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更
科
は
、
尋
常
小
学
校
高
等
科
の
授

業
で「
大
和
朝
廷
に
叛そ

む

き
日
本
武
尊（
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
）に
征
伐
さ
れ
た
賊

徒
が
蝦
夷
で
ア
イ
ヌ
の
祖
先
で
あ
る
」

と
習
い
ま
し
た
。そ
の
と
き
教
室
に
は

下
級
生
の
ア
イ
ヌ
系
の
少
年
が
い
て
、

授
業
が
終
わ
っ
た
後
、
悪
童
ど
も
が
そ

の
少
年
に
向
か
っ
て「
蝦
夷
征
伐
を
や
る

べ
」と
、
何
の
罪
も
理
由
も
な
し
に
追
い

か
け
ま
わ
し
ま
す
。更
科
は「
そ
れ
を
止

め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
意
気
地
の

な
い
自
分
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
胸
の

ど
こ
か
に
棘と

げ

が
さ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に

痛
み
だ
す
」と
、後
年
回
想
し
ま
す
。

　

更
科
が
、
１
９
３
０（
昭
和
５
）年
に
屈

斜
路
尋
常
小
学
校（
コ
タ
ン
の
学
校
）の
代

用
教
員
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
、
あ

る
日
の
教
育
研
究
会
の
研
究
授
業
が「
蝦

夷
征
伐
」の
内
容
で
し
た
。

　

更
科
は
研
究
授
業
後
の
質
疑
応
答
で

「
私
の
学
校
の
父
母
は
全
員
ア
イ
ヌ
で

あ
り
従
っ
て
子
供
た
ち
総す

べ

て
が
ア
イ
ヌ

の
子
で
あ
り
、…
蝦
夷
征
伐
は
ア
イ
ヌ

と
関
係
あ
り
ま
す
か
…
」と
質
問
を
し
ま

す
。こ
の
質
問
は
、
当
時
の
日
本
の
歴
史

教
科
書
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
で
、

国
賊
的
な
こ
と
で
し
た
。こ
れ
が
、
代
用

教
員
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
原
因
の

一
つ
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、更
科
は
、１
８
９
９（
明
治
32
）

年
に
制
定
さ
れ
た「
北
海
道
旧
土
人
保
護

法
」と
い
う
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
文
化
に
無

理
解
で
屈
辱
的
な
法
律
に
よ
り
保
護
地

と
な
っ
た
コ
タ
ン
を
歩
き
、
古
老
た
ち

か
ら
ア
イ
ヌ
文
化
の
聞
き
取
り
調
査
を

し
ま
す
。調
査
の
と
き
、
ア
イ
ヌ
の
青
年

か
ら「
何
を
い
ま
さ
ら
、
我
々
の
先
祖
の

恥
を
調
べ
て
…
」と
罵
倒
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
の
で
す
が「
ア
イ
ヌ
文
化
は
ま
だ

本
当
に
正
し
く
調
査
さ
れ
て
い
な
い
…

北
海
道
に
住
む
者
が
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
仕
事
な
ん
だ
」と
話
を
し
て
、
協

力
し
て
も
ら
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
『
ア
イ
ヌ
と
日
本
人
―
伝
承
に
よ
る

交
渉
史
』は
、日
本
の
古
典
・
歴
史
書
や
ア

イ
ヌ
民
族
・
民
俗
に
関
す
る
文
献
を
調
べ
、

そ
の
中
に
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
と
日
本
人

と
の
歴
史
の
中
で
、
い
わ
れ
な
き
差
別

の
根
源
は
何
か
を
探
っ
た
も
の
で
す
。

　

幕
末
の
探
検
家
・
松
浦
武
四
郎
は
、
蝦

夷
地
調
査
で
実
際
に
見
た
和
人
の
無
残

極
ま
り
な
い
非
道
を『
近
世
蝦
夷
人
物
誌
』

に
記
し
ま
し
た
が
、時
の
為
政
者
か
ら
出

版
を
許
さ
れ
ず
、
世
に
出
た
の
は
松
浦

没
後
の
１
９
１
２（
明
治
45
）年
で
し
た
。

更
科
は
１
９
８
１（
昭
和
56
）年
、
吉
田
豊

と
と
も
に『
近
世
蝦
夷
人
物
誌
』を
現
代
語

に
共
訳
し
た『
ア
イ
ヌ
人
物
誌
―
松
浦
武

四
郎
原
著
―
近
世
蝦
夷
人
物
誌
』を
出
版

し
て
い
ま
す
。こ
れ
も
、少
年
時
代
に
教
室

で
起
き
た
蝦
夷
征
伐
の
出
来
事
で
、悪
童
た

ち
の
い
た
ず
ら
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
に
ざ
ん
げ
す
る
思
い
が
、ず

っ
と
残
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

『アイヌと日本人―伝承による交渉史』

●更科源藏資料紹介
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更科源藏（さらしなげんぞう）
●1904（明治37）年、弟子屈
町熊牛原野（南弟子屈）に生
まれ、1985（昭和60）年に81
歳で逝去。東京麻布獣医学
校を中退した後、尾崎喜
八、高村光太郎に師事し、
詩作を中心に郷土史、アイ
ヌ文化研究など主に文学
活動を続けた。
▶�弟子屈町で所蔵してい
るさまざまな資料を紹
介する。

著書の検印などに使
っていた自作のエゾ
シカ印

新 刊 案 内

世界一元気で、世界
一幸せな会社ＨＲ
Ｋのパワーの源は、
いったいどこから？
社員みんなが口を
そろえて答えた社
員食堂「しあわせ社
員食堂」の秘密がた
っぷり紹介された
１冊です。

「�

決
定
版　

正
し
い
水
の
飲
み
方
・
選
び
方　

１
０
０
歳
ま
で
元
気
に
美
し
く
生
き
る
鍵
」

藤
田
紘
一
郎
／
著

「
ベ
ス
ト
本
格
ミ
ス
テ
リ
２
０
１
２
」

本
格
ミ
ス
テ
リ
作
家
ク
ラ
ブ
／
選
・
編

「�

生
き
ぞ
こ
な
い　

エ
リ
ー
ト
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン

の
ど
ん
底
か
ら
の
脱
出
記
」

北
嶋　

一
郎
／
著

「
新　

旅
ボ
ン
～
北
海
道
編
～
」

ボ
ン
ボ
ヤ
ー
ジ
ュ
／
編

「�

こ
ど
も
と
絵
で
話
そ
う　

ミ
ッ
フ
ィ
ー
と
フ

ェ
ル
メ
ー
ル
さ
ん
」

菊
池　

敦
己
／
構
成

「
こ
お
り
」前

野　

紀
一
／
文
・
斉
藤　

俊
行
／
絵

「�

消
費
税
、
い
っ
た
い
い
く
ら
足
り
な
い
の
？　

増
税
の
真
実
」

辛
坊　

正
記
／
著

「�

名
言
VS
名
言　

賢
者
の
言
葉
を
人
生
に
ど
う

活い

か
す
か
」

グ
ル
ー
プ
・
ニ
ヒ
ト
／
著

「�

し
あ
わ
せ
の
哲
学　

お
じ
ゃ
る
丸
の
ま
っ
た

り
語
録
」

お
じ
ゃ
る
丸
ま
っ
た
り
委
員
会
／
編

「�

木
嶋
佳
苗　

危
険
な
愛
の
奥
義
」

高
橋　

ユ
キ
／
著

た
く
さ
ん
の
新
刊
が
皆
さ
ん
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

お
す
す
め
の
新
刊

㈱ＨＲＫ／著

☆
特
集
展
示『
大
震
災
に
学
ぶ
』

　

９
月
１
日
は「
防
災
の
日
」で
す
。

　

防
災
の
日
は
、
１
９
２
３
年
の
こ
の
日
に
起
き

た
関
東
大
震
災
の
惨
事
を
教
訓
と
し
、防
災
意
識
を

高
め
る
た
め
、１
９
６
０
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

防
災
の
日
に
合
わ
せ
て
、地
震
や
津
波
、防
災
に

関
す
る
本
を
展
示
し
て
い
ま
す
。も
し
も
の
時
に

備
え
、
防
災
に
関
す
る
知
識
を
身
に
つ
け
る
参
考

に
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
場
所
／
特
集
展
示
コ
ー
ナ
ー

☆�

あ
な
た
の
オ
ス
ス
メ
本
を
教
え
て

く
だ
さ
い
！

　

館
内
の「
私
の
読
ん
だ
本
・
好
き
な
本
」と
い
う
掲

示
板
で
、
利
用
者
の
方
が
お
薦
め
す
る
本
の
紹
介

を
行
っ
て
い
ま
す
。掲
示
板
を
本
選
び
の
参
考
に

し
て
い
る
、楽
し
ん
で
見
て
い
る
な
ど
、ご
好
評
を

を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

あ
な
た
も
、ぜ
ひ
、オ
ス
ス
メ
本
を
紹
介
し
て
み

ま
せ
ん
か
？「
こ
の
本
が
面
白
か
っ
た
」「
こ
れ
は

お
薦
め
！
」な
ど
、
皆
さ
ん
の
ご
感
想
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

�

用
紙
や
書
き
方
は
自
由
で
す
。

（
用
紙
は
図
書
館
で
も
、ご
用
意
し
て
い
ま
す
）

�

紹
介
さ
れ
た
本
は
、
表
紙
の
コ
ピ
ー
を
添
え
て

貼
り
出
し
ま
す
。

（
紹
介
者
の
お
名
前
は
出
し
ま
せ
ん
）

中央２丁目４番１号

☎（よいほんいろいろ
4 4 4 4

）４８２‐１６１６

ＨＲＫのしあわせ社員食堂
600kcalでも超おいしい・

おなか一杯の魔法の社食レシピ

摩
周
湖
観
光
協
会
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

　

㈳
摩
周
湖
観
光
協
会（
木
暮
敏
男
会
長
）で
は
、

７
月
20
日
～
21
日
の
２
日
間
、札
幌
駅
地
下
歩

行
空
間
で「
摩
周
湖
の
郷
て
し
か
が
フ
ェ
ア
」を

開
催
し
ま
し
た
。

　

道
東
自
動
車
道
の
占
冠
～
夕
張
間
開
通
に

伴
う
マ
イ
カ
ー
や
都
市
間
バ
ス
に
よ
る
誘
客

増
、さ
ら
に
は
、旅
行
業
界
の
課
題
で
あ
る「
旅

行
の
ゼ
ロ
回
層（
１
年
に
一
度
も
旅
行
や
観
光

を
し
な
い
層
）」対
策
と
し
て
行
っ
た
も
の
で

す
。「
摩
周
湖
ブ
ラ
ン
ド
」の
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
た
結

果「
今
年
の
夏
休
み
に
行
っ
て
み
よ
う
か
な
」

「
先
週
、川
湯
温
泉
に
行
っ
て
来
た
よ
！
」「
20
年

前
に
弟
子
屈
に
住
ん
で
い
た
か
ら
、し
ば
ら
く

ぶ
り
に
行
っ
て
み
る
か
な
」な
ど
と
い
っ
た
、数

多
く
の
反
応
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
８
月
９
日
に
は
、北
海
道
経
済
セ
ン
タ

ー
ビ
ル（
札
幌
市
）で「
サ
イ
ク
ル
・
ツ
ー
リ
ズ
ム

北
海
道
推
進
連
絡
会
」が
開
催
さ
れ
、道
東
エ
リ

ア
か
ら
唯
一
、本
協
会
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

こ
の
連
絡
会
は
、北
海
道
商
工
会
議
所
連
合

会
と
北
海
道
運
輸
局
が
中
心
と
な
り
、北
海
道

の
新
た
な
資
源
と
し
て
、サ
イ
ク
リ
ン
グ
に
よ

る
観
光
客
誘
致
を
推
進
す
る
目
的
で
設
立
さ

れ
ま
し
た
。本
協
会
と
し
て
は
、
札
幌
、
富
良

野
、倶
知
安
な
ど
、サ
イ
ク
ル
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

先
進
地
で
あ
る
道
央
エ
リ
ア
の
諸
団
体
や
事

業
者
と
の
情
報
交
換
な
ど
を
通
じ
て
、本
町
に

お
け
る
推
進
体
制
の
構
築
を
検
討
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

❑�

問
い
合
わ
せ
先
／
㈳
摩
周
湖
観
光
協
会
☎

４
８
２
‐
２
２
０
０
ま
で
。

札幌駅地下歩行空間で行った「摩周湖の郷弟子屈フェア」（上）
サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会の様子（下）


