
表
紙
か
ら

表
紙
の
人
は
、
札
幌
市
東
食
生
活
改

く
ろ
か
わ
れ
い

こ

善
協
議
会
代
表
の
黒
川
玲
子
さ
ん（
６６
）

で
す
。
同
協
議
会
は
、
健
康
づ
く
り
の

た
め
の
食
生
活
の
改
善
や
、
適
度
な
運

動
実
践
の
普
及
を
目
的
と
し
て
い
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
で
す
。

メ
ン
バ
ー
は
、
東
保
健
セ
ン
タ
ー
で

行
わ
れ
る
養
成
講
座
を
受
講
し
た
「
食

生
活
改
善
推
進
員
」
の
方
々
で
す
。
東

区
の
推
進
員
は
全
部
で
三
百
六
十
一
人
。

皆
さ
ん
は
、
各
地
区
で
地
域
の
方
々
と

一
緒
に
、
料
理
講
習
会
や
健
康
に
つ
い

て
の
勉
強
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

講
習
会
で
は
、
調
理
実
習
を
し
な
が

ら
、
食
物
繊
維
や
カ
ル
シ
ウ
ム
が
た
っ

ぷ
り
取
れ
る
メ
ニ
ュ
ー
や
、
減
塩
食
な

ど
を
勧
め
て
い
ま
す
。
紹
介
す
る
料
理

は
ど
れ
も
簡
単
で

お
い
し
く
、
栄
養

の
バ
ラ
ン
ス
に
配

慮
し
た
も
の
ば
か

り
。
受
講
者
か
ら

は
「
ま
た
講
習
会

を
開
い
て
ほ
し
い
」

と
い
う
要
望
が
出

る
こ
と
が
多
い
そ

う
で
す
。

で
も
、
講
習
会
を
開
く
と
き
は
、
材

料
の
買
い
出
し
や
下
ご
し
ら
え
な
ど
の

準
備
が
大
変
。
一
日
開
く
た
め
に
は
、

用
意
に
三
日
も
か
か
る
そ
う
で
す
。
そ

の
ほ
か
に
も
、
食
に
関
す
る
パ
ネ
ル
展

を
開
催
し
た
り
、
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
や
太

極
拳
な
ど
に
よ
る
健
康
づ
く
り
活
動
に

参
加
し
た
り
と
、
黒
川
さ
ん
と
会
員
の

皆
さ
ん
は
い
つ
も
大
忙
し
で
す
。

「
講
習
会
で
は
皆
さ
ん
に
健
康
な
生

活
の
過
ご
し
方
を
勧
め
て
い
る
の
に
、

私
自
身
は
忙
し
く
て
、
休
養
が
不
足
し

が
ち
な
ん
で
す
よ
」
と
、
黒
川
さ
ん
は

話
し
ま
す
。
で
も
生
き
生
き
と
し
た
笑

顔
は
健
康
そ
の
も
の
。
栄
養
あ
る
食
生

活
の
た
ま
も
の
だ
そ
う
で
す
。

「
若
い
人
た
ち
、
特
に
子
育
て
中
の

方
々
に
は
、
も
っ
と
食
生
活
に
関
心
を

持
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
子
ど
も
の
と

き
か
ら
規
則
正
し
い
食
生
活
を
身
に
付

け
る
こ
と
が
大
切
で
す
」
と
話
す
会
員

の
皆
さ
ん
か
ら
は
、「
み
ん
な
の
健
康

を
守
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
強
く

伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

◇

◇

◇

し
っ
か
り
と
し
た
食
生
活
は
、
私
た

ち
の
健
康
維
持
に
不
可
欠
な
も
の
で
す
。

時
に
は
自
分
自
身
や
家
族
の
食
事
を
見

直
し
て
、
必
要
な
栄
養
が
取
れ
て
い
る

か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

副
業
と
し
て
馬
を
飼
う

一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
こ
ろ
、

在
来
種
の
馬
で
あ
る
ド
サ
ン
コ
に
代
わ

り
、
ペ
ル
シ
ュ
ロ
ン
種
が
主
に
飼
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
馬
は
フ

ラ
ン
ス
原
産
で
す
。
当
時
、
札
幌
村
の

北
側
に
隣
接
す
る
篠
路
村
は
ペ
ル
シ
ュ

ロ
ン
種
の
産
地
で
し
た
。

北
海
道
庁
は
、
明
治
末
期
に
拓
殖
計

画
を
策
定
し
、
農
業
の
改
善
を
図
る
た

め
に
畜
産
を
奨
励
し
ま
し
た
。
大
正
に

入
っ
て
も
畜
産
の
奨
励
策
を
さ
ら
に
推

進
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
大
正
末
期
か

れ
つ
れ
っ

ぷ

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
烈
々
布
な
ど

で
も
副
業
と
し
て
繁
殖
用
の
牝
馬
を
飼

う
農
家
が
次
第
に
増
え
ま
し
た
。

一
九
三
八
（
昭
和
十
三
）
年
、
前
年

に
始
ま
っ
た
日
中
戦
争
の
た
め
軍
用
馬

の
買
い
上
げ
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
札

幌
村
か
ら
は
総
数
百
四
十
頭
を
戦
地
へ

送
っ
て
い
ま
す
。

都
市
化
と
近
代
化
の
波
が
寄
せ
る

一
九
五
五
（
昭
和
三
十
）
年
、
札
幌

村
は
札
幌
市
と
合
併
。
以
後
、
農
村
風

景
が
広
が
っ
て
い
た
地
域
に
も
都
市
化

の
波
が
押
し
寄
せ
ま
す
。
タ
マ
ネ
ギ
畑

が
だ
ん
だ
ん
と
住
宅
地
に
変
わ
っ
た
た

め
、
馬
の
活
躍

す
る
機
会
が
減

り
ま
し
た
。

ま
た
、
農
業

の
近
代
化
も
馬

が
飼
わ
れ
な
く

な
っ
た
こ
と
の

一
因
で
す
。
農

家
は
馬
の
代
わ
り
に
耕
運
機
で
畑
を
起

こ
し
、
タ
マ
ネ
ギ
も
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ぶ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
化
学
肥

料
が
安
く
大
量
に
出
回
り
始
め
た
の
で
、

農
家
が
馬
ふ
ん
を
も
と
に
肥
料
を
作
る

こ
と
は
次
第
に
廃
れ
ま
す
。
明
治
か
ら

続
い
て
き
た
、
タ
マ
ネ
ギ
栽
培
と
馬
の

組
み
合
わ
せ
―
。
そ
ん
な
農
業
の
ス
タ

イ
ル
は
昭
和
三
十
年
代
後
半
こ
ろ
か
ら

徐
々
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

愛
馬
精
神
を
伝
え
る
碑

区
内
の
幾
つ
か
の
神
社
や
寺
院
な
ど

ば

と
う
か
ん
の
ん

に
は
馬
頭
観
音
の
碑
が
あ
り
ま
す
。
馬

頭
観
音
は
馬
の
守
護
神
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
碑
は
馬
の
無
事
を
願
い
、
病
気
や

け
が
で
死
ん
だ
馬
の
め
い
福
を
祈
っ
て

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
の
周
り
か

ら
馬
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
三
十
年
以

上
も
の
歳
月
が
た
ち
ま
し
た
。
碑
は
今

も
農
家
の
愛
馬
精
神
を
伝
え
て
い
ま
す
。

第２１回

村
は
家
畜
と
と
も
に

〜
あ
の
こ
ろ
は
馬
が
い
た（
二
）

ひ
が
し
く

す
と
ー

り
ー

保道車と呼ばれる荷車を引く馬

食生活を見直して健康に

各地区の講習会などで活躍している会員の
方々（前列中央が黒川さん）
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