
　
マ
ル
シ
ェ
な
ど
と
銘
打
っ
て
各
地
の
産
物
を
販
売
す
る
催
し
。
同
じ
野
菜
に
し
て

も
包
み
方
、
い
や
ラ
ッ
ピ
ン
グ
に
も
視
覚
的
に
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
京
で

は
豆
腐
の
引
き
売
り
を
ビ
ジ
ネ
ス
化
し
た
会
社
が
現
わ
れ
ま
し
た
。
今
ど
き
の
若
者

が
リ
ヤ
カ
ー
を
引
い
て
、
あ
の
プ
ハ
ァ
ー
と
い
う
ラ
ッ
パ
の
音
と
と
も
に
、
パ
ッ
ク

詰
め
の
こ
だ
わ
り
豆
腐
を
売
り
歩
い
て
い
る
そ
う
で
す
。
懐
か
し
い
自
転
車
の
豆
腐

売
り
。
リ
ヤ
カ
ー
よ
り
積
め
る
量
は
少
な
く
て
結
構
。
売
れ
る
分
は
決
ま
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
奥
さ
ん
た
ち
は
鍋
や
ザ
ル
を
持
っ
て
集
ま
り
、
ひ
と
し
き
り
世
間
話
。

考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
売
り
上
げ
は
い
く
ら
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
か
な
。

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
�
三
五
九
八

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
館
四
階

 

　
編
集
工
房 

海
 

内
 

T
E
L
（
〇
一
一
）
六
二
三
�
六
六
五
二

二
〇
一
一
年 

秋（
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
田
村
家
北
誠
館
蚕
種
製
造
所
│
│
│
２

・
マ
チ
の
博
物
館
／
陶
遊
│
│
３

・
川
筋
を
行
く
／
創
成
川
（三）
│
│
│
４

・
来
た
道
・
行
く
道
／
石
輪
硝
子
店
│
５

・
あ
る
ば
む
レ
ト
ロ
ポ
リ
ス
／
中
島
子
供
の
国
│
│
│
６

・
道
具
で
道
草
30
年
│
│
│
７

・
紙
の
話
②
│
│
│
８
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養
蚕
と
は
言
葉
で
は
知
っ
て
い
て
も

実
際
の
工
程
を
見
た
こ
と
の
な
い
人
が
多
い
で
し
ょ
う

蚕
種
製
造
所
で
は
良
質
の
カ
イ
コ
の
卵
を
製
造
し
ま
す
が

養
蚕
の
産
業
遺
産
と
し
て
も
価
値
の
高
い
建
物
で
す

　カ
イ
コ
の
繭ま

ゆ

か
ら
生
糸
を
作
る
養
蚕
業
。

日
本
で
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か

け
て
隆
盛
期
を
迎
え
ま
し
た
。
主
産
地
は

東
北
、
関
東
、
甲
信
で
す
が
、
北
海
道
で

あ
る
台
紙（
蚕
紙
）の
上
に
産
卵
さ
せ
て
出

荷
し
ま
す
。

　田
村
忠
誠
の
指
導
に
よ
り
、
空
知
地
方

は
北
海
道
を
代
表
す
る
養
蚕
地
に
発
展
。

長
男
の
亦
次
郎（
元
浦
臼
町
長
）が
継
承
し

ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
三
年
に
廃
業
し
て

い
ま
す
。

手
間
を
か
け
て
飼
育
、

カ
イ
コ
の
卵
を
製
造
。

旧
田
村
家
北
誠
館
蚕
種
製
造
所

蚕
の
み
）は
、
空
知
支
庁
の
二
千
六
百
七

十
六
戸
が
ト
ッ
プ
。
そ
れ
に
増
毛
支
庁
と

室
蘭
支
庁（
い
ず
れ
も
当
時
）が
七
百
戸
台

で
続
い
て
い
ま
す
。

　旧
田
村
家
北
誠

館
蚕
種
製
造
所
は
、

明
治
三
十
四
年

（
一
九
〇
一
）、
浦

臼
村（
空
知
支
庁
）

に
移
住
し
た
高
知

県
人
の
田
村
忠
誠

が
同
三
十
八
年
に

完
成
さ
せ
た
も
の
。

カ
イ
コ
の
卵（
蚕
種
）を
生
産
・
販
売
す
る

た
め
に
、
そ
の
飼
育
か
ら
産
卵
ま
で
に
必

要
な
部
屋
と
設
備
を
備
え
た
、
道
内
唯
一

の
も
の
で
す
。
木
造
平
屋
一
部
二
階
建
の

切
妻
・
柾
ぶ
き
屋
根
は
、
構
造
的
に
は
珍

し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
連
の
資
料
展

示
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　一
階
部
分
は
六
つ
の
部
屋
と
土
間
の
納

屋
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
向
か
っ
て
左
端

の
貯
桑
室
に
桑
の
葉
が
蓄
え
ら
れ
、
そ
の

右
側
の
五
つ
の
部
屋
で
飼
育
作
業
や
産
卵

作
業
が
行
わ
れ
ま
す
。
蚕
種
製
造
に
は
、

強
く
て
質
の
良
い
親
の
カ
イ
コ
を
育
て
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
温
度
や
湿
度
、

病
害
虫
な
ど
に
注
意
が
必
要
で
す
。

　脱
皮
を
繰
り
返
し
な
が
ら
成
長
す
る
カ

イ
コ
が
や
が
て
繭
を
作
る
と
、
そ
の
繭
の

端
を
切
り
取
っ
て
中
の
サ
ナ
ギ
の
雌
雄
を

選
別
。
さ
ら
に
別
の
蚕
箱
に
入
れ
て
羽
が

出
る
の
を
待
っ
て
交
配
さ
せ
、
粘
着
性
の

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　開
拓
の
村
の
資
料
に
よ
り
ま
す
と
、
明

治
四
十
一
年
度
の
支
庁
別
養
蚕
戸
数（
春

●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　

で
戦
後
は
衰
退
。

北
海
道
で
は
開
拓

に
伴
っ
て
、
カ
イ

コ
の
エ
サ
と
な
る

桑
の
木
が
伐
採
さ

れ
て
少
な
く
な
り
、

新
た
な
植
え
付
け

も
行
わ
れ
な
か
っ

た
た
め
、
産
業
と

し
て
の
定
着
は
見

は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
本
格
的
な
取
り
組

み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　し
か
し
国
内
の
養
蚕
は
、
化
繊
の
普
及

明
治
三
十
八
年

（
一
九
〇
五
）建
築

旧田村家北誠館蚕種製造所の外観
一部２階建ての切妻・柾ぶき屋根

明治38年（1905）の建築

正面の細長い廊下の片側に、飼育作業や産卵作業の行われる部屋が６つ
写真中のだ円形の器はカイコの産卵枠。一連の養蚕の過程が興味深い

貯桑室の桑は開拓の村で栽培したもの

※
参
考
文
献「
北
海
道
開
拓
の
村
・
開
村
10
周
年
記
念
誌
」
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陶
の
器
と
は
こ
ん
な
に
温
か
み
の
あ
る
も
の
か
と
改
め
て
実
感

そ
れ
も
道
内
の
陶
芸
作
家
の
作
品
ば
か
り
で
す

最
初
は
七
人
だ
っ
た
の
に
二
年
間
で
三
十
二
人
に
増
え
た
と
は

作
家
や
お
客
さ
ん
と
築
き
上
げ
た
信
頼
関
係
を
物
語
っ
て
い
ま
す

　全
国
各
地
に
あ
る
伝
統
の
窯
と
は
異
な
る
、

北
海
道
独
自
の
特
徴
を
持
っ
た
陶
器
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
─
─
こ
ん
な
動
機
か
ら
梶

田
敏
幸
さ
ん（
五
一

）、
す
み
江
さ
ん
夫
妻
が
切

り
盛
り
す
る
陶
器
専
門
店
。
道
内
の
陶
芸
作
家

の
作
品
ば
か
り
集
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
す
。

　二
年
前
、
隆り

ゅ
う
か
が
ま

香
窯（
小
樽
）の
上
田
隆
之
氏
の

協
力
を
得
て
オ
ー
プ
ン
し
た
時
は
、
作
家
の
数

は
わ
ず
か
七
人
。「
一
つ
の
テ
ー
ブ
ル
に
一
人

の
作
家
。
個
展
を
開
い
て
い
る
よ
う
で
し
た
」

と
敏
幸
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
が
現
在
で
は

三
十
二
人
に
。
中
島
知
之（
札
幌
）、
中
村
二
夫

（
斜
里
）、
吉
田
南
岳（
白
老
）、
恵
波
ひ
で
お

（
洞
爺
湖
）と
い
っ
た
作
家
た
ち
の
作
品
二
千
百

湯呑み、食器、酒器──すべて道内作家32人の作品

札
幌
市
中
央
区
南
十
二
条
西
二
十
二
丁
目

一
─
一 

電
話（
〇
一
一
）五
五
二
─
七
四
七
四

h
ttp
://w

w
w
.to
u
y
u
u
.n
e
t/

点
が
展
示
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　店
に
置
き
た
い
と
思
っ
た
作
品
に
出
合
う
と
、

窯
元
を
訪
ね
て
は
作
家
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
深
め
て
き
た
結
果
。
そ
し
て
作
家
と
お
客

さ
ん
と
で
築
い
て
き
た
信
頼
関
係
の
あ
か
し
で

も
あ
り
ま
す
。
特
に「
お
客
さ
ん
か
ら
店
に
置

い
て
ほ
し
い
作
家
の
要
望
が
出
て
く
る
よ
う
に

な
っ
た
」こ
と
を
敏
幸
さ
ん
は
喜
ん
で
い
ま
す
。

　道
内
の
作
家
の
み
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、

さ
が
わ
か
っ
て
何
度

で
も
使
い
た
く
な
る

も
の
で
す
。
湯
呑
み
、

食
器
、
酒
器
─
─
中

で
も
敏
幸
さ
ん
が
一

番
う
れ
し
い
の
は
、

ご
は
ん
茶
碗
が
売
れ

ん
）と
い
う
こ
と
で
す
。
展
覧
会
的
な
作
品
よ

り
も
毎
日
使
っ
て
い
る
も
の
、
一
度
使
う
と
良

が
一
生
懸
命
作
っ
て
い
る
も
の
を
預
か
っ
て
、

お
客
さ
ん
に
安
ら
ぎ
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
と

た
時
。「
ご

は
ん
茶
碗
を

作
っ
て
い
な

い
作
家
は
い

ま
せ
ん
」と
、

使
わ
れ
て
こ

そ
の
陶
器
の

魅
力
を
強
調

し
ま
す
。

　お
も
に
店

に
出
て
い
る

奥
さ
ん
の
す

み
江
さ
ん
も

「
作
家
さ
ん

て
も
う
れ
し

い
こ
と
で
す
」

と
、
季
節
の

花
を
生
け
る
な
ど
店
内
の
演
出
に
も
配
慮
を
欠

か
し
ま
せ
ん
。
す
み
江
さ
ん
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
ブ
ロ
グ
の
担
当
で
も
あ
り
、
作
家
が
来
店
し

た
時
や
窯
元
を
訪
ね
た
時
の
様
子
、
さ
ら
に
は

身
の
回
り
の
出
来
事
な
ど
を
丹
念
に

つ
づ
っ
て
い
ま
す
。

　最
近
は
道
外
か
ら
観
光
で
来
た
人

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
て
立
ち

寄
っ
て
く
れ
る
こ
と
も
多
く
な
り
ま

し
た
。
道
内
作
家
の
作
品
を
ぐ
る
っ

と
見
て
回
る
だ
け
で
、
何
か
を
感
じ

て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
敏
幸
さ

ん
の「
酒
の
グ
レ
ー
ド
も
あ
が
り
ま
す
よ
」と
の

言
葉
に
、
つ
い
酒
器
に
手
が
伸
び
ま
し
た
。

店
の
も
う
一

つ
の
特
徴
は

「
普
段
使
い

の
も
の
が
多

い
」（
敏
幸
さ

陶 

遊
陶
器
・
和
食
器
の
店

上／中島知之の一連の炭化作品
左／吉田南岳のモダンな雰囲気　右／丹念な色付け─ケンタロウ

右
／
薪
の
灰
釉
が
自
然
な
斜
里
窯

左
／
赤
絵
の
フ
リ
ー
カ
ッ
プ
は
恵
波
ひ
で
お

環状通に面した
しゃれた店構え

心を込めて販売する梶田すみ江さん

ぐるっと見て回るだけで楽しい道内作家の作品群
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ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
護
岸

緑
も
な
く
ひ
た
す
ら
真
っ
す
ぐ
の
ま
る
で
用
水
路

た
だ
疾
走
す
る
だ
け
の
車
の
た
め
の
味
気
な
い
道
路
に
も

い
ろ
い
ろ
な
物
語
が
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る
と
知
ら
さ
れ
ま
す

こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　慶
応
二
年（
一

八
六
六
）に
開
削

さ
れ
た
、
創
成
川

の
始
ま
り
で
あ
る

大
友
堀
は
、
北
六

条
か
ら
北
東
方
向

大
友
堀
と
い
う
ル
ー
ト
で
、
札
幌

札
幌
駅
の
あ
る
北
六
条
あ

た
り
か
ら
始
ま
る
の
は
、
理
由
の
な
い

た
。
石
狩
川
─
伏
籠
川
─

合
流
し
て
い
ま
し

て
伏
籠
川
に

へ
流
れ

テ
イ
セ
ン
で
す
。
今
な
お
残
る
テ
イ
セ

ン
は
、
中
央
郵
便
局
前
の
大
き
な
ボ
ウ

　界
隈
の
歴
史
を
物
語
る
の
は
ま
ず

な
の
で
す
。

し
て
早
く
か
ら
賑
わ
っ
た
地
域

か
け
て
は
、
交
通
の
要
所
と

も
北
六
条
か
ら
北
八
条
に

創
成
川
で
、
歴
史
的
に

こ
れ
が
現
在
の

条
東
一
丁
目
の
諏
訪
神
社

も
由
緒
あ
る
も
の
。
鎮
守

の
森
と
い
う
に
は
周
囲
が

あ
ま
り
に
も
都
会
化
し
て

い
ま
す
が
、
う
っ
そ
う
と
し

た
木
々
に
囲
ま
れ
て
風
格

十
分
の
た
た
ず
ま
い
で
す
。

　明
治
十
五
年
、
信
濃
か

ら
の
三
十
人
余
の
入
植
者

が
諏
訪
大
社
の
分
霊
を

ツ
が
、
当
時
か
ら
あ
る
目
印
で
す
。

　川
沿
い
の
歴
史
と
い
え
ば
、
北
十
二

工
場
長
宅
が
あ
っ

た
の
が
麻
生
町
三

丁
目
。
住
宅
街
の

真
ん
中
に
に
ょ
っ

き
り
と
立
っ
て
い

る
大
き
な
ア
カ
マ

両
岸
に
塗
り
込
め
ら
れ
た
物
語

製
麻
工
場
、亜
麻
畑
の
盛
衰
、

鎮
守
の
森
は
建
立
百
三
十
年
。

本
府
建
設
の
た
め
の
物
資
を
運
ぶ
の
が

目
的
で
す
。

　と
こ
ろ
が
札
幌
本
府
が

建
設
さ
れ
る
と
、
堀
の
よ

う
な
規
模
で
は
間
に
合
い

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
明
治
三

年
に
北
六
条
か
ら
麻
生
ま

で
、
同
二
十
六
年
に
は
麻

生
か
ら
茨
戸
ま
で
の
輸
送

ル
ー
ト
が
開
か
れ
ま
し
た
。

リ
ン
グ
の
ピ
ン
が
示
す
と
お
り
の
テ
イ

セ
ン
ボ
ウ
ル
。
前
身
は
帝
国
繊
維
。
明

治
二
十
年
に
設
立
さ
れ
た
当
初
は
北
海

道
製
麻
会
社
と
い
い
、
の
ち
に
帝
国
製

麻
、
そ
し
て
帝
国
繊
維
と
移
り
変
わ
り

ま
す
。
道
内
各
地
で
生
産
さ
れ
た
亜
麻

を
こ
こ
で
製
品
化
し
て
い
た
の
で
す
。

祭
っ
た
の
が
始
ま
り
で
、
厄
除
け
や
縁

結
び
の
御
利
益
が
あ
る
と
信
仰
を
集
め

て
い
ま
す
。
来
年
で
建
立
百
三
十
年
。

毎
年
、
九
月
十
二
日
の
例
大
祭
に
は
た

く
さ
ん
の
人
出
で
賑
わ
い
ま
す
。

　そ
し
て
諏
訪
神
社
近
く
の
北
九
条
小

学
校（
北
九
西
一
）は
、
開
校
が
明
治
三

十
四
年
と
古
く
、
北
へ
進
ん
で
北
辰
中

学
校（
北
十
八
西
二
）が
市
内
で
最
も
歴

史
の
あ
る
中
学
の
一
つ
。
ま
た
そ
の
隣

の
幌
北
小
学
校
も
昭
和
九
年
の
開
校
。

都
心
部
の
学
校
の
生
徒
数
が
減
っ
て
い

る
中
、
歴
史
を
刻
み
続
け
て
い
ま
す
。

三

昭
和
三
十
八
年
に
閉
鎖
さ
れ
た
赤
レ
ン

ガ
の
工
場
を
知
る
人
は
も
う
年
配
で

し
ょ
う
。

　創
成
川
を
一
気
に
北
上
し
て
麻
生
町

ま
で
い
く
と
、
一
帯
は
か
つ
て
そ
の
亜

麻
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
。
町
名

の
由
来
で
も
あ
り
ま
す
。
帝
繊
の
琴
似

製
線
工
場
も
今
の
麻
生
球
場
あ
た
り
に
。

　こ
の
章
が
Ｊ
Ｒ

開校明治34年の北九条小学校（右）
北へ進んで北辰中学校も戦後すぐの開校（左）

イベントで賑わっている札幌市下水道科学館は麻生球場の近く

前
身
が
帝
国
繊
維
だ
か
ら

テ
イ
セ
ン
ボ
ウ
ル
！

麻
生
球
場
も
か
つ
て
は
亜
麻
の
栽
培
地
だ
っ
た

麻
生
の
一
本
松
は
工
場
長
宅
が
あ
っ
た
目
印

こ
こ
だ
け
は
緑
が
濃
い
諏
訪
神
社
の
鎮
守
の
森

来
年
で
建
立
百
三
十
年
、例
大
祭
は
九
月
十
二
日

地
域
の
神
社
の
縁
日
で
こ
ん
な
に
人
出
が
あ
る

下水道科学館前から北方向の創成川の流れ
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鏡
な
ど
も
手
が
け
て
き
ま
し
た
し
、
場
所
柄
、

ス
ス
キ
ノ
の
飲
食
店
の
工
事
も
。「
最
近
は
飲

み
方
が
お
と
な
し
く
な
っ
た
の
か
、
酔
客
が
窓

石
輪
英
利
さ

　
　ん

─
札
幌
市
・
石
輪
硝
子
店

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
。

多
く
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
盛
業
ぶ
り

は
近
く
に
社
宅
が
数
か
所
あ
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。

　転
機
が
訪
れ
た
の
は
終
戦
を
経
て
幸
一
郎
さ

ん
の
死（
昭
和
二
十
四
年
）。
代
わ
っ
て
母
親
の

さ
ん
の
出
番
も
減
り
、

屋
根
か
ら
の
落
雪
で
窓

ガ
ラ
ス
が
割
れ
る
こ
と

も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

　そ
れ
で
も
並
行
し
て

ス
ー
パ
ー
の

玄
関
周
り
や
、

総
ガ
ラ
ス
張

り
の
パ
チ
ン

コ
店
の
内
装
、

理
美
容
院
の

仕
事
で
は
な
い
」と
こ
ち

ら
も
後
継
者
難
の
よ
う
で

す
が
、「
体
の
続
く
限
り

頑
張
る
」と
言
う
英
利
さ

ん
。
厚
さ
六
㍉
の
ガ
ラ
ス

板
に
す
っ
と
カ
ッ
タ
ー
を

引
き
、
音
も
な
く
切
り
分

け
て
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ガ
ラ
ス
屋
さ
ん
が
と
、
狸

小
路
の
通
り
す
が
り
に
の
ぞ
い
た「
石
輪
硝
子

店
」。
聞
け
ば
戦
前
の

最
盛
期
に
は
、
道
央
圏

の
大
き
な
建
物
の
ガ
ラ

ス
工
事
を
一
手
に
請
け

負
っ
て
い
た
と
い
う
老

舗
。
創
業
の
地
で
八
十

年
以
上
の
看
板
を
守
っ

て
い
る
の
は
、
三
代
目

社
長
の
石
輪
英
利
さ
ん

（
六
二
）で
す
。

　英
利
さ
ん
に
も
定
か

で
は
な
い
同
店
の
創
業

年
。
唯
一
残
る
古
い
社

員
総
会
議
事
録
に
は
昭

和
九
年（
一
九
三
四
）六
月
創
立
と
あ
り
ま
す
が
、

「
旧
札
幌
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
を
建
て
る
時
の
ガ

ラ
ス
工
事
は
す
べ
て
父（
故
・
幸
一
郎
さ
ん
）が

手
が
け
て
い
ま
す
し
、
お
そ
ら
く
昭
和
九
年
以

体
の
続
く
限
り
─
─

創
業
の
地
で
守
る

老
舗
ガ
ラ
ス
店
の
看
板
。

株式会社 石輪硝子店
札幌市中央区南３条西５丁目
TEL（011）221-4016

を
割
っ
た
な
ん
て
い
う
こ
と
も
な
く
な
り
ま
し

た
」と
英
利
さ
ん
は
笑
い
ま
す
。
時
代
を
反
映

し
て
経
営
者
の
交
代
が
頻
繁
で
、
昔
か
ら
の
お

客
さ
ん
も
減
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。

　「息
子
に
跡
継
ぎ
を
強
い
る
ほ
ど
魅
力
的
な

井
今
井
な
ど
古
い
顧

客
も
多
い
家
業
を

守
っ
て
い
く
こ
と
を

決
断
し
た
の
で
す
。

　す
で
に
半
世
紀
近

く
が
経
過
し
て
業
界

の
一
番
の
様
変
わ
り

は
、
町
の
ガ
ラ
ス
店

の
多
く
が
姿
を
消
し

た
こ
と
。
英
利
さ
ん
が
店
を
継
い
だ
当
時
は
、

五
十
社
以
上
が
札
幌
硝
子
商
組
合
に
加
盟
し
て

い
た
の
に
、
後
継
者
が
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら

現
在
は
二
十
社
ほ
ど
。
窓
枠
が
木
製
か
ら
ア
ル

ミ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
へ
と
変
わ
っ
て
ガ
ラ
ス
屋

前
か
ら
こ
の
仕

事
に
関
わ
っ
て
い

ミ
ヨ
さ
ん（
平
成
十
九

年
に
百
一
歳
で
逝
去
）

が
切
り
盛
り
し
ま
し
た

が
、
か
つ
て
の
よ
う
な

大
型
工
事
は
思
う
よ
う

に
任
せ
ず
、
住
宅
の
ガ

ラ
ス
工
事
な
ど
が
増
え

て
い
き
ま
し
た
。
そ
し

て
英
利
さ
ん
が
三
代
目

を
引
き
継
ぐ
の
が
昭
和

四
十
二
年
。
高
校
を
卒

業
し
た
ば
か
り
と
は
い

え
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
店

を
手
伝
っ
て
お
り
、
丸

十
二
月
。
創
業
し
て
す
ぐ
の
受

注
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、

当
然
そ
れ
以
前
か
ら
相
当
の
実

績
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

当
時
の
五
階
建
て
の
建
物
と
い

え
ば
数
が
少
な
く
、
技
術
者
も

た
は

ず
」と

英
利
さ

ん
は
言
い

ま
す
。

　五
階
建
て

の
同
ホ
テ
ル
の

開
業
は
同
九
年

地下も含めて店内の至るところにガラス板が置いてある

刃
先
に
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が

現在地と同じ場所にあった旧店舗（石輪さん提供）

上が鋼の付いたカッター
下がダイヤモンドカッター

滑り止め付きの定規を当ててカッターを引く姿は昔も今も同じ

上
／
円
形
に
切
る
カ
ッ
タ
ー

　下
／
今
も
店
舗
は
創
業
の
地
、狸
小
路
そ
ば
。い
か
に
も
老
舗
の
た
た
ず
ま
い
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　小
は
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
か
ら
大
は
遊
園

地
と
名
の
付
く
公
園
ま
で
、
い
つ
の
時
代

も
子
供
た
ち
の
人
気
の
的
だ
っ
た
遊
具
の

そ
ろ
っ
た
施
設
。
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
、

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
、
観
覧
車
、
コ
ー

ヒ
ー
カ
ッ
プ
─
─
数
え
上
げ
た
ら
き
り
が

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
、
そ
し
て
わ
が
子

が
小
さ
か
っ
た
こ
ろ
の
思
い
出
と
と
も
に

よ
み
が
え
り
ま
す
。

　札
幌
で
い
え
ば
も
ち
ろ
ん「
中
島
子
供

の
国
」。
昭
和
三
十
三
年（
一
九
五
八
）、

中
島
公
園
内
で
開
催
さ
れ
た
北
海
道
大
博

覧
会
会
場
に
設
け
ら
れ
た
遊
具
施
設
を
翌

年
、
札
幌
振
興
公
社
が
引
き
継
い
で
運
営

子
供
を
連
れ
て
、あ
る
い
は
親
に
連
れ
ら
れ
て
出
か
け
た
遊
園
地

「
中
島
子
供
の
国
」に
思
い
出
の
あ
る
人
も
多
い
で
し
ょ
う

遊
具
が
そ
っ
く
り
移
転
し
た
円
山
動
物
園
の
キ
ッ
ド
ラ
ン
ド
も
昨
年
閉
園

こ
の
種
の
遊
び
場
が
消
え
て
い
く
の
も
時
代
の
流
れ
で
し
ょ
う
か

中
島
子
供
の
国

ど
、
子
供
た
ち
だ
け
で
な
く
大
人
に

も
夢
を
誘
い
ま
す
。

　初
め
は
振
興
公
社
の
遊
具
は
八
種

類
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
当

時
の
都
市
公
園
内
の
遊
園
地
と
し
て

は
国
内
唯
一
。
宙
返
り
ロ
ケ
ッ
ト
や
、

池
の
中
に
滑
り
落
ち
る
ウ
オ
ー
タ
ー

シ
ュ
ー
ト
が
人
気
で
し
た
。
そ
の
後
、

同
四
十
九
年
に
は
す
べ
て
の
遊
具
を

し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

　時
は「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」（
昭
和

三
十
年
経
済
白
書
）か
ら
四
年
後
。
日
本

は
高
度
経
済
成
長
の
入
り
口
で
し
た
。
博

覧
会
場
に
お
目
見
え
し
た
遊
具
に
も
、
空

中
観
覧
車
、
豆
自
動
車
、
人
工
衛
星
塔
な

ス
タ
ー
「
ル
ー
プ
＆
コ
ー
ク
」が
登
場
し

ま
し
た
。（
以
上「
中
央
区
歴
史
の
散
歩

道
」か
ら
）。

　そ
の
四
十
九
年
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
は
、

年
間
入
場
者
が
七
十
万
人
に
も
達
し
た
年

も
あ
り
ま
し
た
が
、
徐
々
に
減
少
。
平
均

四
十
万
人
を
維
持
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
持

ち
上
が
っ
た
の
が
円
山
動
物
園
へ
の
移
設
。

跡
地
に
は
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル「
キ
タ
ラ
」

の
建
設
で
す
。
平
成
六
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
イ
ー
ク
の
営
業
を
最
後
に
、
中
島
公
園

で
の
三
十
六
年
の
歴
史
を
閉
じ
ま
し
た
。

　よ
り
家
族
連
れ
で
賑
わ
う
と
こ
ろ
で
、

「
円
山
子
供
の
国
キ
ッ
ド
ラ
ン
ド
」と
し
て

の
再
デ
ビ
ュ
ー
。
遊
具
と
子
供
た
ち
の
出

合
う
機
会
は
増
え
た
に
は
違
い
あ
り
ま
せ

ん
が
、
そ
の
円
山
動
物
園
で
の
営
業
も
昨

年
九
月
末
に
閉
園
。
中
島
公
園
時
代
か
ら

数
え
て
五
十
一
年
。
当
初
の
小
さ
な
王
様

た
ち
も
還
暦
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
キ
ッ
ド
ラ
ン
ド
跡
地
は
動
物
の
飼
育

展
示
施
設「
ア
ジ
ア
館
」や「
ア
フ
リ
カ
館
」

に
な
る
計
画
で
す
。

更
新
・
大
改

修
し
、「
ボ

ブ
ス
タ
ー
」

（
小
型
ジ
ェ

ッ
ト
コ
ー
ス

タ
ー
）
を
導

入
。
さ
ら
に

同
五
十
七
年

に
は
道
内
初

の
宙
返
り
ジ

ェ
ッ
ト
コ
ー

今となっては遊具の名称もはっきりしないが
どれも当時の夢を乗せて動いていた（いずれも昭和60年前後）
（※上５枚は札幌市文化資料室所蔵）

隣接して野外音楽堂もありましたね

跡
地
は
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
・
キ
タ
ラ
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旅
先
で
何
気
な
く
入
っ
た
廃
屋
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
た
裸
婦
画
像

そ
の
美
し
さ
に
呆
然
と
な
っ
た
筆
者
は
毎
年
そ
こ
へ
通
う

そ
れ
を
見
る
た
め
に
だ
け
、十
年
以
上
も
─
─
。

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

絵
は
さ
ら
に
美
し
さ
を
減
じ
て
い
た
。
も

は
や
、
気
の
せ
い
で
は
な
い
、
絵
に
何
ら

か
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　そ
う
か
！

　太
陽
の
光
に
よ
る
フ
ァ
ン

デ
ー
シ
ョ
ン
を
か
け
て
い
な
い
絵
の
具
の

退
色
、
埃
と
微
生
物
、
窓
ガ
ラ
ス
が
破
れ

て
い
る
の
で
絶
え
ず
吹
き
こ
む
風
、
そ
う

い
っ
た
全
て
の
自
然
が
こ
の
絵
に
あ
る
種

の
く
す
み
と
色
あ
い
を
与
え
、
人
が
描
い

た
以
上
の
も
の
を
作
り
出
し
て
い
た
の
だ

と
。　ダ

ビ
ン
チ
の
モ
ナ
リ
ザ
も
ア
ン
グ
ル
の

泉
も
、
そ
の
他
、
多
く
の
美
し
い
と
言
わ

れ
る
絵
を
こ
の
目
で
見
て
歩
い
た
け
れ
ど
、

こ
ん
な
色
合
い
の
絵
は
無
か
っ
た
。
し
か

し
時
の
経
過
と
自
然
の
力
は
あ
る
時
を
頂

点
に
、
破
壊
の
方
へ
舵
を
切
っ
て
い
っ
た

の
だ
ろ
う
。

　数
年
間
を
置
い
て
廃
屋
を
訪
れ
て
み
た
。

階
段
も
劣
化
が
進
み
登
る
の
も
ヤ
バ
イ
。

室
に
入
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
一
枚
の
平

凡
な
裸
婦
の
油
絵
が
あ
っ
た
。
私
は
絵
を

最
初
に
あ
っ
た
処
に
戻
し
室
を
後
に
し
た
。

　私
を
十
年
以
上
に
渡
り
、
励
ま
し
慰
め

支
え
て
く
れ
た「
廃
墟
の
ビ
ー
ナ
ス
」に

「
サ
ヨ
ウ
ナ
ラ
」を
言
っ
て
。
今
夜
、
宿
に

あ
っ
た
モ
ロ
ッ
コ
椅
子
に
腰
掛
け
て
、

久
々
に
飲
む
酒
と
タ
バ
コ
は
き
っ
と
や
る

せ
な
い
味
が
す
る
と
思
い
な
が
ら
。

描
か
れ
て
い
た
裸
婦

が
あ
ま
り
に
も
美
し

か
っ
た
か
ら
。

　宿
に
戻
っ
た
の
は

六
時
を
回
っ
て
い
た

か
ら
、
多
分
一
時
間

以
上
油
絵
を
眺
め
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
夜
、

お
風
呂
に
つ
か
り
な

が
ら
、
明
日
は
早
く

起
き
て
、
ま
た
あ
そ

　レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
を
開
く
べ
く
日
々
苦

闘
し
て
い
た
頃
、
少
し
め
ど
が
つ
い
て
き

た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
骨
休
め
を
し
よ
う
と

思
い
近
場
の
温
泉
に
出
か
け
た
。
旅
館
に

つ
い
て
夕
食
ま
で
三
時
間
ほ
ど
あ
っ
た
の

で
、
周
り
を
歩
い
て
み
よ
う
と
思
い
、
行

き
に
一
時
間
、
帰
り
に
一
時
間
、
戻
っ
て

入
浴
に
一
時
間
、
と
頭
の
中
で
配
分
を
決

め
あ
て
も
な
く
歩
き
出
し
た
。

　一
時
間
ほ
ど
歩
い
た
の
で
そ
ろ
そ
ろ
戻

ろ
う
と
思
っ
た
頃
、
左
側
に
一
軒
の
廃
屋

が
目
に
入
っ
た
。

　二
階
建
て
で
鍵
も
か
か
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
中
に
入
っ
て
み
た
。
一
階
部
分
に

は
こ
れ
と
い
っ
た
物
は
何
も
無
い
。
当
然

と
い
え
ば
当
然
。
二
階
へ
上
が
る
階
段
に

足
を
か
け
、
体
重
を
乗
せ
て
み
た
。
ま
だ

し
っ
か
り
し
て
お
り
登
れ
そ
う
な
の
で
上

が
っ
て
み
た
。
す
ぐ
右
側
の
室
に
は
何
も

無
い
。
廊
下
を
伝
っ
て
隣
の
室
に
入
っ
て

み
た
。

　ま
ず
目
に
つ
い
た
の
は
、
上
半
身
を
映

せ
る
ぐ
ら
い
の
鏡
の
つ
い
た
鏡
台
。
ノ
リ

が
剥
が
れ
て
壊
れ
て
は
い
た
け
れ
ど
、
引

出
し
を
抜
い
て
み
る
と
総
桐
で
、
も
と
は

中
々
の
品
だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
布

の
カ
バ
ー
の
図
か
ら
推
し
て
、
持
ち
主
は

ま
だ
若
い
人
だ
っ
た
の
か
な
─
と
思
い
な

が
ら
、
後
ろ
に
向
き
を
変
え
た
。
壁
に
一

枚
の
キ
ャ
ン
バ
ス
が
立
て
掛
け
て
あ
っ
た
。

大
き
さ
は
八
号
ぐ
ら
い
。
機
械
張
り
で
は

な
く
、
手
張
り
の
中
目
。
ひ
っ
く
り
返
し

て
み
て
、
私
は
呆
然
と
な
っ
た
。
そ
こ
に

私
は
ま
た
あ
の
絵
の
前
に
座
っ
て
い
た
。

驚
い
た
こ
と
に
、
ま
た
、
不
思
議
な
こ
と

に
絵
の
中
の
彼
女
は
昨
年
よ
り
も
美
し
さ

を
増
し
て
い
た
。
陽
が
落
ち
る
ま
で
私
は

そ
こ
に
座
っ
て
眺
め
て
い
た
。
そ
れ
な
り

の
準
備
を
し
て
き
て
い
た
の
で
暗
く
な
っ

て
も
全
然
平
気
。
絵
の
位
置
も
彼
女
が
一

番
良
く
見
え
る
処
に
置
き
換
え
た
。

　沈
む
夕
陽
の
中
に
彼
女
を
残
し
、
暗
く

な
っ
た
道
を
ラ
イ
ト
で
照
ら
し
て
宿
へ
の

道
を
帰
る
私
の
心
は
と
て
も
満
ち
足
り
て

い
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
私
は
最
低

で
も
年
二
回
、
私
が「
廃
墟
の
ビ
ー
ナ
ス
」

と
名
付
け
た
あ
の
油
絵
に
会
う
た
め
、
例

の
廃
屋
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　気
分
が
落
ち
こ
ん
で
い
る
時
で
も
例
の

こ
に
行
っ
て
み
よ
う
と
き
め
て
い
た
。

　翌
日
、
五
時
に
起
き
て
一
時
間
か
け
て

廃
屋
に
行
き
、
時
間
の
許
す
限
り
裸
婦
の

油
絵
を
な
が
め
て
い
た
。

　冬
、
薪
ス
ト
ー
ブ
に
燃
え
る
木
の
音
を

聞
き
な
が
ら
、
雪
が
と
け
て
ま
だ
草
の
生

え
そ
ろ
わ
な
い
頃
、
あ
の
廃
屋
に
行
っ
て

み
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。
翌
年
の
五
月
、

絵
を
見
る
と
心

は
晴
れ
て
行
く
。

し
か
も
不
思
議

な
こ
と
に
昨
年

よ
り
今
年
、
そ

し
て
翌
年
と
彼

女
は
年
を
経
る

ご
と
に
美
し
さ

を
増
し
て
い
る
。

　ど
う
し
て
な

の
だ
ろ
う
？

　絵
を
持
ち
出

そ
う
か
と
考
え

た
こ
と
も
あ
っ

た
。
場
所
は
放
棄
さ
れ
た
廃
屋
。
紙
の
手

提
げ
一
枚
で
こ
と
は
足
り
る
。
し
か
し
、

誰
も
見
て
い
な
い
、
誰
も
と
が
め
な
い
、

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
ん
な
こ
と
は
す
べ
き
で

は
な
い
、
と
い
う
理
性
が
勝
り
絵
を
動
か

す
こ
と
は
無
か
っ
た
。

　あ
る
年
、
今
年
は
昨
年
よ
り
美
し
さ
が

増
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
美
し
さ
は
ど
こ
ま

で
増
す
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
眺
め
た
絵
が
、

昨
年
よ
り
幾
分
落
ち
て
い
る
よ
う
に
見
え

た
、
気
の
せ
い
か
と
も
思
っ
た
。
翌
年
、

親
交
の
あ
っ
た
宮
田
画
伯
が
筆
者
の
話
を
も
と
に
描
い
た
裸
婦
の
顔

文中で筆者が泊まった宿にあったモロッコ椅子
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●
記
念
誌
で
歴
史
を
残
す

●
小
紙
を
お
送
り
し
ま
す

デザイン・イラスト／伊藤公修

　
企
業
や
団
体
が
二
十
年
、
三
十
年
と

歴
史
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
人
が
変

　
自
分
史
な
ど
本
を
つ
く
り
た
い
と
考

え
て
い
る
人
の
た
め
に
、
印
刷
担
当
者

と
編
集
者
が
お
伺
い
し
て
ア
ド
バ
イ
ス

い
た
し
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
で
も
ど
う
ぞ
。

お
気
軽
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
慌
し
い
毎
日
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
で
す
。
ご
希
望
の
方
に
無

料
で
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
印
刷
紙
工

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

わ
っ
た
り
資
料
が
散
逸
し
た
り
し
ま
す
。

節
目
の
年
に
記
念
誌
の
制
作
は
い
か
が

で
す
か
。
企
画
、
編
集
、
印
刷
、
ど
の

段
階
か
ら
で
も
ご
用
命
を
承
り
ま
す
。

●
出
前
で
ア
ド
バ
イ
ス
を

新聞やチラシを初めとして、日常的に手に触れる紙はほとんどが洋紙。
書道の半紙や障子紙、千代紙といった和紙はもはや接する機会は少なく、
紙幣でさえ和紙から作られていることを忘れています。
安価であることからでしか洋紙を選んでいない一面もあるのですが。

使われなくなった、見かけなくなったといわれても、全国にこれだけの和
紙。求めてみればお国柄もわかるかもしれません。

　
お
札
は
す
べ
て
こ
れ
。
枝
の
先

が
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
紙

幣
・
写
経
用
紙
・
証
券
用
紙
・
箔※

１

合
紙（
は
く
あ
い
し
）な
ど

　
栽
培
で
き
な
い
の
で
野
生
の
も

の
を
使
う
。
鳥
の
子
紙
・
日
本
画

用
紙
・
版
画
用
紙
・
箔※

２

打
ち
紙
・

ふ
す
ま
紙
な
ど

　
日
本
で
一
番
多
く
栽
培
さ
れ
て

い
る
原
料
。
奉
書
紙
・
障
子
紙
・

傘
紙
・
書
画
用
紙
・
版
画
用
紙
・

提
灯
紙
な
ど

︻
楮
︼
（
こ
う
ぞ
）

（
み
つ
ま
た
）

（
が
ん
ぴ
）

︻
三
椏
︼

︻
雁
皮
︼

※１　金箔をはさんで保存する　※２　金箔をはさんで薄くたたきのばす　※３　粘りのある液体。トロロアオイの根から取る　参考／全国手すすき和紙連合会・和紙の博物館HP

です。たとえ読者が身内であろうと、また

友人、職域の人であろうと、つまらない内

容、読むに堪えない文章では、手にとって

もらうことさえ覚束ないでしょう。これで

は本を出す意味がありません。

 自分の文章で構成したい気持ちはよくわ

かりますが、日ごろ書きなれてない人のも

のは、主語・述語、起承転結のはっきりし

ないものも多いことがよくあります。そこ

で印刷会社に頼むときには、経験のある編

集者がスタッフにいるかどうかを確認して、

文章や全体の構成、資料や写真の過不足の

チェックも頼むことが肝心です。

 印刷会社は、受け取った原稿の「てにお

は」がおかしかったり、内容が〝自分だけ

史〟や〝自慢話〟に終始していても、普通は

そのまま組版に入るだけですから、編集者

という第三者の目を通すことによって、よ

りグレードアップした内容になるはずです。

ん。本を書く、出版するということは、と

りもなおさず人に読んでもらうということ

 自分の本だから何を書こうと自

由、好きに書いてよいと思われが

ちですが、実はそうではありませ

 どうにか原稿を仕上げて、使う

写真や資料もそろいました。すぐ

にでも印刷

会社に連絡して全部

渡してしまいたいと

ころですが、あとは

すべておまかせでよ

いのでしょうか。

原稿はプロに見てもらうこと


