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四
月
か
ら
小
学
校
生
活

の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
一

年
生
。
勉
強
や
集
団
行
動
、

徒
歩
で
の
通
学
な
ど
に
、

そ
ろ
そ
ろ
慣
れ
て
き
た
頃

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
今
年
度
か
ら
伊
藤

校
長
先
生
も
町
畑
小
学
校

で
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切

ら
れ
ま
し
た
。
今
年
は
遠

足
や
運
動
会
な
ど
、
全
校

行
事
で
は
晴
天
に
恵
ま
れ

て
い
ま
す
が
、
伊
藤
校
長

先
生
は
も
し
か
し
て
「
晴

男
」
な
の
で
は
？
と
思
っ

て
し
ま
い
ま
す 

あ
と
十
日
ほ
ど
で
夏
休

み
が
や
っ
て
き
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
は
楽
し
み
に
し

て
い
ま
す
が
、
宿
題
、
工

作
、
自
由
研
究
と
、
親
に

と
っ
て
は
（
？
）
大
変
な

時
期
が
き
た 

の
で
は
な
い 

で
し
ょ
う
か
。 

（
濱
口
） 

 
 

   

五
月
二
日(

水)

は
、
子
ど

も
た
ち
が
待
ち
に
待
っ
た
遠

足
で
し
た
。 

一
・
二
年
生
は
蟹
沢
水
道

公
園
へ
、
み
ん
な
で
列
を
守

り
一
生
懸
命
に
歩
い
て
い
ま

し
た
。
公
園
に
着
い
た
と
き

は
、
少
し
疲
れ
た
様
子
で
し

た
。
三
・
四
年
生
は
風
の
道

公
園
。
ブ
ラ
ン
コ
や
滑
り
台

で
楽
し
く
遊
ん
で
い
ま
し

た
。
五
・
六
年
生
は
こ
ど
も

の
国
で
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
や

サ
ッ
カ
ー
な
ど
を
思
い
っ
き

り
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。 

こ
の
日
は
天
候
に
も
恵
ま

れ
、
子
ど
も
た
ち
は
勉
強
の

こ
と
を
忘
れ
る
か
の
よ
う

に
、
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子
ど
も
に
と
っ
て
、
「
食
べ
る
こ
と
」
は
、
遊
ぶ
こ

と
と
同
じ
く
ら
い
楽
し
い
こ
と
で
す
。
ま
だ
駄
菓
子
屋

が
全
盛
を
誇
っ
て
い
た
昭
和
時
代
、
店
先
に
は
子
ど
も

が
喜
ぶ
よ
う
な
色
と
り
ど
り
の
お
菓
子
や
お
も
ち
ゃ

が
、
ぎ
っ
し
り
と
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 
百
円
玉
を
大
事
に
握
っ
て
走
っ
て
い
た
店
内
に
は
、

お
菓
子
の
お
い
し
そ
う
な
匂
い
が
漂
い
、
き
ら
び
や
か

な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
胸
を
躍
ら
せ
な
が
ら
買
い
物
を
し

た
も
の
で
す
。
当
て
物
の
ク
ジ
を
引
く
と
き
の
あ
や
し

い
と
き
め
き
と
期
待
。
特
賞
を
引
き
当
て
た
と
き
の
喜

び
は
、
子
ど
も
の
射
幸
心
を
満
た
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

私
も
子
ど
も
の
頃
母
の
実
家
に
遊
び
に
来
た
際
に
、
小 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田勝寿 

 
経歴 

・青森県立郷土館

協議会委員  

・八戸ペンクラブ

理事 

遠
足
だ
よ
り 

～地域にお住まいの安田勝寿さんのコレクションの中から、八戸ゆかりの逸品を紹介するコーナーです～ 

学
校
前
の
泉
山
商
店
さ
ん
で
よ
く
買
い
物
を
し
ま
し

た
。
各
地
域
の
小
売
店
が
姿
を
消
し
て
い
く
中
で
、
泉

山
商
店
さ
ん
は
今
で
も
昔
な
が
ら
の
店
構
え
で
営
業

さ
れ
て
い
る
数
少
な
い
お
店
で
す
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
が
全
盛
の
時
代
に
あ
っ
て
、
昔
な
が
ら
の
ゆ
っ

た
り
と
し
た
雰
囲
気
の
中
で
、
買
い
物
が
で
き
る
喜
び

に
感
謝
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

お
菓
子
の
歴
史
を
語
る
上
で
、
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
の
カ

ー
ド
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
四
十
代

か
ら
五
十
代
前
半
の
お
父
さ
ん
た
ち
が
子
ど
も
の
頃

熱
狂
し
た
の
が
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
十
七
）
年
に
カ

ル
ビ
ー
よ
り
発
売
さ
れ
た
「
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
ス
ナ
ッ

ク
」
で
す
。
当
時
二
〇
円
売
り
の
ス
ナ
ッ
ク
の
オ
マ
ケ

と
し
て
つ
い
た
カ
ー
ド
が
爆
発
的
人
気
を
誇
り
ま
し

た
。
そ
の
後
の
「
プ
ロ
野
球
ス
ナ
ッ
ク
」
や
平
成
時
代

の
ム
シ
キ
ン
グ
ブ
ー
ム
な
ど
に
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

私
の
個
性
は
、
駄
菓
子
屋
文
化
に
育
て
ら
れ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
で
は
駄

菓
子
屋
が
町
か
ら
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
で
も
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
魅
力
や
必
要
が

な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
が
成
長

す
る
過
程
で
、
そ
の
存
在
意
義
は
今
で
も
大
き
い
と
思

い
ま
す
。 

    

経
歴 

安
田
勝
寿 

青
森
県
立
郷
土
館
協
議
会
委
員 

八
戸
ペ
ン
ク
ラ
ブ
理
事 

駄菓子屋の風景 昔の駄菓子屋さんと言えば、ブリキのガラスケ

ースや木箱、瓶ガラスを思いだします。中には色とりどりのお菓子や、

キャンディーが詰まっていました。 


