
　
子
供
た
ち
は
高
い
と
こ
ろ
に
上
る
の
が
好
き
。
木
の
上
は
も
ち
ろ
ん
、
屋
根
の
上

や
小
高
い
丘
。
高
み
に
上
が
れ
ば
背
丈
以
上
に
世
界
が
広
が
り
ま
す
。
こ
こ
は
小
樽

市
の
源

み
な
も
と
や
ま

山
。
と
い
っ
て
も
ご
存
じ
な
い
方
が
ほ
と
ん
ど
で
し
ょ
う
。
今
号
、
中
野

植
物
園
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
横
の
小
道
を
た
ど
っ
て
い
く
標
高
百
五
十
㍍
程
の
山
で
す
。

頂
上
に
は
観
音
様
が
や
さ
し
い
顔
で
小
樽
の
街
と
海
を
見
下
ろ
し
て
い
ま
す
。
二
人

の
お
目
当
て
も
そ
の
絶
景
？
　
で
は
な
く
観
音
様
に
供
え
ら
れ
た
お
餅
や
お
菓
子
類
。

あ
の
頃
、
本
当
に
お
な
か
が
空
い
て
い
た
の
で
す
。
甘
い
も
の
が
食
べ
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
す
。
観
音
様
も
笑
っ
て
許
し
て
く
れ
ま
し
た
。
も
は
や
時
効
で
す
。
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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

（有）

・
時
の
街
角
／
旧
北
海
中
学
校
─
─
─
２

・
マ
チ
の
博
物
館
／
中
野
植
物
園
─
─
─
３

・
あ
る
ば
む
レ
ト
ロ
ポ
リ
ス
／
円
山
動
物
園
─
─
─
４

・
川
筋
を
行
く
／
石
狩
川
㊄
─
─
─
５

・
来
た
道
・
行
く
道
／
石
心
小
野
─
─
─
６

・
道
具
で
道
草
30
年
─
─
─
７

・
時
計
の
あ
る
風
景
─
─
─
８
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誰
も
が
持
っ
て
い
る
学
び
舎
の
思
い
出

か
つ
て
の
木
造
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
な
っ
て

〝
仰
げ
ば
尊
し
〟
の
蛍
雪
時
代
も
遠
く
な
り
に
け
り
─
─

で
も
こ
こ
に
来
れ
ば
あ
の
こ
ろ
が
よ
み
が
え
り
ま
す

改
め
て
木
の
良
さ
を
見
直
す
こ
と
で
し
ょ
う

れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
北
海
中
学
校
の
前

身
母
体
、
北
海
英
語
学
校
で
し
た
。
明
治

十
八
年
（
一
八
八
五
）
の
創
立
で
す
。
翌

十
九
年
に
中
学
校
令
が
公
布
さ
れ
ま
し
た

が
、
以
後
も
中
学
校
の
数
は
少
な
く
、
札

　
わ
が
国
に
近
代
学
校
制
度
が
し
か
れ
た

の
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
こ
と
で

す
が
、
開
拓
期
の
北
海
道
は
建
物
や
教
員

が
不
足
し
て
い
ま
し
た
。
各
家
庭
に
も
経

展
示
物
な
ど
を
見
て
歩
い
て
い
る
と
、
懐

か
し
さ
と
と
も
に
何
と
な
く
安
心
感
の
あ

る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。

　
木
の
ぬ
く
も
り
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ

る
木
造
校
舎
散
策
で
す
。
　

長
い
廊
下
、窓
枠
、机
、椅
子
─
─

昔
の
学
校
は
何
か
ら
何
ま
で
木
製
で

校
内
全
体
に
ぬ
く
も
り
と
安
心
感
が
あ
っ
た

●北海道開拓の村　所在地 / 札幌市厚別区厚別町小野幌50-1　電話（011）898-2692　

懐
か
し
い
学
び
舎

思
い
出
す
木
造
の
ぬ
く
も
り

旧
北
海
中
学
校  

─
─
明
治
四
十
二
年（
一
九
〇
九
）建
築

平屋のどっしりとした左右対象は
お役所的な権威も感じさせるが
学問の府としての存在感が

年少者の憧れを形成したことだろう

幌
市
内
の
公
立
開
設
は
札
幌
尋
常
中
学（
明

二
八
）
な
ど
三
校
だ
け
。
同
校
の
果
た
し

た
役
割
は
大
き
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　
北
海
英
語
学
校
は
明
治
三
十
八
年
（
一 

九
〇
五
）
に
北
海
中
学
校
と
な
り
、
翌
年

に
豊
平
区
に
移
転
。
同
四
十
二
年
に
建
て

ら
れ
た
本
館
部
が
こ
の
建
物
で
す
。
昭
和

二
十
三
年
の
学
制
改
革
に
よ
り
、
北
海
高

等
学
校
と
な
り
ま
し
た
。

　
特
徴
の
あ
る
外
観
で
す
。
当
時
の
木
造

の
官
公
庁
の
建
物
や
校
舎
に
み
ら
れ
る
左

右
対
称
。
中
央
部
に
玄
関
を
配
し
て
両
翼

が
せ
り
出
し
て
お
り
、
屋
根
の
上
の
飾
り

窓
、
窓
や
軒
の
周
り
、
棟
飾
り
ま
で
徹
底

さ
れ
て
い
ま
す
。
平
屋
な
の
で
い
か
に
も

ど
っ
し
り
。
淡
い
ブ
ル
ー
系
の
中
間
色
が

進
取
の
気
風
を
表
わ
し
て
も
い
ま
す
。

　
中
に
入
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
玄
関
ポ
ー

チ
を
く
ぐ
る
と
高
い
天
井
の
ホ
ー
ル
。
左

に
校
長
室
、
右
に
事
務
室
。
長
い
廊
下
の

片
側
に
理
科
室
や
実
験
室
、
職
員
室
な
ど

が
。
室
内
の
木
の
感
触
を
確
か
め
な
が
ら

済
的
な
余
裕
が
な
く
、
学
校
教
育
が
普
及

す
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。

　
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
「
札
幌
事
始
」
に
よ
り

ま
す
と
、「
札
幌
を
含
め
た
本
道
の
教
育 

は
、
当
初
、
下
に
は
小
学
校
が
あ
り
上
に

は
（
札
幌
）
農
学
校
が
あ 

っ
た
が
、
そ
の
間
を
つ
な

ぐ
学
校
が
な
か
っ
た
」
の 

で
、
札
幌
農
学
校
に
進
学

す
る
た
め
の
予
備
校
的
な

学
校
が
い
く
つ
か
設
立
さ
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何
の
変
哲
も
な
い
遊
具
類
。小
さ
い
こ
ろ
は
こ
ん
な
の
に
乗
る
だ
け
で
楽
し
か
っ
た

初
夏
か
ら
色
付
く
ノ
ム
ラ
モ
ミ
ジ
。右
は
園
長
の
中
野
平
八
郎
さ
ん

古
代
文
字
だ
そ
う
だ
が
石
の
形
も
奇
妙

　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
古
色

左
は
園
内
の
ダ
イ
コ
ク
さ
ま

ノムラモミジは成長しても、遊具類は昔と寸分違わず

　
坂
の
街
、
小
樽
。
手
宮
か
ら
清
水
町
へ
向
か

う
坂
を
登
り
き
っ
て
下
り
に
差
し
か
か
る
と
、

さ
ら
に
山
へ
進
む
小
道
と
中
野
植
物
園
と
大

書
さ
れ
た
ア
ー
チ
が
あ
り
ま
す
。
一
帯
の
面
積

五
万
平
方
㍍
（
一
万
五
千
坪
）。
市
民
に
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
行
楽
の
場
所
で
す
。

　
手
宮
で
そ
ば
店
を
経
営
し
て
い
た
故
中
野
鹿

蔵
さ
ん
が
趣
味
で
始
め
た
の
が
明
治
四
十
一
年

（
一
九
〇
八
）。
私
設
の
植
物
園
と
は
い
え
今
年

創
立
百
周
年
を
迎
え
ま
す
。
二
代
目
園
長
の
中

野
平
八
郎
さ
ん
（
七
　
　
〇

）
に
、
記
念
に
何
か
考

え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、

「
ま
っ
た
く
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
父
か
ら
何
も

変
え
る
な
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
」
と
き
っ

ぱ
り
と
し
た
返
事
。

　
何
も
変
え
な
い
─
─
そ
れ
は
昔
か
ら
あ
る
も

の
は
そ
の
ま
ま
に
、
新
し
い
物
は
加
え
な
い
と

い
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
樹
木
は
年
ご

と
に
変
化
し
て
い
っ
て
も
、
点
在
す
る
遊
具
類

は
昔
の
ま
ま
。
腕
白
時
代
を
こ
こ
で
過
ご
し
た

こ
と
の
あ
る
五
十
代
、
六
十
代
の
男
性
が
「
え

え
っ
、全
然
変
わ
っ
て
な
い
。
懐
か
し
い
な
あ
」

と
驚
嘆
の
声
を
あ
げ
る
の
で
す
。

創
立
百
周
年
と
い
う
私
設
植
物
園
の
歴
史
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

点
在
す
る
遊
具
類
の
形
や
設
置
場
所
が

戦
前
か
ら
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
す
か
ら

こ
れ
だ
け
で
マ
チ
の
博
物
館
の
資
格
？
　
は
十
分
で
す

狛犬がなぜここに──
でも不思議と溶け込んで

　
そ
の
遊
具
が
ま
た
単
純
素
朴
。
鉄
製
の
ゾ

ウ
や
ウ
サ
ギ
、
ウ
マ
に
乗
る
手
動
式
メ
リ
ー

ゴ
ー
ラ
ン
ド
。
そ
し
て
シ
ー
ソ
ー
、
ブ
ラ
ン

コ
、
滑
り
台
。
ど
れ
も
当
時
の
鍛
冶
屋
が
作
っ

た
も
の
で
、
赤
や
青
の
原
色
の
ペ
ン
キ
で
塗
ら

れ
て
い
ま
す
。「
大
人
た
ち
が
花
見
で
飲
ん
だ

り
食
べ
た
り
し
て
い
る
と
き
に
、
子
供
た
ち
は

退
屈
だ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
す
よ
」
と
平
八
郎

さ
ん
。
戦
前
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
で

す
が
、
戦
時
中
の
金
属
供
出
で
接
収
の
憂
き

目
に
あ
っ
た
と
か
。
現
在
で
も
毎
年
、
鉄
工

同
様
で
す
。
樹
木
は
百
種
類
以
上
、
二
千
本
近

く
も
あ
り
ま
す
が
、
最
も
自
慢
な
の
が
ノ
ム
ラ

モ
ミ
ジ
。
赤
、
オ
レ
ン
ジ
、
黄
の
三
種
類
が
あ

り
、
雪
の
降
る
十
一
月
に
な
っ
て
も
葉
が
落
ち

な
い
と
い
う
不
思
議
な
生
命
力
。
譲
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
人
も
多
い
そ
う
で
す
が
う
ま
く
育
た

ず
、「
こ
れ
だ
け
ま
と
ま
っ
た
本
数
が
あ
る
の

は
こ
こ
だ
け
で
は
」
と
平
八
郎
さ
ん
の
顔
も
ほ

こ
ろ
び
ま
す
。

　
敷
地
内
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
幼
稚
園
や
団
体
な

ど
の
運
動
会
に
貸
し
た
り
、
園
内
の
ど
こ
で
や 

入口の歓迎アーチ
この飾り気のなさにも味が

所
に
修
理
を
依
頼 

し
、
ペ
ン
キ
を
塗
り

替
え
て
い
ま
す
。

　
変
わ
ら
な
い
の
は

樹
木
や
庭
石
、
灯
篭
、

狛
犬
な
ど
の
位
置
も

っ
て
も
い
い

と
い
う
ジ
ン

ギ
ス
カ
ン
の

七
輪
セ
ッ
ト

の
貸
し
出
し

も
。
入
園
料

二
百
円
。

中
野
植
物
園

小
樽
市
清
水
町
二
六
番
三
〇
号

電
話（
〇
一
三
四
）二
三—

三
四
六
八

森
林
浴
と
紅
葉
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ブ
ル
マ
ナ
ー
や
カ
ン
ガ
ル
ー
の
ボ
ク
シ
ン

グ
と
い
っ
た
シ
ョ
ー
。
ま
た
こ
ど
も
動
物

園
の
開
設
、
近
隣
市
町
村
へ
の
移
動
展
示

な
ど
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
草
創
期
の
苦
労
が
あ
り
、
動

物
園
に
行
く
こ
と
が
素
朴
な
楽
し
み
だ
っ

た
時
代
か
ら
、
現
在
の
飼
育
動
物
は
百 

七
十
八
種
、
八
百
九
十
三
点
に
。
テ
レ
ビ

や
ネ
ッ
ト
で
も
常
に
動
物
を
見
ら
れ
る
時

代
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
人
と
動
物

の
距
離
は
近
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

命
の
大
切
さ
は
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
忘
れ
か
け
て
い
た
風
景
、
動
物
の

感
触
を
、
大
人
の
あ
な
た
も
も
う
一
度
。

ワ
シ
の
三
種
四
点
。
乗
り
物
は
子
供
電
車

と
オ
ー
ト
ス
ク
ー
タ
ー
だ
け
で
し
た
。
ヒ

グ
マ
は
つ
が
い
を
購
入
。
エ
ゾ
シ
カ
は
稚

内
市
か
ら
、
オ
オ
ワ
シ
は
厚
田
村
（
現
石

狩
市
）
で
村
民
が
捕
獲
・
飼
育
し
て
い
た

も
の
の
寄
贈
で
し
た
。
ち
な
み
に
オ
オ
ワ

シ
の
名
前
は
平
成
十
四
年
に
推
定
五
十
二

歳
で
死
ん
だ
バ
ー
サ
ン
。
五
十
一
年
間
に

わ
た
る
飼
育
記
録
は
世
界
最
長
で
す
。

　
円
山
動
物
園
開
設
の
き
っ
か
け
は
前
年
、

円
山
坂
下
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
開
か
れ
た
上
野

動
物
園
か
ら
の
移
動
動
物
園
が
た
く
さ
ん

の
人
で
賑
わ
っ
た
こ
と
。
戦
争
が
終
わ
っ

て
五
年
が
経
過
し
て
い
ま
し
た
が
、
人
々

の
心
は
ま
だ
癒
し
を
求
め
て
い
た
の
で
す
。

　
え
さ
は
八
百
屋
や
魚
屋
か
ら
も
ら
い
受

　
旭
川
市
の
観
光
名
所
に
も
な
っ
て
い
る

旭
山
動
物
園
。
七
月
初
め
に
そ
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
訪
ね
て
み
た
ら
、
ア
ク
セ
ス
件

数
は
す
で
に
八
百
万
件
を
超
え
て
い
ま
し

た
。
札
幌
市
の
円
山
動
物
園
の
携
帯
サ
イ

ト
に
も
ア
ク
セ
ス
し
て
み
る
と
、
今
日
の

ド
キ
ド
キ
体
験
と
し
て
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の

ラ
ン
チ
タ
イ
ム
や
カ
バ
の
大
口
体
験
、
猛

き
ん
類
の
フ
リ
ー
フ
ラ
イ
ト
と
い
っ
た
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
た
く
さ
ん
。
見
た
い
時
間

に
来
園
を
と
い
う
誘
い
で
す
。

　
そ
の
円
山
動
物
園
の
開
園
は
昭
和
二
十 

六
年
（
一
九
五
一
）
五
月
の
こ
ど
も
の
日
。

当
初
は
円
山
児
童
遊
園
と
い
う
名
称
で
、

最
後
に
動
物
園
に
行
っ
た
の
は
い
つ
で
す
か

子
供
が
大
き
く
な
っ
て
も
う
何
年
も
、
い
や
先
日
、
孫
と
一
緒
に
─
─

た
ま
に
は
足
を
運
ん
で
み
る
と
い
い
で
す
よ

円
山
動
物
園

待ちに待った春一番の行楽は
今も昔も動物園（昭和37年）

現在の円山動物園
動物たちと触れ合えるこども動物園は

いつも家族連れに大人気

動物のショーが始まったのは昭和31年から
カンガルーと飼育係とのボクシングにこの人出

写
真
中
は
こ
ど
も
動
物
園
の
開
園（
昭
和
40
年
）

下
は
キ
リ
ン
の
檻（
同
37
年
）

動
物
は
ヒ
グ
マ
、

エ
ゾ
シ
カ
、
オ
オ

け
、
動
物
も
市
民
か
ら
の
寄
付
で

順
調
に
規
模
を
拡
大
し
、
昭
和

二
十
八
年
、
初
め
て
市
費
で
購
入

し
た
の
が
ゾ
ウ
の
花
子
で
す
。
昭

和
三
十
年
代
に
入
っ
て
人
気
を
呼

ん
だ
の
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
テ
ー

※
上
四
点
の
写
真
提
供
／
札
幌
市
写
真
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
　
※
参
考
文
献
／
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
7「
円
山
動
物
園
」
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母
な
る
川
ゆ
え
に
受
け
容
れ
て
き
た
清
濁
の
数
々

そ
の
多
く
は
支
流
域
の
栄
枯
盛
衰
で
し
ょ
う

空
知
の
夕
張
川
や
幾
春
別
川
で
隆
盛
を
誇
っ
た
の
は

近
代
日
本
の
発
展
の
原
動
力
と
な
っ
た
石
炭
産
業
で
し
た

忘
れ
て
は
い
け
な
い
ヤ
マ
の
記
憶
で
す

夕
張
市
が
あ
り
ま
す
。

　
道
内
の
炭
鉱
の
歴
史
は
、
幕
末
に
採

掘
さ
れ
た
白
糠
と
茅
沼
に
始
ま
り
ま
す

が
、
本
格
的
な
開
発
は
明
治
初
期
、
外

国
人
技
師
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
幌
内

炭
鉱（
三
笠
）が
最
初
で
す
。
そ
の
石
炭

を
描
い
て
み
て
、
か
つ
て
の
炭
鉱
地
帯

が
ど
の
あ
た
り
に
位
置
す
る
か
言
え
ま

す
か
。
そ
れ
は
、
石
狩
平
野
を
石
狩
川

と
ほ
ぼ
並
ん
で
走
る
Ｊ
Ｒ
函
館
本
線
の
、 

岩
見
沢
─
滝
川
間
の
東
側
と
い
う
と
わ

か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
か
。
空
知
管
内

本
の
三
井
、
三
菱
、
住
友
が
道
内
炭
鉱

の
開
発
に
着
手
し
、
夕
張
や
美
唄
、
赤

平
、
芦
別
な
ど
に
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
総
称
「
石
狩
炭
田
」
は
、

大
き
く
空
知
炭
田
と
夕
張
炭
田
に
分
け

ら
れ
、
両
炭
田
は
さ
ら
に
地
質
や
炭
層

な
ど
か
ら
、
次
の
六
地
区
二
十
地
域
に

分
け
ら
れ
ま
す
。

　
●
空
知
（
芦
別
地
区
）
北
芦
別
、
東

芦
別
、
平
岸
・
高
根
、
西
芦
別
（
赤
平
・

歌
志
内
地
区
）
赤
平
・
歌
志
内
（
砂
川
・

美
唄
地
区
）
砂
川
、
東
美
唄
、
奈
井
江
、

西
美
唄

　
●
夕
張
（
幾
春
別
地
区
）
奔
別
、
幌

内
（
夕
張
地
区
）
朝
日
、
美
流
渡
、
万

同
じ
く
北
炭
幌
内
立
坑（
写
真
上
と
も
三
笠
市
）

※
一
九
二
三
年
こ
ろ
の
石
狩
炭
田
と
炭
鉱（「
北
海
道
鉱
業
誌
」大
正
十
三
年
版
に
よ
る
）

「
石
炭
の
語
る
日
本
の
近
代
」（
そ
し
え
て
）か
ら三井美唄第２坑選炭場の原坑ポケット

人と資材、石炭を一緒に昇降させた立坑─住友奔別炭鉱立坑

※参考文献／「石炭の語る日本の近代」（そしえて）「そちら炭鉱遺産散歩」（共同文化社）

炭
は
す
ぐ
に
夕
張
、
空
知
（
歌
志
内
）

両
鉱
を
開
き
、
鉄
道
の
運
行
も
開
始
。

続
い
て
明
治
時
代
後
半
か
ら
は
九
州
の

筑
豊
炭
田
を
経
営
し
て
い
た
財
閥
系
資

と
利
潤
の
追
求
だ
け
で
世
の
中
が
進
ん

で
い
く
の
な
ら
、
や
が
て
身
の
回
り
の

生
活
に
欠
か
せ
な
い
産
業
も
切
り
捨
て

ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
へ
の
危
惧
で
も
あ
り
ま
す
。

　
一
度
で
も
、
炭
鉱
遺
産
の
前
に
立
っ

て
み
る
と
、
現
在
あ
る
生
活
、
拠
っ
て

立
つ
基
盤
を
、
反
省
と
と
も
に
振
り
返

ら
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
す
。
　

少
し
南
に
下
が
っ
た
と
こ
ろ
に

　
頭
の
中
で
北
海
道
地
図

と
い
っ
た
都
市
。
一
帯
よ
り

志
内
、
赤
平
、
芦
別

や
美
唄
、
歌

の
三
笠

礦
鉄
道
に
払
い
下
げ
ら
れ
ま
す
。
北

も
に
明
治
二
十
二
年
、
北
海
道
炭

　
幌
内
炭
鉱
と
官
営
鉄
道
は
と

さ
れ
ま
し
た
。

営
の
幌
内
鉄
道
が
建
設

運
ぶ
た
め
に
、
官

の
手
宮
ま
で

を
小
樽

字
、
角
田
、
夕
張
、
平
和
・
清
水
沢
（
大

夕
張
・
登
川
地
区
）
大
夕
張
、
真
谷
地
・

登
川
、
穂
別

　
道
内
に
長
く
住
ん
で
い
る
人
な
ら
、

こ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
炭
鉱
は
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
特
に
戦

後
の
労
働
争
議
、
事
故
、
閉
山
、
鉄
道

廃
線
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
で
度
々
登
場

し
ま
し
た
。
そ
の
衰
退
へ
の
途
は
こ
こ

で
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。

　
最
盛
期
に
は
日
本
の
六
割
を
生
産
し

た
道
内
の
炭
鉱
が
現
在
は
、
坑
内
掘
り

の
釧
路
一
つ
と
露
天
掘
り
を
数
鉱
残
す

の
み
。
華
や
か
だ
っ
た
石
炭
産
業
の
歴

史
を
こ
の
ま
ま
埋
め
て
し
ま
っ
て
よ
い

の
か
と
い
う
動
き
が
近
年
、
盛
ん
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
産
業
遺
産
の
見
直
し
、
炭
坑
節
の
全

国
大
会
、
郷
土
料
理
の
復
活
、
国
際
的

な
炭
鉱
歴
史
学
会
─
─
そ
れ
は
、
効
率

昔
の
栄
光
、い
ま
ど
こ
へ

産
業
遺
産
が
教
え
る
も
の

石
狩
炭
田

五
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起
き
て

ふ
い
ご

で
火
を

お
こ
す
の 

が
日
課
で
、十 

五
歳
で
石
材
加
工
の
見
習
に
。

り
場
を
兼
ね
た
事
務
所

は
邦
雄
さ
ん
の
奥
さ
ん

の
ア
イ
デ
ア
。
冬
場
の

仕
事
、
札
幌
軟
石
を

使
っ
た
エ
ア
プ
ラ
ン
ツ

の
花
器
や
、
自
然
石
の

フ
ク
ロ
ウ
な
ど
も
セ
ン

ス
が
光
っ
て
い
ま
す
。

　
石
を
見
れ
ば
良
し
悪 

し
が
わ
か
る
と
い
う
哲 

　
営
業
を
主
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
づ
く
り
も
邦
雄

さ
ん
の
仕
事
。
ロ
グ
ハ
ウ
ス
風
の
石
の
小
物
売

し
た
。
場
所

は
札
幌
市
北

区
の
住
宅
団

地
の
一
角
。

家
族
経
営
で

展
示
場
も
か

ね
て
、
道
行

く
人
に
気
軽

に
入
っ
て
も

ら
え
る
こ
と

な
ぜ
ま
た
百
八
十
度
違
う
よ
う
な
世
界
へ
？

「
何
か
の
折
り
に
小
野
の
名
前
を
出
す
と
、
あ

あ
、
あ
そ
こ
の
小
野
さ
ん
ね
と
言
わ
れ
る
く
ら

い
祖
父
の
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
の
に
、
後
継

者
が
い
な
い
の
は
寂
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
て
」（
邦
雄
さ
ん
）。
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と 

墓
石
、
つ
な
が
り
ま
す
か
？
「
今
で
は
お
墓
も

い
ろ
い
ろ
な
デ
ザ
イ
ン
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ

て
、
三
次
元
の（
立
体
的
な
）絵
で
提
案
し
な

い
と
仕
事
に
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
」。
納
得
！

ん
が
い
る
か
ら

安
心
で
す
。
二

人
の
職
人
さ
ん

と
と
も
に
、
存

分
に
石
工
の
仕

事
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

司
さ
ん
。「
質
の
良
い
石
は
い
つ
ま
で
も
光
沢 

が
あ
る
」。
だ
か
ら
お
客
さ
ん
に
は
、
予
算
の 

関
係
で
多
少
お
墓
が
小
さ
く
な
っ
て
も
、
ツ
ヤ

の
長
持
ち
す
る
石
を
と
。
い
く
ら
良
い
石
で
も

必
要
な
長
期
間
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
、
邦
雄
さ

小
野
哲
司
さ
　
　
ん 

─
─
札
幌
市
・
石
心
小
野

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
。

来
た
道
、

行
く
道
。

本
欄
へ
の
自
薦
、他
薦
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

店
が
小
野
石
材
工
業
と
株
式
組
織
と
な
っ
て
か

ら
は
、三
十
歳
前
に
は
丁
場（
現
場
職
長
）と
な

り
、以
後
、石
張
り
や
公
園
の
仕
事
、工
場
で
の

墓
石
加
工
な
ど
、石
を
扱
う
す
べ
て
の
技
術
を

身
に
付
け
ま
し
た
。

　
砥
石
を
使
っ
て
手
で
石
を
磨
い
た
時
代
を
生

き
、軟
石
の
灯
篭
彫
り
や
、詩
碑
な
ど
の
手
書
き

文
字
を
現
地
で
彫
る
こ
と
の
で
き
る
数
少
な
い

職
人
─
─
そ
れ
だ
け
に
独
立
し
た
い
と
い
う

思
い
も
強
く
、長
兄
が
継
ぐ
会
社
を
離
れ
て
現

在
の「
石
心
小
野
」を
十
一
年
前
に
創
業
し
ま 

男
の
邦
雄
さ
ん

（
三
　
　
七

）
の
入
社
で
す
。

邦
雄
さ
ん
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
関
係
の
会

社
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、

メ
イ
ン
の
仕
事
は
墓
石

石
狩
市
に
別
工
場
が
あ
る

自
然
石
で
作
っ
た
フ
ク
ロ
ウ
の
置
き
物

札
幌
軟
石
を
削
る
小
野
哲
司
さ
ん
。左
肘
を
腿
の
部
分
に
固
定
し
て
右
手
首
を
動
か
す

小
野
さ
ん
が
大
切
に
し
て
い
る
道
具

上
半
分
が
軟
石
用
、下
が
御
影
石
用

住
宅
街
に
あ
る
だ
け
に

気
軽
に
入
れ
る

墓
石
の
展
示
場

石心小野
札幌市北区屯田５条３丁目３−14
TEL（011）772−3244

　
石
を
切
り
出
し
た
り
加
工
し
た
り
す
る
職
人

の
こ
と
を
石
工
と
い
い
ま
す
。
様
々
な
仕
事
の

職
人
が
い
る
の
に
、そ
の
呼
称
に
工
（
た
く
み
）

と
付
く
大
工
や
石
工
。
古
く
か
ら
古
墳
や
寺
院

の
建
築
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
ら

で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
道
五
十
年
と
い
う
小
野
哲
司
さ
ん

（
六
　
　
六

）
が
経
営
す
る
「
石
心
小
野
」
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
は
、「
私
た
ち
は
石
工
の
石
屋
で
す
」

と
い
う
企
業
理
念
の
一
つ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
「
石
工
の
石
屋
」
と
は
、
ほ
と
ん
ど

が
機
械
に
よ
る
作
業
に
移
行
し
た
現
代
に
あ
っ

て
、
石
工
の
技
術
を
代
々
受
け
継
ぐ
数
少
な
い

家
系
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　
札
幌
軟
石
で
墓
石
を
作
る
小
野
石
材
店
の
創

業
は
昭
和
九
年（
一
九
三
四
）の
こ
と
。
三
男
の 

哲
司
さ
ん
は
、小
学
生
の
と
き
か
ら
朝
三
時
に

を
心
が
け
て
い
ま
す
。

　
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
の
が
五
年
前
、
長 営業で動き回る

長男の邦雄さん

札幌軟石の灯篭も
こちらのオリジナル

事務所内では石の小物類を展示販売

硬
い
仕
事
を
軟
ら
か
く
─
─

親
子
で
伝
え
る

石い

し

く工
の
技
術
と
誇
り
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レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
の
敷
地
の
塀
を
壊
す
ま
で
に
成
長
し
た
木

切
り
倒
さ
な
い
で
残
す
道
を
選
ん
だ
筆
者
は

上
辺
だ
け
の
Ｃ
Ｏ
２

削
減
、環
境
サ
ミ
ッ
ト
に
憤
る

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

　
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
の
東
側
の
塀
の
脇
に

一
本
の
木
が
は
え
て
い
る
。
植
え
た
わ
け

で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
種
が
飛
ん
で
き
て

自
然
に
大
き
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
競
争

相
手
が
い
な
か
っ
た
せ
い
か
、
今
で
は
ち 

ょ
っ
と
し
た
大
木
に
成
長
し
て
し
ま
っ
た
。

　
見
て
み
る
と
、
木
が
太
く
な
る
に
し
た

　
無
力
ゆ
え
、
街
路
樹
の
伐
採
剪
定
す
ら

も
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
。
せ
め

て
自
宅
の
樹
木
だ
け
で
も
と
思
い
、
父
母

の
代
か
ら
の
植
木
屋
さ
ん
に
今
年
か
ら

は
「
庭
は
い
い
わ
」
と
い
っ
て
、
剪
定
を

や
め
て
数
年
。
全
面
木
に
囲
ま
れ
た
家
に

な
っ
て
い
る
。

　
剪
定
を
し
て
い
た
頃
、
上
で
は
な
く
横

へ
横
へ
と
伸
び
る
木
が
あ
っ
た
。
き
っ
と

こ
の
木
は
そ
う
い
う
性
質
な
の
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
た
。
剪
定
を
や
め
て
翌
年
あ
た

り
か
ら
、
お
そ
る
お
そ
る
上
の
方
に
伸
び

出
し
た
。
き
っ
と
木
の
ほ
う
も
上
に
行
く

と
剪
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
左
右
に
伸

ば
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
木
に
も
心
は
あ

る
ん
だ
！

　
ま
た
、
幹
か
ら
枝
が
ワ
ヤ
ワ
ヤ
と
出
て

く
る
の
だ
け
れ
ど
、
太
陽
に
あ
た
ら
な
い

枝
は
自
然
に
枯
れ
て
い
っ
て
、
木
に
と
っ

て
一
番
理
想
的
な
形
に
な
る
こ
と
も
わ

か
っ
た
。
何
も
人
が
手
を
加
え
な
く
と
も

木
に
ま
か
せ
て
お
く
こ
と
が
一
番
よ
い
こ

と
も
。
今
の
人
間
は
他
の
動
植
物
に
対
し

て
あ
ま
り
に
も
暴
君
。
そ
う
思
い
、
レ
ト

ロ
ス
ペ
ー
ス
の
大
木
も
幹
と
接
し
て
い
る

部
分
の
塀
の
ほ
う
を
一
部
取
り
除
き
、
木

の
ほ
う
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。

　
今
年
は
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
の
年
。
環
境

サ
ミ
ッ
ト
の
掛
け
声
だ
け
が
む
な
し
く
ひ

び
く
。

　
私
が
そ
う
名
付
け
た
「
レ
ト
ロ
の
サ

ミ
ッ
ト
木
（
ぼ
く
）」
よ
、人
間
の
命
の
素
、

酸
素
を
作
り
出
し
Ｃ
Ｏ
２

を
吸
収
し
て
く

れ
る
樹
木
を
ひ
た
す
ら
切
り
尽
く
し
て
い

く
人
間
の
い
と
な
み
を
、
お
前
は
ど
う
思

う
の
だ
ろ
う
か
？
　
　

ぐ
。
ク
ー
ラ
ー
を
設
置
す
れ
ば
よ
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
今
も
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
の
前
の
旧
五
号

線
を
、
車
が
音
と
排
気
ガ
ス
を
撒
き
散
ら

し
て
絶
え
間
な
く
通
り
過
ぎ
て
行
く
。
Ｃ

Ｏ
２

を
唯
一
吸
収
し
て
く
れ
る
両
側
の
並

木
は
、
毎
年
の
剪
定
作
業
に
よ
り
痩
せ
細

り
、
そ
れ
を
期
待
さ
れ
て
も
無
理
と
い
う

も
の
。

　
元
々
こ
の
地
球
に
酸
素
な
ど
な
く
、
有

害
な
太
陽
の
紫
外
線
が
、
じ
か
に
降
り
そ

そ
い
だ
た
め
、
一
切
の
生
物
は
地
上
に
は

住
め
な
か
っ
た
は
ず
。
そ
れ
を
海
の
中
の

植
物
が
、
炭
酸
同
化
作
用
を
し
て
酸
素
を

作
り
出
し
て
く
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
地
上

に
、
さ
ら
に
上
空
へ
と
上
り
、
オ
ゾ
ン
の

つ
さ
え
生
命
の
素
の
樹
木
の
伐
採
は
止
む

こ
と
を
知
ら
な
い
。
ア
マ
ゾ
ン
の
熱
帯
雨

林
を
守
れ
と
人
は
言
う
。
だ
が
、
そ
の
前

に
日
本
の
木
々
を
、
そ
し
て
我
々
の
住
む

こ
の
札
幌
の
、
せ
め
て
自
分
の
周
り
の
木

ば
、
夏
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
が
起

こ
る
の
は
あ
た
り
ま
え
。

　
樹
木
が
地
下
か
ら
水
を
吸
い
上
げ
、
そ

れ
が
葉
っ
ぱ
か
ら
太
陽
の
熱
で
蒸
発
し
て

い
く
。
そ
の
時
、
熱
を
奪
っ
て
温
度
が
下

が
る
し
、
空
気
の
対
流
が
起
こ
っ
て
そ
よ

風
が
吹
く
。
夏
の
暑
さ
も
少
し
は
や
わ
ら

薄
い
膜
を
作
っ
て
、
太
陽
の
有
害
な
紫
外

線
を
カ
ッ
ト
し
て
く
れ
た
か
ら
、
我
々
人

類
の
先
祖
も
地
上
に
住
め
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
。

　
人
類
は
、
森
の
中
か
ら
木
々
に
守
ら
れ

て
繁
栄
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過

去
百
年
の
人
間
は
、
そ
れ
を
忘
れ
、
植
物

上は切り倒さず塀に空間を作ることで
大きく成長した木と筆者
下は庭木のせん定をやめて数年たつ筆者の自宅

が
い
、
ブ
ロ
ッ
ク

塀
に
ぶ
つ
か
り
、

つ
い
に
は
圧
迫
し

て
塀
に
亀
裂
を
作 

っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
危
な
い
！ 

こ
の
ま
ま
だ
と
塀
を
崩
し
か
ね
な
い
。

　
チ
ェ
ン
ソ
ー
に
よ
る
木
の
切
断
を
一
瞬

考
え
た
。
こ
れ
が
一
番
簡
単
だ
か
ら
。
で

も
、
結
論
は
少
し
待
つ
こ
と
に
し
た
。

　
私
が
小
さ
い
頃
、
札
幌
は
も
っ
と
緑
が

あ
っ
た
。
そ
れ
が
今
で
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

で
覆
わ
れ
た
砂
漠
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
何
も
サ
ハ
ラ
だ
け
の
話
で
は
な
い
。

こ
こ
も
同
じ
だ
。

　
子
供
の
頃
、
五
〇
セ
ン
チ
も
掘
る
と
水

が
に
じ
ん
で
き
た
。
初
め
は
濁
っ
て
い
て

も
、
し
ば
ら
く
す
る
と
澄
ん
で
き
て
、
ヒ

ン
ヤ
リ
と
冷
た
く
て
気
持
ち
が
よ
か
っ
た
。

掘
っ
て
み
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
今
は

何
メ
ー
ト
ル
掘
っ
て
も
水
は
出
て
こ
な
い

と
思
う
。
地
面
の
す
ぐ
下
に
水
が
な
け
れ

が
作
り
出
し
、
た

め
こ
ん
で
く
れ
た

酸
素
を
消
費
す
る

ば
か
り
。
お
ま
け

に
炭
酸
ガ
ス
を
撒

き
散
ら
し
、
あ
ま

を
守
ら
ず
し
て
、
ど
う
し
て
南

米
の
こ
と
が
言
え
る
の
か
！
　

　
Ｃ
Ｏ
２

の
削
減
と
は
発
展
途

上
国
か
ら
Ｃ
Ｏ
２

の
排
出
権
を

金
で
買
う
こ
と
で
は
本
来
あ
る

ま
い
。
地
面
に
木
を
植
え
、
今

あ
る
木
は
基
本
的
に
は
切
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、

温
暖
化
は
も
う
止
め
る
こ
と
が

出
来
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
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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
。

　
古
い
街
並
み
に
よ
く
似
合
う
時
計
塔
で
す
。
場

所
は
小
樽
市
の
手
宮
銀
座
商
店
街
。
近
所
の
人
に

聞
い
た
と
こ
ろ
元
は
火
の
見
や
ぐ
ら
で
、
二
十
年

程
前
に
、
商
店
街
の
四
十
周
年
を
記
念
し
て
、
や

ぐ
ら
の
外
周
り
を
新
た
な
鉄
骨
で
強
化
・
保
存
し

た
も
の
。
そ
の
時
に
時
計
も
併
設
し
た
そ
う
で

　
企
業
や
団
体
の
十
年
を
一
区
切
り
と

す
る
創
立
周
年
。
二
十
周
年
、
三
十
周

年
と
歴
史
を
重
ね
て
い
く
度
に
そ
の
歩

記
念
誌
は
未
来
へ
の
道
し
る
べ

　
自
分
史
な
ど
本
を
つ
く
り
た
い
と
考

え
て
い
る
人
の
た
め
に
、
出
前
の
本
づ

く
り
セ
ミ
ナ
ー
を
承
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
ご
相
談
の
上
、
印

刷
担
当
者
と
編
集
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
。
ご
自
宅
の
居
間
で
も
結
構
で

す
よ
。
も
ち
ろ
ん
無
料
で
す
。

居
間
で
本
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
を

み
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
資
料
が

散
逸
、
功
績
の
あ
っ
た
人
も
物
故
し
て

い
き
ま
す
。
未
来
へ
の
道
し
る
べ
、
歴

史
は
き
ち
ん
と
ま
と
め
て
お
き
た
い
も

の
で
す
。
企
画
、
編
集
、
印
刷
、
ど
の

段
階
か
ら
で
も
ご
用
命
を
承
っ
て
お
り

ま
す
。

小
紙
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す

　
慌
し
い
時
の
流
れ
に
、
ほ
っ
と
一
息

つ
け
る
話
題
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と

願
っ
て
い
る
小
紙
。
ご
希
望
の
方
に
は

無
料
で
定
期
的
に
お
送
り
し
て
お
り
ま

す
。
印
刷
紙
工
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

火 の 見 や ぐ ら

す
。
夜
間
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
火
事
の

多
か
っ
た
昔
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
。
商
店
街
の
夏

の
風
物
詩
、
イ
カ
釣
り
船
の
集
魚
灯
を
会
場
に
灯

し
て
ビ
ヤ
ガ
ー
デ
ン
や
ス
テ
ー
ジ
シ
ョ
ー
を
楽
し

む
「
お
た
る
い
か
電
祭
り
」
は
、
こ
の
火
の
見
や

ぐ
ら
の
下
で
賑
や
か
に
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。
　

デザイン・イラスト／伊藤公修

で売ってもらうことは100％無理で
しょう。
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販などのことで、出版社はこうした取
次会社に取引口座を持っており、図書
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