
　
フ
ラ
フ
ー
プ
も
ダ
ッ
コ
ち
ゃ
ん
も
、
現
代
で
は
形
や
名
称
を
変
え
て
出
回
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
日
本
で
の
始
ま
り
、
路
地
の
こ
ん
な
光
景
を
懐
か
し
く
思
う
の
は
か
な

り
の
年
配
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
生
れ
の
フ
ラ
フ
ー
プ
の
、
日
本
で

の
発
売
は
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）。
ダ
ッ
コ
ち
ゃ
ん
は
日
本
の
玩
具
メ
ー
カ
ー

の
製
造
で
、
販
売
は
同
三
十
五
年
の
こ
と
で
す
。
時
代
は
、
経
済
白
書
が
「
も
は
や

戦
後
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
高
度
経
済
成
長
の
坂
を
上
り
か
か
る
頃
。
安
保
で
世
の

中
は
騒
然
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
テ
レ
ビ
や
冷
蔵
庫
、
コ
ー
ラ
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食

品
な
ど
次
々
と
現
わ
れ
る
新
し
い
文
化
に
、
子
供
た
ち
も
目
を
輝
か
せ
た
も
の
で
す
。

発
行

：
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編
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T
E
L
（
〇
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一
）
六
二
三
ー
六
六
五
二

二
〇
〇
九
年 

春（
年
四
回
発
行
）

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
武
井
商
店
酒
造
部
─
─
─
２

・
マ
チ
の
博
物
館
／
骨
董
テ
イ
ネ
─
─
─
３

・
あ
る
ば
む
レ
ト
ロ
ポ
リ
ス
／
大
通
公
園
─
─
４

・
川
筋
を
行
く
／
石
狩
川
㊇
─
─
─
５

・
来
た
道
・
行
く
道
／
谷
沢
宝
飾
工
芸
─
─
─
６

・
道
具
で
道
草
30
年
─
─
─
７

・
時
計
の
あ
る
風
景
─
─
─
８
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地
域
ブ
ラ
ン
ド
商
品
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
日
本
酒

ま
さ
に
地
域
の
栄
枯
盛
衰
と
共
に
あ
り

今
日
ま
で
に
消
え
て
い
っ
た
銘
柄
も
数
知
れ
な
い
で
し
ょ
う

積
丹
半
島
の
付
け
根
で
賑
わ
っ
た
炭
鉱
町
の

往
時
を
し
の
ぶ
酒
造
会
社
の
建
物
で
す

を
巻
い
た
レ
ー
ル
を
走
る
ト
ロ
ッ
コ
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
だ
け
に
記
録
と
は
な
ら

な
い
よ
う
で
す
が
、
炭
鉱
の
発
見
は
安
政

三
年
（
一
八
五
六
）
と
古
い
も
の
で
す
。

泊
村
の
人
口
は
い
ま
約
二
千
百
人
。
炭
鉱

で
栄
え
た
こ
ろ
は
一
万
人
も
い
て
、
半
数

　
い
ま
で
は
わ
ず
か
十
五
社
し
か
な
い
北

海
道
の
酒
造
会
社
で
す
が
、
明
治
中
期
に

は
三
百
を
超
え
て
い
た
と
か
。
主
要
な
開

拓
入
植
地
に
は
、
大
な
り
小
な
り
必
ず
造

り
酒
屋
が
存
在
し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

せ
て
百
坪
近
い
大
き
な
も
の
で
す
。
ま
た

外
壁
は
下
見
板
張
り
に
寄
せ
棟
の
柾
葺
き
、

上
げ
下
げ
窓
な
ど
和
洋
折
衷
も
特
徴
で
す
。

　
平
屋
の
工
場
に
は
当
時
の
酒
造
工
程
が

再
現
さ
れ
て
お
り
、
土
蔵
内
の
酒
器
や
徳

利
、
道
内
の
酒
造
工
場
分
布
図
な
ど
の
展

示
と
共
に
面
白
く
見
学
で
き
ま
す
。
　

積
丹
半
島
の
造
り
酒
屋

炭
鉱
の
盛
衰
と
共
に
。

旧
武
井
商
店
酒
造
部 

─
─
明
治
十
九
年（
一
八
八
六
）頃
建
築

が
茅
沼
地
区
に
住
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
商
店
が
建
て
ら
れ
た
の
は
明
治
十

九
年（
一
八
八
六
）頃
。
建
て
主
の
武
井
松

兵
衛
と
い
う
人
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）、 

青
森
県
の
廻
船
問
屋
木
下
家
の
生
ま
れ
。

十
八
歳
の
時
に
来
道
し
て
武
井
家
の
婿
と

な
り
、
明
治
十
八
年
か
ら
茅
沼
炭
鉱
輸
出

係
と
し
て
物
品
供
給
事
務
を
掌
握
し
な
が

ら
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
酒

造
部
兼
呉
服
太
物
店
を
開
業
し
ま
し
た
。

　
酒
造
一
本
に
な
る
の
は
大
正
二
年
（
一
九 

一
三
）で
、戦
争
で
酒
造
中
止
命
令
が
出
さ 

れ
る
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
ま
で
続

け
て
い
ま
す
。
銘
柄
は
「
松
の
露
」
と
「
玉

の
川
」
と
い
い
、
明
治
四
十
年
代
初
め
に

は
そ
れ
ぞ
れ
百
十
石
か
ら
百
二
十
石
を
醸

造
し
て
い
た
記
録
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　
造
り
酒
屋
と
い
う
の
は
ど
こ
に
あ
っ
て

も
資
産
家
で
名
士
的
存
在
で
す
。
工
場
と

住
ま
い
が
一
体
と
な
っ
た
豪
勢
な
建
築
に

も
あ
ま
り
例
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
の

主
屋
は
木
造
平
屋
建
て
一
部
二
階
建
て
。

間
取
り
は
正
面
店
舗
を
中
心
に
茶
の
間
、

次
の
間
、
仏
間
、
台
所
、
流
し
な
ど
が
コ

の
字
型
に
配
置
さ
れ
た
、
一
、
二
階
合
わ

　
今
回
紹
介
す
る
武
井
商
店
酒
造
部
の
あ

っ
た
の
は
泊
村
茅
沼
地
区
。
泊
村
と
い
え

ば
積
丹
半
島
の
西
側
の
付
け
根
。
か
つ
て

は
ニ
シ
ン
漁
で
栄
え
、
現
在
は

原
子
力
発
電
所
で
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
の
茅
沼
地
区
は
、

本
道
最
古
だ
っ
た
炭
鉱
が
昭
和

三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に
閉

山
。
石
炭
を
海
岸
ま
で
運
び
出

す
軌
道
が
日
本
最
初
の
鉄
道
と

す
る
説
も
あ
り
ま
す
。

　
鉄
道
に
つ
い
て
は
、
木
に
布

●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　

※
参
考
文
献「
北
海
道
開
拓
の
村
・
開
村
10
周
年
記
念
誌
」

外観とはまったく異なった印象の内部
当時の酒づくりの工程がよくわかる

帳場にもなつかしさが漂う

大人数で一度に食事できる台所・流しの間（下）から
正面の店舗方向を見る
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わ
ず
か
二
十
坪
の
店
内
に
六
つ
の
商
店
が
!!

昭
和
の
雑
貨
を
集
め
た
お
店
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が

そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
陳
列
に
心
が
浮
き
浮
き

奥
の
〝
総
合
案
内
所
〟
に
い
る
の
が
オ
ー
ナ
ー
で
す

商
店
」　
ど
こ
の
家
に
も
あ
っ
た
金
物
。
な
つ

か
し
い
看
板
な
ど

　
●
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
イ
ル
「
夢
街
道
」　
洋

風
、
和
風
の
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
な
道
具
、
雑
貨
類

　
●
一
丁
目
の
酒
屋
さ
ん
「
寿
屋
雑
貨
店
」　

横
丁
の
角
で
何
で
も
売
っ
て
い
る
よ
ろ
ず
や

　
そ
し
て
店
の
奥
に
は
総
合
案
内
所
「
1
番
街

ビ
ル
ヂ
ィ
ン
グ
」。
な
ん
と
も
夢
が
あ
り
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
商
品
の
一
つ
一
つ
に
も
谷
地
さ
ん

の
強
い
思
い
入
れ
。
こ
の
日
「
谷
地
商
店
」
に

陳
列
さ
れ
て
い
た
、
戦
前
に
作
ら
れ
た
と
い
う

電
蓄
で
ジ
ャ
ズ
の
レ
コ
ー
ド
を
聞
か
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
が
、「
ど
う
で
す
、
こ
の
音
。
針
を

落
と
し
た
瞬
間
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う

で
し
ょ
う
」
と
そ
の
瞳
が
き
ら
き
ら
。
モ
ノ
そ

の
も
の
よ
り
、
同
時
に
醸
し
出
さ
れ
る
雰
囲
気

を
大
切
に
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
お
客
は
三
十
代
か
ら
四
十
代
の
女
性
が
多
く
、

お
目
当
て
は
食
器
な
ど
西
洋
風
の
実
用
的
な
雑

貨
。
谷
地
さ
ん
に
よ
る
と
お
店
を
経
営
し
て
い

る
人
に
も
っ
と
来
店
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
。

「
コ
レ
ク
タ
ー
な
ら
一
人
の
世
界
で
終
っ
て
し

ま
い
ま
す
が
、
店
に
飾
ら
れ
る
と
多
く
の
人
に

見
て
も
ら
え
ま
す
か
ら
」。

　
こ
こ
で
力
を
つ
け
た
ら
夢
は
次
の
ス
テ
ッ
プ

へ
。
十
店
舗
く
ら
い
並
べ
て
、
そ
の
中
に
本
物

の
ラ
ー
メ
ン
屋
や
お
焼
き
屋
が
あ
っ
た
り
。
服

装
も
徹
底
し
て
レ
ト
ロ
に
し
、
ボ
ン
ネ
ッ
ト
バ

ス
で
お
年
寄
り
を
案
内
し
た
い
─
─
谷
地
さ
ん

の
優
し
い
心
根
が
う
か
が
え
ま
す
。

骨
董
テ
イ
ネ

札
幌
市
手
稲
区
富
丘
三
条
三
丁
目
八
―
十
六

電
話（
〇
一
一
）七
九
五—

〇
〇
二
五

営
業
時
間
　
十
二
時
〜
十
七
時
　

定
休
日
　
月
曜
日
・
十
三
日
・
二
十
三
日

　
二
十
年
勤
め
た
消
防
士
の
仕
事
を
辞
め
て
、

長
年
の
夢
だ
っ
た
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
雑
貨
の
店
を

中
央
区
に
開
い
た
の
が
七
年
前
。
こ
ち
ら
で
多

く
の
フ
ァ
ン
を
獲
得
し
、
さ
ら
に
想
を
練
っ
て

二
年
前
に
実
現
し
た
の
が
こ
こ
「
骨
董
テ
イ
ネ

名
店
街
」
で
す
。
店
の
イ
メ
ー
ジ
の
ベ
ー
ス
と

な
っ
た
の
は
、
オ
ー
ナ
ー
の
谷
地
哲
夫
さ
ん

（
四
　
　
八

）
が
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
と
い
う
手
稲

東
地
区
（
旧
名
）
の
賑
わ
い
の
中
心
だ
っ
た
ス

ト
ア
と
か
。
さ
て
、
ど
ん
な
店
な
の
か
。

　
二
十
坪
の
店
内
に
軒
を
連
ね
る
商
店
の
名
前

と
取
扱
い
商
品
を
挙
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
●
駄
菓
子
屋「
た
の
し
屋
」

　
子
供
た
ち
に
も
大
人
気
の

た
く
さ
ん
の
駄
菓
子
類

　
●
な
つ
か
し
金
物
「
谷
地

6つのテナントで異なる商品の種類や年代。

た
ポ
ッ
プ
な
雑
貨

　
●
六
十
年
代
洋
品
店
「
八 

番
街
」　
商
店
や
家
庭
で
普
通

に
使
わ
れ
て
い
た
食
器
や
雑
貨

　
●
七
十
年
代
レ
ト
ロ「
太
陽
堂
」

　
今
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ

夢街道

たのし屋

八番街

谷地商店

太陽堂

寿屋雑貨店

ほ
し
い
人
は
何
と
し
て
も
手
に
入
れ
た
い〝
逸
品
〟の
ほ
ん
の
一
例
。ご
ゆ
っ
く
り
ご
覧
く
だ
さ
い

天井には青空のアーケード
突き当たりが総合案内所

国道5号線に面した店舗は赤と黄色の外観

ショップ・イン・ショップ──名店街に軒を連ねる6店舗

※撮影 /スタジオフェードイン
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グ
を
し
な
く
て
も
、
昔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

人
の
集
ま
り
、
交
流
の
場
と
な
っ
て
き
た

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
。
都
心
の
オ
ア
シ

ス
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
す
。

　
た
だ
、
こ
こ
に
も
時
代
の
流
れ
は
確
実

に
訪
れ
て
い
ま
す
。
南
北
の
街
並
み
は

大
き
く
変
わ
り
、
各
種
の
イ
ベ
ン
ト
も

大
規
模
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
ま

す
ま
す
貴
重
な
の
が
樹
木
。
九
十
二
種

四
千
七
百
本
が
植
え
ら
れ
て
い
る
と
い
い

ま
す
。
自
分
だ
け
の
季
節
の
目
印
を
持
っ

て
は
い
か
が
で
す
。

　
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
で
意
外
と
他
都

市
に
少
な
い
「
大
通
り
」
と
い
う
地
名
。

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
公
園
の
名
前
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
か
ら
、「
大
通
公
園
」
と
い

え
ば
札
幌
市
に
決
ま
っ
て
い
る
ほ
ど
。
札

春
の
日
差
し
に
誘
わ
れ
て
足
を
運
ぶ
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
公
園
で
す

と
こ
ろ
で
そ
の
公
園
、
古
く
か
ら
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
か

役
割
も
存
在
も
、
明
治
の
札
幌
開
府
以
来
変
わ
っ
て
い
な
い

全
国
に
誇
れ
る
大
通
公
園
の
今
昔
で
す

大
通
公
園

幌
の
都
心
部
に
は
東
京
よ
り
緑
が
少
な
い

と
い
う
人
も
い
ま
す
し
、
一
人
当
た
り
の

公
園
面
積
は
政
令
指
定
都
市
の
中
で
第
四

位
と
は
い
え
、
こ
こ
の
素
晴
ら
し
さ
は
全

国
に
誇
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
は
、
明
治
初

期
の
札
幌
の
街
区
形
成
の
と
き
か
ら
役
割

が
は
っ
き
り
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

北
の
官
庁
街
と
南
の
住
宅
・
商
業
地
を
分

け
る
大
規
模
な
火
防
線
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
、
そ
の
後
は
多
目
的
に
利
用
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

　
財
団
法
人
札
幌
市
公
園
緑
化
協
会
に
よ

り
ま
す
と
、
今
日
で
は
一
、二
丁
目
が
国

際
交
流
ゾ
ー
ン
、
三
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま

で
が
水
と
光
の
ゾ
ー
ン
、
六
丁
目
か
ら

九
丁
目
ま
で
が
遊
び
・
イ
ベ
ン
ト
ゾ
ー

ン
、
十
、十
一
丁
目
が
歴
史
・
文
化
ゾ
ー

ン
、
十
二
、十
三
丁
目
が
サ
ン
ク
ガ
ー
デ

ン
ゾ
ー
ン
と
い
う
位
置
付
け
で
す
。

　
し
か
し
そ
ん
な
ス
マ
ー
ト
な
ゾ
ー
ニ
ン

昭和37年（1962）７月、テレビ塔から
円山方向まですっきり見渡される

上　昭和28年（1953）西３丁目の花壇
下　昭和８年（1935）の西３（向こう側）、４丁目

昭和38年（1963）４月、西５丁目
のどかにコイのぼりが掲げられて

最新、平成21年３月の西３丁目
銀行の建て替えが時代を感じさせる

西12丁目のサンクガーデン
20年前もあまり変わっていない

昭
和
35
年（
1
9
6
0
）11
月
、街
頭
テ
レ
ビ
を
見
る
人
々

政
治
面
で
騒
乱
の
年
だ
っ
た
が
─
─

※参考文献／さっぽろ文庫32「大通公園」（札幌市教委編）

※
写
真
／
ペ
ー
ジ
下
左
以
外
は
札
幌
市
写
真
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
提
供
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七
回
に
わ
た
っ
て
み
て
き
た
石
狩
川
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
情

そ
の
流
れ
、
自
然
の
営
み
は
太
古
か
ら
あ
る
の
に

変
わ
っ
た
の
も
人
、
変
え
て
き
た
の
も
人
で
し
た

こ
れ
以
上
、
川
も
人
も
変
わ
ら
な
い
た
め
に

い
ま
あ
る
大
河
の
姿
を
再
確
認
し
ま
し
ょ
う

る
近
く
を
流
れ
る
石
狩
川
は
よ
く
知
っ

て
い
て
も
、
川
の
全
体
像
と
な
る
と
な

か
な
か
描
け
な
い
も
の
で
す
。

　
源
は
大
雪
山
系
の
石
狩
岳
。
秀
峰
に

全
国
第
三
位
の
二
六
八
㌔
。
札
幌
市
や

旭
川
市
な
ど
四
十
六
市
町
村
に
及
ぶ
流

域
面
積
も
第
二
位
で
、
北
海
道
の
六
分

の
一
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
だ
け
長
く
て
広
い
と
流
域
に
お

け
る
川
の
役
割
は
大
き
く
、
ま
ち
づ
く

り
に
役
立
て
よ
う
と
関
係
市
町
村
で
石

狩
川
サ
ミ
ッ
ト
を
立
ち
上
げ
た
の
が
平

成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
の
こ
と
。
二

親
し
み
の
持
て
る
存
在
に
し
て
い
く
こ

と
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
利
根
川
に
坂
東
太
郎
、
筑
後
川

に
筑
紫
次
郎
、
吉
野
川
に
四
国
三
郎
と

い
う
愛
称
が
あ
る
よ
う
に
、
石
狩
川
に

も
〝
北
海
四
郎
〟
と
で
も
名
づ
け
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
川
の
流
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
時
の
流

れ
─
─
人
の
生
涯
と
重
な
り
ま
す
。

て
山
を
下
り
、
や
が
て
南
に
折

れ
て
旭
川
市
に
出
ま
す
。

す
ぐ
に
石
狩
平
野
の

北
端
に
達
し
、
そ
こ

か
ら
は
ほ
ぼ
鉄

　
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い

水
が
一
つ
の
流
れ
と
な
っ

伏
流
水
や
無
数
の
沢

雪
を
集
め
た

降
る
雨

長
さ
は
信
濃
川
、
利
根
川
に
次
い
で

流
れ
出
て
い
き
ま
す
。

北
へ
向
か
っ
て
日
本
海
へ
と

位
置
付
け
、
も
っ
と

た
ど
り
着
い
て
、
今
度
は

を
〝
里
川
〟
と
し
て

南
下
。
札
幌
近
郊
に

は
、
街
を
流
れ
る
支
流

う
よ
う
に
さ
ら
に

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に

館
本
線
に
沿

て
い
く
の
は
住
民
の
義
務
で
も

路
・
函

と
し
て
変
わ
ら
な
い
姿
を
維
持
し

年
に
一
回
、
持
ち
回
り
で
フ
ォ
ー
ラ
ム

が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
恵
み
は
、
都
市
部
か
ら
離
れ
た

と
こ
ろ
で
は
全
国
有
数
の
稲
作
地
帯
を

形
成
し
、
北
海
道
の
食
糧
自
給
に
寄
与

し
て
い
ま
す
。
ま
た
都
市
部
に
あ
っ
て

は
親
水
空
間
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト

と
し
て
レ
ジ
ャ
ー
や
憩
い
の
施
設
が
多

く
見
ら
れ
ま
す
。
開
発
、
洪
水
、
そ
し

て
公
害
と
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
て

こ
う
し
た
今
日
の
姿
が
あ
る
こ
と
を
思

い
起
こ
し
ま
し
ょ
う
。

　
こ
の
先
も
、
人
に
最
も
身
近
な
自
然

川
の
流
れ
は
時
の
流
れ
―

　北
海
四
郎
〟と
呼
び
た
い
。

〝
大
河
の
い
ま

八
（
完
）

洪水、治水、自然、人との共生──
石狩川のすべてがわかる「川の博物館」
（石狩市新港南１丁目、231号線沿い）

最も石狩川らしい風情が残る旧渡船場一帯

石
狩
川
河
口

長
旅
の
果
て
日
本
海
に

向
こ
う
に
暑
寒
別
の
山
々
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あ
り
ま

す
。
同

じ
教
え
る

さ
を
教
え
る
糸
口
に
も

な
り
ま
す
。「
だ
っ
て

理
科
も
数
学
も
職
人
が

い
る
か
ら
発
達
し
て
き

た
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
」（
谷
沢
さ
ん
）。

　
谷
沢
さ
ん
が
宝
飾
工

芸
を
志
し
た
の
は
中
学

生
の
時
。
初
め
て
人
か

ら
宝
石
の
入
っ
た
金
の

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
も
持
っ
て
い
る
谷
沢
さ

ん
に
は
、
常
に
自
信
を
持
っ
て
答
え
ら
れ
る
の

は
当
然
で
す
が
、
逆
に
学
校
で
の
勉
強
の
大
切

く
っ
つ
け
て
、
中
に
宝
石
を
い
れ
た
り
し
て
い

る
の
で
、
セ
ン
ス
が
す
べ
て
。
女
性
に
向
い
て

も
い
ま
す
」
と
い
い
ま
す
。

　
そ
し
て
小
中
学
生
か
ら
必
ず
出
て
く
る
質
問

が
「
ど
ん
な
資
格
が
必
要
な
の
で
す
か
」
と

「
い
つ
資
格
を
取
り
ま
し
た
か
」
と
い
う
こ

と
。
自
ら
一
級
貴
金
属
装
身
具
技
能
士
で
あ
り
、

指
輪
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
か
ら
で
し
た
。

「
そ
れ
ま
で
は
物
語
の
世
界
の
も
の
だ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
も
の
す
ご
く
美
し
く
見
え

た
の
で
す
」（
同
）。生
ま
れ
た
時
か
ら
物
に
囲
ま

れ
て
い
る
現
代
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
〝
こ
れ

だ
〟
と
歩
む
道
を
決
め
る
、
谷
沢
さ
ん
の
よ
う

な
新
鮮
な
出
会
い
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
な

い
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た

谷
沢
典
雄
さ
　
　
ん 

─
─
谷
沢
宝
飾
工
芸

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
。

師
と
し
て
の
勉
強
に
も
怠
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　
谷
沢
さ
ん
が
と
く
に
可
能
性
を
感
じ
て
い
る

の
が
子
供
た
ち
。
学
校
で
は
四
、
五
十
分
の
授

業
ご
と
に
ト
イ
レ
タ
イ
ム
が
あ
る
の
に
、
要
ら

な
い
と
い
っ
て
作
業
に
熱
中
。「
職
人
は
仕
事
の

キ
リ
の
い
い
と
こ
ろ
で
休
む
と
い
う
の
を
喜
ぶ

ん
で
す
よ
」
と
谷
沢
さ
ん
。
昼
ご
飯
と
い
っ
て

の
も
特
徴
と
か
。
谷

沢
さ
ん
は
「
道
具
で

ゴ
ン
ゴ
ン
や
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、

う
ち
は
寄
せ
物
と
い

っ
て
細
か
い
も
の
を

谷
たにざわ

沢宝飾工芸
小樽市稲穂5丁目4-25
TEL（0134）25−3820

　
伝
統
技
能
を
受
け
継
ぐ
次
の
世
代
を
育
て
て

い
く
た
め
に
は
、
広
く
仕
事
の
中
身
を
伝
え
、

時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
製
品
を
作
っ
て
い
く
こ
と

─
─
十
八
歳
で
東
京
に
出
て
弟
子
入
り
し
て

以
来
、
宝
飾
工
芸
の
道
一
筋
に
五
十
年
と
い
う

谷た
に
ざ
わ沢
典
雄
さ
ん
（
六
　
　
八

）。
最
近
は
、
あ
ち
こ
ち

に
出
向
い
て
技
術
指
導
を
行
っ
た
り
、
指
輪
な

ど
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
制
作
の
教
室
を
開
い
た
り
、

あ
る
い
は
修
学
旅
行
に
体
験
学
習
が
組
み
込
ま

れ
た
小
中
学
生
を
受
け
入
れ
た
り
と
、
講
師
役

の
多
い
日
々
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
だ
け
に
、
自
分
の
修
業
時
代
は
親
方
に

い
わ
れ
た
と
お
り
に
作
っ
た
け
れ
ど
、
今
は
技

術
プ
ラ
ス
理
論
の
時
代
。
職
人
に
学
歴
は
不
要

と
い
っ
て
も
、
国
家
試
験
に
も
実
技
と
学
科
が

を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
こ
と
も
奏
効
し
て
い
る

よ
う
で
す
。

　
ま
た
習
い
に
く
る
女
性
の
意
外
に
高
学
歴
な

50
年
の
経
験
す
べ
て
を
、

子
供
た
ち
や
女
性
に

教
え
る
こ
と
に
専
念
し
て
。

動
き
に
目
を
配
る
な
ど
講

に
し
て
も
、

け
れ
ば
と
、
世
の
中
の

け
て
上
手
に
教
え
な

生
徒
を
引
き
つ

も
食
べ
な
い
、
止
め
な
い
。
付
き
添
い
の
先

生
も
「
こ
ん
な
姿
は
初
め
て
見
る
」
と
驚
く

そ
う
で
す
。
か
わ
い
い
ス
ト
ラ
ッ
プ
な
ど
、

学
校
に
持
ち
帰
っ
た
ら
「
ど
こ
に
売
っ
て
い

チ
ャ
ン
ス
づ
く
り
を

手
伝
う
谷
沢
さ
ん
の
、

指
導
者
と
し
て
の
仕

事
も
ま
た
貴
重
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

る
よ
う
な
も
の

る
の
」
と
聞
か
れ

オリジナルジュエリー工房

雑然とした工房だが50年の経験が一杯

ネックレス制作に集中する

真
珠
の
形
や
色
を
頭
に
入
れ
て
組
み
合
わ
せ
を

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
携
帯
電
話
ス
ト
ラ
ッ
プ

子
供
た
ち
が「
か
わ
い
い
」と
喜
ん
で
作
る

将
来
あ
る
子
供
た
ち
に

職
業
選
択
の
ヒ
ン
ト
を

提
供
す
る
の
も
仕
事

（
二
〇
〇
六
年
十
月
、

札
幌
市
立
あ
や
め
野
中
で
）

使
い
込
ま
れ
た
カ
ナ
ト
コ（
鉄
床
）

各種アクセサリーの
色彩のイメージづくりに
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館
内
の
展
示
物
が
持
ち
去
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
数
知
れ
な
い
が
、

飛
び
込
ん
で
き
た
車
が
貴
重
品
を
ダ
メ
に
し
た
の
に
は
驚
く
ほ
か
な
い
。

気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
て
早
い
再
開
へ
修
復
を
急
い
で
い
る
が
…
…

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

　
節
分
の
夜
、
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
の
玄
関

口
か
ら
、
真
っ
赤
な
色
の
ス
リ
ー
ナ
ン

バ
ー
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ワ
ゴ
ン
が
、
飛
び

込
ん
で
き
た
。

　
運
転
し
て
い
た
人
に
よ
れ
ば
、
旧
五
号

線
を
札
幌
中
心
部
へ
走
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
前
の
車
が
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
の
で

こ
ち
ら
も
ブ
レ
ー
キ
を
踏
ん
だ
は
ず
み
に
、

車
が
対
向
車
線
に
飛
び
出
し
て
し
ま
っ

た
。
向
こ
う
か
ら
小
樽
方
面
へ
走
る
車
が

来
て
い
る
の
で
、
急
い
で
ハ
ン
ド
ル
を
左

に
き
っ
た
と
こ
ろ
、
車
は
歩
道
を
越
え
て
、

建
物
に
突
っ
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
言
う
。

　
そ
の
結
果
、
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
の
レ
ン

ガ
の
壁
は
崩
れ
落
ち
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
破

れ
、
後
ろ
の
自
動
ド
ア
は
ば
ら
ば
ら
に
な 

っ
て
飛
び
散
り
、
窓
ガ
ラ
ス
の
木
枠
は
ひ

ん
曲
が
り
、
模
様
の
入
っ
た
ガ
ラ
ス
は
跡

形
も
な
く
な
り
、
冷
た
い
二
月
の
風
が
中

に
じ
か
に
吹
き
込
ん
で
、
…
…
崩
れ
落
ち

た
展
示
物
の
上
を
ク
ー
ラ
ー
し
て
い
る
状

態
で
、
目
も
あ
て
ら
れ
な
い
惨
状
を
呈
し

て
い
た
。

　
人
身
事
故
が
な
か
っ
た
の
は
何
よ
り
の

こ
と
だ
け
れ
ど
、
外
か
ら
人
が
入
れ
る
あ

り
さ
ま
な
の
で
、
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
を
張
る

な
ど
の
応
急
処
置
と
、
歩
道
に
崩
れ
た
レ

ン
ガ
や
ガ
ラ
ス
の
後
始
末
。
そ
れ
ら
を
終

え
て
家
に
帰
り
、
布
団
に
入
れ
た
の
は
午

ら
そ
れ
ぞ
れ
タ
ロ
と
ジ
ロ
と
書
い
た
プ

レ
ー
ト
を
さ
げ
て
い
た
。
そ
れ
が
あ
る
日
、

気
が
つ
く
と
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
岡
本
太
郎
の
、
万
博
の
太
陽
の
塔
の
ミ

ニ
チ
ュ
ア
も
消
失
。

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
作
ら
れ
た
と
い
う
、
純

銀
製
の
大
人
の
親
指
ほ
ど
の
人
形
。（
こ

れ
は
展
示
し
て
一
週
間
も
た
な
か
っ
た
）

　
表
面
に
ベ
ッ
コ
ウ
を
貼
っ
た
小
さ
な
写

真
た
て
。（
こ
れ
は
本
物
の
ア
ー
ル
ヌ
ー

ボ
ー
で
惜
し
か
っ
た
！
）

　
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
。
…
…
こ
れ
は
普
通

と
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
レ
ト
ロ
の
原
点
で
も
あ
る
、
下
着
を
つ

け
た
マ
ネ
キ
ン
。
こ
れ
も
た
び
た
び
盗
ま

れ
、
マ
ネ
キ
ン
が
ヌ
ー
ド
で
肌
を
さ
ら
し

て
い
る
状
態
。
ス
タ
ッ
フ
が
す
ぐ
に
気
づ

い
て
、
追
い
か
け
た
こ
と
も
あ
る
の
だ
け

れ
ど
、
タ
ッ
チ
の
差
で
逃
げ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
で
や
む
な
く
二
階
に
あ
げ
、

窓
ガ
ラ
ス
越
し
に
と
な
っ
て
い
る
。

　
な
く
な
っ
た
も
の
は
、
か
な
り
の
数
。

し
か
し
、
盗
み
た
く
な
る
よ
う
な
物
が
置

い
て
あ
る
の
が
レ
ト
ロ
と
思
い
、
う
ち
の

メ
イ
ン
の
一
つ
で
も
あ
る
昔
の
鋳
物
の
ス

ト
ー
ブ
は
、
重
過
ぎ
て
持
っ
て
は
い
け
な

い
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、

…
…
今
回
の
車
の
飛
び
込
み
で
そ
れ
が
壊

れ
て
し
ま
っ
た
。

　
全
て
完
品
だ
っ
た
だ
け
に
、
惜
し
ま
れ

る
し
、
も
と
に
は
も
ど
せ
な
い
。

　
し
か
し
、
形
が
あ
る
も
の
は
い
つ
か
壊

れ
る
。

　
な
く
し
た
も
の
を
く
や
ん
で
い
て
も
、

し
か
た
が
な
い
。
人
は
え
て
し
て
、
な
く

し
た
も
の
に
目
を
向
け
が
ち
。
そ
の
こ
と

で
得
た
も
の
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を

バ
ネ
に
新
生
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
を
春
に
は

オ
ー
プ
ン
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
編
集
部
＝
新
生
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
は
四

月
中
旬
に
オ
ー
プ
ン
の
予
定
で
す
）

前
三
時
。
若
く
な
い
身
に
は
こ
た
え
る
長

い
一
日
だ
っ
た
。

　
翌
日
か
ら
か
た
づ
け
が
は
じ
ま
っ
た
の

だ
け
れ
ど
、
第
一
日
目
は
眠
く
て
頭
が

ボ
ー
っ
と
し
て
い
た
。
展
示
物
の
被
害
は

五
十
点
を
越
え
、
そ
の
多
く
は
、
も
う
二

度
と
手
に
入
る
こ
と
は
な
い
も
の
。
惜
し

か
っ
た
！

　
私
が
海
岸
炭
と
名
付
け
た
石
炭
の
塊
が

あ
っ
た
。
石
炭
は
普
通
、
素
手
で
触
る
と

手
が
汚
れ
る
。
し
か
し
、
塊
が
川
に
落
ち

て
、
海
に
ま
で
流
れ
て
い
き
、
海
岸
の
砂

で
長
年
に
渡
っ
て
洗
わ
れ
る
う
ち
に
、
角

が
と
れ
て
丸
く
な
り
、
手
で
触
っ
て
も
全

く
汚
れ
な
く
な
っ
た
も
の
が
あ
る
。
綺
麗

な
の
で
一
部
で
は
珍
重
さ
れ
た
よ
し
。

　
こ
れ
も
砕
け
て
し
ま
っ
た
。
金
で
は
買

え
な
い
も
の
。「
惜
し
か
っ
た
」。

　
そ
し
て
、
私
た
ち
を
一
番
悩
ま
せ
た
の

は
、
車
が
ぶ
つ
か
っ
た
衝
撃
で
砕
け
た
ガ

ラ
ス
の
細
か
い
破
片
が
一
時
的
に
空
中
に

舞
い
上
が
り
、
そ
れ
ら
が
展
示
物
の
上
に

ふ
り
そ
そ
い
だ
こ
と
。
ま
さ
に
〝
ミ
ニ
・

ク
リ
ス
タ
ル
ナ
ハ
ト
〟。

　
掃
除
機
で
は
、
取
り
除
く
こ
と
が
で
き

ず
、
ハ
ケ
と
手
で
や
っ
て
い
く
し
か
な
い
。

二
十
日
経
っ
た
今
も
こ
れ
は
ま
だ
終
わ
っ

て
は
い
な
い
。

　
思
え
ば
レ
ト
ロ
を
オ
ー
プ
ン
し

て
今
年
で
十
五
年
。
そ
の
間
、
心

は
、
割
っ
て

み
て
も
泥
し 

か
つ
ま
っ
て

い
な
い
の
だ 

が
、
中
に
は

熱
と
圧
力
の

関
係
で
金
属

化
し
て
、
黄

銅
色
に
輝
い

て
い
る
も
の

が
あ
る
。
ペ

ン
ダ
ン
ト
に

で
も
し
た
ら
、

さ
ぞ
か
し
と
思
う
も
の
で
、
東
京
で
外
人

の
バ
イ
ヤ
ー
よ
り
入
手
し
た
も
の
。
十
個

以
上
あ
り
、
小
型
の
ケ
ー
ス
に
入
れ
ら
れ

て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
あ
る
日
ケ
ー
ス
ご

な
い
一
部
の
人
に
よ
り
、
レ
ト
ロ
か
ら
多

く
の
物
が
失
わ
れ
た
。

　
最
初
に
な
く
な
っ
た
の
は
、
南
極
で
活

躍
し
た
タ
ロ
と
ジ
ロ
の
お
き
も
の
。
首
か

貴重なコレクションも
倒壊、ガラスの破片の雨

館長が支えていないと
サトちゃんの首がポロリ
レトロのマスコット哀れ
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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
。

　
近
く
に
住
ん
で
い
る
人
以
外
で
、ア
ー
ク
シ

テ
ィ
と
聞
い
て
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
る
の
は
、
い

く
つ
く
ら
い
の
年
代
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も

は
昭
和
四
十
九
年（
一
九
七
四
）に
ス
タ
ー
ト
し
た

札
幌
東
部
地
域
開
発
基
本
計
画
。
Ｊ
Ｒ
駅
と
地
下

鉄
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
核
と
す
る
そ
の
副
都
心

　
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
。

副 都 心

の
、一
大
ア
メ
ニ
テ
ィ
ゾ
ー
ン
で
す
。
後
背
地
は
厚 

別
区
、
清
田
区
、さ
ら
に
は
江
別
市
、
北
広
島
市 

な
ど
も
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
や
飲
食
、
娯
楽
施
設
、
公

的
機
関
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
ア
ー
ク
と
は
太

陽
の
弧
の
こ
と
。
百
九
十
万
人
都
市
に
東
方
か
ら
、

夢
と
快
適
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
架
け
橋
で
す
。

デザイン・イラスト／伊藤公修

　人と地域とのつながりが薄くなっ
てきている現代。その大切さをよく
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　いちばんの特徴は、昭和33年に
学校ができるまでの、札幌市と宮の
森地区の歴史にほぼ半分のページを
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学校内外の移り変わりを併記。純然
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自然探索シリーズ、古い写真もたく
さん載っていて、いかにも先生たち
の手作りというやわらかな仕上がり
です。

A4判・96ページ

開
校
50
周
年
記
念
郷
土
誌

札
幌
市
立
宮
の
森
小
学
校

「
ふ
る
さ
と 

わ
が
ま
ち 

宮
の
森
」

つくってみませんか
句集・歌集・詩集・小説・随筆集…
自伝・体験記・回想集…画集・写真集


