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子どもの厄除けに噛みつく獅子

舞の前に参拝する保存会のメンバー 討ち取られる寸前の獅子

大勢の観衆を前に披露された泉郷獅子舞

迫力ある泉郷獅子舞の演舞

特 集

明治から続く 
地域の絆を深める伝統芸能　 
実りの秋、年に一度の晴れ舞台──  
泉
いずみ

郷
さと

獅子舞保存会
　千歳市の泉郷地区で、明治の時代に北陸地方から伝わり、120年以上にわたり住民が地域の誇りとして受け継いできた
伝統芸能が「泉郷獅子舞」です。1979年10月には、千歳市の無形文化財第1号に指定されています。体長5㍍ほどの獅子が巨
体をくねらせ、飛び跳ね、食らい付こうと迫る姿は圧巻です。2024年は9月22、23の両日、地元の秋祭りで、勇壮な舞が
披露されました。1961年に発足した泉郷獅子舞保存会（以下、保存会）の松原敏幸会長はじめ会員の皆さんに、これまでの
活動の歩みや獅子舞の特徴、魅力などを聞きました。
（文・写真／片山健一　取材日2024年9月2、20、23日）
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泉
郷
獅
子
舞
の
ル
ー
ツ
は

富
山
方
面
に

　

国
内
外
か
ら
年
間
2
千
万
人
以
上
が
利

用
す
る
北
海
道
の
空
の
玄
関
口
・
新
千
歳

空
港
が
あ
り
、
次
世
代
半
導
体
の
製
造
拠

点
建
設
で
に
わ
か
に
活
気
づ
く
千
歳
市
。

そ
の
中
心
部
か
ら
北
東
へ
車
で
十
数
分
、

田
畑
が
一
面
に
広
が
る
泉
郷
に
着
き
ま

す
。
劔け
ぬ

淵ふ
ち

川
が
流
れ
、
樽た

る

前ま
え

山さ
ん

噴
火
に
よ

る
火
山
礫れ
き

混
じ
り
の
原
野
に
1
8
8
7

年
、
開
拓
の
槌つ
ち

音お
と

が
響
き
、
や
が
て
豊
か

な
農
村
地
帯
の
泉
郷
と
な
り
、
1
8
9
6

年
ご
ろ
か
ら
獅
子
舞
を
踊
る
よ
う
に
な
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

保
存
会
で
は
、
1
9
7
7
年
か
ら
3
年

半
を
か
け
て
、
泉
郷
獅
子
舞
の
起
源
や
伝

承
経
路
な
ど
を
探
る
調
査
を
行
い
ま
し

た
。
地
元
や
長
沼
、
札
幌
、
室
蘭
、
小
樽

な
ど
の
道
内
で
獅
子
舞
の
あ
る
地
域
の
ほ

か
、
富
山
県
や
岐
阜
県
も
訪
れ
、
記
録
や

証
言
を
集
め
ま
し
た
。

　

1
9
8
1
年
発
行
の
『
泉
郷
獅
子
舞
調

査
報
告
』
に
よ
る
と
、
泉
郷
獅
子
舞
の
原

形
は
、
富
山
県
南
西
部
で
石
川
県
と
接
す

る
砺と

波な
み

地
方
南
部
の
城じ

ょ
う

端は
な

町
、
福ふ

く

光み
つ

町
、

岐
阜
県
北
飛
騨
の
五ご

箇か

山や
ま

地
方
に
分
布
し

て
い
る
も
の
で
、
山
城
鶴
次
郎
と
い
う
富
山

県
出
身
の
開
拓
民
が
、
泉
郷
に
持
ち
込
ん

だ
と
の
見
方
が
有
力
と
、
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

泉
郷
獅
子
舞
は
、
全
長
約
5
㍍
、
幅
約

2
㍍
も
あ
る
獅
子
で
、
獅
子
頭
を
持
つ

「
頭か
し
ら

持も

ち
」
が
1
人
、「
蚊か

帳や

」
と
呼
ば
れ

る
胴
幕
を
半
円
形
に
保
つ
た
め
の
ア
ー
チ

状
の
竹
ひ
ご
を
持
つ
「
竹
持
ち
」
は
、「
一

番
竹
」
が
1
人
と
「
二
番
竹
」「
三
番
竹
」

「
四
番
竹
」
は
左
右
2
人
一
組
で
並
び
、

一
番
後
で
尾
を
振
る
「
尾
持
ち
」
1
人
の

計
9
人
の
「
蚊
帳
持
ち
」
で
構
成
し
ま
す
。

　

こ
う
し
た
形
状
は
、
胴
幕
の
中
に
大だ
い

人に
ん

数ず
う

が
入
る
北
陸
地
方
独
特
の
百む

か
で足

獅
子
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
、
曲
の
テ
ン
ポ
が
早
く

活
発
な
動
き
を
見
せ
る
「
氷ひ

見み

獅
子
」
の

特
徴
と
、
胴
幕
に
ア
ー
チ
状
の
竹
ひ
ご
を

入
れ
て
、
1
本
の
竹
を
2
人
で
支
え
る
幅

の
広
い
胴
の
形
状
は
石
川
県
に
伝
わ
る

「
加
賀
獅
子
」
の
特
徴
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受

け
継
い
で
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

2
0
0
1
年
に
改
め
て
富
山
県
な
ど
で

調
査
を
行
っ
た
松
原
会
長
は
「
時
代
と
と

も
に
踊
り
方
や
太
鼓
の
調
子
も
変
化
し

て
、
富
山
県
や
石
川
県
に
も
泉
郷
と
同
じ

踊
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
で
独
自
に
進
化
し
た
の
で
し
ょ

う
」
と
話
し
ま
す
。

獅
子
頭
や
道
具
も

富
山
製
で

　

泉
郷
の
獅
子
頭
は
、
現
在
の
も
の
で
四

代
目
に
な
り
ま
す
が
、
初
代
か
ら
全
て
保

管
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
角つ
の

が
な
い

「
雌
獅
子
」
で
す
。

　

初
代
の
獅
子
頭
は
、
泉
郷
に
多
く
自
生

し
て
い
た
カ
ツ
ラ
の
木
を
材
料
に
彫
り
込
ん

だ
も
の
ら
し
く
、
漆
塗
り
を
し
て
い
な
い
白

木
の
ま
ま
で
非
常
に
重
い
も
の
で
し
た
。

1
9
5
5
年
ご
ろ
に
、
傷
み
の
激
し
く
な
っ

た
初
代
の
獅
子
頭
を
千
歳
神
社
に
奉
納

し
、
二
代
目
の
獅
子
頭
を
新
調
し
ま
し
た

が
、
一
人
獅
子
用
の
小
さ
な
も
の
で
し
た
。

　

1
9
7
8
年
に
な
っ
て
、
初
代
に
似
せ

た
三
代
目
と
な
る
獅
子
頭
を
富
山
県
井い

波な
み

町
の
彫
刻
師
・
荒
井
寿
斉
に
約
10
カ
月
か

泉郷獅子舞保存会の松原会長

け
て
制
作
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
材
木

は
、
富
山
県
内
の
獅
子
頭
と
同
様
、
軽
い

桐
の
根
元
付
近
を
使
い
、
漆
塗
り
で
仕
上

げ
た
立
派
な
獅
子
頭
と
な
り
ま
し
た
。

　

四
代
目
の
獅
子
頭
は
2
0
0
1
年
に
、

三
代
目
と
同
じ
工
房
に
制
作
を
依
頼
し
ま

し
た
。
2
0
1
9
年
に
は
漆
の
塗
り
替
え

を
行
い
ま
し
た
。
獅
子
頭
だ
け
で
な
く
、

巻
き
毛
模
様
と
ボ
タ
ン
の
花
が
染
め
抜
か

れ
た
胴
幕
も
、
富
山
県
の
染
め
物
会
社
が

制
作
し
た
も
の
で
、
笛
も
富
山
県
で
買
い

付
け
て
き
た
も
の
を
使
っ
て
い
ま
す
。

伝
統
の
舞
と
独
創
の

「
天
狗
の
舞
」

　

泉
郷
獅
子
舞
に
は
、「
七
五
三
の
舞
」

と
「
八
五
三
の
舞
」
と
い
う
古
く
か
ら
伝

巨大な獅子が獅子取りに迫る

歴代の獅子頭（左から初代、二代、三代、四代）
（泉郷獅子舞保存会提供）
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わ
る
踊
り
と
、
1
9
7
8
年
に
保
存
会
が

創
作
し
た
「
天
狗
の
舞
」
の
3
つ
の
踊
り

が
あ
り
ま
す
。

　

蚊
帳
持
ち
は
そ
ろ
い
の
衣
装
で
、
白
い

半は
ん

股だ

引こ

、
青
色
の
半は

ん

纏て
ん

、
豆ま

め

絞し
ぼ

り
柄
の
鉢は

ち

巻ま

き
、
足た

袋び

に
草わ

ら
じ鞋

、
膝し

っ

下か

ま
で
の
黒
い

前ま
え

掛か

け
を
身
に
付
け
ま
す
。
頭
持
ち
は
、

約
4
㌔
あ
る
獅
子
頭
を
両
手
で
持
ち
つ

つ
、
蚊
帳
の
中
で
「
ほ
っ
」「
は
っ
」
と

声
を
掛
け
合
い
、
一
糸
乱
れ
ぬ
足
の
運
び

で
跳
ね
な
が
ら
、「
食
い
付
き
」
の
一
瞬

に
呼
吸
を
合
わ
せ
ま
す
。
竹
持
ち
は
胴
幕

が
た
る
ま
な
い
よ
う
に
竹
を
保
持
し
、
左

右
に
動
か
す
こ
と
で
獅
子
の
息
遣
い
や
躍

動
を
表
現
し
ま
す
。
尾
持
ち
は
全
体
的
な

胴
体
の
張
り
具
合
を
調
整
し
つ
つ
、
尾
を

旋
回
し
ま
す
。

　

七
五
三
の
舞
や
八
五
三
の
舞
で
獅
子
を

退
治
す
る
の
が
、「
獅
子
取
り
」
で
す
。

派
手
な
着
物
と
も
ん
ぺ
姿
で
、
顔
に
化
粧

を
施
し
た
「
花
持
ち
」
は
、
半
紙
で
作
っ

た
花
が
付
い
た
棒
で
獅
子
を
操く

り
ま
す
。

天
狗
の
舞
で
は
天
狗
の
面
を
被か
ぶ

り
、
槍や

り

を

持
っ
て
獅
子
と
対
決
し
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
舞
も
、
太
鼓
役
1
～
2
人
、

笛
役
1
～
3
人
で
構
成
す
る
囃は
や

子し

方か
た

の
演

奏
に
合
わ
せ
、
食
い
付
こ
う
と
す
る
獅
子

を
獅
子
取
り
が
巧
み
に
か
わ
し
な
が
ら
、

花
棒
や
槍
で
攻
撃
し
て
獅
子
を
弱
ら
せ
、

急
所
で
あ
る
鼻
へ
の
一
撃
で
倒
す
ま
で
を

表
現
し
た
演
舞
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

七
五
三
の
舞
は
、
花
持
ち
が
獅
子
に
正

対
し
た
り
背
を
向
け
た
り
す
る
形
で
踊
り

ま
す
が
、
八
五
三
の
舞
は
、
花
持
ち
と
獅

子
が
横
向
き
で
舞
う
形
を
取
る
た
め
、
観

客
は
花
持
ち
と
獅
子
の
表
情
を
同
時
に
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
天
狗
の
舞
は
、
獅

子
と
対
峙
し
た
天
狗
が
前
後
左
右
に
飛
び

跳
ね
る
た
め
、
最
も
激
し
い
踊
り
と
な
っ

て
い
ま
す
。

泉
郷
獅
子
舞
の

盛
衰

　

若
者
た
ち
が
軍
隊
に
召
集
さ
れ
た
第
二

次
世
界
大
戦
中
や
戦
後
の
混
乱
期
に
か
け

て
は
、
泉
郷
獅
子
舞
は
踊
り
手
が
い
な
い

た
め
中
断
し
て
い
ま
し
た
が
戦
後
の

1
9
5
0
年
に
再
開
を
果
た
し
ま
す
。

1
9
6
1
年
に
は
泉
郷
地
区
の
全
戸
が
会

員
と
な
り
、
泉
郷
獅
子
舞
保
存
会
が
発
足

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
若
者
の
参
加
が
減

少
し
、
1
9
7
0
年
代
前
半
に
は
獅
子
舞

が
見
ら
れ
な
い
時
期
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

1
9
7
6
年
に
な
っ
て
地
元
の
若
者
た

ち
が
郷
土
芸
能
を
見
直
そ
う
と
、
下
火
と

な
っ
て
い
た
保
存
会
活
動
の
て
こ
入
れ
を

図
り
ま
し
た
。
1
9
7
9
年
に
は
市
の
無

形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
獅
子
舞
が
再
び

盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

松
原
会
長
は
、
明
治
時
代
の
1
9
0
3

年
か
ら
続
く
「
松
原
温
泉
」
の
跡
を
継
ぐ

た
め
、
泉
郷
に
戻
っ
て
き
た
1
9
9
3
年

の
秋
に
、
先
輩
に
誘
わ
れ
て
初
め
て
獅
子

舞
を
踊
り
ま
し
た
。「
子
ど
も
の
頃
は
興

味
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
難
し
そ
う
な

舞
も
、
踊
っ
て
み
る
と
楽
し
か
っ
た
」
と

獅
子
舞
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
、
3
年
後

の
1
9
9
6
年
に
は
保
存
会
の
三
代
目
の

会
長
を
引
き
受
け
ま
し
た
。

　

現
在
、
獅
子
舞
を
披
露
す
る
機
会
は
秋

の
例
大
祭
の
時
だ
け
で
す
。
か
つ
て
は

「
企
業
の
創
立
記
念
日
な
ど
の
余
興
で
出

演
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
本
業
が
忙
し

い
人
が
多
い
の
で
、
依
頼
は
全
て
お
断
り

し
て
い
ま
す
」（
松
原
会
長
）。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
蔓ま
ん

延え
ん

し
て
い
た 

2
0
2
0
年
と 

2
0
2
1
年

は
、
獅
子
舞
は
披
露
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
そ
れ
以
外
は
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
も
な

く
、
保
存
会
の
活
動
に
は
10
代
、
20
代
の

若
者
を
含
む
30
～
40
人
が
常
時
集
ま
り
ま

す
。
近
年
は
泉
郷
の
住
民
だ
け
で
な
く
、

地
区
内
の
事
業
所
で
働
く
従
業
員
も
参
加

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
72
歳
に
な
っ

た
松
原
会
長
は
「
若
い
世
代
も
参
加
し
て

く
れ
て
、
世
代
交
代
も
進
ん
で
い
ま
す
。

あ
と
は
早
く
会
長
を
引
き
継
い
で
も
ら
え

れ
ば
」
と
話
し
ま
す
。

3
日
間
の
練
習
と

2
日
間
の
祭
り
が
絆
深
め
る

　

毎
年
9
月
に
開
く
泉
郷
神
社
の
秋
季
例

大
祭
で
、
五ご

穀こ
く

豊ほ
う

穣じ
ょ
う

、
無む

病び
ょ
う

息そ
く

災さ
い

、
家か

内な
い

安あ
ん

全ぜ
ん

を
祈
願
し
て
泉
郷
獅
子
舞
を
奉
納
し

ま
す
。
田
園
地
域
の
鎮
守
の
森
に
、
太
鼓

と
笛
の
音
が
響
き
、
大
き
な
獅
子
が
姿
を

現
す
と
、
祭
り
の
盛
り
上
が
り
は
最
高
潮

に
達
し
ま
す
。
こ
と
し
9
月
23
日
に
行
っ

た
本
祭
り
で
は
、
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
が

6
回
の
舞
を
披
露
し
、
約
2
0
0
人
の
観

衆
か
ら
拍
手
喝
采
を
浴
び
ま
し
た
。

　

こ
の
日
の
た
め
に
地
域
住
民
は
、
小
高

槍を持った天狗が飛び跳ねる天狗の舞

花棒で獅子を攻撃する花持ち
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館
に
移
動
し
て
練
習
を
開
始
し
ま
す
。
笛

の
音
や
太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
、
大
き

な
獅
子
と
獅
子
取
り
が
小
さ
な
体
育
館
の

中
を
跳
ね
回
り
ま
す
。
七
五
三
の
舞
、
八

五
三
の
舞
、
天
狗
の
舞
を
1
回
ず
つ
踊
る

と
、
そ
の
日
の
練
習
は
終
了
で
す
。

　

練
習
後
は
、
ビ
ー
ル
を
飲
み
な
が
ら

先
輩
た
ち
が
、
こ
と
し
蚊
帳
持
ち
を
務
め

る
若
者
た
ち
に
、
胴
幕
内
の
足
の
運
び
、

胴
幕
の
張
り
具
合
、
獅
子
頭
の
向
き
や
食

い
付
き
方
な
ど
に
つ
い
て
、
細
か
く
ア
ド

バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。「
竹
持
ち
や
花
持

ち
を
10
年
や
っ
て
、
よ
う
や
く
獅
子
頭
を

持
た
せ
て
も
ら
っ
た
」
と
言
う
74
歳
の
大

先
輩
、
遠
藤
満
さ
ん
の
指
導
は
熱
を
帯
び

ま
す
。

　

本
祭
り
の
前
日
、
保
存
会
は
地
域
内
の

住
宅
や
事
業
所
な
ど
を
一
軒
、
一
軒
訪

ね
、
門か
ど

付づ

け
で
獅
子
舞
を
披
露
す
る
「
全

い
丘
に
建
つ
泉
郷
神
社
の
境
内
の
雑
草
を

刈
り
、
収
穫
コ
ン
テ
ナ
に
板
を
渡
し
た
簡

易
な
座
席
を
設
け
、
肉
や
野
菜
を
焼
く

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
コ
ン
ロ
、
ビ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
、

く
じ
引
き
の
景
品
な
ど
を
持
ち
寄
り
ま

す
。「
ま
さ
に
住
民
総
出
に
よ
る
手
作
り

の
祭
り
で
す
。
こ
の
雰
囲
気
が
い
い
ん
で

す
よ
」
と
松
原
会
長
は
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ

ま
す
。

　

保
存
会
は
、
祭
り
が
開
か
れ
る
3
日
前

か
ら
全
体
練
習
を
行
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー

は
仕
事
を
終
え
、
夕
食
を
済
ま
せ
て
か

ら
、
練
習
会
場
と
な
る
千
歳
公
民
館
泉
郷

分
館
へ
午
後
7
時
過
ぎ
に
集
ま
り
始
め
ま

す
。
胴
幕
の
ほ
つ
れ
た
部
分
を
修
繕
す
る

な
ど
準
備
を
し
な
が
ら
、
仲
間
が
集
ま
る

の
を
待
ち
ま
す
。

　

親
子
連
れ
の
見
物
客
も
含
め
30
人
ほ
ど

が
集
ま
っ
た
午
後
8
時
ご
ろ
、
隣
の
体
育

べ
て
の
民
家
を
一
軒
、
一
軒
回
っ
て
門
付

け
す
る
獅
子
舞
は
こ
こ
、
泉
郷
獅
子
舞
だ

け
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
松
原
会
長
は

「
昔
は
戸
数
が
も
っ
と
多
く
て
、
リ
ヤ

カ
ー
で
獅
子
頭
や
太
鼓
な
ど
を
運
ん
で
い

た
よ
う
だ
か
ら
、
か
な
り
時
間
が
か
か
っ

た
で
し
ょ
う
ね
」
と
先
人
た
ち
の
奮
闘
に

思
い
を
馳は

せ
ま
す
。

　

こ
と
し
初
め
て
、
頭
持
ち
を
担
当
し
た

河
野
慎
さ
ん
は
、
練
習
の
時
か
ら
先
輩
の

助
言
に
耳
を
傾
け
、
撮
影
し
た
動
画
を
熱

心
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
し
た
。
本
祭
り

で
は
、
最
後
に
踊
る
天
狗
の
舞
で
頭
持
ち

を
務
め
ま
し
た
。「
練
習
は
1
日
1
回
し

か
で
き
な
い
の
で
不
安
も
あ
り
ま
し
た

が
、
昨
日
の
全
戸
回
り
で
何
度
も
確
認
し

ま
し
た
。
今
日
は
、
観
客
も
大
勢
い
て
気

持
ち
が
高
ぶ
り
ま
し
た
が
、
納
得
の
い
く

獅
子
舞
が
披
露
で
き
た
と
思
い
ま
す
」
と

笑
顔
で
話
し
て
い
ま
し
た
。

戸
回
り
」
を
行
い
ま
す
。
軽
ト
ラ
ッ
ク
の

荷
台
に
太
鼓
や
笛
の
囃
子
方
が
乗
っ
た
ま

ま
演
奏
し
、
舞
が
終
わ
れ
ば
次
の
訪
問
先

へ
と
移
動
し
ま
す
。
松
原
会
長
は
「
近

頃
、
顔
を
合
わ
す
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て

い
た
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

が
玄
関
先
に
顔
を
出
し
て
く
れ
る
と
、

ほ
っ
と
し
ま
す
」
と
言
い
、
地
域
の
絆
を

確
か
め
つ
つ
、
練
り
歩
き
ま
す
。

　

9
月
22
日
は
午
前
8
時
か
ら
午
後
6
時

過
ぎ
ま
で
か
け
て
、
約
40
カ
所
を
回
り
き

り
ま
し
た
。
訪
問
先
か
ら
は
花
（
祝
儀
）

や
酒
な
ど
が
贈
ら
れ
ま
す
。
花
は
保
存
会

の
運
営
資
金
と
な
り
、
酒
は
そ
の
夜
、
前

夜
祭
と
し
て
深
夜
ま
で
開
か
れ
る
酒
宴
に

持
ち
込
ま
れ
ま
す
。

　
「
北
海
道
の
伝
承
芸
能
を
舞
踊
譜
で
保

存
す
る
試
み
」
と
し
て
、
科
学
研
究
費
補

助
金
に
よ
り
2
0
1
1
年
9
月
に
発
行
さ

れ
た
『
踊
る
、
舞
踊
譜　

北
海
道
千
歳
泉

郷
獅
子
舞
の
事
例
か
ら
』（
赤
川
智
保
、

吉
岡
精
一
共
著
、
岩
川
亜
矢
図
版
解
説
、

共
同
文
化
社
発
売
）
に
は
、
道
内
各
地
の

獅
子
舞
を
調
査
し
た
結
果
、「
地
域
の
す

泉郷獅子舞の研究をまとめた
研究成果出版

頭持ちの大役を果たした河野さん

公民館に併設される
体育館での練習の様子

頭持ちの指導をする遠藤さん（左）

地区内の家の前で舞う「全戸回り」
（泉郷獅子舞保存会提供）
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北
海
道
の

ジ
オ
パ
ー
ク

変
化
に
富
ん
だ
地
形
と
地
質
が
育
む
文
化

旭川市
東神楽町

鷹栖町
比布町

愛別町

上川町

東川町
当麻町

　

大
雪
山
と
、
そ
の
麓
に
広
が
る
上
川
盆
地

に
は
、
上
川
ア
イ
ヌ
の
文
化
が
息
づ
き
、
明

治
期
か
ら
開
拓
さ
れ
た
街
並
み
が
形
成
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

旭
川
市
、
鷹
栖
町
、
東
神
楽
町
、
当
麻

町
、
比
布
町
、
愛
別
町
、
上
川
町
、
東
川
町

の
1
市
7
町
は
、
変
化
に
富
ん
だ
地
形
や
地

質
が
あ
る
こ
の
一
帯
を
「
大
雪
山
カ
ム
イ
ミ

ン
タ
ラ
ジ
オ
パ
ー
ク
」
と
す
る
構
想
を
描
い

て
い
ま
す
。

　

こ
の
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
は
、
北
海
道
中
央

部
で
現
在
も
活
動
を
続
け
る
「
大
雪
火
山

群
」、
山
々
を
源
に
大
小
多
数
の
河
川
が
流

れ
、
全
国
2
番
目
の
流
域
面
積
を
誇
る
石
狩

川
へ
と
合
流
す
る
「
上
川
盆
地
」、
約
1
億

年
前
に
地
下
深
く
で
形
成
さ
れ
た
変
成
岩
類

を
石
狩
川
の
流
れ
が
削
っ
た
「
神か

む

居い

古こ

潭た
ん

峡

谷
」
か
ら
な
り
ま
す
。

大
雪
山
の
恵
み
が
魅
力

　

北
海
道
最
高
峰
2
2
9
1
㍍
の
旭
岳
（
東

川
町
）
や
1
9
8
4
㍍
の
黒
岳
（
上
川
町
）

な
ど
20
以
上
の
山
々
か
ら
な
る
大
雪
山
は
、

約
1
0
0
万
年
前
以
降
の
火
山
活
動
に
よ
り

形
成
さ
れ
ま
し
た
。
旭
岳
中
腹
で
は
噴
気
孔

も
見
ら
れ
ま
す
。
大
雪
山
で
は
厳
し
い
気
候

条
件
の
中
で
も
、
ホ
ソ
バ
ウ
ル
ッ
プ
ソ
ウ
な

ど
固
有
種
を
含
む
高
山
植
物
、
希
少
動
物
で

あ
る
エ
ゾ
ナ
キ
ウ
サ
ギ
や
ウ
ス
バ
キ
チ
ョ
ウ

と
い
っ
た
多
種
多
様
な
動
植
物
に
よ
り
生
態

系
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

　

大
雪
山
に
降
り
積
も
っ
た
雪
は
、
河
川
の

源
と
な
り
ま
す
。
層そ

う

雲う
ん

峡き
ょ
う

（
上
川
町
）
は
、

石
狩
岳
（
上
川
町
、
上か

み

士し

幌ほ
ろ

町
）
を
源
と
す

る
石
狩
川
が
つ
く
っ
た
24
㌔
に
わ
た
る
大
峡
谷

で
す
。
約
3
万
4
千
年
前
の
大
噴
火
に
よ
り

噴
出
し
た
火
砕
流
が
冷
え
固
ま
り
形
成
さ
れ

た
柱ち

ゅ
う

状じ
ょ
う

節せ
つ

理り

の
断
崖
に
は
、「
銀
河
の
滝
」

「
流
星
の
滝
」
な
ど
の
滝
が
点
在
し
て
い
ま

す
。
層
雲
峡
と
同
じ
柱
状
節
理
が
続
く
天て

ん

人に
ん

峡
（
東
川
町
）
で
も
、
七
福
岩
や
羽は

衣ご
ろ
も

の
滝

な
ど
の
壮
大
な
自
然
を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

大
雪
の
山
々
か
ら
上
川
盆
地
へ
と
流
れ
込

む
石
狩
川
水
系
の
河
川
が
運
ぶ
豊
富
な
水
と

肥
沃
な
土
砂
は
、
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
業

の
発
展
に
も
寄
与
し
て
き
ま
し
た
。
盆
地
特

有
の
寒
暖
差
も
作
物
の
生
育
と
食
味
に
は
好

条
件
で
、
キ
ュ
ウ
リ
や
ト
マ
ト
、
ス
イ
カ
な

ど
の
生
産
も
盛
ん
で
、
日
本
の
食
料
供
給
基

地
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ア
イ
ヌ
の
伝
承
も
残
る
神
居
古
潭

　

旭
川
市
の
西
端
に
位
置
す
る
神
居
古
潭

は
、
石
狩
川
が
上
川
盆
地
か
ら
石
狩
平
野
へ

と
流
れ
る
境
に
位
置
す
る
峡
谷
で
す
。
ア
イ

ヌ
語
で
「
神
の
里
」
を
意
味
す
る
聖
地
の
一

つ
で
、
川
岸
に
は
約
1
億
年
前
の
プ
レ
ー
ト

の
沈
み
込
み
に
伴
い
形
成
さ
れ
た
神
居
古
潭

変
成
岩
類
が
広
く
露
出
し
て
い
ま
す
。
ア
イ

ヌ
の
人
々
は
丸
木
舟
を
使
い
、
明
治
以
降
は

鉄
道
を
造
り
、
人
々
は
上
川
盆
地
に
つ
な
が

る
こ
の
谷
を
利
用
し
て
、
行
き
来
し
て
き
ま

し
た
。

　

こ
の
険
し
い
峡
谷
は
交
通
の
難
所
で
も
あ

り
、
魔
神
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
ア
イ
ヌ
の

伝
承
も
残
っ
て
い
ま
す
。
川
岸
に
は
「
ニ
ッ

ネ
カ
ム
イ
・
サ
パ
（
魔
神
の
頭
）」
や
「
ニ
ッ

ネ
カ
ム
イ
・
ネ
ト
パ
ケ
（
魔
神
の
胴
体
）」

と
呼
ば
れ
る
岩
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

「
ニ
ッ
ネ
カ
ム
イ
・
オ
・
ラ
オ
シ
マ
・
イ
（
魔

神
の
足
跡
）」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
穴
や
大

小
の
穴
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
岩
の
く
ぼ

み
に
た
ま
っ
た
砂
や
小
石
が
川
の
流
れ
に
よ

り
回
転
し
、
長
い
年
月
を
か
け
て
岩
を
削
っ

て
で
き
た
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル
（
お
う
穴
）
で
す
。

日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
を
目
指
し
て

　

1
市
7
町
と
教
育
・
観
光
・
環
境
保
全
の

関
連
団
体
で
構
成
す
る
大
雪
山
カ
ム
イ
ミ
ン

タ
ラ
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
推
進
協
議
会
は
、
日

本
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
を
目
指
し
、
地
域
の
自

然
や
大
地
の
歴
史
を
体
感
す
る
ジ
オ
・
ツ

ア
ー
を
開
催
し
て
い
る
ほ
か
、
関
係
機
関
と

連
携
し
た
清
掃
活
動
な
ど
の
各
種
取
り
組
み

を
進
め
て
い
ま
す
。

【
構
想
】

大だ
い

雪せ
つ

山ざ
ん

カ
ム
イ
ミ
ン
タ
ラ

�

ジ
オ
パ
ー
ク
構
想

（
文
と
写
真
・
片
山
健
一
　
取
材
日
2
0
2
4
年
9
月
27
日
）

豊富な水と肥沃な土壌が人々の生活を支える上川盆地

高山植物が咲き誇る旭岳

旭あ
さ
ひ

川か
わ

市
・
鷹た

か

栖す

町
・
東ひ

が
し

神か
ぐ
ら楽

町
・
当と

う

麻ま

町

比ぴ
っ

布ぷ

町
・
愛あ

い

別べ
つ

町
・
上か

み

川か
わ

町
・
東ひ

が
し

川か
わ

町
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ほっかいどうの本
このコーナーは北海道の出版社から発行された本を社員が読み紹介しております。お近くの書店にない場合は発行先へお問い合わせください。特記以外は税込価格です。

　
灯と
う

台だ
い

下も
と

暗く
ら

し
…
…
暗
い
と
何
も
見
え
ま
せ
ん
。
人
類
は

光
と
物
体
と
眼
が
あ
る
こ
と
で
、「
色
」
を
知
覚
し
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、「
色
」
に
関
し
て
多
く
の
方
が
漠
然

と
し
か
認
識
し
て
い
な
い
の
が
、
実
情
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
著
者
は
こ
れ
ま
で
道
内
の
幾
つ
か
の
大
学
で
「
景
観
」

「
環
境
デ
ザ
イ
ン
」「
色
彩
論
」
を
担
当
し
て
き
ま
し
た
。

本
書
は
、
私
た
ち
が
日
常
生
活
で
出
合
う
「
色
」
を
テ
ー

マ
に
、
自
然
・
人
文
・
社
会
科
学
と
い
っ
た
方
面
か
ら

「
色
」
を
紐
解
い
て
い
ま
す
。

　
国
内
外
の
自
然
と
文
化
を
例
に
、
人
間
の
色
彩
感
情
の

進
化
を
振
り
返
り
ま
す
。
写
真
や
図
が
豊
富
に
掲
載
さ

れ
、
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
た
知
識
集
で
す
。

　
近
年
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
み
身
の
回
り
に
は
「
光
の

色
」
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
が
、「
物
体
の
色
」
と
は
異
な

り
ま
す
。
本
書
を
読
む
こ
と
で
、
毎
日
の
生
活
の
中
で
遭

遇
し
て
い
る
様
々
な
「
色
」
に
関
す
る
事
象
に
気
が
付
く

こ
と
で
し
ょ
う
。
意
識
的
に
見
る
こ
と
で
、
そ
の
鮮
や
か

さ
が
増
し
て
い
き
ま
す
。

�

（
東
京
営
業
部
　
伊
藤
大
夢
）

　
災
害
大
国
と
言
わ
れ
る
日
本
に
お
い
て
、
も
し
も
の
時

に
備
え
て
日
頃
か
ら
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
本
書
は
“
ふ
ろ
し
き
”
と
い
う
身
近
に
あ
る
日
用
品
を

題
材
に
、
カ
ラ
フ
ル
で
可
愛
ら
し
い
イ
ラ
ス
ト
を
用
い
て

防
災
に
役
立
つ
使
い
方
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
た
絵
本

で
す
。
ふ
ろ
し
き
は
日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
文
化
で
す

が
、
近
年
で
は
繰
り
返
し
色
々
な
用
途
に
使
え
る
な
ど
、

環
境
問
題
へ
の
意
識
か
ら
価
値
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
防
災
の
面
で
も
活
躍
す
る
な
ど
新
し
い
使
い
方

に
驚
く
ば
か
り
で
す
。

　
親
し
み
や
す
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
紹
介
す
る
包
み
方

は
、
水
を
運
ん
だ
り
、
靴
が
な
い
時
の
代
用
に
し
た
り
と

多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
様
々
な
状
況
に
応
じ
た
使
い
方
が

学
べ
、
シ
ン
プ
ル
な
が
ら
も
便
利
な
結
び
方
は
、
日
常
で

も
活
用
し
て
み
た
く
な
り
ま
す
。

　
全
体
を
通
し
て
イ
ラ
ス
ト
を
メ
イ
ン
に
構
成
さ
れ
て
い

る
た
め
、
子
ど
も
で
も
楽
し
く
遊
び
感
覚
で
手
順
を
覚
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家
族
で
防
災
に
つ
い
て
考
え
る

き
っ
か
け
に
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

�

（
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
部
　
渡
邊
絢
子
）

　
教
育
、
障
が
い
、
戦
争
、
子
ど
も
の
こ
と
を
テ
ー
マ

に
、
さ
わ
こ
の
母
（
重
い
障
が
い
の
あ
る
娘
の
母
で
主
婦

の
今
美
幸
さ
ん
）
と
坂
本
先
生
（『
タ
マ
ゴ
マ
ン
は
中
学

生
』
シ
リ
ー
ズ
の
著
者
で
元
国
語
教
師
の
坂
本
勤
さ
ん
）

の
手
紙
の
や
り
取
り
を
メ
イ
ン
に
本
書
は
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
戦
争
と
い
う
究
極
の
暴
力
の
対
極
に
は
対
話
が
あ
り
、

全
編
に
わ
た
っ
て
人
と
人
が
言
葉
を
交
わ
し
て
対
話
す
る

こ
と
の
大
切
さ
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
言
葉
が
心
を
つ
く

り
、
心
が
言
葉
を
育
み
ま
す
。

　
考
え
る
力
を
奪
う
教
育
、
人
間
を
大
事
に
し
な
い
教
育

が
施
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
一
人
一
人
の
小
さ
い
力
が
集
結

し
て
戦
争
は
引
き
起
こ
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
、
坂
本
先

生
は
手
紙
の
中
で
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
さ
ん
は
娘

さ
わ
こ
さ
ん
を
見
つ
め
「
通
じ
る
こ
と
が
う
れ
し
い
。
話

せ
る
こ
と
が
う
れ
し
い
。
ま
わ
り
の
人
に
は
大
し
た
言
葉

で
な
い
と
し
て
も
、
娘
に
と
っ
て
は
ゆ
ず
れ
な
い
こ
と
で

す
」
と
綴
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
小
さ
な
「
う
れ
し
い
」
を
、
誰
か
に
届
け
ら
れ

る
言
葉
を
育
て
た
い
と
思
え
る
一
冊
で
す
。

�

（
シ
ス
テ
ム
部
　
米
谷
佑
太
）

坂
本
先
生
と
さ
わ
こ
の
母

�
978-4-86721-131-1

坂
本
　
勤
／
今
　
美
幸
　
著

A
5
変
型
判
　
2
2
4
頁
　
1
9
8
0
円

北
海
道
新
聞
社
　
発
行
　☎

0
1
1
・
2
1
0
・
5
7
4
4

命
を
守
る 

防
災
ふ
ろ
し
き

�
978-4-89115-432-5

よ
こ
や
ま
　
よ
し
え
　
さ
く
・
え

A
5
判
　
32
頁
　
1
1
0
0
円

中
西
出
版
　
発
行
　☎

0
1
1
・
7
8
5
・
0
7
3
7

日
常
に
あ
る
色 

色
の
自
然
誌

�
978-4-87739-405-9

中
井
　
和
子
　
著

A
5
判
　
2
0
2
頁
　
2
2
0
0
円

共
同
文
化
社
　
発
行
　☎

0
1
1
・
2
5
1
・
8
0
7
8

共
同
文
化
社

色
の
自
然
誌  ⃝ 

中
井

　和
子

日
常
に
あ
る
色
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北
海
道
　
昭
和
の
鉄
道
風
景
　

懐
か
し
の
汽
車
旅

�
978-4-86721-139-7

坂
東　

忠
明　

著

B
5
判　

1
4
4
頁	

2
2
0
0
円

宮
島
沼
L
O
V
E
！
　

ラ
ム
サ
ー
ル
登
録
20
年
を
越
え
て

�
978-4-86721-136-6

宮
島
沼
水
鳥
・
湿
地
セ
ン
タ
ー　

編
著

A
5
判　

1
2
8
頁	

1
8
7
0
円

続
タ
ウ
シ
ュ
ベ
ツ
川
橋
梁
　

あ
の
幻
の
橋
の
物
語

�
978-4-86721-134-2

岩
崎　

量
示　

著

A
4
変
型
判　

1
1
2
頁	

3
3
0
0
円

さ
っ
ぽ
ろ
探
見
　

ち
ょ
っ
と
デ
ィ
ー
プ
な
ま
ち
歩
き

�
978-4-86721-135-9

杉
浦　

正
人　

著

A
5
判　

1
9
2
頁	

1
8
7
0
円

言
葉
の
現
在
地
　

2
0
1
7─

2
0
2
4

�
978-4-86721-140-3

関
口　

裕
士　

著

四
六
判　

3
6
8
頁	

1
9
8
0
円

年
表
と
写
真
で
見
る
北
海
道
の
国
鉄
　

電
化
か
ら
民
営
化
ま
で

�
978-4-86721-143-4

原
田　

伸
一
・
杉
山　

茂

奥
野　

和
弘
・
奥
野　

満
希
子　

著

B
5
判　

2
7
2
頁	

3
6
3
0
円

特
別
報
道
写
真
集
　

パ
リ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
2
0
2
4

�
978-4-86721-137-3

共
同
通
信
社　

編

A
4
判　

1
9
2
頁	

1
9
8
0
円

も
も
が
行
く
　

ほ
っ
か
い
ど
う
く
い
し
ん
坊
の
ス
ロ
ー
旅

�
978-4-86721-138-0

す
ず
き　

も
も　

著

A
5
変
型
判　

1
1
2
頁	

1
7
6
0
円

2
0
2
5
カ
レ
ン
ダ
ー
　

し
ま
え
な
が
の
き
も
ち

�
978-4-86721-141-0

山
本　

光
一　

写
真

1
4
9
×
2
1
2
㍉　

14
枚	

1
1
0
0
円

2
0
2
5
エ
ゾ
モ
モ
ン
ガ
カ
レ
ン
ダ
ー
　

も
も
日
和

�
978-4-86721-142-7

髙
橋　

賢
悟　

写
真

1
4
9
×
2
1
2
㍉　

14
枚	
1
1
0
0
円

カ
レ
ン
ダ
ー
　
北
海
道
の
鉄
道
風
景
2
0
2
5

�
978-4-86721-144-1

北
海
道
新
聞
社　

編

A
3
判　

14
枚	

1
5
4
0
円

道
新
プ
ラ
ス
　
道
新
受
験
情
報
2
0
2
5

高
校
入
試
合
格
デ
ー
タ
特
集

�
16747-08

北
海
道
新
聞
社　

編

B
5
判　

2
2
0
頁	

9
9
0
円

─
─
─
北
海
道
新
聞
社

060─

8711 

札
幌
市
中
央
区
大
通
西
3─

6

☎

0
1
1
・
2
1
0
・
5
7
4
4

プ
ロ
が
教
え
る
ク
ラ
ゲ
飼
育
図
鑑

�
978-4-8329-1413-1

村
井　

貴
史　

編
著

A
5　

2
6
4
頁	

7
9
2
0
円

─
─
─
北
海
道
大
学
出
版
会

060─
0809 

札
幌
市
北
区
北
9
条
西
8
丁
目

☎

0
1
1
・
7
4
7
・
2
3
0
8

改
訂
版 

さ
っ
ぽ
ろ
喫
茶
店
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
ー

�
978-4-906740-66-6

和
田　

由
美　

著

四
六
判　

1
5
2
頁	

1
6
5
0
円

叙
事
詩
　
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
か
ら
の
伝
言

北
の
縄
文
と
知
の
原
風
景�

978-4-906740-63-5

北
尾　

克
三
郎　

著

四
六
判　

1
5
6
頁	

2
2
0
0
円

─
─
─
亜
璃
西
社

060─

8637 

札
幌
市
中
央
区
南
2
条
西
5
丁
目

☎

0
1
1
・
2
2
1
・
5
3
9
6

地
域
政
策
の
新
た
な
潮
流
を
探
る

�
978-4-89115-434-9

小
磯　

修
二　

編
著

四
六
判　

3
1
6
頁	

1
9
8
0
円

栄
花
の
道
　
私
の
剣
道
人
生

�
978-4-89115-435-6

栄
花　

英
幸　

著

四
六
判　

2
0
5
頁	

1
9
8
0
円

─
─
─
中
西
出
版

007─

0823 

札
幌
市
東
区
東
雁
来
3
条
1
丁
目
1─

34

☎

0
1
1
・
7
8
5
・
0
7
3
7

北
海
道
殖
民
状
況
報
文
　
十
勝
国
之
部

�
978-4-8328-2404-1

加
藤　

公
夫　

現
代
語
訳

A
5
判　

3
7
6
頁	

3
8
0
0
円

─
─
─
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー

001─

0018 

札
幌
市
北
区
北
18
条
西
6
丁
目
2─

47

☎

0
1
1
・
7
3
7
・
1
7
5
5

激
動
、
昭
和
史
の
墓�

978-4-909-281-61-6

合
田　

一
道　

著

A
5
判　

2
8
8
頁	

2
5
3
0
円

─
─
─
寿
郎
社

060─

0807 

札
幌
市
北
区
北
7
条
西
2
丁
目

☎

0
1
1
・
7
0
8
・
8
5
6
5

成
年
後
見
法
の
道
標
1
　

─
法
定
後
見
─�

978-4-87739-410-3

三
田　

佳
央　

著

A
5
判　

2
1
2
頁	

3
3
0
0
円

夢
遠
の
道
の
り
　
シ
ベ
リ
ア
抑
留
の
記

─
我
が
人
生
曲
折
の
譜
─�

978-4-87739-407-3

山
口　

文
晃　

編

四
六
判　

1
3
2
頁	

9
9
0
円

観
光
を
わ
か
り
や
す
く
考
察
す
る

闘
牛
文
化
で
紐
解
く
無
関
心
層
を
関
心
層
に
変
え
る
プ
ロ
セ
ス

篠
﨑　

宏　

著�
978-4-87739-411-0

四
六
判　

1
4
4
頁	

1
6
5
0
円

─
─
─
共
同
文
化
社

060─

0033 

札
幌
市
中
央
区
北
3
条
東
5
丁
目

☎

0
1
1
・
2
5
1
・
8
0
7
8

	

G
E
M
木
版
画
会 

会
員　

札
幌
市
在
住

表 紙
の
ことば

秋
を
彩
る
イ
チ
ョ
ウ
並
木

加
藤　

光
浩

木
版
画　

32
・
5
㌢
×
41
㌢

　

北
海
道
大
学
の
北
13
条
門
か
ら
西
に
伸
び
る
長

さ
約
3
8
0
㍍
の
道
路
の
両
端
に
、
70
本
の
イ

チ
ョ
ウ
が
植
え
ら
れ
て
い
る
並
木
が
あ
る
。

　

10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
、
黄
金
色
に
輝
く
イ

チ
ョ
ウ
並
木
の
ア
ー
チ
は
圧
巻
で
あ
り
、
多
く
の

市
民
や
観
光
客
が
訪
れ
る
。

　

見
ご
ろ
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る
北
大
金
葉
祭
で

は
、
イ
チ
ョ
ウ
並
木
が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
、
幻

想
的
な
景
色
が
楽
し
め
る
。

　

厳
し
い
冬
の
足
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
、
晩
秋

を
彩
る
黄
金
の
並
木
道
を
歩
き
た
く
な
る
。

新 

刊 

情 

報

書
名
の
下
の
数
字
は
日
本
図
書
コ
ー
ド（
I
S
B
N
）
及
び
雑
誌
コ
ー
ド
。
特
記
以
外
は
税
込
価
格
。

お
近
く
の
書
店
に
な
い
場
合
は
発
行
先
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

Q
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北
海
道
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印
刷
出
版
文
化
情
報
誌
［
季
刊
ア
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ワ
ー
ド
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第
23
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通
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3
6
9
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2
0
2
4
年
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月
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日
発
行
　
編
集
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季
刊
ア
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ワ
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ド
編
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会
　
発
行
■
株
式
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社
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ド
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060-

0033 
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市
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目
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地
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0
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・
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・
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