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　僕が転校して初めて学校に行った日。初めての場

所で、知っている友達が誰もいなくて、友達ができ

るかどうか、とても不安でした。

　僕は話がうまくないし、人に話しかけるのも苦手

だから、だまっていて暗いんだと思われたらいやだ

なぁと思っていました。でも、気軽に話しかけてく

れた友達がいたから、緊張がとけて、次第にクラス

に慣れていくことができました。

　話しかけてくれてありがとう。これからも学校の

事を色々、教えてください。

深谷中学校3年（現高校1年）神
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史
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▲大隈重信（国立国会図書
館ウェブサイトから転載）

　全国屈指の花き生産地域であり、造園業が

盛んな花園。栗原さんは、庭のデザイン・施

工から剪
せ ん

定
て い

・除草などの管理まで一切をこな

す『庭のスペシャリスト』です。植木を取り

扱う上でのこだわりは、先を見越して木の良

さを生かすこと。「庭は造って終わりではな

く、長く付き合っていくものです。適当には

できません。信頼される仕事を続けることが

大切です。」その手は、数十年、数百年先も

残る美しい風景を磨き続けます。

風景を
磨き続ける

栗
く り

原
は ら

 正
ま さ

行
ゆ き

さん（42歳・武蔵野）

重
忠
公
の
雄
姿
を
伝
え
る

　

武
蔵
武
士
の
鑑か

が
み

と
た
た
え
ら
れ
る
畠

山
重
忠
。
そ
の
生
誕
の
地
で
あ
る
川
本

地
区
で
、
重
忠
節
踊
り
の
伝
道
師
と
し

て
活
躍
し
て
い
る
の
が
、
川
本
重
忠
節

踊
り
同
好
会
で
す
。
毎
年
４
月
に
開
催

さ
れ
る
重
忠
ま
つ
り
を
は
じ
め
、
市
内

外
の
イ
ベ
ン
ト
で
踊
り
を
披
露
す
る
ほ

か
、
地
域
の
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、

幅
広
く
指
導
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
11

月
３
日
㈷
に
は
、
川
本
地
区
で
開
催
さ

れ
る
畠
山
重
忠
顕
彰
事
業
の
一
環
と
し

て
、
同
会
に
よ
り
重
忠
公
の
墓
前
に
重

忠
節
踊
り
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

　

重
忠
節
踊
り
の
特
徴
は
、『
大
き
な
石

を
投
げ
る
』、『
愛
馬
を
背
負
い
、
急
な

山
坂
を
下
り
る
』
と
い
っ
た
重
忠
の
武

勇
を
思
わ
せ
る
振
り
付
け
が
多
く
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
。
扇
を
使
っ
た
舞
台
踊

り
と
、
大
勢
が
輪
に
な
っ
て
踊
る
輪
踊

り
の
２
種
類
が
あ
り
、
特
に
舞
台
踊
り

は
重
忠
の
一
生
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

 

「
日
本
舞
踊
の
要
素
が
入
っ
て
い
て
、

流
れ
る
よ
う
な
動
作
が
き
れ
い
で
す
よ
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
会
の
創
設
者
で
も

あ
り
、
現
在
も
指
導
員
を
務
め
る
大
澤

喜
代
子
さ
ん
。
昭
和
52
年
に
県
が
重
忠

節
踊
り
を
制
作
し
た
際
、
振
り
付
け
を

し
た
三み

喜き

八や

千ち

代よ

氏
か
ら
直
接
習
っ
た

数
少
な
い
指
導
員
の
１
人
で
す
。「
郷
土

芸
能
と
し
て
根
付
か
せ
た
い
」
と
会
を

立
ち
上
げ
た
の
は
平
成
２
年
。
一
時
は

会
員
数
２
５
０
人
を
誇
り
、
重
忠
節
踊

り
は
一
気
に
川
本
地
区
全
体
に
広
ま
り

ま
し
た
。

　

会
の
次
な
る
目
標
は
、
市
内
全
域
で

踊
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

「
キ
ビ
キ
ビ
と
し
た
武
士
の
姿
を
表
現

し
、
正
し
い
踊
り
を
伝
え
て
い
き
た
い
」

　

そ
の
思
い
を
込
め
た
所
作
の
一
つ
一

つ
が
、
重
忠
の
雄
姿
を
今こ

ん

日に
ち

に
映
し
出

し
ま
す
。

～川本重忠節踊り同好会～

▲輪踊りの様子（重忠まつり）
着物は青地に白で『かわもと』の文字がデ
ザインされています

大
おお

澤
さわ

喜
き

代
よ

子
こ

さん
（指導員・初代会長）

【
重
忠
節
踊
り
】

作
詞
：
畑は

た

和や
わ
ら

（
元
埼
玉
県
知
事
）
／
作
曲
：
細ほ

そ

川か
わ

潤じ
ゅ
ん

一い
ち

／
歌
：
三み

橋は
し

美み

智ち

也や

／
振
り
付
け
：
三み

喜き

八や

千ち

代よ

築
つ き

地
じ

梁
りょう

山
ざ ん

泊
ぱ く

　

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
一
月
五

日
、栄
一
は
旧
江
戸
城
西に

し
の
ま
る丸

に
上
が
り
、

太
政
官
の
弁べ

ん

官か
ん

か
ら
民
部
省
租そ

ぜ
い
の
か
み

税
正
に

任
ず
と
い
う
宣せ

ん

旨じ

を
受
け
ま
す
。
租

税
正
は
民
部
省
内
の
一
組
織
で
あ
る

租そ
ぜ
い
の
つ
か
さ

税
司
の
長ち

ょ
う

で
、
現
在
で
い
え
ば
財
務

省
主
税
局
長
の
よ
う
な
立
場
に
当
た
り

ま
す
。
全
く
思
い
も
か
け
な
い
成
り
行

き
で
す
。
栄
一
は
、
早
速
そ
の
足
で
民

部
省
へ
出
向
き
、
辞
令
が
発
令
さ
れ
た

こ
と
を
報
告
し
ま
す
。
何
と
も
心
細
い

こ
と
に
、
誰
一
人
と
し
て
顔
見
知
り
は

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

当
時
の
民
部
省
は
大
蔵
省
と
合
併
し

た
形
に
な
っ
て
お
り
、
民
部
卿
兼
大
蔵

卿
の
伊だ

達て

宗む
ね

城な
り

（
旧
宇
和
島
藩
主
）
を

は
じ
め
、
大た

い

輔ふ

の
大お

お

隈く
ま

重し
げ

信の
ぶ

（
旧
佐
賀

藩
士
）、
少し

ょ

う輔
の
伊い

藤と
う

博ひ
ろ

文ぶ
み

（
旧
長
州

藩
士
）、
大た

い

丞じ
ょ
う

の
井い

の

上う
え

馨か
お
る

（
旧
長
州
藩

士
）、少し

ょ
う

丞じ
ょ
う

の
郷ご

う

純じ
ゅ
ん

造ぞ
う

（
旧
幕
臣
）
な
ど
、

い
ず
れ
も
民
部
・
大
蔵
両
省
兼
務
で
仕

事
を
し
て
い
ま
し
た
。
と
り
わ
け
大
隈

と
伊
藤
の
両
人
は
、
新
政
府
の
中
で
も

急
進
的
な
改
革
派
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　

栄
一
は
、
何
日
か
民
部
省
に
出
仕
し

ま
す
が
、
こ
の
ま
ま
新
政
府
の
役
人
と

し
て
仕
え
て
行
く
気
に
は
ど
う
し
て
も

な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
栄
一
は
、
辞
意

を
固
め
、
築
地
に
あ
っ
た
大
隈
邸
を
訪

ね
ま
す
。

　

大
隈
邸
は
、
元
旗
本
三
千
石
の
大た

い

身し
ん

戸と

川が
わ

氏
の
屋
敷
で
、
敷
地
だ
け
で
も

五
千
坪
あ
っ
た
と
い
う
広
大
な
も
の
で

し
た
。大
隈
は
こ
の
大
邸
宅
を
開
放
し
、

伊
藤
や
井
上
を
は
じ
め
若
手
の
官
僚
た

ち
や
書
生
連
が
数
多
く
出
入
り
し
「
築

地
梁
山
泊
」
の
異
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が

ら
の
談だ

ん

論ろ
ん

風ふ
う

発は
つ

、
ワ
イ
ワ
イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ

の
中
で
、
新
政
府
の
施
策
の
一
つ
一
つ

が
決
ま
っ
て
行
く
。
そ
ん
な
場
面
も
想

像
さ
れ
ま
す
。

　

大
隈
は
座
談
・
演
説
の
名
手
と
し

て
知
ら
れ
、
大
隈
を
訪
ね
た
栄
一
を
、

得
意
の
弁
舌
で
説
得
し
て
し
ま
い
ま

す
。
大
隈
い
わ
く
、「
今
は
国
家
草
創

の
大
事
な
時
で
あ
る
、
い
わ
ば
八や

お

よ

ろ

ず

百
万

の
神
々
に
よ
る
新
し
い
国
づ
く
り
の
最

中
な
の
で
あ
る
、
君
も
そ
の
八
百
万
の

神
々
の
一ひ

と

柱は
し
ら

と
し
て
こ
の
大
き
な
仕
事

の
た
め
に
是
非
骨
を
折
っ
て
も
ら
い
た

い
」。
大
隈
と
栄
一
と
の
長
い
付
き
合

い
の
始
ま
り
で
す
。（
文
：
新
井
慎
一
）

※本コーナーの全編を通じて、登場する人物については、歴史上の人物としてその敬称を略します。また、年齢
については、当時の通例に従い数え年の表記とします。

『民部省』『民部省』
　明治2年7月8日に設置された中央官
庁の１つで、土木・駅逓・鉱山・通商な
ど民政関係の事務を取り扱っていまし
た。同年8月11日には徴税（民部省）
と財政（大蔵省）機構の一体化による中
央集権体制の確立を目指し、大蔵省と合
併されます。

『大隈重信』（1838‐ 1922）
　明治・大正時代の政治家。肥前藩士（佐
賀）の出身で、幕末の尊王攘夷運動に加
わり、明治新政府では大

おお

久
く

保
ぼ

利
と し

通
み ち

・伊藤
博文らに協力して、政府の基礎をつくり
ました。帝国議会の開設後は議会政治で
活躍。第8・17代内閣総理大臣を務め
ます。東京専門学校（早稲田大学）の創
立者としても知られています。
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﹈


