
表紙から

今
月
の
表
紙
は
、
街
頭
に
灰
皿
を
置

い
て
の
美
化
活
動
を
始
め
た
伏
古
商
店

お
お

え

や
す
ひ
ろ

街
振
興
会
（
会
長

大
江
康
博
さ
ん
）

の
皆
さ
ん
で
す
。

伏
古
商
店
街
は
、
伏
古
二
条
か
ら
八

条
ま
で
の
五
十
六
店
で
構
成
さ
れ
、
東

区
で
も
古
く
か
ら
あ
る
商
店
街
で
す
。

こ
の
商
店
街
で
は
、
か
な
り
以
前
か
ら

日
常
的
に
、
歩
道
の
街
路
樹
ま
す
か
ら

雑
草
を
取
り
、
花
を
植
え
る
な
ど
の
活

動
を
し
て
い
て
、
環
境
美
化
へ
の
意
識

が
高
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
昨
年

一
月
に
、
東
区
の
商
店
街
連
絡
協
議
会

で
「
ポ
イ
捨
て
防
止
宣

言
」
を
行
っ
て
か
ら
は
、

お
店
へ
の
啓
発
ス
テ
ッ

カ
ー
の
掲
示
や
清
掃
活

動
に
も
取
り
組
ん
で
い

た
と
こ
ろ
で
し
た
。

そ
し
て
、
今
回
さ
ら

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
店

の
前
に
灰
皿
を
置
き
、

ポ
イ
捨
て
防
止
に
乗
り

出
す
こ
と
を
決
め
ま
す
。

四
月
二
十
四
日
、
灰
皿
が
大
江
会
長

の
お
店
の
前
に
届
け
ら
れ
、
趣
旨
に
賛

同
し
、
協
力
を
申
し
出
た
お
店
の
方
々

が
、
集
ま
り
ま
し
た
。
灰
皿
は
、
東
区

役
所
が
設
け
た
「
灰
皿
ケ
ア
制
度
」
の

一
環
と
し
て
届
け
ら
れ
た
も
の
。
こ
の

制
度
は
、
日
本
た
ば
こ
産
業
か
ら
区
役

所
に
提
供
さ
れ
た
灰
皿
を
、
設
置
を
希

望
し
、
自
分
た
ち
で
管
理
の
で
き
る
団

体
に
、
貸
し
出
し
す
る
も
の
で
す
。

会
長
の
大
江
さ
ん
は
「
今
ま
で
も
、

花
を
植
え
て
の
雰
囲
気
づ
く
り
に
力
を

入
れ
て
き
ま
し
た
が
、
ご
み
拾
い
を
す

る
と
、
や
は
り
た
ば
こ
の
吸
い
殻
が
目

立
ち
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
灰
皿
を
借
り

ら
れ
る
話
を
耳
に
し
て
、
利
用
し
て
み

よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
こ
の
灰
皿
の

こ
と
を
、
多
く
の
お
客
さ
ま
に
知
っ
て

も
ら
え
れ
ば
、
ポ
イ
捨
て
も
減
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
期

待
を
込
め
て
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

◇

◇

◇

一
人
ひ
と
り
の
「
ち
ょ
っ
と
面
倒
だ

か
ら
」「
こ
の
く
ら
い
な
ら
大
丈
夫
」
と

い
っ
た
意
識
が
積
み
重
な
っ
て
、
私
た

ち
の
身
の
回
り
で
は
、
吸
い
殻
の
ポ
イ

捨
て
以
外
に
も
、
困
っ
た
こ
と
が
い
ろ

い
ろ
起
き
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
時
に
は
、
こ
の
灰
皿
の
こ
と

を
思
い
浮
か
べ
て
、
周
囲
へ
の
配
慮
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

北
海
道
の
地
名
の
多
く
は
、
ア
イ
ヌ

語
に
片
仮
名
や
漢
字
を
当
て
た
も
の
、

あ
る
い
は
開
拓
と
関
係
の
あ
る
も
の
で

す
。
ま
た
、
近
年
は
、
土
地
の
発
展
を

願
っ
た
も
の
な
ど
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
今
月
か
ら
、
古
く
か
ら
残
る
東
区

の
い
く
つ
か
の
地
名
の
由
来
を
紹
介
し

て
い
き
ま
す
。

み

か

ほ

美

香

保

美
香
保
と
い
う
地
名
は
、
特
定
の
行

政
区
域
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
美
香

保
公
園
（
北
二
○
〜
二
二
東
四
、
五
）

付
近
一
帯
の
総
称
の
こ

と
で
す
。

一
九
二
八（
昭
和
三
）

年
、
札
幌
村
村
会
議
員

か
し
わ
の
ち
ゅ
う
は
ち

の
柏
野
忠
八
と
元
札
幌

み
や
む
ら
さ
く
ぞ
う

区
会
議
員
の
宮
村
朔
三

が
こ
の
辺
り
の
土
地
を

手
に
入
れ
ま
す
。
土
地
の
購
入
に
あ
た
お
お
つ
か

っ
て
は
、
柏
野
の
義
弟
に
あ
た
る
大
�

と
う

し

ろ
う

藤
四
郎
が
尽
力
し
ま
し
た
。

三
人
は
、
中
央
付
近
を
公
園
と
し
、

土
地
を
宅
地
と
し
て
売
る
こ
と
を
決
め

ま
す
。
分
譲
の
際
、
三
人
の
名
字
の
頭

文
字
を
一
つ
ず
つ
と
り
、
年
齢
順
に
並

べ
「
ミ
カ
オ
公
園
分
譲
地
」
と
し
た
の

が
地
名
の
始
ま
り
で
す
。

一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
、
公
園

は
市
に
寄
贈
さ
れ
、
市
は
そ
の
前
後
に

付
近
の
土
地
を
買
収
し
、
約
八
・
三
�

の
大
き
な
公
園
用
地
を
得
ま
し
た
。
こ

の
こ
ろ
に
な
る
と
、「
ミ
カ
オ
」
よ
り

語
呂
が
良
く
語
感
が
美
し
い
「
ミ
カ

ホ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
美
香
保
」
と
い
う
漢
字
は
、
都
市
計

画
公
園
の
事
業
決
定
を
行
う
際
に
当
て

ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

だ
い

が
く

む
ら

大

学

村

大
学
村
と
い
う
地
名
も
特
定
の
行
政

区
域
で
は
な
く
、
現
在
の
大
学
村
の
森

（
北
二
八
東
四
）
付
近
の
呼
称
で
す
。

一
九
五
〇
（
昭
和
二
十
五
）
年
、
当

時
の
北
海
道
大
学
法
文
学
部
は
法
経
学

部
と
文
学
部
に
分
か
れ
る
こ
と
が
決
ま

り
、
多
く
の
教
官
を
招
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
時
、
北
二
七
、
二
八
東

二
〜
四
付
近
に
、
新
任
教
官
用
の
住
宅

八
十
戸
ほ
ど
を
建
設
し
ま
す
。
当
時
は
、

周
囲
の
家
も
ま
ば
ら
で
、

ち
ょ
っ
と
し
た
村
の
出

現
と
な
り
ま
し
た
。
住

民
が
こ
の
辺
り
を
「
大

学
村
」
と
名
付
け
、
以

後
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。

第２７回

地域の環境美化を願う大江
さん

東

区

地

名

考
（
一
）

ひ
が
し
く

す
と
ー

り
ー

商店街の灰皿ケア

当時のミカオ公園分譲地

花と灰皿でお店の雰囲気も変わります

住宅建設当時の大学村
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