
村
明
細
帳
（「
村
様
子
書
上
帳
」）

天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
に
代
官
に
提
出
さ
れ

た
下
保
谷
村
の
村
明
細
帳
の
表
紙
。
下
保
谷
村
は

当
時
新
座
郡
に
属
し
て
い
た（
田
無
村
は
多
摩
郡
）。

西
東
京
市
中
央
図
書
館
地
域
・
行
政
資
料
室
所
蔵

やすらぎのこみち
筆者が昨年撮影。田無駅近くのこの小
路は、この地を流れていた玉川上水の
分水の名残。

行田　健晃（ぎょうだ　たけあき）
1993年生、東京都東久留米市出身。
現在、都内私立中学・高等学校教員。
修士論文『幕末の百姓と武力』執筆の
際の史料調査が縁となり、2017年か
ら毎年夏に開催される西東京市図書
館主催の「子どものための地域を知
る講演会」で講師を務める。著作に
「融解する町・村の境界線」(大石学監
修・東京学芸大学近世史研究会編『江
戸周辺の社会史』名著出版、2018年)
などがある。

村絵図（下保谷村）
村明細帳と同年に提出された下保谷村の簡略な絵図。「畑」や「林」のほか、
矢印（筆者加筆）で示した所には今も下保谷にある福泉寺の名がみえる。
西東京市中央図書館地域・行政資料室所蔵

公民館は、現在、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、休館しています。最新情
報については、公民館にお問い合わせいただ
くか、広報西東京や市ホームページでご確認
ください。

み
な
さ
ん
は
、
江
戸
時
代
の
農
民

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
印
象
を
持

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？
「
年
貢
が

重
い
」と
い
っ
た
情
報
や
、「
笠
地
蔵
」

の
よ
う
に
昔
話
に
貧
し
い
農
民
が
登

場
し
が
ち
な
こ
と
か
ら
、「
み
ん
な

貧
し
か
っ
た
」
と
い
う
印
象
を
お
持

ち
の
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
田
無
・

保
谷
に
か
つ
て
住
ん
で
い
た
農
民
た

ち
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

西
東
京
市
に
残
る
歴
史
史
料
を
も
と

に
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
、
現
在
の
西
東
京
市
に

あ
た
る
地
域
に
は
田
無
村
、
上
・
下

保
谷
村
と
、
一
八
世
紀
頃
に
開
発
さ

れ
た
新
田
村
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
武
蔵
野
台

地
と
呼
ば
れ
る
台
地
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
台
地
の
地
質
が
、
水
田
を
作
る

の
に
向
い
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
一

九
世
紀
頃
ま
で
水
田
は
こ
の
地
域
に

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す（「
新

田
」
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
実
態
は

畑
で
し
た
）。
こ
の
状
況
は
、「
田
無
」

と
い
う
地
名
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る

と
い
え
ま
す
。彼
ら
は
、小
麦
や
大
麦
、

粟
、
ひ
え
、
大
根
な
ど
を
栽
培
し
食

料
と
し
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
村
の
様
子
を
知
る
た

め
に
は
、「
村
明
細
帳
」
と
い
う
史

料
が
有
用
で
す
。
村
明
細
帳
は
、
村

が
そ
の
地
を
直
接
支
配
す
る
武
士

（「
代
官
」）
の
求
め
に
応
じ
て
提
出

し
た
村
の
状
況
に
つ
い
て
の
帳
簿
で

す
。
ま
ず
は
こ
こ
か
ら
地
域
の
様
子

を
探
り
ま
す
。

天
保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
の
田

無
村
の
村
明
細
帳
に
よ
れ
ば
、
こ
の

時
期
、
村
の
家
数
は
二
六
四
軒
、
人

口
は
一
一
九
二
人
で
し
た
。

一
方
、
同
じ
年
の
下
保
谷
村
の
村

明
細
帳
を
見
て
み
る
と
、
こ
ち
ら
に

は
家
数
一
一
五
軒
、
人
口
五
三
五
人

と
あ
り
ま
す
。
ま
た
村
明
細
帳
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
上
保
谷
村
は
幕
府

の
記
録
に
、
文
化
・
文
政
期
（
一
八

〇
四
〜
一
八
三
〇
）
に
家
数
三
〇
〇

軒
余
り
と
あ
る
の
で
、
田
無
村
と
同

じ
く
ら
い
の
規
模
で
し
ょ
う
か
。
畑

地
が
多
い
関
係
で
、
今
よ
り
圧
倒
的

に
人
が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
の
ほ
か
に
も
村
明
細
帳

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
書
い
て
あ

り
ま
す
。
村
に
水
田
が
な
い
の
で
米

が
ほ
と
ん
ど
で
き
ず
、
年
貢
は
貨
幣

で
代
納
し
て
い
る
こ
と
、
農
業
の
ほ

か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
男
は
下
肥

（
肥
料
）
を
江
戸
か
ら
買
っ
て
運
び
、

女
は
薪
を
採
る
く
ら
い
で
あ
る
こ
と
、

村
が
困
窮
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら

が
、
田
無
村
・
下
保
谷
村
の
村
明
細

帳
に
共
通
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
記
録
か
ら
は
、
こ
の
地
域
が

貧
し
か
っ
た
印
象
を
受
け
ま
す
。

江
戸
時
代
の
生
活
は
今
よ
り
も
安

定
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
困

窮
す
る
農
民
が
い
た
こ
と
は
事
実
で

す
。
ま
た
天
災
に
よ
っ
て
生
活
が
破

壊
さ
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
を
差
し
引
い
て
も

村
の
自
己
申
告
を
基
に
作
成
さ
れ
た

帳
簿
の
内
容
を
、
す
べ
て
本
当
の
こ

と
だ
と
信
用
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
？　

実
は
、
村
明
細
帳
は
村
の
年

貢
負
担
能
力
調
査
の
た
め
に
作
ら
れ

た
関
係
上
、
村
側
が
状
況
を
自
ら
に

都
合
よ
く
申
告
す
る
場
合
が
多
々
あ

っ
た
の
で
す
。
で
は
、
村
明
細
帳
以

外
の
史
料
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

実
際
、
こ
の
地
域
の
土
地
は
や
せ

て
い
ま
し
た
が
、
一
八
世
紀
初
頭
に

玉
川
上
水
の
分
水
が
田
無
や
保
谷
に

届
き
、
耕
地
開
発
が
進
む
と
村
の
様

子
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
下
保

谷
村
の
戸
数
は
江
戸
前
期
の
一
・
七

倍
に
な
り
、
田
無
村
に
は
生
活
水
準

が
向
上
し
て
幕
末
ま
で
に
人
口
が
倍

に
な
っ
た
と
述
べ
る
史
料
が
残
っ
て

い
ま
す
（
田
無
村
の
人
口
は
幕
末
に

一
六
〇
〇
人
を
突
破
）。
江
戸
中
期

に
人
々
の
生
活
は
改
善
し
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
地
域
の
地
理
的
条

件
と
し
て
江
戸
に
近
い
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
田
無
で
も
保
谷
で
も
、

作
物
の
多
く
は
、
自
分
た
ち
で
食
べ

る
ほ
か
に
、
江
戸
に
売
り
に
出
さ
れ

た
の
で
す
。田
無
村
に
は
安
政
四（
一

八
五
七
）
年
の
記
録
と
し
て
、
売
っ

た
作
物
の
利
益
が
村
全
体
で
六
〇
〇

両
（
物
価
の
関
係
で
換
算
は
難
し
い

が
幕
末
の
一
両
は
約
一
万
円
）
に
も

な
る
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

林
畑
の
多
い
下
保
谷
村
で
は
採
れ
た

薪
も
江
戸
向
け
に
売
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。

ほ
か
に
も
、
青
梅
街
道
が
村
を
通

る
田
無
村
に
は
、
宿
屋
、
居
酒
屋
、

う
ど
ん
・
そ
ば
屋
、豆
腐
屋
、タ
バ
コ
・

菓
子
屋
の
ほ
か
、
お
金
を
貸
す
質
屋

も
四
軒
あ
っ
た
こ
と
が
寛
政
三（
一

七
九
一
）年
や
天
保
一
二（
一
八
四
一
）

年
の
記
録
か
ら
判
明
し
て
い
ま
す
。

田
無
・
保
谷
の
農
民
が
農
業
以
外

で
生
活
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
こ
と

は
ご
く
わ
ず
か―

村
明
細
帳
の
こ

う
し
た
記
述
は
、
実
は
建
前
に
す
ぎ

な
か
っ
た
の
で
す
。
遅
く
と
も
江
戸

時
代
の
後
半
に
は
、
こ
の
地
域
に
は

商
売
を
軌
道
に
乗
せ
る
な
ど
し
て
財

を
成
し
た
農
民
が
現
れ
て
い
ま
し
た
。

「
農
民
は
皆
貧
し
い
」と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
、
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
富
裕
な
農
民
の
財
力
を

示
す
記
録
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

江
戸
幕
府
は
、
幕
末
に
欧
米
が
日

本
に
接
近
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、

海
防
の
た
め
に
江
戸
湾
に
台
場
を
造

る
の
で
す
が
、
こ
の
費
用
の
負
担
が

田
無
や
保
谷
に
も
「
献
金
」
を
迫
る

形
で
降
っ
て
き
ま
し
た
。
献
金
が
で

き
る
家
は
あ
る
程
度
裕
福
だ
と
い
え

ま
す
が
、
こ
の
時
の
記
録
を
見
る
と
、

下
保
谷
村
か
ら
は
八
家
が
合
計
三
〇

両
を
、
田
無
村
か
ら
は
三
〇
家
が
合

計
で
実
に
約
二
〇
〇
両
を
拠
出
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

田
無
村
の
「
献
金
」
の
内
、
半
分
の

一
〇
〇
両
は
下
田
家
と
い
う
一
つ
の

家
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
富
裕
な
農
民
の
中
に
は
、

村
の
代
表
で
あ
る
「
名
主
」
に
な
る

者
も
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
先
に
述

べ
た
下
田
家
は
田
無
村
の
名
主
で
す
。

　

次
回
は
、
こ
の
名
主
の
仕
事
・
役

割
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

し
ん
で
ん

あ
わ

し
も
ご
え

た
き
ぎ

な  

ぬ
し

・
・    

・
・
・

・
・
・
・
・
・

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
公
民
館
は
３
月
１
日
以
降
休
館
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
公
民
館
だ
よ
り
で
特
別
紙
面
講
座
を
行
い
ま
す
。
今
月
号
か
ら
３
回
連
続
で
江
戸
時
代
の
西

東
京
市
域
を
取
り
上
げ
ま
す
。
学
び
を
深
め
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
田
無
・
保
谷

村
明
細
帳
か
ら
見
る
村
の
姿

村
明
細
帳
は
信
用
で
き
る
？

玉
川
上
水
・
江
戸
・
青
梅
街
道

献
金
に
見
る
農
民
の
財
力

特別紙面講座

ふ
る
さ
と
む
か
し
探
訪

　
　
　
　
　
〜
江
戸
時
代
の
田
無
・
保
谷
〜

農
民
た
ち
は
み
ん
な
貧
し
か
っ
た
の
か
？

̶

歴
史
史
料
か
ら
組
み
立
て
る
村
の
す
が
た̶

第
一
回

行 

田  

健 

晃

西東京市
6 月 1 日
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産声をあげさせてもらえなかった
子どもたちの墓に参る（全生園にて）

ちらしずしとほうれんそうのごまあえづくり

文・写真　大森拓郎（新町在住）

お
た
の
し
み
川
柳

今
月
の
お
題
「
時
」

編
集
室
で
は
、
み
な
さ
ま
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
お
近
く
の
公
民
館
に
郵
送
、

メ
ー
ル
、
持
参
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

８
月
号
の
お
題
「
盛
」で
す

６
月
25
日
（木）

締　

 

切

公
民
館
運
営
審
議
会

　

傍
聴
を
ご
希
望
の
方
は
、
事

前
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

時　

６
月
24
日（
水
）
９
時
半
〜

場　

柳
沢
公
民
館

内　

事
業
計
画
・
報
告
に
つ
い
て

申　

電
話
で
柳
沢
公
民
館
へ

小
学
生
と
父
親
の
親
子
16
組
が
、

み
ん
な
で
役
割
分
担
し
な
が
ら
協
力

し
て
、簡
単
で
お
い
し
い
和
洋
中
の
パ

ー
テ
ィ
料
理
作
り
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

キ
ッ
ズ
キ
ッ
チ
ン
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
で
管
理
栄
養
士
の
吉
田
朋
子
さ

ん
の
わ
か
り
や
す
い
指
導
の
も
と
、

皮
む
き
器
や
包
丁
の
安
全
な
使
い
方
、

調
味
料
の
量
り
方
な
ど
の
基
本
か
ら
、

市
販
ル
ー
を
使
わ
な
い
シ
チ
ュ
ー
の

作
り
方
や
お
い
し
い
チ
キ
ン
の
焼
き

方
ま
で
を
体
験
し
ま
し
た
。

家
族
の
た
め
、
自
分
の
た
め
に
料

理
を
作
る
力
は
一
生
の
宝
物
。
子
ど

も
た
ち
か
ら
は
、「
自
分
で
作
っ
た

料
理
が
自
分
で
作
っ
た
と
思
え
な
い

く
ら
い
お
い
し
い
し
す
ご
か
っ
た
」

「
お
う
ち
で
ケ
ー
キ
が
作
れ
る
と
思
わ

な
か
っ
た
の
で
び
っ
く
り
し
た
！
」

・
川
の
字
で
子
ら
と
泳
い
だ
部
屋
独
り
　
　
　
さ
い
ま

・
時
の
旅
で
き
た
ら
君
に
何
告
げ
る
　
　
　
　
詩
織

・
公
民
館
心
安
ら
ぐ
時
と
場
所
　
　
　
　
　
　
山
田
元
一

【まちがいさがしの答え】
①右側のハスの葉の数　②右側のハスの花の水面　③左側のハスの花のはなびらの数　④浮かんでいるハスの葉の数　⑤手前のハスの葉脈の数

富
士
町
カ
ラ
オ
ケ
同
好
会

若
さ
を
取
り
戻
す
、
楽
し
い
カ
ラ
オ

ケ
で
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

月
３
回
水
曜
日
／
13
時
〜
17
時
／
富

士
町
福
祉
会
館
／
60
歳
以
上
対
象
／

月
額
500
円

西
東
京
サ
イ
ク
リ
ン
グ
倶
楽
部

サ
イ
ク
リ
ン
グ
で
健
康
保
持
と
豊
か

な
シ
ニ
ア
ラ
イ
フ
を
楽
し
も
う
！

第
２
・
４
日
曜
日
／
９
時
〜
16
時
／

田
無
公
民
館
か
ら
近
郊
／
参
加
費
100

円
　

８
月
利
用
分
の
申
し
込
み
（
６
月

の
抽
選
申
し
込
み
）
か
ら
、
田
無
公

民
館
の
部
屋
（
視
聴
覚
室
と
実
習
室

以
外
の
部
屋
）
の
利
用
区
分
が
３
区

分
か
ら
４
区
分
に
変
わ
り
ま
す
。
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

８
月
１
日
号
の
原
稿
締
め
切

り
は
、
６
月
19
日（
金
）で
す
。

※タッチの違いや色の濃淡はまちがい
に含みません。

　梅雨の季節の今月はカエルに
ちなんだまちがいさがしです。
　まちがいは５つ。回答は下に
あります。

「
み
ん
な
で
作
る
の
が
楽
し
か
っ
た
」

「
お
父
さ
ん
と
家
で
ま
た
作
り
た
い
」

「
家
族
に
作
っ
て
あ
げ
た
い
」
な
ど

の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
料
理

作
り
は
、「
自
分
っ
て
す
ご
い
！
」
と

い
う
自
信
に
つ
な
が
っ
た
よ
う
で
す
。

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
の
協
力

の
も
と
、
事
業
部
所
属
の
学
芸
員
３

人
を
講
師
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
テ

ー
マ
に
沿
っ
た
内
容
で
行
い
ま
し
た
。

23
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

２
回
目
の
木
村
哲
也
氏
の
「
ハ
ン

セ
ン
病
文
学
を
学
ぶ
」
で
は
、
詩
人

で
評
論
家
の
大
江
満
雄
と
ハ
ン
セ
ン

病
詩
人
た
ち
の
交
流
と
、
そ
の
創
作

活
動
を
通
し
て
発
展
し
て
い
く
、
人

間
の
尊
厳
を
か
け
た
闘
い
や
、
ら
い

予
防
法
廃
止
運
動
を
学
び
ま
し
た
。

大
江
満
雄
は
全
国
の
療
養
所
を
訪
れ

て
詩
人
た
ち
を
発
掘
し
、励
ま
し
、と

も
に
詩
集
を
編
集
し
続
け
た
人
で
す
。

参
加
者
か
ら
は
、「
ハ
ン
セ
ン
病

療
養
所
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
の

中
で
生
命
と
向
き
合
っ
て
き
た
人
た

ち
の
詩
を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
彼

ら
を
発
掘
し
、
育
て
、
ハ
ン
セ
ン
病

の
た
め
の
社
会
的
活
動
家
に
育
て
た

大
江
満
雄
の
名
前
も
初
め
て
知
り
、

そ
の
活
動
に
心
打
た
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
大
江
満
雄
を
更
に
深
く
知
り
、

人
々
に
紹
介
し
よ
う
と
活
動
さ
れ
て

い
る
木
村
さ
ん
の
熱
い
心
に
も
触
れ
、

実
り
の
あ
る
時
間
で
し
た
」「
文
学

は
文
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
葉
は
言

葉
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
の
中
を
変
え

る
力
と
な
り
、
山
を
動
か
す
ほ
ど
の

も
の
と
な
る
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。

舌
で
点
字
を
必
死
に
読
み
（
舌
読
）

永
遠
の
命
を
見
出
し
た
の
に
は
感
動

し
ま
し
た
」
と
い
う
感
想
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。

病
に
苦
し
み
、
療
養
所
内
の
不
当

な
扱
い
に
苦
し
み
、
差
別
に
苦
し
み

な
が
ら
も
希
望
に
向
け
た
詩
を
書
き

続
け
た
人
々
の
魂
に
触
れ
る
講
座
で

し
た
。

アジサイは雨によく似合います。
身近では花が丸く集まったアジサ
イのほかにガクアジサイが見られ
ます。周囲を飾る花弁に似る４枚
のがく（萼）を持つのは装飾花で、
中央の多くの小さな花 (おしべ、
めしべがあり実を結ぶ両性花 )を
囲む額縁のように見えるため、そ
の名があります。装飾花は、目立
たない両性花の受粉を助ける昆虫
を呼び寄せる役目をします。両性
花が受粉に成功すると装飾花は役
目を終え、上を向いていたものが
反転し裏返しになります。注意し
て見てください。

雑節「半夏生」（夏至から11日
目）の頃に咲くためハンゲショウ
の名があります。ドクダミの仲間
です。写真の中央に見られる穂状
に湾曲した小さな花が咲く頃にな
ると、花の近くにある緑の葉が次
第に表側だけ白色に変わります
（このため、別名をカタシログサ
といいます）。この現象は受粉を
助ける昆虫を呼び寄せるためとい
われており、受精が終わるとしば
らくして白い葉が元の緑色に戻り
ます。

作画：いげた みずき（中学3年生）

り
た
ち
で
す
。
中
に
は
食
事
も
ひ
と

り
部
屋
で
と
る
ス
テ
イ
ル
ー
ム
の
強

者
も
い
ま
す
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
は
、
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
疲
れ
で
、
海

や
公
園
な
ど
に
繰
り
出
す
人
も
多
か

っ
た
と
の
こ
と
で
、
一
般
の
人
な
ら
、

家
に
こ
も
っ
て
い
る
と
気
持
ち
が
ま

い
っ
て
し
ま
う
の
に
、
ひ
き
こ
も
り

た
ち
は
、
そ
れ
を
日
常
と
し
て
平
静

に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る

種
の
才
能
な
の
で
は
？　

事
件
の
時

な
ど
は
ひ
き
こ
も
り
と
い
う
こ
と
で

批
判
の
対
象
に
さ
れ
が
ち
で
す
が
、

こ
ん
な
時
こ
そ
、
ひ
き
こ
も
り
の
才

能
に
注
目
し
て
く
れ
る
人
は
、
い
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？

現
在
、
活
動
が
で
き
ず
、
メ
ー
リ

ン
グ
リ
ス
ト
に
て
お
互
い
の
近
況
報

告
を
し
て
い
る
状
態
で
す
が
、
文
章

か
ら
い
ろ
い
ろ
と
想
像
し
、
時
に
は
、

こ
ん
な
つ
な
が
り
も
楽
し
い
な
と
感

じ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
コ
ロ
ナ

が
終
息
し
た
ら
、
ま
た
み
ん
な
で
ワ

イ
ワ
イ
と
楽
し
く
活
動
を
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
日

ま
で
、
ひ
き
こ
も
り
た
ち
の
気
持
ち

を
考
え
な
が
ら
、
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
!!

「
Ｔ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｐ
Ｏ（
共
歩
）」は
、ひ

き
こ
も
り
の
子
ど
も
を
抱
え
る
親
た

ち
が
、
子
ど
も
と
ど
の
よ
う
に
接
し
、

ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
ら
よ
い
の
か

悩
み
、
立
ち
上
げ
た
会
で
す
。

私
た
ち
は
、
ひ
き
こ
も
っ
て
い
る

人
た
ち
の
気
持
ち
に
寄
り
添
い
、
共

に
感
じ
、
共
に
歩
ん
で
い
く
た
め
に

活
動
し
て
お
り
ま
す
。

【
連
絡
先
】  

代
表
、 

佐
藤

〈
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
〉

tomopo.tomoniayumu@
icloud.com

〈
電 

話
〉

０
７
０
・
６
９
９
３
・
６
６
６
２

私
は
、ひ
き
こ
も
り
を
応
援
す
る

会
の
代
表
を
し
て
お
り
ま
す
。こ
れ
か

ら
、
地
域
の
み
な
さ
ん
と
連
携
し
て

「
助
っ
人
」に
よ
る
助
け
合
い
の
輪
を

作
ろ
う
と
考
え
て
い
た
矢
先
、コ
ロ
ナ

禍
に
よ
り
動
け
な
く
な
り
ま
し
た
。

さ
て
「
ひ
き
こ
も
り
」
と
い
う
と

８
０
５
０
問
題
や
さ
ま
ざ
ま
な
事
件

な
ど
で
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
話
題
に
ば

か
り
登
場
し
ま
す
。
し
か
し
、＃
ス

テ
イ
ホ
ー
ム
の
今
、
こ
れ
を
誰
よ
り

も
実
践
し
て
い
る
の
は
、
ひ
き
こ
も

※

新
し
い
感
染
症
と
い
う
危
機
を
み
ん

な
で
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
課
題

の
今
、
地
域
で
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
る
方
た
ち
の
声
を
お

伝
え
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

ぜ
つ 
ど
く

ぜ
ん
し
ょ
う
え
ん

サークル
から

会 

員 

募 

集

昆虫を呼び寄せる仕掛け梅雨時の花

ガクアジサイ ハンゲショウ

【
報
告
】

田
無
公
民
館
主
催

父
と
子
の
料
理
講
座

「
パ
パ
っ
と
、
ご
ち
そ
う

レ
シ
ピ
！
」

　

 

令
和
元
年
10
月
14
日
〜

　

 

11
月
24
日
（
全
３
回
）

【
報
告
】

保
谷
駅
前
公
民
館
主
催

人
権
講
座  

「
多
磨
全
生
園

の
コ
ミ
ュ
ー
ン（
自
治
）と
ハ

ン
セ
ン
病
文
学
を
学
ぶ
」

　

  

令
和
元
年
11
月
14
日
〜

　

  

12
月
５
日（
全
５
回
）

田
無
公
民
館
利
用
区
分
変
更

の
お
知
ら
せ

＃
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
、＃
ス
テ
イ
ル
ー
ム

佐
藤〈
Ｔ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｐ
Ｏ（
共
歩
）代
表
〉

君 

と 

生 

き 

る
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