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１
９
３
４（
昭
和
９
）年
１
月
、更
科
は

手
動
式
の
印
刷
機
を
買
っ
て
、
弟
子
屈

で
は
誰
も
や
っ
て
い
な
か
っ
た
印
刷
屋

を
す
る
計
画
を
立
て
ま
す
。印
刷
屋
で

も
う
け
る
こ
と
よ
り
も
、
口
を
糊の

り

し（
や

っ
と
生
計
を
立
て
る
）な
が
ら
活
字
を
い

じ
っ
て
い
る
暇
々
に
、
自
分
た
ち
の
文

芸
雑
誌『
北
緯
五
十
度
』や
、仲
間
た
ち
の

詩
集
の
印
刷
が
で
き
れ
ば
い
い
と
夢
見

て
い
た
の
で
し
た
。そ
し
て
５
月
、
弟
子

屈
市
街
に
印
刷
屋
を
開
業
し
ま
す
。妻
・

は
な
ゑ
と
、
コ
タ
ン
か
ら
手
伝
い
に
来

て
く
れ
た
教
え
子
の
少
年
と
、イ
ン
ク
で

真
っ
黒
に
な
り
な
が
ら
働
き
ま
し
た
。

　

更
科
が
鉛
の
活
字
と
イ
ン
ク
で
格
闘

し
て
い
た
日
の
こ
と
、
１
９
２
５（
大
正

14
）年
の
帝
展
第
７
回
か
ら
連
続
３
年
特

選
と
な
っ
た
洋
画
家
・
上
野
山
清
貢
が
、

原
始
的
で
神
秘
的
な
風
景
を
描
く
た
め

弟
子
屈
に
滞
在
し
て
い
て
い
ま
し
た
。

街
角
で
見
か
け
る
上
野
山
の
風
貌
は
、

更
科
の
妻
・
は
な
ゑ
が「
あ
ら
っ
！
」と
言

い
、
更
科
の
友
人
が
見
間
違
う
ほ
ど
、
更

科
と
似
て
い
た
の
で
し
た
。何
か
の
用

で
上
野
山
を
訪
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

と
な
り
、
更
科
は「
当
時
近
水
ホ
テ
ル
と

い
っ
た
と
こ
ろ
に
泊
ま
っ
て
い
た
彼
の
、

油
絵え

の

ぐ具
く
さ
い
部
屋
に
行
っ
て
、
よ
く

菊
正
を
冷
や
で
湯
呑の

み
に
つ
い
で
の
む

仲
に
な
っ
た
」（『
わ
が
師　

わ
が
友
』）と
い

い
ま
す
。更
科
も
、美
術
家
を
志
し
て
フ
ラ

ン
ス
行
き
を
企
て
た
こ
と
が
あ
り
、上
野

山
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。上
野
山
は
度
々
、弟
子
屈
を
訪
れ

摩
周
湖
や
湿
原
の
タ
ン
チ
ョ
ウ
を
描
く

よ
う
に
な
り
、
更
科
は
コ
タ
ン
を
案
内

す
る
な
ど
、交
友
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

　

１
９
３
６（
昭
和
11
）年
10
月
に
北
海
道

で
開
か
れ
る
陸
軍
特
別
大
演
習
を
統
監

す
る
天
皇
が
、
こ
れ
に
先
駆
け
９
月
に

北
海
道
を
巡
幸
す
る
こ
と
に
な
り
、
ア

ナ
キ
ス
ト（
無
政
府
主
義
者
）は
保
護
検
束

す
る
と
の
情
報
が
、印
刷
屋
を
し
て
い
た

更
科
に
入
り
ま
し
た
。更
科
は
以
前
に
、

ア
ナ
キ
ス
ト
が
起
こ
し
た
事
件
に
関
係

が
あ
る
疑
い
で
特
高
警
察
の
取
り
調
べ

を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。上
野

山
は
、
当
時
、
警
保
局
長
を
し
て
い
た
唐

沢
俊
樹（
戦
後
の
岸
内
閣
で
法
務
大
臣
）宛

て
に
紹
介
状
を
書
き
、
更
科
は
検
束
を

逃
れ
る
た
め
上
京
し
ま
す
。秋
に
な
っ
て

更
科
は
帰
っ
て
き
ま
し
た
が
、
特
高
警

察
の
監
察
を
受
け
な
が
ら
印
刷
屋
を
続

け
る
こ
と
を
諦
め
、
熊
牛
原
野
で
再
び

牛
飼
い
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
か
ら
20
年
ほ
ど
前
、
上
野
山
の
作

品
が
弟
子
屈
町
内
の
銀
行
ロ
ビ
ー
で
展

示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

上
野
山
が
滞
在
し
て
い
た
当
時
、
何
か

の
礼
に
で
も
置
い
て
い
っ
た
も
の
な
の

で
し
ょ
う
か
。

お
わ
び
と
訂
正

　

広
報
て
し
か
が
１
月
号
の「
原
野
紀
行
」の
中
で『
日

本
農
民
詩
人
史
』と
あ
る
の
は『
日
本
農
民
詩
史
』、『
松

永
吾
一
』と
あ
る
の
は『
松
永
悟
一
』の
誤
り
で
し
た
。

慎
ん
で
お
わ
び
し
、訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

『洋画家・上野山清貢（うえのやま きよつぐ）』

●更科源藏資料紹介

第
94
回

原

野

紀

行

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

ちまちゃんのおうち
のとなりに、だれか
がひっこしてきまし
た。でも、そのすがた
をみたひとは、だれ
ひとりいなくて…
2012年下半期貸し出
しベスト10・絵本部
門で１位になった「ちま
ちゃんとこくま」のち
まちゃんと、不思議
なおとなりさんとの
心温まるおはなし。

「�

わ
た
し
の
ゆ
た
ん
ぽ
」

き
た
む
ら　

さ
と
し
／
え
・
ぶ
ん

「�

僕
ら
地
域
お
こ
し
協
力
隊　

未
来
と
社
会

に
夢
を
も
つ
」

矢
崎　

栄
司
／
編
・
著

「�

カ
ジ
ュ
ア
ル
ベ
イ
カ
ン
シ
ー　

突
然
の
空

席　

Ⅰ
・
Ⅱ
」

Ｊ
・
Ｋ
・
ロ
ー
リ
ン
グ
／
著

「�

雲
ご
よ
み　

天
気
と
季
節
の
観
察
図
鑑
」

高
橋　

健
司
／
写
真
・
文

「�

生
活
保
護
と
あ
た
し
」和

久
井　

み
ち
る
／
著

「�

ス
ネ
夫
と
い
う
生
き
か
た
」横

山　

泰
行
／
著

「�

ガ
バ
ち
ゃ
ん
の
懸
賞
に
何
度
も
当
た
る
コ

メ
ン
ト
７
つ
の
法
則
」

長
場　

典
子
／
著

「�

尾
木
マ
マ
と
読
む　

こ
ど
も
の
論
語
」

尾
木　

直
樹
／
著

「
子
ど
も
に
か
け
る
お
金
の
本
」

子
ど
も
に
か
け
る
お
金
を
考
え
る
会
／
選

「
エ
ン
ジ
ェ
ル
フ
ラ
イ
ト　

国
際
霊
柩
送
還
士
」

佐
　々

涼
子
／
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

もりか／著

☆
特
集
展
示

　『
寒
い
冬
に
は
あ
っ
た
か
料
理
』

　

い
よ
い
よ
一
年
で
一
番
寒
い
時
期
到
来
。寒
い

季
節
は
、体
も
心
も
温
ま
る
料
理
が
最
高
で
す
！

　

食
べ
て
体
の
内
側
か
ら
ぽ
か
ぽ
か
に
な
る

料
理
レ
シ
ピ
本
を
用
意
し
ま
し
た
。ほ
っ
こ
り

温
ま
る
ス
ー
プ
や
、
冬
の
定
番
の
お
鍋
な
ど
…

体
の
芯
か
ら
温
め
て
、
身
も
凍
っ
て
し
ま
い
そ

う
な
こ
の
時
期
を
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
！

▼
場
所
／
特
集
展
示
コ
ー
ナ
ー

☆
連
絡
先
が
変
わ
っ
た
と
き
は

　
図
書
館
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　

住
所
や
電
話
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
図

書
館
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

予
約
図
書
の
準
備
が
で
き
た
と
き
や
返
却
の

お
願
い
な
ど
で
、
図
書
館
か
ら
利
用
者
の
方
に

ご
連
絡
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。登
録
さ
れ
た

連
絡
先
が
更
新
さ
れ
な
い
と
、
必
要
な
情
報
を

お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
利
用
者
の
方
々

へ
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

特
に
、
携
帯
電
話
の
番
号
を
登
録
さ
れ
て
い

る
方
、
自
宅
の
固
定
電
話
の
利
用
を
や
め
て
連

絡
先
を
携
帯
電
話
の
番
号
に
切
り
替
え
た
方

な
ど
は
、忘
れ
ず
に
更
新
し
て
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

中央２丁目４番１号

☎（よいほんいろいろ
4 4 4 4

）４８２‐１６１６

ふしぎなおとなりさん

第２詩集『凍原の歌』
（1943（昭和18）年）に

挿画されている
上野山清貢のデッサン

大切な家を守るお手伝い

住宅ローンの利子補給
　住宅建築や定住の促進、地域の振興を図ることを目的に、住宅の新築などを行うために金融機関から融資を受けた
方に対し、支払利子の一部を助成しています。対象は、町民の方や町外から移住されてくる方で、町内の業者を利用し
て住宅の新築・増築・改築・リフォームなどを行い、町の指定する金融機関から融資を受ける方です。
　自分の住宅を持ちたい、子どもが成長し手狭になってきた住宅を増築したい、老朽化してきた住宅をリフォームし
たいなど、さまざまなケースがあるかと思います。検討されている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談くだ
さい。詳しい要件や手続き、補助額などについては、お問い合わせください。

住宅相談窓口
　下記のとおり「住宅相談窓口」を開設しています。
これから住宅を建てたい
現在お住まいの住宅建て替えやリフォームなどのアドバイス
住宅建築資金利子補給制度のご案内
など、有資格者がさまざまな相談に応じます。
　また、近年、悪質なリフォーム業者による被害が相次いでいると報道されています。大切な財産を守るため、また被
害に遭わないためにも、ぜひ住宅相談窓口をご利用ください。

▼受付時間／８時45分～17時30分（土・日曜日、祝日を除く）

▼開設場所／役場庁舎　中２階　住宅相談室
※建築担当者が不在の場合もありますので、事前に電話などでご連絡ください。日程の調整を図り、対応します。

問い合わせ先／役場建設課建設係・都市計画建築指導係☎４８２‐２９４１（課直通）


