職
人
仕
事

の
世
界
で
す
。
畳
の
業
界
も
例
外
で
は
な
い
よ

哉
さ
ん
。
札
幌
育
ち
で
す
が
、
こ
の
仕
事
を
志

し
た
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
し
た
。
埼
玉
県

畳
高
等
職
業
訓
練
校
を
卒
業
後
、
浦
和
市
や
札

幌
市
の
畳
店
で
経
験
を
積
ん
で
の
独
立
で
す
。

今
は
幼
い
二
児
の
子
育
て
に
忙
し
い
奥
さ
ん
の

亜
弥
さ
ん
は
、
開
業
し
て
毎
日
の
よ
う
に
店
を

手
伝
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
こ
の
仕
事
を
覚
え

た
と
い
う
努
力
家
。
夫
婦
そ
ろ
っ
て
の
一
級
技

職
人
の
う
ち
、
職
歴
や
国
家
資
格
を
持
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
を
条
件
に
与
え
ら
れ
る
称
号
で
す
。

ほ
か
に
ベ
テ
ラ
ン
の
職
人
さ
ん
が
二
人
い
て
、

忙
し
い
と
き
に
は
、
四
人
で
一
日
五
十
枚
の
張

り
替
え
を
こ
な
す
こ
と
も
あ
る
と
か
。

　
マ
ン
シ
ョ
ン
は
も
と
よ
り
一
戸
建
て
住
宅
か

ら
も
和
室
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
昨
今
、
新
築

し
て
か
ら
二
十
年
、
三
十
年
と
た
っ
た
年
配
の

お
宅
の
注
文
が
中
心
で
す
。
仕
事
は
畳
の
傷
み

具
合
で
新
調
、
表
替
え
、
裏
返
し
の
三
つ
に
分

か
れ
、
新
調
は
畳
床
か
ら
の
作
り
替
え
。
ゴ
ザ

を
替
え
る
表
替
え
の
仕
事
が
頻
繁
な
の
は
、

「
裏
返
し
の
時
期
を
逃
し
て
い
る
お
客
さ
ん
が

う
で
す
が
、
三
年
前
に
開

業
し
、
夫
婦
で
畳
ド
ク
タ

ー
の
資
格
を
持
っ
て
い
る

「
た
た
み
工
房
柴
田
」
の

柴
田
卓
哉
さ
ん（
三
三

）を

訪
ね
ま
し
た
。

　
母
方
の
実
家
が
小
樽
で

三
代
続
く
畳
店
と
い
う
卓

能
士
と
い
う
国
家
資
格
が
光

多
い
」（
卓
哉
さ
ん
）か
ら
だ
そ
う
で
す
。

い
職
人
仕
事
で
し
ょ
う
。
加
え
て
卓
哉
さ
ん
に

は
「
国
産
の
畳
表
し
か
使
わ
な
い
」
と
い
う
こ
だ

わ
り
も
。
中
国
産
が
一
般
的
に
な
っ
て
き
て
い
る

近
年
で
す
が
、
品
質
の
良
さ
で
は
や
は
り
国
産
。

現
在
は
九
割
が
熊
本
県
で
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
縁
な
し
の
琉
球
畳
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
用
の
薄

畳
、
ペ
ッ
ト
や
介
護
の
必
要
な
人
が
い
る
お
宅

に
丈
夫
な
和
紙
の
カ
ラ
ー
畳
な
ど
、
少
し
ず
つ

時
代
の
波
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま

だ
伝
統
の
「
和
」
の
需
要
に
応
え
て
い
き
た
い

と
い
う
柴
田
さ
ん
夫
婦
で
す
。

い
な
い
と
で
き
な
い
、
や
は
り
奥
の
深

和
室
あ
る
限
り

夫
婦
そ
ろ
っ
て

畳
ド
ク
タ
ー
の
称
号
。

り
ま
す
。

　
畳
ド
ク
タ
ー
と
は
、
全
国
畳

産
業
振
興
会
に
加
盟
し
て
い
る
畳

　
作
業
も
昔
の
よ
う
に
庭
先
で
す

る
こ
と
は
な
く
、
お
宅
か
ら
畳

を
自
社
工
場
へ
運
び
込
ん
で
の

機
械
に
よ
る
裁
断
や
逢
着
。
手

作
業
の
出
番
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
。「
大
き
な
ミ
シ
ン
の
よ
う

な
も
の
」
と
亜
弥
さ
ん
は
言
い
ま
す

が
、
畳
の
こ
と
を
知
り
尽
く
し
て

昨年夏、先生のお宅で。左から筆者と先生。右端が
奥さん。隣の女性は教え子の一人で国会議員（当時）

※
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
・
坂
会
館
／
札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
三
条
七
丁
目
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ（
〇
一
一
）六
三
二
─
五
六
五
六

亜弥さんの得意技は縁付け。２人のベテランの職人さんも心強い存在だ

小学校の同級生というご夫妻
亜弥さんはいま子育てが大変

仏間の変型畳の表替えを手がける柴田卓哉さん
ほとんどが機械作業で昔のような道具（下）の出番は少ない

「丸に二つ雁金」の家紋と
電話番号の入った営業車を見て
注文が入ることも多い
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●
記
念
誌
で
歴
史
を
残
す

●
小
紙
を
お
送
り
し
ま
す

　
企
業
や
団
体
が
二
十
年
、
三
十
年
と

歴
史
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
人
が
変

　
自
分
史
な
ど
本
を
つ
く
り
た
い
と
考

え
て
い
る
人
の
た
め
に
、
印
刷
担
当
者

と
編
集
者
が
お
伺
い
し
て
ア
ド
バ
イ
ス

い
た
し
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
で
も
ど
う
ぞ
。

お
気
軽
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
慌
し
い
毎
日
に
、
ほ
っ
と
一
息
つ
け

る
話
題
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
願
っ

て
い
る
小
紙
で
す
。
ご
希
望
の
方
に
無

料
で
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
印
刷
紙
工

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

わ
っ
た
り
資
料
が
散
逸
し
た
り
し
ま
す
。

節
目
の
年
に
記
念
誌
の
制
作
は
い
か
が

で
す
か
。
企
画
、
編
集
、
印
刷
、
ど
の

段
階
か
ら
で
も
ご
用
命
を
承
り
ま
す
。

●
出
前
で
ア
ド
バ
イ
ス
を

ワープロが使われるようになって、ついぞ聞かれなくなった「活字」という言葉。
活字そのものを見たことのない世代もいる時代になっています。
刷った紙の表面の凸凹、インキのにおい──活版印刷はどこへいった。

りして組版を仕上げるのです。組版を納

める箱をゲラ箱といい、校正刷りがゲラ

刷りと呼ばれたゆえんです。

　校正は初校、再校と進み、直しがゼロ

なら校了で下版、わずかな直しが残った

なら責了（責任校了）で下版となります。

　下版後は、直接このまま印刷する方法

と、刷版といって紙型をとって鉛を流し

込んだものを使う２通りがありました。

印刷後は解版。鉛を溶かしてまた新しい

活字を作ります。コンピューターが印字

する現代は、活字と呼ばずにフォント。

大きさも号ではなくポイントを使ってい

ます。
　日本には幕末にオランダ製の印刷機が

伝えられて以来の歴史がある活版印刷

が、もはや風前のともしびです。名刺や

案内状などを作っているごく一部の印刷

会社にしか残っておらず、活版で刷られ

る本など皆無の時代になってしまいまし

た。

　確かに仕事が「きつい、暗い、汚い」

の３Kの代表のような側面もありました

が、オフセット印刷に取って替わられ、

さらにデジタル化で追い打ちをかけられ

た結果といえます。とはいえ、その実に

アナログな作業過程には懐かしいものが

あり、印刷物にも独特の風合いがあった

ものです。

　印刷会社には文選と

いう専門職があり、こ

こでは入稿した原稿に

使う活字を、活字棚か

ら文選箱に集めていき

ました。それらは次の

植字（ちょくじ）の工程

に回され、ここで文章

を正しく組んだり行間

に詰め物（インテル）を

したり、罫線を入れた

その最初に「あなたの大切な方のご家族につ

いて」という項目があり、小中高の思い出や

仕事のことを記すページです。それに続いて

「あなたの大切な方の家系図」「あなたの大

切な方の現在とこれから」などの項目も。

　一通り記入すれば、ご質問のようにとても

簡略化された自分史に見えないこともありま

のか即時に判断を下さなければならないのですか

ら大変です。そんな時に、ノートに記されたこと

に従っていけば慌てることもないというものです。

　手元にあるノートは、送る立場になるであ

ろう人と一緒に記入するようになっています。

　エンディングノートのことは最近よく

話題になりますね。自分が死んだ時に、

遺された家族は何をどう執り行えばよい

葬儀のあり方について考えるセミナ

ーに参加した時に配られた「エンデ

ィングノート」という冊子を見てい

ると、これを拡大したものが自分史なのかな

と思い当たりました。質問というよりは要領

を得ない感想のようなものですが。

エンディングノートでは足りない

きたいという人も多いことでしょう。

　それなら本にするのが最適ではないでしょ

うか。たくさんの部数は必要ありませんが、

書くのに時間がかかります。すぐにでも取り

掛かることをお勧めいたします。

せん。でも、長い人

生がそんな数行で表

わせるはずはありま

せん。もっともっと

たくさんの出来事が

あり、それを家族や

周囲の人に伝えてお

デザイン・イラスト／伊藤公修

大
小
二
十
六
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
異
な
っ
て
、
日
本
語
は

文
字
の
数
だ
け
活
字
が
必
要
。
右
の
活
字
棚
か
ら
拾
っ
て
文
選
箱
へ

北
海
道
開
拓
の
村
の
旧
小
樽
新
聞
社
内
に
あ
る

昔
の
手
作
業
の
活
版
印
刷
機(

上
の
活
字
も)


