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　中央町に建てられていた古河市消防団第6分団詰所(旧石
こ く

町
ちょう

)の
様子です。地域の安心安全を守る消防団は、この頃から地域の人
たちに支えられていた様子がうかがえます。

【募集】このコーナーに掲載する昔の総和地区の写真を探しています。お持
ちの人は シティプロモーション課(℡92-3111)までご連絡ください。

【絵本】
ねむねむさんがやってくる

ユ・ヒジン　作/絵
　ねむねむさんは遠いところ
からやってくる。鞄

かばん

に、子ど
もたちに配る夢をいっぱいい
れて。でもね、ねむねむさん
はまだ来ない。あなたが布団
で目を閉じて、ねむねむさん
を呼ぶまでは…。自然と眠り
につく習慣づけができる絵本。

出版社…世界文化社

【児童書・社会科】
おもしろ大発見！
世界スゴすぎ事典

須藤健一　監修
　インドでは「はい」と答え
るときに首を左右に横に振
る。ギリシャではピースサイ
ンは「くたばれ」の意味…。
日本と世界はこんなに違う! 
　世界の食べものや乗りも
の、マナーなどを紹介する。

出版社…池田書店

【一般書・地理】
大阪爆笑転勤ライフ

坂本竜馬と怪しい海援隊　著
　転勤族の僕が、鹿児島、仙
台の次にやってきたのは、笑
いと人情の町、大阪。そこで
出会ったのは、胃もたれ必至
のコテコテキャラ！　おもろ
いけど、ちょっとけったい。
でも嫌いになれない大阪の魅
力をマンガと文章で伝える。

出版社…合同フォレスト

【一般書・小説】
この気持ちもいつか忘れる

住野よる　著
　平凡な日々に飽き飽きとし
て生きる高校生のカヤ。16
歳の誕生日を迎えた直後、深
夜のバス停で爪と目しか見え
ない異世界の少女に出会う。
2人は互いの世界の不思議な
シンクロに気づき…。『週刊
新潮』連載を単行本化。

出版社…新潮社 とねミドリ館

　
篆て

ん

刻こ
く

は
14
世
紀
に
中
国
で
生
ま
れ
、

日
本
に
は
江
戸
時
代
の
初
め
に
伝
わ
り

ま
す
。
篆
刻
と
は
、
柔
ら
か
い
石
や
木

を
材
料
と
し
、
そ
こ
に
文
字
を
刻
み
紙

に
押
印
し
て
鑑
賞
す
る
も
の
で
す
。
篆

刻
に
用
い
る
文
字
を
篆
書
と
言
い
ま
す

が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
篆
書
を
用
い
る

か
ら
篆
刻
な
の
で
す
。

　
さ
て
こ
の
篆
書
、
細
か
く
言
え
ば
小し

ょ
う

篆て
ん

と
大だ

い

篆て
ん

が
あ
る
の
で
す
が
、
中
国
各

地
で
異
な
っ
て
い
た
文
字
を
こ
の
書
体

に
統
一
し
た
の
が
、
人
気
漫
画
『
キ
ン

グ
ダ
ム
』
に
登
場
す
る
秦し

ん

王お
う

の
政せ

い

、
す

な
わ
ち
秦
の
始
皇
帝
な
の
で
す
。
中
国

に
お
け
る
文
字
は
、
紀
元
前
の
は
る
か

昔
か
ら
存
在
し
ま
し
た
。
甲
骨
文
字
が

そ
れ
で
、
以
降
金き

ん

文ぶ
ん

・
篆
書
・
隷れ

い

書し
ょ

・

楷か
い

書し
ょ

な
ど
、
少
し
ず
つ
形
を
変
え
な
が

ら
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
国
の

文
字
、
い
わ
ゆ
る
漢
字
が
、
や
が
て
日

本
に
も
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

漢
字
の
伝
来

　
漢
字
が
日
本
に
伝
来
し
た
時
期
は
い

つ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
筆
者
が
大
学
生

の
頃
は
、
仏
教
伝
来
に
伴
い
経
典
が

入
っ
て
き
た
時
期
、
す
な
わ
ち
６
世
紀

ご
ろ
と
習
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で

す
が
…
。
も
ち
ろ
ん
伝
来
の
定
義
に

よ
っ
て
も
違
い
は
あ
る
の
で
す
が
、
漢

字
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

お
お
よ
そ
弥
生
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
す
。

　
『
三さ

ん

国ご
く

志し

魏ぎ

書し
ょ

東と
う

夷い

伝で
ん

倭わ

人じ
ん
の

条じ
ょ
う

』
と

い
う
文
献
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
通

称
『
魏ぎ

志し

倭わ

人じ
ん

伝で
ん

』
と
い
え
ば
、
お
判わ

か

り
に
な
る
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ

う
、
邪
馬
台
国
所
在
地
論
争
の
基
本
文

献
で
す
。
邪
馬
台
国
女
王
卑ひ

弥み

呼こ

の
時

代
、
３
世
紀
前
半
ご
ろ
の
日
本
の
国
々

や
そ
の
習
俗
が
記
録
さ
れ
た
も
の
で
す

が
、
そ
の
中
に
「
以げ

き
を
も
っ
て
こ
く
ゆ
す

檄
告
喩
」
と
い
う

記
載
が
あ
り
ま
す
。
檄げ

き

文ぶ
ん(
木
簡
に
よ

り
通
告
す
る
文
書)

を
以
っ
て
周
知
し

た
と
。
た
だ
檄
文
を
作
成
、
す
な
わ
ち

漢
字(

漢
文)

を
書
い
た
の
は
中
国
の
役

人
で
す
。
こ
れ
は
、
そ
れ
を
見
て
理
解

で
き
る
日
本
の
人
た
ち
が
存
在
し
た
と

い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

漢
字
の
使
用

　
で
は
、
実
際
に
漢
字
が
使
用
さ
れ
た

実
物
資
料
は
と
い
う
と
、
発
掘
調
査
の

中
に
見
い
出
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
国
内

で
最
古
級
の
文
字
資
料
は
、
三
重
県
松

阪
市
貝
蔵
遺
跡
出
土
の
２
世
紀
末
か
ら

３
世
紀
初
頭
と
さ
れ
る
「
田
」
の
墨ぼ

く

書し
ょ

、
千
葉
県
流
山
市
の
市い

ち

野の

谷や

宮み
や

尻じ
り

遺

跡
出
土
の
３
世
紀
末
と
さ
れ
る
「
久
」

の
墨
書
、
こ
の
ほ
か
４
世
紀
初
頭
と
さ

れ
る
「
田
」
の
墨
書
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
文
字
で
は

な
く
記
号
だ
と
い
う
研
究
者
も
い
て
、

そ
の
評
価
は
定
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
で

す
が
、
少
な
く
と
も
硯す

ず
り

と
筆
の
普
及
は

明
ら
か
で
あ
り
、
３
世
紀
末
ご
ろ
に
は

関
東
で
も
文
字
が
書
か
れ
う
る
環
境
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
し
ょ

う
。

　
さ
て
、
肝
心
の
古
河
市
域
で
す
が
、

柳
橋
北
新
田
Ａ
遺
跡
出
土
の
須す

恵え

器き

坏つ
き

の
底
面
に
墨
書
さ
れ
た
「
厨く

り
や

」
が
、
現

在
の
と
こ
ろ
最
も
古
く
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
資
料
で
す
。
８
世
紀
後
半
、
奈

良
時
代
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

疫
病(

コ
ロ
ナ)

退
散

　
国
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
、
漢

字
の
よ
う
な
文
化
も
あ
れ
ば
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
な
疫
病
も
あ
り

ま
す
。
写
真
は
コ
ロ
ナ
除
け
の
ア
マ
ビ

エ
缶
バ
ッ
ジ
、
篆
書
で
「
疫
病
退
散
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
身
に
着

け
て
い
れ
ば
コ
ロ
ナ
に
感
染
し
な
い

…
。
残
念
な
が
ら
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
が
、
気
休
め
く
ら
い
に
は
な
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。

　
現い

在ま

流は
や

行り

の
『
鬼き

滅め
つ

の
刃や

い
ば

』
な
ら
ぬ

「
疫え

き

除よ
け

の
徽き

章し
ょ
う

」。
篆
刻
美
術
館
で
絶
賛

販
売
中
で
す
。

　
　
篆
刻
美
術
館
学
芸
員　
臼
井
公
宏

漢
字
～
国
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
文
化
～

▲「厨」墨書土器

▲アマビエ缶バッジ
　(花桃バージョン)

令和3年

昭和20～30年代
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