
　

い
ま
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
寒
か
っ
た
。
朝
が

つ
ら
か
っ
た
し
、
石
炭
の
ス
ス
に
も
悩
ま
さ
れ
た
。
で
も
、
な

ぜ
か
ず
っ
と
暖
か
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
ス
ト
ー
ブ
の
時
代
。

　

煮
炊
き
以
外
に
火
を
使
う
の
は
外
で
と
決
ま
っ
て
い
た
の
に
、

家
の
中
で
火
を
囲
む
こ
と
が
で
き
た
か
ら
か
も
、
と
考
え
て
み

ま
し
た
。
囲
炉
裏
の
生
活
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
も
、
や
は
り

火
の
ま
わ
り
で
食
事
し
た
り
雑
談
し
た
り
と
い
う
、
く
つ
ろ
ぎ

の
空
間
が
出
来
て
い
ま
し
た
。
石
油
ス
ト
ー
ブ
や
温
風
に
は
な

い
、
肌
が
ひ
り
ひ
り
す
る
暖
か
さ
も
薪
や
石
炭
な
ら
で
は
。

　

一
家
の
主
の
座
る
場
所
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
子
供
た
ち

は
火
の
そ
ば
で
宿
題
を
や
り
ま
し
た
。
お
湯
が
一
日
中
沸
い
て

い
た
し
、み
そ
汁
や
明
日
の
お
か
ず
の
鍋
も
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

燗
酒
が
こ
と
こ
と
い
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
あ
ぶ
っ
た
肴
、

子
供
た
ち
も
も
ら
い
ま
し
た
よ
ね
。
最
近
の
薪
ス
ト
ー
ブ
人
気
、

原
油
高
の
せ
い
ば
か
り
で
し
ょ
う
か
。

発
行

：

 
印
刷
紙
工

（社）

 

札
幌
市
中
央
区
南
十
五
条
西
十
八
丁
目

 

T
E
L
（
〇
一
一
）
五
六
一
ー
三
五
九
七

編
集

：

ひ
と
街
し
ご
と
刊
行
会

 

札
幌
市
中
央
区
北
一
条
西
十
七
丁
目

 

北
海
道
不
動
産
会
舘
四
階

 

　
編
集
工
房 

海　
内

 

T
E
L
（
〇
一
一
）
六
二
三
ー
六
六
五
二

（有）

二
〇
〇
六
年 

冬（
年
四
回
発
行
）

14
歴史はいつも未来へのみちしるべです

世の中の進むスピードと自分の生きていくペースが
少し合わなくなってきたなと感じ始めたら

いつか来た道まで戻ってみましょう
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地
域
の
歴
史
と
文
化
の
蓄
積
の
象
徴
、
図
書
館

人
口
百
万
人
当
た
り
の
そ
の
数
は

北
海
道
は
二
三
・
三
館
で
全
国
二
十
位
と
中
ほ
ど

パ
ソ
コ
ン
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
万
能
の
世
の
中
に

本
の
大
切
さ
を
再
認
識
し
た
い
も
の
で
す

道
立
図
書
館
と
札
幌
市
中
央
図
書
館
の
歩
み
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で

る
道
立
文
書
館
別
館
が
そ
れ
。
大
正
十
五

年
、
道
内
初
の
庁
立
図
書
館
と
し
て
華
々

し
く
開
館
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
本
の
数
は
わ
ず
か
に
千
二
百

冊
ほ
ど
。
あ
ま
り
の
貧
弱
さ
に
利
用
者

の
不
満
も
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。
関
係
者

に
よ
り
ま
す
と
「
他
の
府
県
立
は
、
旧
藩

旧
家
等
の
蔵
書
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ

て
い
る
も
の
が
多
い
の
に
、
こ
ち
ら
は
無

一
物
か
ら
。
せ
め
て
学
生
の
参
考
書
だ
け

で
も
揃
え
て
」
の
出
発
。
そ
の
後
、
昭
和

四
十
二
年
に
現
図
書
館
が
完
成
す
る
ま

で
、
四
十
一
年
に
わ
た
っ
て
道
民
に
親
し

ま
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
蔵
書
数
は
道
立
図
書
館
が

七
十
六
万
七
千
冊
、
札
幌
市
中
央
図
書
館

が
六
十
六
万
六
千
冊
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
検
索
で
き
て
も
、
手
に
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
図
書
館
の
存
在
が
ま
す
ま
す

大
き
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
も
っ
と
足
を
運
ん
で
│
│
。

幌
市
の
図
書
館
の
起
源
と
い
う
こ
と
に
。

　

そ
の
付
属
図
書
館
が
札
幌
時
計
台
に

移
る
の
が
明
治
四
十
四
年
。
以
後
、
昭
和

十
八
年
（
一
九
四
三
）
に
北
部
軍
公
用
施

設
と
し
て
接
収
・
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
、
学
生

や
一
般
市
民
に
広
く
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

再
開
は
昭
和
二
十
五
年
。
図
書
館
法
の
公

布
に
伴
う
札
幌
市
立
図
書
館
と
し
て
の
ス

タ
ー
ト
で
し
た
。

　

札
幌
時
計
台
時
代
は
昭
和
四
十
二
年

十
二
月
、
中
央
区
北
二
条
西
十
二
丁
目
に

新
館
が
完
成
し
て
終
え
ん
。
以
後
、
各
区

民
セ
ン
タ
ー
に
も
図
書
室
が
で
き
て
、
同

館
は
昭
和
五
十
二
年
に
札
幌
市
中
央
図

書
館
と
改
称
さ
れ
ま
す
。
平
成
三
年
三

月
に
は
現
在
の
中
央
図
書
館
（
中
央
区
南

二
十
二
西
十
三
）
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　

続
い
て
道
立
図
書
館
で
す
が
、
今
の
江

別
市
に
あ
る
も
の
の
前
身
が
札
幌
市
内
に

健
在
で
す
。
中
央
区
北
一
条
西
五
丁
目
、

建
築
当
時
そ
の
ま
ま
の
姿
で
使
わ
れ
て
い

そ
れ
に
続
き
ま
す
。

　

以
後
、
こ
と
あ
る

ご
と
に
公
共
図
書
館

の
必
要
性
が
叫
ば
れ
、

明
治
二
十
三
年
、
教

育
従
事
者
に
よ
っ
て

創
設
さ
れ
た
北
海
道

教
育
会
が
道
庁
北
門

前
に
建
築
し
た
同
会

付
属
図
書
館
が
、
札

残
す
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

い
ま
で
は
地
域
の
文
化
レ
ベ
ル
の
バ
ロ
メ

ー
タ
ー
の
一
つ
。

　

日
本
の
公
共
図
書
館
は
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）、
京
都
府
に
集
籍
院
が
開
館

し
た
の
が
最
初
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
道

で
は
明
治
四
年
の
札
幌
の
新
聞
縦
覧
所
が

一
般
的
な
読
書
施
設
の
始
ま
り
で
、
同
八

年
に
開
校
し
た
札
幌
農
学
校
の
書
籍
室
が

代
エ
ジ
プ
ト
な
ど
の
図
書
館
は
、

支
配
者
の
威
光
と
名
声
を
後
世
に

古

過ぎ去った歴史のひとこまが、
「現在」に語りかけてくるものに
耳を澄まして……。

長
か
っ
た
札
幌
時
計
台
時
代

道
立
初
代
は
北
一
西
五
に
健
在

図
書
館
今
昔

上：1952年（昭27）６月、札幌市立図書館前通り

現在の札幌市中央図書館（中央区南22西13）

上：威厳がある旧道立図書館の建物（中央区北１西５）
下：現在の道立図書館（江別市野幌）

「
札
幌
の
図
書
館
三
十
年
」（
昭
和
五
十
六
年
、
札
幌
市
中
央
図
書
館
）

「
北
海
道
立
図
書
館
四
十
年
史
」（
昭
和
四
十
二
年
、
北
海
道
立
図
書
館
）

※
参
考
文
献
／「
札
幌
事
始
」（
昭
和
五
十
四
年
、
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
７
）

（いずれも札幌市写真ライブラリー提供）

　 （札幌時計台が図書館だった）

左：旧札幌市立図書館
　（中央区北２西12、昭53.４撮影）
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管
理
も
大
変
の
よ
う
で
す
が
入
館
無
料
。「
お
金

を
い
た
だ
く
く
ら
い
な
ら
や
め
ま
す
」
と
き
っ

ぱ
り
。
二
階
に
は
ま
だ
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
数
十
箱

分
が
出
番
を
待
っ
て
い
ま
す
。

　

道
産
子
な
ら
ビ
ス
ケ
ッ
ト
に
ま
つ
わ
る
思

い
出
も
多
い
、
坂
栄
養
食
品
の
創
業
は
昭
和

二
十
五
年
の
こ
と
。
い
ま
で
も
隣
の
工
場
か
ら

甘
い
香
り
が
漂
っ
て
き
ま
す
。

前
。
き
っ
か
け
は
五
十
代
に
さ
し
か
か
っ
て
、
乗

り
物
で
席
を
譲
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ

と
へ
の
感
慨
か
ら
。
倉
庫
に
眠
っ
て
い
る
道
具
た

ち
に
も
余
生
、
安
住
の
場
が
必
要
で
し
た
。
カ

メ
ラ
や
蓄
音
機
な
ど
は
す
べ
て
自
ら
修
理
し
て

い
つ
で
も
使
え
る
状
態
に
。
人
形
や
雑
誌
類
の

ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
も
手
製
で
す
。（
鮮
や
か
な
ガ
ラ

ス
切
り
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
見
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
）

　

こ
こ
の
特
徴
は
も
う
一
つ
。
旧
日
本
軍
関
係

の
物
も
あ
れ
ば
火
鉢
、
映
写
機
も
あ
る
。
そ
し

て
ヌ
ー
ド
ピ
ン
ナ
ッ
プ
も
│
│
時
代
を
正
確
に

伝
え
た
い
と
い
う
館
長
の
信
念
が
、
戦
前
か
ら

の
生
活
文
化
史
や
社
会
風
俗
史
も
わ
か
り
や
す

く
構
成
し
て
い
ま
す
。

　

最
近
は
本
州
か
ら
の
見
学
者
や
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
を
目
指
す
若
者
な
ど
の
来
館
が
徐
々
に
増
加
。

　

パ
ソ
コ
ン
は
お
ろ
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
も
使
え
な

い
し
、
携
帯
電
話
も
な
い
。
当
然
、
会
社
は
黒

電
話
│
│
い
か
に
も
自
分
の
速
度
で
時
代
を
歩

い
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
る
館
長
の
坂
一
敬
さ
ん

（
六

　

二

）。
ミ
シ
ン
、ス
ト
ー
ブ
、バ
リ
カ
ン
、
薬
箱
、

湯
た
ん
ぽ
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
活
道
具

の
収
集
を
始
め
た
の
は
、
な
ん
と
三
十
年
も
前

の
こ
と
と
か
。

　
「
礼
文
島
か
ら
沖
縄
ま
で
全
国
を
歩
い
て
、
個

人
の
方
か
ら
譲
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
雑
誌
な

ど
は
一
山
い
く
ら
。
古
く
な
っ
た
物
が
安
か
っ
た

時
代
で
す
」。
収
集
物
の
原
則
は
、
骨
董
品
と
し

て
は
出
回
ら
な
い
物
。「
私
た
ち
戦
中
生
ま
れ
は

お
金
に
な
る
な
ら
な
い
に
拘
ら
ず
物
を
大
事
に

し
て
き
ま
し
た
か
ら
。
母
な
ど
も
包
装
紙
一
枚

大
切
に
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
よ
」。

　

で
す
か
ら
収
集
し

な
が
ら
時
代
の
変
遷
も

見
て
き
ま
し
た
。
バ
ブ

ル
の
頃
は
、
中
身
ご
と

解
体
す
る
家
の
道
具
を

タ
バ
コ
一
ケ
ー
ス
ほ
ど

の
お
礼
で
持
ち
出
し
た

り
、
札
幌
市
の
大
型
ゴ

ミ
収
集
が
有
料
に
な
る

と
き
は
市
内
の
あ
ち
こ

ち
で
た
く
さ
ん
集
め
ら

れ
た
り
│
│
。

　

一
般
公
開
は
十
二
年

懐
か
し
い
も
の
、
面
白
い
も
の
、
珍
し
い
も
の
を
探
し
て
歩
く
シ
リ
ー
ズ

三
十
年
も
前
か
ら
全
国
行
脚
し
て
集
め
た
生
活
道
具
の
数
々
が

不
思
議
な
輝
き
を
持
っ
て
語
り
か
け
て
く
る
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
で
す

こ
れ
か
ら
の
暮
ら
し
や
遊
び
、
ア
ー
ト
へ
の
ヒ
ン
ト
も 

│
│

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス

坂
会
館

札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
三
条
七
丁
目
三―

二
二

電
話（
〇
一
一
）六
三
二―

五
六
五
六

昔なつかしい生活用具や人形、文房具などのコーナーに分かれている
ぐるり巡ればちょっと歴史を旅した気分に

外
か
ら
見
れ
ば
〝
不
思
議
館
〞
の
印
象

レ
ス
ト
ラ
ン
時
代
を
記
憶
し
て
い
る
人
も
い
る
か
も

 （
右
）カ
ウ
ン
タ
ー
で
は
、
希
望
す
れ
ば
タ
バ
コ
や

マ
ッ
チ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
見
せ
て
も
ら
え
る

 （
左
）風
俗
コ
ー
ナ
ー
も
〝
一
興
〞
な
ら
ぬ
歴
史
の

証
人
で
す

肩の凝らない応待をしてくれる
坂一敬館長と職員の中本尚子さん

開館　11時～18時30分
休日　日・祭日、土曜日不定休



そ

先

昔

豆
腐
屋
さ
ん
の
い
ま
、
こ
れ
か
ら

45

な
が
ら
の
地
域
の
お
客
さ
ん
を
相

手
に
し
た
豆
腐
屋
（
製
造
小
売
）

は
、
札
幌
で
も
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
│

│
札
幌
豆
腐
組
合
で
聞
い
た
現
実
に
驚
き

は
し
た
も
の
の
、
そ
う
い
え
ば
豆
腐
を
買

う
の
は
い
つ
も
ス
ー
パ
ー
か
市
場
。
中
に

は
有
機
食
品
の
配
達
と
一
緒
に
と
い
う
お

宅
も
あ
る
よ
う
で
、
時
代
の
移
り
変
わ
り

を
感
じ
ま
す
。

　

同
組
合
の
夘
野
昇
理
事
長
（
夘
野
食

品
社
長
）
に
よ
り
ま
す
と
現
在
、
組
合
員

数
は
二
十
三
社
。
五
年
前
に
組
合
創
立
百

周
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、
二
百
社
以
上
も

あ
っ
た
最
盛
期
に
は
遠
く
及
び
ま
せ
ん
。

全
国
的
に
み
て
も
昭
和
三
十
五
年
に
は

五
万
以
上
あ
っ
た
製
造
事
業
所
が
、
平
成

十
五
年
に
は
半
分
以
下
に
減
っ
て
い
ま
す

（
厚
生
労
働
省
調
べ
）。

　

家
計
調
査
年
報
（
総
務
省
）
の
一
家

庭
当
た
り
年
間
豆
腐
購
入
金
額
は
、
昭

和
五
十
七
年
六
千
四
百
円
（
単
価
七
十
三

円
）、平
成
十
六
年
六
千
七
百
円（
九
十
円
）

と
ほ
と
ん
ど
変
化
は
見
ら
れ
な
い
の
に
、

こ
こ
ま
で
豆
腐
店
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
原

因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
豆
腐
店
に
限
ら
ず
他
の
多
く

の
専
門
店
の
苦
境
が
続
い
て
い
る
の
と
同

様
に
、
販
売
・
消
費
の
形
態
が
大
き
く
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る

よ
う
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ス
ー
パ
ー
な
ど

の
大
型
店
で
す
べ
て
の
用
を
足
そ
う
と
い

う
消
費
者
、
製
造
す
る
側
も
卸
し
へ
と
シ

フ
ト
す
る
し
か
な
い
時
代
の
流
れ
│
│
。

　

全
国
豆
腐
協
同
組
合
連
合
会
の
平
成
元

年
の
試
算
で
は
、
豆
腐
一
丁
の
原
価
は
百

円
だ
っ
た
と
の
こ
と
（
夘
野
理
事
長
）。

そ
れ
が
い
ま
、
安
い
と
き
は
四
、五
十
円

で
売
ら
れ
て
い
る
時
代
で
す
。
買
う
側
も

値
段
の
安
さ
だ
け
で
選
ん
で
い
る
こ
と
は

否
め
ま
せ
ん
が
、
厳
し
い
豆
腐
店
の
経
営

に
も
目
を
向
け
た
い
も
の
で
す
。

　

卸
先
の
減
少
、
大
口
化
か
ら
生
ま
れ
た

も
う
一
つ
の
流
れ
は
学
校
給
食
や
病
院
へ

の
納
入
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ス
ー
パ
ー

に
卸
す
に
し
て
も
、
学
校
や
病
院
に
し
て

も
、
製
造
設
備
や
コ
ス
ト
削
減
に
対
応
で

き
る
力
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
で
し
ょ
う
。
人
件
費
の
ほ
か
、光
熱
費
、

水
道
料
、
包
装
費
、
運
送
費
な
ど
、
経
営

を
圧
迫
し
が
ち
な
要
素
を
乗
り
越
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
。

　

夘
野
食
品
も
創
業
は
札
幌
市
中
央
区
で

す
が
、
惣
菜
店
を
出
店
し
て
い
た
市
場
の

再
開
発
を
機
会
に
平
成
七
年
、
現
在
の
北

広
島
市
の
工
業
団
地
に
工
場
を
建
設
し
ま

し
た
。
ス
ー
パ
ー
や
学
校
給
食
に
豆
腐
を

納
入
し
て
い
ま
す
が
、
お
か
ら
は
菌
で
乾

燥
さ
せ
て
か
ら
産
業
廃
棄
物
と
し
て
処
分

す
る
と
か
、
原
油
値
上
が
り
が
フ
ィ
ル
ム

パ
ッ
ク
の
値
段
に
ま
で
響
く
な
ど
、
価
格

に
上
乗
せ
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
の
苦
労
は

尽
き
な
い
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
Ｐ
Ｌ
法
の
施
行
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
安
心
安
全
が
食
品
を
扱
う
企
業
の

大
前
提
。
そ
の
基
本
を
き
ち
ん
と
し
て
、

豆
腐
製
造
業
を
魅
力
あ
る
仕
事
に
し
て
い

れ
に
し
て
も
こ
こ
ま
で
の
業
者

の
減
少
を
、
も
う
少
し
夘
野
理
事

長
に
順
序
立
て
て
も
ら
い
ま
す
と
、
昭
和

四
十
年
代
前
半
ま
で
は
、
ま
だ
大
手
業
者

は
い
な
か
っ
た
も
の
の
後
継
者
不
足
が
表

面
に
。
続
い
て
ス
ー
パ
ー
・
コ
ン
ビ
ニ
の

時
代
が
や
っ
て
来
て
、
市
場
・
商
店
街
が

姿
を
消
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
地
域
に
卸

先
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

か
な
け
れ
ば
と
、
夘
野
理
事
長
は
言
い
切

り
ま
す
。の

豆
腐
の
年
間
消
費
量
を
地
方
別

で
み
て
み
ま
す
と
、
ト
ッ
プ
沖
縄

の
八
千
円
に
対
し
て
北
海
道
は
最
下
位
の

四
千
五
百
円
。
札
幌
市
も
都
道
府
県
庁
所

在
市
の
中
で
最
低
で
す
。そ
の
意
味
で
は
、

家
庭
で
の
消
費
を
増
や
す
こ
と
も
、
業
者

の
側
か
ら
も
っ
と
も
っ
と
提
案
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

最
近
目
に
付
く
の
が
、
特
徴
の
あ
る
豆

豆
腐
屋
さ
ん
の
い
ま
、
こ
れ
か
ら

鍋
に
入
れ
て
フ
ー
フ
ー
、
み
そ
汁
で
も
フ
ー
フ
ー 

│
│

き
ょ
う
の
豆
腐
、
ど
こ
で
、
い
く
ら
で
買
っ
て
き
ま
し
た
か
。

豆
腐
を
買
う
の
は
も
っ
ぱ
ら
大
型
店
の
時
代
に
な
っ
て

豆
腐
屋
さ
ん
の
苦
労
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

豆
腐
か
ら
Ｔ
Ｏ
Ｆ
Ｕ
へ
の
脱
皮
も
必
要
の
よ
う
で
す
。

消
費
横
バ
イ
、
店
激
減

ギ
リ
ギ
リ
の
企
業
努
力

高
級
食
品
と
し
て
の
道

菊の家のこじんまりした店舗。製造部門と隣
り合っているから出来立てが並ぶ。左は人気
商品の一部。右下がおからドーナツ

▲夘野食品の、２人で１日3000丁造る製造ライン
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豆腐の値段 の移り変わり お宅では1年間 にどのくらい 豆腐を食べていますか
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腐
を
開
発
し
て
の
製
造
小
売
に
力
を
入
れ

て
い
る
業
者
。
健
康
ブ
ー
ム
も
あ
っ
て
、

少
々
値
段
は
張
っ
て
も
グ
ル
メ
感
覚
で
買

い
求
め
る
人
に
は
好
評
の
よ
う
で
す
。
そ

こ
で
尋
ね
た
の
は
江
別
市
の
と
う
ふ
工
房

「
菊
の
家
」。
本
社
は
歴
史
あ
る
豆
腐
メ
ー

カ
ー
（
菊
田
食
品
）
で
す
が
、三
年
前
に
、

現
在
地
（
若
草
町
四
）
に
あ
っ
た
豆
腐
店

を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
新
し
い
展
開
に
取

り
組
み
ま
し
た
。

　

同
店
の
佐
久
間
正
義
店
長
（
本
社
常
務

取
締
役
）
は
「
ス
ー
パ
ー
中
心
で
や
っ
て

き
た
が
、
値
段
の
変
動
も
あ
っ
て
」、
こ

こ
ま
で
培
っ
た
技
術
を
別
な
か
た
ち
で
活

か
し
た
か
っ
た
と
開
店
の
い
き
さ
つ
を
。

木
造
り
の
こ
じ
ん
ま
り
し
た
店
舗
に
は
豆

腐
や
油
揚
げ
類
が
三
十
種
類
以
上
も
あ
り
、

そ
れ
も
本
社
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
、

こ
こ
で
作
る
独
自
の
も
の
ば
か
り
で
す
。

　

豆
腐
の
商
品
名
を
挙
げ
て
み
る
と
吟
醸

湯
葉
は
り
、て
も
り
昆
布
寄
せ
、竹
ざ
る
、

ご
ま
な
ど
。
夏
場
は
よ
く
売
れ
る
と
い
う

竹
ざ
る
と
う
ふ
の
値
段
は
四
百
二
十
円
。

普
通
の
木
綿
豆
腐
で
さ
え
二
百
四
十
一
円

も
し
ま
す
。
と
は
い
え
売
り
上
げ
は
、
店

舗
売
り
と
出
店
し
て
い
る
札
幌
市
内
二
つ

の
デ
パ
ー
ト
で
半
分
ず
つ
だ
そ
う
で
す
か

ら
、
人
気
ぶ
り
が
わ
か
る
と
い
う
も
の
。

　

そ
う
し
た
丁
寧
な
豆
腐
づ
く
り
か
ら
同

店
の
次
の
展
開
は
、
豆
腐
や
揚
げ
を
使
っ

た
惣
菜
類
の
販
売
。さ
ら
に
、も
っ
と
も
っ

と
地
域
に
密
着
し
て
仕
事
を
し
て
い
き
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
、
お
か
ら
と
江
別
産

小
麦
を
混
ぜ
て
作
っ
た
お
か
ら
ド
ー
ナ
ツ

を
生
み
出
し
ま
し
た
。

　

あ
る
意
味
で
は
豆
腐
を
高
級
な
食
品
に

仕
上
げ
て
い
く
試
み
で
す
が
、
佐
久
間
店

長
も
「
本
社
の
製
品
と
は
客
層
が
違
う
か

ら
」
と
、
現
在
の
評
判
に
自
信
を
深
め
て

い
る
様
子
で
す
。

　豆腐と切っても切れない仲の油揚
げ。最近は三角形ばかりでなく様々な
形をしており、中がスポンジ状の薄い
ものなども出回っています。揚げ一つ
にも企業秘密が隠されているというわ
けで、札幌商工会議所から「04年・05
年 北のブランド」に認定されているの
が夘野食品の「ピリ辛京あげ」。道産大
豆とよまさりに唐辛子をブレンドした
というアイデアが、昨今の辛味ブーム
の後押しを受けて人気急上昇中です。
　夘野社長によりますと「ここまでこ
ぎ着けるのにどれくらい失敗したか」。
揚げるときに唐辛子が下に沈んでしま
うという壁を乗り越えて、生地全体を
赤くすることに成功。現在、特許出願
中でもあります。まさにピリッとした
辛さがキムチ鍋や焼肉、ジンギスカン
にもぴったり。あぶってマヨネーズや
しょう油で食べてもお酒が進みます。

店
へ
向
か
う
道
す
が
ら
利
用
し
た

タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ
ん
。
札
幌

の
人
ら
し
く
所
在
地
の
町
名
は
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
店
名
を
告
げ
る
と
「
行
っ

た
こ
と
が
あ
る
」
と
。
聞
け
ば
こ
の
人
、

お
い
し
い
豆
腐
を
求
め
て
全
道
を
歩
い

て
い
る
と
か
。
豆
腐
も
グ
ル
メ
食
品
の
一

つ
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
証
拠
で

し
ょ
う
。

　

し
か
し
一
方
で
、
毎
日
で
も
食
べ
ら
れ

る
普
通
の
、
し
か
も
お
い
し
く
て
安
価
な

豆
腐
も
ま
た
食
卓
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
夘

野
理
事
長
も「
江
戸
時
代
に『
豆
腐
百
珍
』

と
い
う
本
が
あ
る
く
ら
い
、
様
々
な
食
べ

方
の
出
来
る
シ
ン
プ
ル
な
味
が
豆
腐
の
基

本
」と
言
い
、食
べ
方
の
提
案
を
力
説
。「
も

は
や
居
酒
屋
の
湯
豆
腐
も
Ｔ
Ｏ
Ｆ
Ｕ
と
書

け
ば
イ
メ
ー
ジ
も
変
わ
る
し
、
チ
ー
ズ
を

加
え
て
グ
ラ
タ
ン
に
す
る
工
夫
が
あ
っ
て

も
い
い
。
洋
風
の
メ
ニ
ュ
ー
で
す
。
う
ち

だ
っ
て
長
年
か
か
っ
て
ピ
リ
辛
の
油
揚
げ

を
考
え
出
し
た
ん
で
す
か
ら
」
と
続
け
ま

し
た
。

　

独
自
の
豆
腐
、
安
く
て
特
徴
の
あ
る
豆

腐
、
さ
ら
に
は
食
べ
方
の
提
案
│
│
店

の
規
模
の
大
小
を
問
わ
ず
、
そ
ん
な
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
の
よ
う
で
す
。

20銭
1円
8円
12円
10円
12円
15円
15円
20円
25円
30円

35円
40円
50円
60円
70円
80円
80円
100円
110円

110円

●昭和57年 6,392円平成16年 6,719円
金額(円) 数量(丁) 価格(円) 数量(丁) 価格(円)

87.54 73.026,392昭和
57年

90.43 74.776,761

89.16 82.437,349

88.48 82.937,337

85.40 81.386,949

86.43 79.946,910

85.07 79.856,792

81.87 82.796,778

83.42 87.797,323

78.76 97.767,699

79.26100.847,992

76.90 101.267,787

金額(円)

78.12100.957,886

77.06 98.917,622７年

76.72 98.287,541

78.52100.517,892

80.06100.318,031

76.74 99.067,602

75.70 97.987,418

73.35 95.927,035

74.61 92.866,928

73.87 91.666,771

74.48 90.216,719
総務省調べ「１世帯当たりの年間の品目別支出金 
額、購入量、平均価格」から
●●週刊朝日編「値段史年表」から

●東京および東京周辺の標準小売価格
●昭和23年までは100匁以上、25～27年は80匁以上、
　29年以降は300ｇ程度のものを1丁とした値段

●昭和63年以降は、右
　の「家計調査年報」の
　価格を参照

８年

９年

10年

11年

12年

13年

14年

15年

16年

58年

59年

60年

61年

62年

63年

平成元年

２年

３年

４年

５年

６年

特許も出願中

  ピリ辛京あげ

新
し
い
食
べ
方
も
模
索

北のブランドに認定

豆腐の値段 の移り変わり お宅では1年間 にどのくらい 豆腐を食べていますか
昭和20年
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29年

35年

36年

39年

44年

45年

47年

48年

49年

50年

51年

54年

57年

61年
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る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
」。
外
国
製
の
高
級
腕
時

計
を
手
に
し
な
が
ら
、
フ
タ
バ
時
計
店
の
店
主
、

佐
藤
洋
さ
ん
（
七　

　

二

）
は
こ
う
語
り
ま
す
。
あ
る

量
販
店
か
ら
修
理
を
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
す
が

「
あ
ま
り
使
っ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
不
良
品

だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
」
と
。

　

こ
こ
に
マ
チ
の
時
計
店
の
一
つ
の
現
状
が
現
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
ま
ず
お
客
を
量
販

店
に
奪
わ
れ
た
こ
と
、
そ
こ
の
店
員
に
は
時
計

の
知
識
が
な
く
、
故
障
し
た
と
き
に
修
理
す
る

技
術
も
部
品
も
な
い
と
い
う
こ
と
│
│
佐
藤
さ

ん
の
も
と
へ
は
、
同
業
者
か
ら
そ
う
し
た
難
し

五
年
ほ
ど
前
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
ス
ー

パ
ー
（
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
で
も
時
計
を
売

　

そ
の
佐
藤
さ
ん
の
特
殊
技
術
と
い
う
の
は
、

旋
盤
を
使
っ
て
の
部
品
製
作
と
修
理
。
昭
和

二
十
二
年
、
十
五
歳
で
こ
の
道
に
入
っ
た
そ
う

で
す
か
ら
、
も
う
す
ぐ
六
十
年
に
な
り
ま
す
。

　

十
勝
清
水
で
生
ま
れ
、
父
親
の
仕
事
の
関
係

で
本
別
、
室
蘭
、
野
幌
と
移
っ
て
札
幌
へ
。
幼

い
修
理
の
依
頼
が
多
く
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
道
内
は
も
ち
ろ
ん
遠
く
は
宮
崎
、

岡
山
、
京
都
な
ど
全
国
か
ら
、
テ
レ
ビ
の
鑑
定

番
組
に
出
せ
る
ほ
ど
の
値
打
ち
物
や
、
家
庭
に

古
く
か
ら
あ
る
親
族
の
形
見
の
時
計
の
修
理
も

頻
繁
に
。
い
ず
れ
も
佐
藤
さ
ん
が
、
札
幌
で
は

お
そ
ら
く
た
だ
一
人
で
は
な
い
か
と
い
う
技
術

の
持
ち
主
だ
か
ら
で
す
。

　

で
は
名
人
に
出
来
な
い
仕
事
は
な
い
？
「
い

や
、
歯
車
を
作
る
こ
と
だ
け
は
出
来
ま
せ
ん
。

二
、三
百
万
円
は
す
る
歯
切
り
盤
と
い
う
機
械
が

要
り
ま
す
か
ら
。
も
う
十
年
若
け
れ
ば
買
っ
て

も
い
い
の
で
す
が
」。

　

お
店
は
現
在
、
長
兄
の
佐
藤
さ
ん
と
末
弟
の

治
さ
ん
（
五　

　

八

）
の
二
人
で
維
持
し
て
い
ま
す
。

治
さ
ん
も
、
宝
石
の
加
工
技
術
も
持
つ
四
十
年

の
ベ
テ
ラ
ン
で
す
が
、
店
の
将
来
と
な
る
と
よ

い
答
は
聞
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

平
岸
街
道
に
六
軒
あ
っ
た
時
計
店
は
、
ス
ー

パ
ー
に
入
っ
た
一
店
を
除
い
て
は
、
も
は
や
こ
ち

ら
の
み
と
か
。
地
域
の
た
め
に
、
そ
し
て
全
国

各
地
の
古
時
計
の
愛
好
者
の
た
め
に
、
ま
だ
ま

だ
腕
を
振
る
い
続
け
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　

驚
き
は
も
う
一
つ
。
佐
藤
さ
ん
は
そ

の
穴
を
あ
け
る
た
め
の
ニ
ー
ド
ル
を
、

や
は
り
旋
盤
で
先
に
作
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。
ま
さ
に
〝
弘
法
筆
を
選
ぶ
〞
で
、

微
小
な
作
業
の
た
め
の
ド
ラ
イ
バ
ー
や

ピ
ン
セ
ッ
ト
ま
で
自
作
、
既
製
品
の
改

良
で
す
。「
市
販
の
道
具
は
労
働
者
の
指

の
よ
う
な
も
の
。
う
ぶ
毛
を
つ
か
め
る

く
ら
い
の
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
」

と
。

な
い
で
ま
っ
す
ぐ
に
と
い
う
の
が
難
し
い
。
七
マ

イ
ク
ロ
を
あ
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
」。

人
の
髪
の
毛
が

一
〇
〇
分
の
五

か
ら
太
い
人
で

一
〇
〇
分
の
二

〇
㍉
ほ
ど
。
顕

微
鏡
を
覗
き
な

が
ら
の
作
業
と

は
い
え
「
狂
わ

　

腕
時
計
の
内
部
に
は
歯
車
な
ど
様
々
な
回
転

す
る
部
品
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
軸
は
油

を
注
さ
ず
に
使
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
す
り
減
っ

て
故
障
の
原
因
に
。
そ
こ
で
佐
藤
さ
ん
の
出
番

で
す
。
旋
盤
を
使
っ
て
長
さ
三
、四
㍉
、
直
径
は

一
〇
〇
分
の
一
㍉
単
位
の
穴
を
あ
け
た
新
し
い
軸

を
作
る
の
で
す
。「
秒
針
（
の
軸
）
に
一
八
マ
イ
ク

ロ
（
一
〇
〇
分
の
一
八
㍉
）
の
穴
を
あ
け
る
の
な

ん
て
当
た
り
前
」と
こ
と
も
な
げ
に
言
い
ま
す
が
、

開
き
ま
し
た
。

い
頃
か
ら
「
近
所
の
時
計
店
の
時
計
を
分
解
し

て
は
困
ら
せ
て
い
た
」
ほ
ど
の
機
械
好
き
で
、

父
親
の
す
す
め
で
勤
め
た
の
が
同
業
者
の
時
計

修
理
や
部
品
製
作
を
専
門
に
す
る
札
幌
時
計
合

資
会
社
と
い
う
会
社
。
佐
藤
さ
ん
は
こ
こ
で
、

時
に
は
時
計
の
洗
浄
機
を
道
内
に
売
り
歩
い
た

り
し
な
が
ら
、
修
理
技
術
を
磨
い
て
い
っ
た
の
で

す
。
社
長
の
信
望
も
厚
か
っ
た
の
で
す
が
、
い

ず
れ
は
独
立
を
考
え
て
い
た
の
で
昭
和
四
十
二

年
に
同
社
を
辞
め
て
、
そ
の
年
に
自
分
の
店
を

来
た
道
、

行
く
道
。

様
々
な
先
達
が
い
る
か
ら
こ
そ

二
十
一
世
紀
が
あ
る
ん
だ
よ
│
│

ス
ロ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
。

フタバ時計店
札幌市南区澄川３条３丁目
TEL 011－821－4512

 

旋
盤
使
っ
て

髪
の
毛
ほ
ど
の
細
い
穴

札
幌
に
一
人
、

全
国
の〝
お
宝
〞修
理

佐
藤　

洋
さ　
　

ん　
　
　
　
　

フ
タ
バ
時
計
店
（
札
幌
市
）

十

朝８時から夜7時までこの姿勢

本
欄
へ
の
自
薦
、
他
薦
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

顕微鏡をのぞきながら、100分の１ミリ単位の旋盤作業に集中する佐藤洋さん
この旋盤でドライバー（右端）、ピンセットまで自作

長兄・洋さんと末弟・治
さん（下）の二人三脚



ここで

べ
る

調

67

 

・
北
24
条
商
店
街

 

・
篠
路
中
央
商
店
街

 

・
麻
生
商
店
街

 

・
新
川
商
店
街

 

・
新
琴
似
一
番
商
店
街

 

・
太
平
八
丁
目
通
商
店
街

 

・
新
琴
似
中
央
商
店
街

 

・
パ
セ
オ
名
店
街

 

・
新
琴
似
６
番
通
中
央
商
工
振
興

　

 

会

　

東
区
に
新
し
い
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
が
出
来
て
話
題
を
さ
ら
っ
て

い
ま
す
。
相
次
ぐ
商
業
施
設
の
出
現
に

身
の
細
る
思
い
を
し
て
い
る
の
は
地
域

の
商
店
街
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
勢
い
が

次
第
に
失
わ
れ
て
い
っ
て
い
る
の
も
事

実
で
す
が
、
商
店
街
の
賑
わ
い
は
地
域

　主に戦時中のことを記述すると
きに、様々な著作物から引用させ
てもらっています。また昔のこ
とですから差別用語も知らずして
使っているかもしれません。注意
事項を教えてください。

　インターネットの分野で他者
（社）の著作物の乱用が見られる
ようになり、改めて著作権のあり
方が問われていますが、出版され
たものであればほとんどの場合、
引用は認められています。
　とはいえ守らなければならない
ことはいくつかあって、その一つ
は引用著作物のタイトル、著作者
名、出版社名を明示することです。
多数に及ぶときは巻末でまとめ
る方法もみられますが、できるだ

用は著作権料が必要な場合があり
ますので、印刷会社か編集者にま
かせましょう。
　差別用語については一般常識
的なことをわきまえておくことで
す。すなわち身分、職業、身体的
なこと、あるいは民族・人種につ
いて、差別や蔑視するような表現
はやめましょう。

け引用箇所の近
くがよいでしょ
う。新聞や雑誌
は日付、号数も記しておきます。
　引用箇所がはっきりわかるよう
に、かぎカッコでくくるか、何字
分か下げることも必要でしょう。
それもあなたの記述が主、引用が
従であることです。歌詞などの引

　

若
い
頃
は
暇
が
あ
れ
ば
本
を
読

ん
で
い
た
の
に
、
今
で
は
新
聞
と

テ
レ
ビ
ば
か
り
。
す
っ
か
り
小
説
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
し
ま
っ
て
│
│
こ
ん
な
方
の
と
て
も
多
い
こ

と
で
す
。
ど
ん
な
本
を
読
ん
で
い
た
か
思
い
出

し
さ
え
す
れ
ば
、
当
時
の
状
況
も
次
第
に
よ
み

が
え
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

が
自
分
史
な
ど
を
書
く
と
き
の
一
助
に
。

　

そ
こ
で
た
ず
ね
て
み
た
い
の
が
道
立
文
学
館

で
す
。
北
海
道
に
ゆ
か
り
の
あ
る
文
学
者
の
様
々

な
資
料
を
展
示
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
な
つ
か

し
い
も
の
も
見
つ
か
る
は
ず
。
常
設
展
示
と
と

も
に
随
時
、
企

画
展
が
催
さ
れ

て
い
ま
す
し
、

収
蔵
資
料
の
閲

覧
、
コ
ピ
ー
も

可
能
で
す
。

　

し
ば
し
青
春
に
返
っ
た
気
分
に
ひ
た
り
な
が

ら
読
書
も
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
所
在
地
／
札
幌
市
中
央
区
中
島
公
園
一―

四

●
電
話
／
五
一
一―

七
六
五
五

●
開
館
／
九
時
半―

十
七
時　

休
館
は
月
曜
日

　

と
指
定
日

Q

A

著作物からの引用、
差別用語の注意は

引用箇所、出典の明記
一般常識をふまえて

の
核
。
こ
ん
な
と
き
こ
そ
地
元
の
店
を

も
っ
と
利
用
し
た
い
も
の
で
す
。

　

札
幌
市
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会

に
加
盟
し
て
い
る
商
店
街
は
左
表
の
と

お
り
現
在
八
十
六
。
い
つ
も
使
っ
て
い

る
と
こ
ろ
以
外
は
知
ら
な
い
の
も
当
た

り
前
で
す
が
、
ど
こ
に
ど
ん
な
お
店
が

あ
る
の
か
す
ぐ
調
べ
ら
れ
る
の
が
、
同

連
合
会
が
開
設
し
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
わ
く
わ
く
商
店
街
」
で
す
。
よ
そ

の
街
の
探
検
も
か
ね
て
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な

ど
と
い
う
と
き
に
、
ち
ょ
っ
と
ア
ク
セ
ス

し
て
み
る
と
面
白
い
で
す
よ
。

　

商
店
街
の
催
し
や
個
々
の
店
の
サ
ー

ビ
ス
情
報
、
新
規
開
店·

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

ニ
ュ
ー
ス
な
ど
も
参
考
に
な
り
ま
す
し
、

商
店
街
の
歴
史
を
知
り
た
け
れ
ば
読
み

物
も
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
入
り
口
に
し

た
タ
ウ
ン
情
報
が
、
街
へ
の
興
味
を
深

め
て
く
れ
ま
す
。

 

・
札
幌
狸
小
路
商
店
街

 

・
八
番
街
商
店
街

 

・
行
啓
通
商
店
街

 

・
札
幌
四
番
街
商
店
街

 

・
一
番
街
商
店
街

 

・
二
番
街
商
店
街

 

・
札
幌
三
番
街
商
店
街

 

・
薄
野
本
通
会

 

・
札
幌
駅
前
通
振
興
会

 

・
札
幌
地
下
街
商
店
会

 

・
南
円
山
商
工
振
興
会

 

・
円
山
商
店
街
振
興
会

 

・
五
番
街
振
興
会

札
幌
市
内
の
商
店
街

 

・
北
区
境
商
店
会（
北
29
条
通
西
商

 

店
会
）

 

・
新
琴
似
西
商
工
振
興
会

 

・
北
７・
８
条
商
店
連
合
会

 

・
新
琴
似
１
番
通
東
商
店
街

 

・
新
琴
似
３
番
通
り
商
店
街

 

・
屯
田
中
心
街
商
工
会

 

・
篠
路
こ
ま
ど
り
商
工
振
興
会

 

・
拓
北
商
工
会

 

・
あ
い
の
里
商
工
振
興
会

 

・
屯
田
中
央
商
工
振
興
会

 

・
手
稲
本
町
商
店
街

 

・
前
田
中
央
商
店
街

 

・
手
稲
曙
商
店
街

 

・
星
置
駅
前
商
店
街

 

・
手
稲
西
商
工
振
興
会

 

・
札
苗
商
店
街

 

・
栄
町
中
央
商
店
街

 

・
苗
穂
本
町
商
店
街

 

・
東
麻
生
商
店
街

 

・
環
状
通
東
商
工
振
興
会

 

・
本
郷
商
店
街

 

・
白
石
商
店
街

 

・
東
札
幌
商
店
街

 

・
北
都
商
店
街

 

・
南
郷
商
店
街

 

・
白
石
メ
ト
ロ
ロ
ー
ズ
タ
ウ
ン
商

　

 

店
街

 

・
北
郷
東
商
工
会

 

・
大
谷
地
商
興
会

 

・
琴
似
商
店
街

 

・
西
町
商
店
街

 

・
西
野
商
店
街

 

・
発
寒
商
店
街

 

・
発
寒
北
商
店
街

 

・
西
野
二
股
商
店
会

 

・
真
駒
内
団
地
商
店
街
振
興
会

 　

真
駒
内
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ

 

・
真
駒
内
団
地
商
店
街
振
興
会

 　

上
町
名
店
街

 
・
真
駒
内
団
地
商
店
街
振
興
会

 　

上
町
５
丁
目
商
店
会

 

・
真
駒
内
団
地
商
店
街
振
興
会

 　

ミ
ュ
ー
ク
リ
ス
タ
ル

 

・
真
駒
内
団
地
商
店
街
振
興
会

　

 

泉
町
商
店
会

 

・
真
駒
内
団
地
商
店
街
振
興
会

 　

南
町
商
店
会

 

・
真
駒
内
団
地
商
店
街
振
興
会

　

 

真
駒
内
ポ
ニ
ー
シ
ョ
ッ
プ

 

・
石
山
商
店
街

 

・
真
駒
内
商
店
街

 

・
藻
南
商
店
街

 

・
澄
川
商
店
街

 

・
藻
岩
下
商
店
街

 

・
藤
野
中
央
商
工
振
興
会

 

・
清
田
地
区
商
工
振
興
会

 

・
清
田
団
地
商
店
街
協
同
組
合

 

・
末
広
商
店
街

 

・
月
寒
中
央
商
店
街

 

・
美
園
商
店
街

 

・
平
岸
商
店
街

 

・
豊
平
商
店
街

 

・
西
岡
商
店
街

 

・
平
岸
中
央
商
店
街

 

・
南
美
園
商
店
街
振
興
会

 

・
厚
別
商
店
街

 

・
新
札
幌
名
店
街
商
店
会

 

・
サ
ン
ピ
ア
ザ
会

 

・
上
野
幌
商
工
振
興
会

 

・
北
白
石
商
工
振
興
会

 

・
白
石
駅
通
商
工
振
興
会

 

・
菊
水
元
町
商
店
会

●
北
区

●
中
央
区

●
東
区

●
白
石
区

●
厚
別
区

●
豊
平
区

●
清
田
区

●
南
区

●
手
稲
区

●
西
区

読
み
ふ
け
っ
て
い
た
本
で

当
時
を
思
い
出
す
か
も

道
立
文
学
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
を

h
ttp
://w

w
w
.0
1
1
.o
r.jp
/

商

店

街

振
興
組
合

(ホームページ「わくわく商店街」から)



竹
沢
國
男 

編

　

今
年
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
イ
ヤ
ー
。
ト
リ
ノ
で
日
本
人
選
手
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
忘
れ
難
い
の
は
あ
の
「
飛
ん
だ
、
決
ま
っ
た
」
の
実
況
、
笠
谷
選
手
金
メ
ダ

ル
の
瞬
間
。
彼
の
名
前
が
こ
の
時
計
塔
に
も
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
正
確
に
は
一
九
七
二

年
札
幌
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
金
メ
ダ
リ
ス
ト
全
部
。
い
ま
再
び
夏
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

を
札
幌
に
誘
致
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
ア
ジ
ア
初
、
札
幌
冬
季
ほ

ど
の
衝
撃
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
す
で
に
三
十
四
年
が
経
過
し
て
街
は
成
熟
し
て

も
、
時
を
同
じ
く
す
る
地
下
鉄
開
通
、
駅
前
に
連
な
る
五
輪
団
地
と
い
う
高
層
住
宅
と

と
も
に
、
札
幌
に
と
っ
て
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
場
所
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

編
著
者
の
竹
沢
國
男
氏
は
一
昨
年
三

月
、
本
欄
で
紹
介
さ
れ
た
「
苦
難
の
回
想

録　

朝
陽
川
・
敦
化
」
の
編
著
者
・
海
谷
利

一
氏
の
姓
に
、
あ
る
記
憶
を
呼
び
覚
ま
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
東
満
（
東
満
州
）
の
東
寧

国
境
部
隊
で
兵
役
に
つ
い
て
い
る
時
、
や
は

り
中
国
の
吉
林
鉄
道
局
管
内
機
関
区
で
働

デザイン・イラスト／伊藤公修

　

ど
ん
な
店
か
も
よ
く
見
な
い
で
通
り
過

ぎ
て
し
ま
い
が
ち
な
、
小
さ
な
商
店
の
連

な
り
の
中
の
一
つ
の
お
店
に
、
こ
ん
な
達

人
が
黙
々
と
仕
事
の
歴
史
を
重
ね
て
い
る

こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
フ
タ
バ
時
計
店
。
坂

館
長
の
三
十
年
に
も
及
ぶ
収
集
歴
も
会
っ

て
話
し
て
初
め
て
わ
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　

新
聞
の
投
書
欄
で
見
た
の
は
、
い
つ
も

商
品
が
雑
然
と
並
ぶ
洋
品
店
に
飾
ら
れ
て

い
る
一
枚
の
絵
が
気
に
な
っ
て
い
た
人
が
、

あ
る
日
、
意
を
決
し
て
中
を
た
ず
ね
て
み

る
と
、
店
主
の
高
齢
の
女
性
は
絵
を
集
め

る
の
が
趣
味
で
、
そ
の
話
を
聞
き
な
が
ら

交
流
が
始
ま
っ
た
と
い
う
話
で
し
た
。

　

町
に
は
も
っ
と
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
人

が
い
る
は
ず
で
す
。
ち
ょ
っ
と
小
紙
に
出

て
い
た
だ
い
て
、
肩
の
凝
ら
な
い
お
し
ゃ

べ
り
し
ま
せ
ん
か
。

　

●
自
分
史
セ
ミ
ナ
ー
の
「
出
前
」
し
ま

す　

印
刷
紙
工
で
は
毎
年
、
定
期
的
に
本

づ
く
り
講
座
を
開
い
て
い
ま
す
が
、
都
合

で
来
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
お
仲
間
だ
け
で

話
を
聞
き
た
い
と
い
う
人
の
た
め
に
、
本

づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
の
出
前
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
三
人
以
上
の
お
集
ま
り
で
、
会
場

を
ご
用
意
い
た
だ
け
れ
ば
、
日
時
を
相
談

の
上
、
編
集
者
と
印
刷
担
当
者
が
お
伺
い

し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

●
記
念
誌
づ
く
り
も
お
手
伝
い　

企

業
や
団
体
の
節
目
の
設
立
周
年
（
二
十
周

年
、
三
十
周
年
…
）
に
ち
な
ん
だ
記
念
誌

づ
く
り
も
お
手
伝
い
い
た
し
ま
す
。
企
画

か
ら
承
り
ま
す
。

　

●
小
紙
を
お
送
り
し
ま
す　

小
紙
を
ご

希
望
の
方
に
は
、
定
期
的
に
無
料
で
お
送

り
し
て
お
り
ま
す
。
印
刷
紙
工
ま
で
お
申

し
込
み
を
。

い
て
い
た
父
の
遺
書
を
代
筆
し
て
届
け
て

く
れ
た
の
が
海
谷
海
志
と
い
う
人
だ
っ
た

か
ら
で
す
。

　

竹
沢
氏
の
推
測
ど
お
り
、
利
一
氏
は
海

志
氏
の
子
息
で
当
時
中
学
生
。
利
一
氏
の

本
が
き
っ
か
け
で
交
流
が
始
ま
り
、
本
書

の
発
刊
へ
と
至
り
ま
し
た
。

　

三
編
で
構
成
さ
れ
、
竹
沢
氏
は
ソ
連
国

境
と
は
数
百
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な

い
東
寧
で
の
二
年
間
の
軍
隊
生
活
や
、
シ
ベ

リ
ア
で
の
捕
虜
生
活
、
様
々
な
避
難
行
動

へ
の
考
察
を
、
後
世
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し

て
ま
と
め
て
い
ま
す
。
次
の
駒
木
昭
子
さ

ん
は
、
美
唄
か
ら
家
族
で
渡
っ
た
満
州
で

の
生
活
と
、
帰
国
ま
で
の
苦
難
の
経
験
を
。

　

ま
た
海
谷
利
一
氏
は
、
九
一
年
と
〇
四
年

の
二
度
に
わ
た
る
中
国
訪
問
記
で
、
戦
前

戦
後
の
中
国
の
比
較
と
発
展
ぶ
り
、
さ
ら

に
満
州
の
製
紙
工
場
で
働
い
て
い
た
人
た

ち
の
逃
避
行
に
つ
い
て
の
聞
き
書
き
な
ど
、

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

真 駒 内 駅 前

東
満
・
東
寧

地下鉄

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
メ
モ
リ
ア
ル
。　

何
か
に
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
過
ぎ
て
い
く
毎
日
。

い
つ
も
そ
こ
に
あ
る
時
計
に
、

足
を
止
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。
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