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大雪山の紅葉

ナキウサギ チングルマの紅葉

盤渓山から藻岩山と札幌市街を望む

　

秋
の
行
楽
の
定
番
と
い
え
ば
、
や
は
り
紅
葉
狩
り
に

温
泉
だ
ろ
う
か
。
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
り
、
今
年
は
外
に
出

か
け
た
く
て
も
出
か
け
ら
れ
な
い
人
も
い
た
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
と
き
に
は
「
い
つ
か
の
お
で
か
け
」
に
思
い
を

め
ぐ
ら
せ
る
の
も
一
興
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
私
の
お
す
す
め
す
る
紅
葉
狩
り
と
温
泉
の
楽
し

み
方
を
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
本
と
と
も
に
ご
紹
介
し

た
い
。
わ
れ
な
が
ら
万
人
受
け
す
る
内
容
と
は
思
え
な

い
が
、
ど
な
た
か
の
お
で
か
け
の
参
考
に
な
れ
ば
光
栄

で
あ
る
。

　

さ
て
、
道
内
に
も
紅
葉
の
名
所
と
呼
ば
れ
る
ス
ポ
ッ

ト
は
数
多
く
あ
る
が
、
山
に
登
り
、
山
で
見
る
紅
葉
は

格
別
の
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
で
一
番
早
く

紅
葉
を
楽
し
め
る
と
い
わ
れ
る
大
雪
山
系
・
黒
岳
は
、

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
と
リ
フ
ト
を
乗
り
継
げ
ば
７
合
目
か
ら

の
登
山
開
始
と
な
り
、
１
時
間
半
ほ
ど
で
山
頂
に
立
つ

こ
と
が
で
き
る
。
紅
葉

の
ピ
ー
ク
は
天
候
次
第

だ
が
、
だ
い
た
い
９
月

の
２
週
目
か
ら
３
週
目

に
か
け
て
。
こ
の
時
期

は
雲
海
も
発
生
し
や
す

く
、
早
朝
の
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
に
乗
れ
ば
、
目

を
見
張
る
よ
う
な
光
景

に
出
会
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
、
大
雪
山
系
の
紅
葉
は
チ
ン
グ
ル
マ
な
ど

の
高
山
植
物
に
よ
っ
て
、
平
地
よ
り
も
赤
が
目
立
つ
こ

と
が
特
徴
だ
。
黒
岳
山

頂
か
ら
も
う
少
し
足
を

延
ば
せ
ば
、
登
山
道
脇

に
た
く
さ
ん
の
チ
ン
グ

ル
マ
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
も
う
一

つ
、
こ
の
季
節
に
な
る

と
動
物
た
ち
の
行
動
が

活
発
に
な
る
。
ヒ
グ
マ

と
の
遭
遇
に
は
細
心
の

注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
運
が
良

け
れ
ば
、
氷
河
期
の
生

き
残
り
と
い
わ
れ
る
ナ

キ
ウ
サ
ギ
の
姿
を
見
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
う
少
し
近
場
で
紅

葉
を
楽
し
み
た
い
と
い

う
声
も
あ
る
だ
ろ
う
。

実
は
私
た
ち
の
暮
ら

す
こ
の
道
央
エ
リ
ア
に
は
登
れ
る
山
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

そ
も
そ
も
北
海
道
に
登
山
道
の
つ
い
た
山
が
ど
の
く
ら

い
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
な
ん
と
そ
の
数
２
０
０
以
上
。

そ
の
約
４
分
の
１
が
道
央
エ
リ
ア
に
集
中
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
報
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
収

集
が
難
し
く
、『
北
海
道
夏
山
ガ
イ
ド
』（
北
海
道
新
聞

社
）
を
参
考
に
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
た
い
。
本

書
は
エ
リ
ア
ご
と
全
６
巻
か
ら
な
り
、
30
年
以
上
に
渡
っ

て
増
刷
・
改
訂
を
続
け
て
い
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
だ
。
山

ご
と
の
コ
ー
ス
タ
イ
ム
や
グ
レ
ー
ド
分
け
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
住
民
で
も
知
ら
な
い
よ
う
な
マ
イ
ナ
ー
な
山
ま
で

網
羅
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
他
に
な
い
。
秋
の
登
山
は

寒
暖
差
が
激
し
い
。
本

書
を
片
手
に
紅
葉
を
見

に
行
く
際
は
、
防
寒
対

策
を
は
じ
め
、
し
っ
か

り
と
し
た
装
備
で
臨
ま

れ
た
い
。

　

続
い
て
、
話
題
を
温

泉
に
移
そ
う
。
こ
れ
か

ら
の
寒
い
季
節
、
温
泉

が
い
ち
だ
ん
と
恋
し
く

な
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
日
本
に
は
47
都

道
府
県
す
べ
て
に
温
泉
が
あ
る
が
、
北
海
道
の
温
泉
地

（
宿
泊
施
設
の
あ
る
場
所
）
の
数
は
全
国
第
１
位
で
あ
る

こ
と
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
源
泉
総
数
や
湧
出
量
、
宿

泊
施
設
数
に
お
い
て
も
す
べ
て
ト
ッ
プ
５
入
り
し
て
お

り
、
実
は
日
本
屈
指
の
温
泉
の
宝
庫
な
の
で
あ
る
（
数

値
は
環
境
省
「
平
成
30
年
度
温
泉
利
用
状
況
」
よ
り
）。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
道
内
に
は
個
性
豊
か
な
温
泉
も
多
い
。

私
の
好
き
な
道
東
エ
リ
ア
に
は
、
弟
子
屈
町
に
殺
菌
作

用
の
高
い
強
酸
性
の
泉
質
で
知
ら
れ
る
川
湯
温
泉
が
あ

る
が
、
こ
こ
の
温
泉
に
釘
を
浸
け
て
お
く
と
２
週
間
で

溶
け
て
な
く
な
る
と
い
う
。
一
方
、
新
得
町
に
は
強
ア

ル
カ
リ
性
の
オ
ソ
ウ
シ
温
泉
が
あ
り
、
化
粧
水
の
よ
う

に
ト
ロ
ト
ロ
と
し
た
無
色
透
明
の
温
泉
に
浸
か
る
と
、

紅 葉 と 温 泉 図書館係長　　畠田 康平
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『ぶくぶく自噴泉めぐり 改訂新版』
篠遠  泉・長岡  努・永瀬  美佳  著

（山と渓谷社 2017 年）

然別峡かんの温泉

『最新第 3 版 北海道夏山ガイド 3 
東・北大雪、十勝連峰の山々』

梅沢  俊・菅原  靖彦・長谷川  哲  著
（北海道新聞社 2020 年）

『最新第 4 版 北海道夏山ガイド 1　
道央の山々』

梅沢  俊・菅原  靖彦  著
（北海道新聞社 2015 年）

『最新版 北海道夏山ガイド 2　
表大雪の山々』

梅沢  俊・菅原  靖彦  著
（北海道新聞社 2013 年）

『最新第 3 版 北海道夏山ガイド 5　
道南・夕張の山々』

梅沢  俊・菅原  靖彦・長谷川  哲  著
（北海道新聞社 2016 年）

『最新第 3 版 北海道夏山ガイド 6　
道東・道北・増毛の山々』

梅沢  俊・菅原  靖彦・長谷川  哲  著
（北海道新聞社 2016 年）

『最新第 3 版 北海道夏山ガイド 4 
日高山脈の山々』

梅沢  俊・菅原  靖彦・長谷川  哲  著
（北海道新聞社 2020 年）

ク
レ
ン
ジ
ン
グ
効
果
で
毛
穴
と
い
う
毛
穴
の
汚
れ
が
落

ち
る
感
が
あ
る
が
、
入
浴
後
の
保
湿
を
怠
る
と
肌
が
カ

サ
カ
サ
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
鹿
追
町
に
は
全

国
の
温
泉
フ
ァ
ン
に
愛
さ
れ
る
然
別
峡
か
ん
の
温
泉
が

あ
る
が
、
人
気
の
秘
密
は
自
噴
源
泉
１
０
０
％
の
純
度

の
高
い
お
湯
に
あ
る
。
温
泉
は
自
然
の
恵
み
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
な
が
ら
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い

年
月
を
か
け
、
地
表
か
ら
自
然
に
湧
き
出
た
温
泉
（
自

噴
泉
）
に
入
れ
る
機
会
は
そ
う
そ
う
な
い
。
掘
削
技
術

等
の
進
歩
に
よ
り
、
現
代
の
温
泉
の
多
く
は
、
そ
う
な

る
前
に
地
下
深
く
か
ら
汲
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

そ
う
し
た
希
少
な
自
噴
泉
が
日
本
全
国
に
ど
の
く
ら

い
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
わ
ず
か
70
か
所
に
満
た
な
い

そ
う
だ
。
興
味
を
お
持

ち
の
方
に
は
『
ぶ
く
ぶ

く
自
噴
泉
め
ぐ
り
』（
山

と
渓
谷
社
）
と
い
う
本

を
ご
紹
介
し
た
い
。
本

書
は
写
真
が
ふ
ん
だ
ん

に
使
用
さ
れ
、
大
胆
な

レ
イ
ア
ウ
ト
で
読
者
を

飽
き
さ
せ
な
い
。
な

に
よ
り
、
温
泉
の
紹
介

や
時
折
挿
入
さ
れ
る
コ
ラ
ム
に
著
者
た
ち
の
並
々
な
ら

ぬ
温
泉
愛
が
伝
わ
っ
て
く
る
良
著
だ
。
対
象
は
全
国
の

温
泉
だ
が
、
北
海
道
も
か
ん
の
温
泉
を
は
じ
め
５
か
所

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
、
支

笏
湖
の
丸
駒
温
泉
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
湖
の
水
位
と

と
も
に
温
泉
の
水
位
も
変
化
す
る
、
丸
駒
温
泉
の
天
然

露
天
風
呂
に
入
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
多
い
と
思
う
が
、

あ
の
お
湯
が
絶
え
ず
足
元
か
ら
湧
出
す
る
、
鮮
度
抜
群

の
極
上
温
泉
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
ど
の
く

ら
い
い
る
だ
ろ
う
。
お
湯
の
個
性
を
知
る
こ
と
で
、
い

つ
も
の
温
泉
は
き
っ
と
何
倍
も
楽
し
く
な
る
。

　

私
流
の
紅
葉
狩
り
、
温
泉
の
楽
し
み
方
は
い
か
が
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
温
泉
は
と
も
か
く

と
し
て
、
紅
葉
狩
り
と
い
う
よ
り
山
登
り
の
紹
介
だ
っ

た
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
お
叱
り
を
受
け
そ
う
だ
が
、
悪

し
か
ら
ず
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

行楽の秋
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サ ー ビ ス ・ カ ウ ン タ ー ス タ ッ フ お す す め の 本

　これまで韓国の受験戦争が報じられたニュースを見

るたびに、「あぁ、この国に生まれなくて良かった．．．」

と心の底から思っていたものだ。そんな激戦区に身を

置き、現在は自由の身（？）となった著者が自らの学

生時代やサラリーマン時代を回顧し、様々な経験を哲

学し、現在進行形の日常を綴ったのがこの作品である。

全体的に緩めの雰囲気の内容であるが「一生懸命を否

定するつもりも、適当に生きた方がいいと言うつもり

もない。しかし努力は必ずしも報われるわけではない」

など、著者が経験したが故の現実的なエピソードの数々

に “一生懸命” 生きてきた人は多かれ少なかれ共感す

るだろう。自分に厳しすぎる一生懸命な皆様、あなた

は目指す場所までの道中を楽しめているだろうか。

『あやうく一生懸命
生きるところだった』

ハ・ワン  著 
岡崎  暢子  訳

（ダイヤモンド社 2020年）

　本書は、芸人ヒロシではなく一キャンパー・ヒロシ

としてお笑いを封印、自分のお気に入りのキャンプ用

品やソロキャンプの楽しみ方を真面目に紹介している。

　専門店で店員に勧められるがままに購入してはいけ

ない。ホームセンターや金物店、100 均にも安価で便

利なアイテムもある。等々、庶民と同じ目線で紹介し

てくれている。機能性も大事だが、多少不便でも格好

いいから使う、見た目重視でリュックにあれこれぶら

下げる。そこに、ソロならではの愛着やこだわりが透

けて見え好感を抱く。

　ソロキャンプは、自由も不便も失敗も全て自分次第。

誰からも文句を言われない代わりに泣き言も言わない。

それを楽しむ事が醍醐味とわからせてくれる一冊。　

『ヒロシのソロキャンプ  
〜自分で見つける
キャンプの流儀〜』

ヒロシ  著

（学研プラス 2020 年）

　著者のロバート・キヨサキさんはアメリカの投資家・

実業家です。多くの方が一度は、書店などで目にした

ことがあるのではないでしょうか？　世界中で売れて

いるお金についての本です。本の題名の通り金持ち父

さんと貧乏父さんが登場し、物語形式になっているビ

ジネス書です。金持ち父さんは、お金を金融資産や自

分を磨くために使い、貧乏父さんはすべて支出として

使う。このようにお金の使い方によってまたお金を生

み出すのか、一生お金のために働くのか、お金につい

ての考え方で人生も変わるということをわかりやすく

説いている本です。この本のシリーズも色々と出てい

ますので、社会に出る前にお金について学ぶ本として

ぜひ一度手に取って読んでほしい一冊です。

『改訂版 
金持ち父さん 貧乏父さん
ーアメリカの金持ちが
教えてくれるお金の哲学』

ロバート・キヨサキ  著
白根  美保子  訳

（筑摩書房 2013 年）

　普段何気なく選んでいる服装。自分に「似合う」と

はどういう状態なのかを把握している方はどれくらい

いるでしょうか。この本は男性向けに「骨格診断」と

「パーソナルカラー」のメソッドに則って、似合う服と

その選択の方法を紹介してくれます。ファッション誌

のようにおしゃれな服を紹介しているのではなく、自

分が生まれ持った特徴を的確に把握し自然な服選びを

簡単に学ぶことができるので、ぼんやりとしたファッ

ションへのイメージが明確になっていく気持ちの良い

感覚はこの本ならでは、ではないでしょうか。服選び

に失敗したくないと感じている方は一読をぜひおすす

めします。女性版も貸出しているので興味のある方は

参考にしてみてください。

『骨格診断×パーソナルカラー　
賢い服選び』

二神　弓子  著

（西東社 2018 年）
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　「世界一周するように」をコンセプトに、世界の色や

文化に触れながら、実用的かつ多彩な配色が豊富にま

とめられた一冊。自分では思いつかないような意外な

色の組み合わせが、デザインやイラストを用いて紹介

されています。

　世界の国々、お菓子、民族衣装、名画、香りの色など、

その時の気分に合わせて疲れた時にもぱらぱらとめく

るだけで楽しめる本です。世界のスタバやお祭りなど、

様々な切り口のコラムも掲載されています。

　すべての色にカラーコードが掲載されているため、

プレゼン資料を作成するときにも役立ちます。コロナ

禍で海外旅行ができない今、この本で世界旅行気分を

味わってみてはいかがでしょうか。

『配色アイデア手帖 
世界を彩る色と文化』

桜井　輝子  著

（SB Creative 2020年）

　倉沢みちるは、高 3 の夏、老舗ホテルの御曹司、蓮

見優斗と恋に落ちるが、花火大会の夜、行き違いから

悲しい別れを迎える。5 年後、再会した二人は急速に惹

かれ合う。好きな人と過ごし、好きな小説を書き、人

生で初めて幸せに身を委ねたみちるだったが、それは

束の間の “幸福” だった……。本書は完成までに 3 年

かかったという小説家デビュー 30 周年記念小説。著者

は少女マンガ家でもある折原みとさん。自然豊かな葉

山や安曇野を舞台に、登場人物の感情が優しく綺麗で

繊細に描写されている。人生をジグソーパズルにたと

える場面は印象的。どんな欠片もかけがえのない必要

なもの…。長編恋愛小説ではあるが、読む手が止まら

ない…「人生の幸せって何だろう」と模索していく一冊。

『幸福のパズル』

折原　みと  著

（講談社 2017 年）

　まずい時にまずい所にいたために、代々不運続きの家

に生まれたスタンリー。彼も例外なく、無実の罪で矯正

キャンプに行く羽目に。そこで課されたのは人一人入る

大きな穴を各々が毎日一つ掘ること。干上がった湖、照

り付ける太陽、満足に水も与えられない中、ただひたす

ら穴を掘る毎日。これが更生につながるのか？　なぜ穴

を掘るのか？　突如挿入される過去の物語とスタンリー

の今との関係は？　散りばめられた多くの謎、施設で芽

生えた友情、二人の少年の冒険を軸に物語は進む。終盤、

登場人物たちの複雑に絡まる運命の糸が解きほぐされ、

見事に伏線が回収されていく様は圧巻。読後の爽快感を

ぜひ味わってほしい。原書『HOLES』も細かな章立てで

読みやすく、英語多読におすすめ。

『穴 HOLES』

ルイス・サッカー  著
幸田  敦子  訳

（講談社 1999 年）

　昨年秋、アジア初のラグビー W 杯が日本で開催され、

44 日間の熱い戦いが繰り広げられました。この本では、

あの熱戦の裏で起きた人と人とのつながりのエピソー

ドを中心に、ラグビー W 杯のもう一つのストーリーが

描かれています。難関と言われたアジア開催の招致か

ら、準備、運営を見続けてきた著者だからこそ知りう

る逸話の数々。思いがけない台風で予定が変更になる

中、念願の試合が中止になり、落胆した子どものため

に働きかけた大人達、開催地のひとつになった釜石市

の高校生からのメッセージなど、W 杯成功を願いなが

ら人々が起こした奇跡と感動の話はいずれも胸が熱く

なります。ひとつの世界大会がもたらす縁や絆を通じ、

誰もが温かな気持ちになる一冊です。

『君たちは何をめざすのか 
ラグビーワールドカップ 2019
が教えてくれたもの』

徳増　浩司  著

（ベースボール・マガジン社 2020 年）

読書の秋
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池波 正太郎 著

『むかしの味』

文＝柏尾 文太　図書館職員

食欲の秋

　
歴
史
小
説
と
時
代
小
説
︒
似
て
非
な
る
も
の
だ
︒
む
か
し
の
出
来
事
や
人
物
な
ど
を
素
材
に
物
語
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
︑
前
者
が
史
実
を
重
ん
じ
る
の
に
対
し
て
︑
後
者
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
要
素
が
強
い
︒

　
昭
和
を
代
表
す
る
二
人
の
国
民
的
作
家
が
い
る
︒
司
馬
遼
太
郎
と
池
波
正
太
郎
︒
二
人
は
奇
し
く
も
同
じ
大
正

一
二
年
に
生
ま
れ
︑
同
じ
昭
和
三
五
年
に
直
木
賞
を
受
賞
し
た
︒
司
馬
の
代
表
作
が
﹃
竜
馬
が
ゆ
く
﹄
や
﹃
坂
の
上

の
雲
﹄
な
ら
︑
池
波
の
そ
れ
は
﹃
鬼
平
犯
科
帳
﹄
や
﹃
剣
客
商
売
﹄︒
浪
速
の
司
馬
が
歴
史
小
説
家
な
ら
︑
江
戸
の

池
波
は
時
代
小
説
家
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
︒

　
小
説
ば
か
り
読
ん
で
い
る
と
︑
空
想
か
ら
現
実
へ
の
回
帰
の
た
め
か
︑
時
々
エ
ッ
セ
イ
が
読
み
た
く
な
る
︒
読
書

の
箸
休
め
︒
新
聞
記
者
出
身
の
司
馬
の
エ
ッ
セ
イ
は
社
会
的
な
論
説
が
多
い
が
︑
劇
作
家
出
身
の
池
波
の
そ
れ
は
庶

民
的
な
随
筆
が
多
い
︒
特
に
︑
食
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ
は
︑
池
波
の
十お

八は

番こ

だ
︒

　﹃
む
か
し
の
味
﹄
は
︑
平
成
二
年
に
亡
く
な
っ
た
池
波
が
︑
生
前
に
愛
し
た
お
店
の
味
を
自
ら
の
思
い
出
と
と
も

に
書
き
記
し
た
晩
年
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
︒
銀
座
の
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
︑
日
本
橋
の
た
い
め
い
け
ん
︑
京
都
の
イ
ノ

ダ
コ
ー
ヒ
な
ど
︑
人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

す
る
有
名
店
を
は
じ
め
︑
旅
好
き
の
池
波
が
訪
れ
た
地
方
の
味
︑
そ
し
て
晩
年
に
お

気
に
入
り
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
味
な
ど
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
︒巻
頭
の
カ
ラ
ー
写
真
が
読
者
の
食
欲
を
そ
そ
り
︑

池
波
自
身
が
描
い
た
挿
絵
が
む
か
し
の
風
情
を
思
わ
せ
る
︒

　
池
波
は
昔
気か

た
ぎ質
の
人
だ
︒
本
書
を
は
じ
め
︑
池
波
の
エ
ッ
セ
イ
は
懐
古
的
な
も
の
が
多
い
︒
殊
更
︑
生
ま
れ
育
っ

た
東
京
の
町
が
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
契
機
と
し
て
急
激
に
都
市
化
し
︑
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
姿
に
は
我
慢
が
な
ら
な

か
っ
た
︒
池
波
の
死
後
︑
司
馬
は
当
時
の
池
波
に
つ
い
て
こ
う
回
想
し
て
い
る
︒

　﹁
池
波
さ
ん
は
︑
適
応
性
に
と
ぼ
し
い
小
動
物
の
よ
う
に
自
分
か
ら
消
え
て
し
ま
い
た
い
と
お
も
っ
て
い
る
様
子

で
︑
以
下
は
重
要
な
こ
と
だ
が
︑
こ
の
人
は
そ
の
こ
ろ
か
ら
変
わ
ら
ざ
る
町
と
し
て
の
江
戸
を
書
き
は
じ
め
た
の
で

あ
る
﹂︵﹁
若
い
こ
ろ
の
池
波
さ
ん
﹂﹃
以
下
︑
無
用
の
こ
と
な
が
ら
﹄
文
春
文
庫
︶

　
池
波
の
時
代
小
説
の
舞
台
が
﹁
変
わ
ら
ざ
る
町
と
し
て
の
江
戸
﹂
な
ら
ば
︑
本
書
の
主
要
な
舞
台
も
ま
た
同
様
で

あ
る
︒
そ
こ
に
は
古
き
良
き
時
代
の
町
が
あ
り
︑
古
き
良
き
時
代
の
人
が
い
て
︑
古
き
良
き
時
代
の
味
が
あ
る
︒

　
本
書
で
池
波
は
言
う
︒﹁
人
も
味
も
︑
時
代
が
生
む
も
の
だ
が
︑
私
な
ど
も
若
い
こ
ろ
は
︑
老
人
た
ち
が
何
事
に

つ
け
﹃
む
か
し
と
は
︑
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
﹄
と
い
う
言
葉
に
反は

ん

撥ぱ
つ

を
お
ぼ
え
た
︒
そ
れ
が
ち
か
ご
ろ
は
若
者

た
ち
か
ら
反
撥
を
く
ら
う
年
齢
に
な
り
︑
そ
う
な
る
と
︑
や
は
り
﹃
む
か
し
と
は
︑
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
﹄
と
︑

い
い
た
く
な
っ
て
く
る
︒
だ
か
ら
︑
私
が
若
い
こ
ろ
の
老
人
た
ち
の
む
か
し
は
︑
ど
の
よ
う
に
よ
か
っ
た
ろ
う
か
と

想お
も

う
﹂

　
時
代
は
変
わ
る
︒
で
も
︑歴
史
は
繰
り
返
す
︒
世
代
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
世
の
常
だ
︒
池
波
に
と
っ
て
の
む
か
し
は
︑

ど
の
よ
う
に
よ
か
っ
た
ろ
う
か
と
想
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒

　
ど
う
や
ら
お
腹
が
空
い
て
き
た
︒
今
日
の
夜
ご
は
ん
は
︑
む
か
し
な
が
ら
の
お
蕎
麦
に
し
よ
う
か
︑
む
か
し
な
が

ら
の
カ
レ
ー
に
し
よ
う
か
︒
そ
し
て
箸
休
め
に
は
︑
む
か
し
な
が
ら
の
・
・
・
︒

　
お
腹
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
ら
︑
秋
の
夜
長
に
︑
ま
た
池
波
の
作
品
を
読
む
こ
と
に
し
よ
う
︒
積
ん
読
し
て
あ
っ

た
﹃
ま
ん
ぞ
く
ま
ん
ぞ
く
﹄︒
食
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ
か
と
思
い
き
や
︑女
剣
士
の
成
長
を
描
い
た
時
代
小
説
だ
っ

た
︒
読
書
の
箸
休
め
も
︑
ひ
と
段
落
の
よ
う
だ
︒




