
　
い
ま
で
は
小
学
生
で
も
リ
ー
ル
に
ル
ア
ー
ロ
ッ
ド
を
携
え
て
の
ス
マ
ー
ト
な
釣
り
。

も
の
の
な
い
時
代
は
、
少
な
い
小
遣
い
で
調
達
し
た
延
べ
竿
の
ウ
キ
釣
り
が
ほ
と
ん

ど
で
し
た
。
こ
の
季
節
、
北
海
道
で
は
主
に
コ
サ
バ
や
チ
カ
で
す
が
、
高
度
成
長
の

こ
ろ
の
港
内
は
、
場
所
に
よ
っ
て
は
水
面
に
ゆ
ら
り
と
う
ね
る
油
の
層
。
家
で
は
歓

迎
さ
れ
ざ
る
獲
物
で
す
。
た
だ
釣
る
の
が
面
白
く
て
、
時
に
漁
船
や
貨
物
船
の
出
入

り
を
眺
め
な
が
ら
日
が
な
一
日
、
遊
ん
で
い
た
も
の
。
港
が
き
れ
い
に
な
っ
た
現
代
、

日
参
す
る
釣
り
人
の
多
く
は
お
年
寄
り
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
回
り
に
来
る
の
も

お
年
寄
り
。
小
物
釣
り
に
熱
中
す
る
少
年
た
ち
の
姿
は
少
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
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和
洋
菓
子
が
ス
イ
ー
ツ
な
ど
と
呼
ば
れ

新
し
い
も
の
が
出
て
は
す
ぐ
に
消
え
て
い
き
ま
す

そ
の
昔
、
甘
い
も
の
が
貴
重
だ
っ
た
時
代
に
は

職
人
が
一
つ
一
つ
心
を
こ
め
て
作
っ
た
も
の

そ
の
自
家
の
和
菓
子
を
三
十
年
間
販
売
し
て
い
た
店
で
す

　
和
菓
子
に
欠
か
せ
な
い
小
豆
の
産
地
と

し
て
、
十
勝
地
方
が
全
国
に
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て

本
州
で
盛
ん
に
な
っ
た
菓
子
づ
く
り
用
に
、

良
質
の
小
豆
を
供
給
し
た
こ
と
が
始
ま
り

は
、
自
ら
製
造
し
て
い
る
和
菓
子
類
へ
の

矜
持
の
表
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
同
店
は
昭
和
三
十
年
ま
で
、
親
子
二
代

に
わ
た
っ
て
営
業
を
続
け
て
い
ま
し
た
。

和
菓
子
製
造
に
誇
り
、

工
場
や
職
人
部
屋
も
。

旧
大
石
三
省
堂
支
店 

─
─
明
治
四
十
年
建
築

で
す
。
泰
三
は
そ
の
父
の
元
で
修
業
し
、

大
正
十
四
年（
一
九
二
五
）、
帯
広
の
繁
華

街
に
あ
っ
た
こ
の
店
舗
を
購
入
。
大
石
三

省
堂
支
店
を
開
業
し
ま
し
た
。

　
建
物
は
明
治
四
十
年

に
建
て
ら
れ
た
、
や
は

り
菓
子
店
と
し
て
使
わ

れ
て
い
た
も
の
で
す
。

間
口
の
さ
ほ
ど
広
く
な

い
店
舗
で
す
が
、
住
居

部
、
工
場
へ
と
連
な
る

奥
行
き
が
あ
り
、
特
に

工
場
の
広
さ
に
驚
か
さ

れ
ま
す
。
外
観
は「
帯

広
地
方
の
建
物
の
特
色

で
あ
る
腰
鎧

よ
ろ
い下

見
板
張

り
、
壁
真
漆
喰
塗
仕
上
げ
」（
道
開
拓
の
村

記
念
誌
）。
外
壁
下
部
に
は
下
見
板
を
張

り
、
上
部
を
漆
喰
で
仕
上
げ
る
の
が
、
同

地
方
の
は
や
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

居
室
は
炉
を
切
っ
た
居
間
と
寝
室
が
六
畳
、

表
座
敷
と
職
人
部
屋
が
四
畳
半
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
夫
婦
と
二
人
の
職
人
で
落

雁
や
羊
か
ん
、
ね
り
き
り
、
ま
ん
じ
ゅ

う
、
せ
ん
べ
い
、
あ
め
な
ど
を
作
り
、
問

屋
か
ら
仕
入
れ
た
パ
ン
類
や
キ
ャ
ラ
メ
ル
、

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
駄
菓
子

類
と
一
緒
に
売
っ
て
い
ま
し
た
。

　
店
先
に
並
ん
だ
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
や
菓
子

び
ん
、
缶
類
な
ど
が
、
古
き
よ
き
時
代
の

菓
子
店
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
単

な
る
駄
菓
子
屋
と
は
異
な
っ
た
印
象
な
の

の
よ
う
で
す
。
そ
の
一
方
で
現
在
、
同
地

方
に
拠
点
を
置
く
有
名
メ
ー
カ
ー
の
創
業

は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
。
戦
後
す
ぐ
と
い

う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら

そ
れ
ま
で
は
、
小
規
模
の
菓
子
店
が

自
家
で
作
っ
た
り
、
仕
入

れ
た
り
し
て
素
朴
に
営
業

を
続
け
て
い
た
だ
ろ
う
こ

と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　
大
石
三
省
堂
支
店
の
創

業
者
で
あ
る
大
石
泰
三
の

父
、
大
石
菊
松
は
、
明
治
か
ら

大
正
期
に
か
け
て
札
幌
で
菓
子

店「
う
ず
ま
き
大
石
三
省
堂
」を

営
業
。
長
ら
く
札
幌
菓
子
商
組
合
の
副
組

合
長
や
役
員
を
務
め
て
功
績
の
あ
っ
た
人

●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
」

下見板張りに漆喰仕上げ
これが当時の〝帯広流〟

居間には炉を切ってあり
洗い場も広い

さまざまな和洋菓子を入れるショーケースが並ぶこぢんまりした店先
奥には職人たちが立ち働く工場があり、道具類もたくさん

落雁を作る木型。出来上がれば右上のように
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オ
レ
ン
ジ
色
の
あ
た
た
か
な
光
を
と
も
し
な
が
ら

物
思
い
に
ふ
け
る
秋
の
夜
の
ひ
と
と
き

燃
や
す
の
が
惜
し
い
な
ら
イ
ン
テ
リ
ア
に
加
え
て
も
─
─

若
い
女
性
に
人
気
の
蜜
ろ
う
キ
ャ
ン
ド
ル
を
紹
介
し
ま
す

　
蜜
ろ
う
と
い
っ
て
も
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い

人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
名
の
と
お

り
ミ
ツ
バ
チ
が
巣
を
作
る
と
き
に
腹
部
か
ら
分

泌
さ
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ば
は
ち
み
つ
の
副
産

物
。
ろ
う
そ
く
の
ほ
か
、
ワ
ッ
ク
ス
や
化
粧
品

な
ど
に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
洋
ろ
う
そ
く

は
元
来
、
蜜
ろ
う
か
ら
作
ら
れ
て
お
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
教
会
の
儀
式
用
と
し
て
大
量
に
消

費
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
現
在
は
パ
ラ
フ
ィ
ン

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
蜜
ろ
う
だ
け
を
使
っ
た
手
作
り
キ
ャ
ン

ド
ル
が
、
愛
ら
し
い
姿
で
迎
え
て
く
れ
る
小
さ

な
工
房
が
海
運
堂
で
す
。
工
房
の
あ
る
じ
は
小

燃やすのが惜しければ、インテリアにどうぞ

遊
び
工
房 

海
運
堂

札
幌
市
中
央
区
北
四
条
西
二
十
二
丁
目
一
─
二

電
話（
〇
一
一
）六
一
五
─
三
五
二
六

蜜
ろ
う
キ
ャ
ン
ド
ル
製
造
販
売

中
由
紀
子
さ
ん
。
十
二
年
ほ
ど
前
に
偶
然
カ
ナ

ダ
フ
ェ
ア
で
出
合
っ
た
蜜
ろ
う
に
魅
せ
ら
れ
、

資
料
や
写
真
を
頼
り
に
独
学
で
こ
の
道
へ
。

　
小
中
さ
ん
が
作
品
に
使
用
す
る
の
は
色
数
が

豊
富
な
薄
い
板
状
の
蜜
ろ
う
。
は
ち
み
つ
を

取
っ
た
後
の
蜜
ろ
う
（
は
ち
の
巣
）
を
煮
溶
か

し
て
不
純
物
を
除
き
、
有
機
染
料
で
着
色
し
て

ロ
ー
ラ
ー
を
か
け
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
作
品

に
合
わ
せ
て
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
。
ド
ラ
イ
ヤ
ー
で

熱
し
な
が
ら
細
部

を
仕
上
げ
て
い
き

ま
す
。

　
棚
に
並
ぶ
数
百

点
の
キ
ャ
ン
ド
ル

は
「
二
、三
分
で

で
き
る
も
の
も
あ

れ
ば
、
二
日
ぐ
ら

い
か
か
る
も
の

も
」（
小
中
さ
ん
）。
形
も
色
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

基
本
は
ス
ト
レ
ー
ト
タ
イ
プ
と
テ
ー
パ
ー
タ
イ

プ
の
二
つ
だ
そ
う
で
す
が
、
花
や
果
実
の
形
を

し
た
も
の
な
ど
小
中
さ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
も
た

く
さ
ん
。
燃
や
し
て
し
ま
う
の
が
惜
し
い
人
に

は
イ
ン
テ
リ
ア
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
お
勧
め
で

す
。
値
段
も
二
、三
百
円
か
ら
千
円
ち
ょ
っ
と

と
手
ご
ろ
で
す
。

　
火
を
つ
け
れ
ば
小
さ
な
も
の
で
十
分
か
ら

二
十
分
、
長

い
も
の
で
二
、

三
時
間
は
燃

え
て
い
ま
す
。

蜜
ろ
う
の
特

徴
は
「
あ
た
た
か
な
オ
レ
ン
ジ
色
の
光
と
、
油

煙
や
に
お
い
が
ほ
と
ん
ど
出
な
い
こ
と
」（
小
中

さ
ん
）。
食
事
の
時
に
使
っ
て
も
味
を
邪
魔
し

ま
せ
ん
し
、
の
ど
の
弱
い
子
供
に
も
安
心
で
す
。

も
ち
ろ
ん
ク
リ
ス
マ
ス
や
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
ー

の
演
出
に
最
適
。
お
菓
子
の
よ
う
に
も
見
え
ま

す
か
ら
、
目
先
の
変
わ
っ
た
手
土
産
と
し
て
も

喜
ば
れ
て
い
る
と
か
。

　
工
房
で
キ
ャ
ン
ド
ル
作
り
の
講
習
を
受
け
ら

れ
、
人
数
が
そ
ろ
え
ば
出
張
講
師
を
引
き
受
け

て
も
ら
え
ま
す
。
古
い
二
階
建
て
の
民
家
が
目

印
の
工
房
を
の
ぞ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

色
と
り
ど
り
の
蜜
ろ
う
シ
ー
ト

細
工
は
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
て
ド
ラ
イ
ヤ
ー
で

看
板
は
ウ
エ
ッ
ト
ス
ー
ツ
の
素
材
で

店
名
も〝
海
〟運
堂
─
─
そ
の
秘
密
は
？

蜜
ろ
う
の〝
原
型
〟は
こ
の
は
ち
の
巣

煮
溶
か
し
て
染
色
後
、シ
ー
ト
に

油
煙
や
に
お
い
が
な
く
、オ
レ
ン
ジ
色
の
光
が
や
さ
し
い
蜜
ろ
う
キ
ャ
ン
ド
ル
。工
房
を
兼
ね
た
店
舗
は
六
畳
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス

※撮影 /P5ともスタジオフェードイン

一見ろうそくとは思えない作品もたくさん
バラの花は水に浮かべるフローティングタイプ

海運堂のあるじ、小中由紀子さん
工房内での講習や出張講師も
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町
の
真
ん
中
を
流
れ
る
川
を
朝
な
夕
な
に
眺
め
る
暮
ら
し
。

そ
し
て
海
も
あ
り
、
山
も
あ
る
環
境
。

い
か
に
も
人
の
心
ま
で
豊
か
に
な
り
そ
う
─
─

河
口
か
ら
仁
木
町
と
の
境
に
近
い
鮎
見
橋
ま
で

余
市
川
の
堤
を
歩
き
な
が
ら
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

字
街
を
積
丹
方
面
に
真
っ
直
ぐ
に
進
む

と
、
す
ぐ
に
差
し
掛
か
る
の
が
余
市
川

の
大
川
橋
で
す
。
右
手
に
は
河
口
と

フ
ィ
ッ
シ
ャ
リ
ー
ナ（
漁
港
）。
高
く
そ

び
え
る
モ
イ
レ
岬
の
下
に
回
れ
ば
国
の

重
要
文
化
財
、
旧
下
余
市
運
上
屋
が
あ

り
ま
す
。

　
モ
イ
レ
と
は
ア
イ
ヌ
語
で「
静
か
」と

い
う
意
味
。
こ
こ
が
天
然
の
良
港
で
あ

る
こ
と
は
、
か
つ
て
ニ
シ
ン
漁
で
栄
え

美
国
へ
通
じ
る
二
二
九
号
線
が

　
国
道
五
号
線
の
大
川
十

年（
一
九
五
八
）に
古
平
・

す
。
昭
和
三
十
三

で
分
か
り
ま

た
こ
と

学
ん
だ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
よ
く
似
て

い
る
こ
と
か
ら
、
新
会
社
設
立
の
地
に

選
ん
だ
も
の
。
良
質
の
水
は
大
き
な
条

件
の
一
つ
で
し
た
。
こ
こ
を
訪
れ
る
ほ

と
ん
ど
の
人
は
駅
前
の
正
門
か
ら
の

出
入
り

で
、
工
場

が
余
市
川

の
す
ぐ
傍

に
あ
る
と

竹
鶴
政
孝
が
、
ウ
イ
ス
キ
ー
造
り
を

　
そ
の
ニ
ッ
カ
工
場
。
創
業
者
の

館
で
す
。

余
市
工
場
、
隣
に
宇
宙
記
念

に
は
ニ
ッ
カ
ウ
イ
ス
キ
ー

へ
通
じ
ま
す
。
同
駅
前

真
っ
直
ぐ
こ
こ

の
公
共
施
設
も
た
く
さ
ん
揃
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
春
の
サ
ク
ラ
。
ゆ
っ
た
り

と
し
た
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
咲
く
眺
め

が
見
事
で
す
。

　
余
市
橋
の
次
は
田
川
橋
。
さ
ら
に
さ

す
る
な
ど
大
変
な
苦
労
が
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
今
で
は
鮎
料
理
を
食
べ
さ
せ
て

ま
で
に
は
、

人
工
孵
化
や

琵
琶
湖
産
の

稚
魚
を
放
流

か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
鮎
見
橋
。
そ
の
名

の
と
お
り
鮎
の
簗や

な

場
が
あ
り
ま
す
。
鮎

は
こ
こ
が
北

限
と
さ
れ
て

お
り
、
観
光

名
物
に
す
る

人
の
心
も
豊
か
に

フ
ル
ー
ツ
の
か
お
り
漂
う
町
、

歴
史
は
川
の
恵
み
と
と
も
に
。

完
成
す
る
ま
で
は
、
両
地
区
へ
の
船
便

が
就
航
し
て
お
り
、
河
口
に
桟

橋
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
次
に
大
川
橋
の
上
流
に
あ
る

の
が
余
市
橋
。
Ｊ
Ｒ
余
市
駅
前

を
起
点
と
す
る
二
二
九
号
線
が

っ
て
み
る
と
、
緑
の
中
に
に
ょ
っ
き
り

と
顔
を
出
し
た
赤
い
屋
根
が
す
ぐ
に
そ

れ
と
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
の
河
口
近
辺
に
は
図
書
館
、
体
育

館
、
野
球
場
、
陸
上
競
技
場
な
ど
、
町

は
想
像
が

付
か
な
い

で
し
ょ
う
。

外
か
ら
川

の
縁
に
立

く
れ
る
店
の
看
板
も
定
着
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
川
筋
を
歩
く
だ
け
で
余
市

川
の
さ
ま
ざ
ま
な
恵
み
を
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
ど
こ
に
い
て
も
な

ん
と
な
く
感
じ
る
フ
ル
ー
ツ
の
か
お
り
。

仁
木
町
と
と
も
に
道
内
最
大
の
果
樹
栽

培
の
地
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

こ
れ
こ
そ
が
余
市
川
の
最
大
の
恵
み
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

リンゴやブドウなど
隣の仁木町とともに
道内最大の果樹栽培の地

河口にシャープな線が美しい大川橋

田
川
橋
か
ら
河
口
方
向
を
望
む
。悠
々
た
る
流
れ
─
─

自
慢
の
サ
ク
ラ
づ
つ
み

〝
つ
つ
み
〟と
い
う

表
示
が
本
州
的
だ

川
の
そ
ば
に
あ
る

町
立
図
書
館

赤
い
屋
根
は
ニ
ッ
カ
風

国の重要文化財
旧下余市運上屋
江戸時代の栄光だ

下余市運上屋の前は
プレジャボート兼用の

フィッシャリーナ

川べりから望むニッカウイスキー工場の赤い屋根

鮎見橋の近くには鮎の簗場（やなば）
鮎料理を看板に掲げる店もある
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を
竹
に
張
っ
て
、
糸
目
を
付
け
て
い
く
と
い
う

三
つ
の
段
階
が
あ
り
ま
す
。
凧
の
生
命
と
も
い

わ
れ
る
小
山
さ
ん
の
手
描
き
の
絵
は
、
温
か
み

の
あ
る
お
地
蔵
さ
ん
の
絵
で
知
ら
れ
る
殿
村
進

師（
故
人
）に
学
ん
だ
も
の
。
同
氏
か
ら
は
十
二

支
の
絵
文
字
も
伝
授
さ
れ
、
今
日
の
凧
絵
の
大

き
な
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
凧
作
り
に
重
要
な
の
が
竹
。
小
山
さ

ん
が
使
う
の
は
、
水
分
を
多
く
含
ん
だ
春
に
伐

小
山
仁
子
さ
　
　
ん

─
札
幌
市
・
東
京 

江
戸
凧 

匠

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
。

間
の
修
業
を
終
え
て「
江
戸
凧 

匠
」と
し
て
独

立
。
札
幌
に
戻
っ
て
き
て
か
ら
平
成
五
年（
一

九
九
三
）、
新
し
く「
東
京 
江
戸
凧 

匠
」の
看

板
を
掲
げ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
凧
作
り
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。

た
も
の
。「
十
セ
ッ
ト

作
っ
た
の
で
す
が
、
す

ぐ
に
売
れ
て
し
ま
っ
た
」

ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
で
す
。

　
飾
り
凧
作
り
は
和
紙

に
凧
絵
を
描
き
、
そ
れ

や
扇
子
も
、
一
つ
一
つ
が
職
人
の
手

に
よ
る
特
注
品
で
す
。「
私
一
人
の

力
で
な
く
、
た
く
さ
ん
の
方
の
応
援

を
い
た
だ
い
て
一
つ
の
作
品
が
出
来

て
い
る
」と
い
う
小
山
さ
ん
。
江
戸

の
伝
統
に
現
代
感
覚
を
取
り
入
れ
た

夫
婦
凧
や
家
紋
凧
、
手
形
足
形
凧
、

干
支
凧
な
ど
が
、
人
生
の
節
目
の
縁

起
物
と
し
て
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
凧（
た
こ
）と
い
え
ば
、
一
般
的
に
は
空
高
く

舞
う
揚
げ
凧
で
す
。
飾
り
凧
と
い
う
の
を
見
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
縁
起
物
と
し
て
額
装

を
施
さ
れ
た
小
さ
な
凧
─
─
新
し
い
年
を
控
え

て
、
卯
年
に
ち
な
ん
だ
飾
り
凧
の
想
を
練
っ
て

い
る
小
山
仁く

に
こ子
さ
ん
で
す
。

　
凧
の
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
興
味
の
な
か
っ
た

小
山
さ
ん
が
凧
職
人
の
道
を
歩
み
始
め
る
き
っ

か
け
は
、
札
幌
で
会
社
勤
め
を
し
て
い
た
こ
ろ
、

飲
食
店
で
偶
然
隣
り
合
わ
せ
た
東
京
の
凧
職
人

か
ら
、
興
味
が
あ
る
な
ら
と
自
宅
に
凧
が
送
ら

れ
て
き
た
こ
と
。
そ
の
後
、
母
親
と
内
職
程
度

に
作
り
始
め
ま
し
た
が
本
格
的
に
目
指
し
た
く

な
り
、
江
戸
凧
職
人
、
三
代
目
小
塚
菊
太
郎
の

門
を
叩
い
た
の
が
昭
和
五
十
八
年（
一
九
八
三
）

で
し
た
。

　
江
戸
凧
と
は
江
戸
時
代
か
ら
東
京
に
伝
わ
る

長
方
形
の
揚
げ
凧
の
総
称
。
武
者
や
歌
舞
伎
役

江
戸
職
人
に
入
門
、

独
自
の
飾
り
凧
が

縁
起
物
に
人
気

東京 江戸凧 匠
札幌市手稲区星置2条6丁目3-24
TEL（011）694-0037

も
大
事
に
使
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
こ
の
ほ
か
凧
に
組
み
合
わ
せ
る
小
さ
な
独こ

ま楽

採
し
た
真
竹
で
す
。
東
京
時
代
に
出
会
っ
た
竹

か
ご
づ
く
り
の
老
婦
人
が
、
亡
く
な
る
ま
で
小

山
さ
ん
の
た
め
に
割
い
て
く
れ
た
も
の
を
今
で

調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
凧
の
世
界
が
面
白
く
な

り
、
郷
土
凧
は
最
終
的
に
は
九
十
近
い
数
に
な

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
代
表
作

は
、
江
戸
の
火
消
し
組
の
ま
と
い
四
十
八
本
を

凧
に
描
き
、
横
幅
二
㍍
以
上
も
あ
る
額
に
収
め

者
な
ど
の
絵
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
小
山
さ
ん

が
入
門
し
た
の
は
、「
菊
匠
」と
呼
ば
れ
る
宗
家

が
武
士
と
い
う
菊
川
派
の
正
統
。
そ
こ
で
七
年

　
小
山
さ
ん
の

こ
こ
ま
で
の
大

き
な
足
跡
と
な

る
作
品
の
一
つ

は
、
全
国
各
地

に
あ
る
凧
を
ミ

ニ
サ
イ
ズ
に
仕

上
げ
た
飾
り
凧
。

郷
土
凧
が
次
第

に
作
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
く
時

代
に
、
「
原
型

の
ま
ま
で
残
し

て
い
く
の
は
大

変
だ
な
と
思
っ

た
」小
山
さ
ん
。

揚げ凧や夫婦凧、家紋凧など
手描き、手作りで江戸風を表現する

江戸の火消し組のそれぞれのまといを凧絵にしたユニークな飾り凧
48本を横幅２ｍ以上の額に収めた記念碑的作品でもある

自宅の２階が仕事場。朝から一日中座っていることも多い

ミニとはいえ仕上げが肝心
最後の工程は糸目を付けること

江戸歌舞伎凧もお得意の分野の一つ
組み合わせる独楽も一流職人が作ったもの
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ど
こ
の
都
市
に
も「
市
民
の
台
所
」と
呼

ば
れ
る
市
場
が
あ
る
も
の
で
、
二
条
市
場

も
そ
の
称
号
が
冠
せ
ら
れ
て
久
し
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
限
ら
ず
地
域
の

対
面
販
売
の
店
は
、
ス
ー
パ
ー
や
大
型
店

に
客
を
奪
わ
れ
て
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。
天
気
の
良
い
秋
の
日

の
夕
方
、
ぶ
ら
り
と
覗
い
た
そ
こ
に
市
民

の
姿
は
少
な
く
、
観
光
客
が
ち
ら
ほ
ら
見

え
る
程
度
で
し
た
。

　
と
は
い
え
、
二
条
市
場
は
い
つ
ま
で
も

残
っ
て
い
て
ほ
し
い
、
い
わ
ば
路
面
電
車

初
め
て
訪
ね
た
街
を
知
る
に
は
そ
こ
で
一
番
高
い
と
こ
ろ
に
上
が
る
こ
と

そ
し
て
も
う
一
つ
は
大
き
な
市
場
を
歩
い
て
み
る
こ
と

二
条
市
場
は
都
心
に
あ
っ
て
い
つ
も
札
幌
を
教
え
て
く
れ
る
場
所
で
す

ス
ー
パ
ー
、コ
ン
ビ
ニ
全
盛
の
世
に
、対
面
販
売
を
守
っ
て
い
ま
す

二
条
市
場

わ
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ニ
シ
ン
の
時
季
な
ど
は
、

千
歳
や
島
松
あ
た
り
か
ら

木
炭
を
売
り
に
来
た
人
た

ち
が
一
晩
泊
ま
っ
て
大
量

に
魚
を
仕
入
れ
て
帰
り
、

地
元
で
売
り
さ
ば
い
た
そ

う
で
す
か
ら
、
旅
籠
や
居

酒
屋
、
そ
ば
屋
な
ど
の
繁

盛
ぶ
り
も
想
像
で
き
ま
す
。

に
も
似
た
存
在
。
そ
の
歴
史
を
振
り
返
る

こ
と
も
無
駄
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
発
祥
は
明
治
初
期
と
い
い
ま
す
か
ら
相

当
に
古
い
話
で
す
。
石
狩
浜
の
漁
師
が
鮮

魚
を
売
り
に
創
成
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
き

て
、
界
隈
で
売
り
始
め
た
こ
と
が
始
ま
り

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
十
数
店
ほ
ど

だ
っ
た
の
が
次
第
に
数
が
増
え
、
現
在
の

よ
う
な
市
場
が
形
成
さ
れ
た
の
は
明
治

三
十
年
代
後
半
の
こ
と
。
火
災
に
よ
る
焼

失
か
ら
新
た
に
店
舗
が
建
設
さ
れ
た
こ
と

で
、
魚
屋
以
外
の
店
も
で
き
て
さ
ら
に
賑

　
そ
し
て
戦
後
は
闇
市
の
賑
わ
い
を
経

て
、
観
光
名
所
と
し
て
も
定
着
。
市
場
内

に
あ
る
新
二
条
市
場
と
と
も
に
息
長
く
対

面
販
売
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。
現
在
の

ア
ー
ケ
ー
ド
が
設
置
さ
れ
た
の
は
平
成
五

年（
一
九
九
三
）の
こ
と
。
さ
ら
に
同
十
九

年（
二
〇
〇
七
）に
は
の
れ
ん
横
丁
な
る
飲

食
街
も
で
き
ま
し
た
。

　
市
街
地
再
開
発
や
創
成
川
東
地
区
の
再

生
で
、
一
帯
へ
の
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ

る
現
在
、
二
条
市
場
が
次
な
る
賑
わ
い
を

取
り
戻
す
チ
ャ
ン
ス
は
、
創
成
川
通
り
ア

ン
ダ
ー
パ
ス
化
に
伴
う
親
水
緑
地
空
間
の

完
成
や
、
北
海
道
四
季
劇
場
の
オ
ー
プ
ン

か
も
し
れ
ま
せ
ん（
と
も
に
来
年
）。

昭和58年（1983）９月の二条市場
路上での荷物の積み上げ、駐車が目立つ

正月用の新巻を求める夫婦
心を込めて勧める店員

（昭和54年12月）
※上４枚は札幌市文化資料室提供

雪が解けてぬかるんだ道もものかは
やはり市民の台所（昭和32年２月）

東
京
・
上
野
の
ア
メ
横
並
み
の
賑
わ
い

こ
ん
な
時
代
も
あ
っ
た（
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
）

押し寄せる再開発の波
高くそびえるマンションとガンコな二条!!

これが対面販売。トレイにラップで密封された
ものはない（札幌市観光課提供）

※
参
考
文
献
／「
札
幌
風
物
詩
」「
札
幌
事
始
」（
以
上
、さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
）「
中
央
区
、歴
史
の
散
歩
道
」
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ど
ん
な
中
原
悌
二
郎※
１

の
評
伝
に
も
出
て
こ
な
い〝
武
勇
伝
〟

そ
の
一
部
始
終
の
目
撃
者
な
ら
ぬ
同
行
者
が
宮
田
画
伯
だ
っ
た

若
き
芸
術
家
た
ち
の
東
京
日
記
の
一
ペ
ー
ジ
─
─

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

か
ら
。

　
そ
の
時
、
宮
田
さ
ん
は
思
っ
た
そ
う
だ
。

か
の
女
性
の
し
た
こ
と
は
、
き
っ
と
世
を

恨
み
男
を
恨
ん
で
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
と
。
そ
し
て
も
う
二
度
と
赤
い

灯
の
世
界
に
は
足
を
向
け
ま
い
と
。

　
中
原
も
反
省
は
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は

対
象
を
素
人
へ
と
替
え
る
も
の
だ
っ
た
。

後
に
は
中
村
へ
の
借
金
が
残
っ
た
。
何
と

か
し
な
け
れ
ば
─
─
。 

（
こ
の
項
続
く
）

二
人
で
分
担
し
て
や
れ
ば
枚
数
が
稼
げ

る
。
俺
も
手
伝
う
」。
中
原
の
指
導
の
も
と
、

二
人
で
数
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
元
締
め

の
オ
ヤ
ジ
さ
ん
か
ら
も
「
あ
ん
た
方
は
ペ

ン
キ
画
の
大
家
に
な
る
素
質
が
十
分
に
あ

る
」
と
期
待
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　
そ
ん
な
訳
で
中
原
の
生
活
も
か
な
り
改

善
さ
れ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
夕
飯
は
相
変

わ
ら
ず
宮
田
さ
ん
の
と
こ
ろ
。
全
然
ラ
ク

に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
な
い
。
そ
こ
で
中

原
に
た
だ
す
と
、
彼
が
宮
田
さ
ん
を
引
っ

張
っ
て
行
っ
た
の
が
浅
草
だ
っ
た
。

　「
富
貴
名
門
の
子
女
に
恋
す
る
を
純
情

の
恋
と
誰
が
言
う
。
路
頭
に
さ
ま
よ
い
春

で
、
二
人
と
も
完
全
に
治
っ
た
の
で
あ
る
。

　
秦
博
士
は
千
個
あ
ま
り
の
薬
を
試
し
、

ヒ
素
が
主
成
分
の
６
０
６
番
目
の
薬
に
効

能
の
あ
る
こ
と
を
見
つ
け
出
し
た
。
こ
れ

が
後
の
サ
ル
バ
ル
サ
ン
だ
。
二
人
と
も
博

士
に
足
を
向
け
て
は
寝
ら
れ
な
い
。
再
び

絵
描
き
人
生
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ

※１　1888−1921　彫刻家　釧路生まれ　近代日本
彫刻を代表する作家　旭川市に中原悌二郎賞

※２　札幌中学（現札幌南高校）
※３　いずれも明治から大正、昭和にかけて活躍した洋

画家、彫刻家
※４　「蒙古放浪歌」（仲田三孝作詞、川上義彦作曲）の

序から　大学寮歌などに変型がある
※５　秦佐八郎　医学博士　島根県益田市に世界的偉業

を称える記念館がある

　
さ
て
宮
田
清
画
伯
は
、
体
調
を
崩
し
た

た
め
中
学
卒
業※

２

が
遅
れ
、
美
術
学
校
の
入

試
は
す
で
に
終
わ
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
ど

こ
か
の
研
究
所
に
入
る
べ
く
上
京
し
た
。

　
下
宿
か
ら
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
絵
の
研
究

所
が
あ
る
と
い
う
の
で
覗
き
に
行
っ
た
と

こ
ろ
、「
お
お
っ
、
宮
田
」
と
声
が
か
か
っ

た
。
中
原
悌
二
郎
だ
。
歩
い
て
五
分
ほ
ど

な
の
で
、
と
り
あ
え
ず
入
学
す
る
こ
と
に

し
た
。
こ
こ
が
中
村
不
折※

３

の
太
平
洋
画
会

研
究
所
で
、
午
前
は
満
谷
国
四
郎※

３

、
午
後

は
石
川
寅
次※

３

、
別
に
新
海
竹
太
郎※
３

の
彫
刻

が
あ
り
、
月
謝
は
一
円
五
十
銭
。
彼
の
絵

描
き
人
生
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

―
　
―
　
―

　
偶
然
と
は
い
え
下
宿
が
研
究
所
の
そ
ば

な
の
で
、
仲
間
が
よ
く
来
る
よ
う
に
な
っ

た
。
な
か
で
も
中
原
は
中
学
以
来
。
四
時

に
研
究
所
が
終
わ
る
と
宮
田
さ
ん
の
と
こ

ろ
に
と
い
う
こ
と
で
、
夕
飯
は
二
人
で
食

べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
当
時
、
東
京
で
暮
ら
し
て
い
く
に
は
月

十
五
円
は
必
要
だ
っ
た
が
、
中
原
に
は
仕

送
り
が
あ
ま
り
な
く
苦
労
し
て
い
た
。
彼

は
、
ボ
ー
ル
紙
に
ニ
カ
ワ
を
引
い
て
、
そ

の
上
に
風
景
や
静
物
を
描
く
ペ
ン
キ
画
で

不
足
分
を
補
っ
て
い
た
。

　
あ
る
日
、
宮
田
さ
ん
は
中
原
に
提
案

し
た
。「
お
前
が
描
い
て
い
る
ペ
ン
キ
画
、

を
売
る
婦
女
に
恋
す
る
を
不
浄
の
恋
と
誰

が
言
う
。
雨
降
ら
ば
雨
降
る
宵
、
風
吹
か

ば
風
吹
く
宵
、
泣
い
て
笑
っ
て
月
下
の
酒

　
中
原
を
責
め
る
前
に
宮
田
さ
ん
も
は

純
情
あ
り
…
…※４
」

も
、
睡
蓮
の
如
き

売
る
女
性
に

場
に
媚
を

二
人
で
八
本
分
の
お
金
を
貸
し
て
く
れ
、

「
お
前
に
は
彼
女
の
写
真
の
件
で
世

話
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
返
済
の

こ
と
は
気
に
す
る
な
」
と
言
っ
て
く

れ
た
。
そ
の
新
薬
の
力
は
す
ご
い
も
の

ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
で

せ
っ
せ
と
ペ
ン
キ
画
を
描
い
て
は
浅
草
通

い
だ
。
で
も
こ
ん
な
こ
と
は
当
然
に
も
永

く
は
続
か
な
い
。
あ
る
と
き
、
相
手
の

女
性
の
誘
い
に
乗
っ
た
が
た
め
に
、
豪
傑

気
取
り
の
中
原
と
と
も
に
最
悪
の
事
態
に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　
途
方
に
暮
れ
て
研
究
所
ど
こ
ろ
で
は
な

く
、
宮
田
さ
ん
は
慶
応
に
行
っ
て
い
た
札

中
同
窓
の
中
村
に
相
談
し
て
み
た
。
中
村

い
わ
く
、「
お
前
は
ツ
イ
て
い
る
。
秦
博
士※

５

が
い
ま
開
発
中
の
６
０
６
号
、
こ
れ
が
病

原
を
根
絶
で
き
る
と
い
う
話
だ
。
三
本
も

打
て
ば
大
丈
夫
」。
念
の
た
め
と
い
っ
て

一
九
八
七
年
、筆
者
が
自
費

出
版
し
た「
宮
田
清
画

集
・
お
も
か
げ
」
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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
。

　
江
別
の
市
街
地
を
歩
く
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
で

れ
ん
が
の
造
形
に
出
合
い
ま
す
。
れ
ん
が
製
造
の

始
ま
り
は
明
治
二
十
年
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
い

ま
す
か
ら
、
街
の
歴
史
と
と
も
に
そ
の
あ
た
た
か

さ
が
育
ま
れ
て
き
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
住
宅

や
倉
庫
、
店
舗
、
学
校
、
バ
ス
停
─
─
同
市
元
町

　
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
。

サ イ ン 塔

の
交
差
点
に
あ
る
こ
の
サ
イ
ン
塔
は
、
時
計
の
ほ

か
に
銅
製
の
案
内
表
示
や
風
向
計
、
レ
リ
ー
フ
な

ど
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
ベ
ン
チ
に
日
向

ぼ
っ
こ
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
も
銅
製
の
ネ
コ
。

こ
ん
な
れ
ん
が
の
作
品
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
る

街
の
住
み
心
地
は
、
言
わ
ず
も
が
な
で
し
ょ
う
。
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