
　
「
北
海
道
み
ん
な
の
日
」

の
記
念
式
典
が
七
月
十
七

（
月
）、
札
幌
市
の
北
海
道
議

会
議
場
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
は
、
ご
存
じ
だ
っ
た

で
し
ょ
う
か
？

　

新
聞
報
道
な
ど
に
も
あ
り

ま
し
た
よ
う
に
、
あ
ま
り
道

民
の
方
々
に
は
広
く
周
知
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
い

た
し
ま
す
の
で
、今
月
は「
北

海
道
み
ん
な
の
日
」
に
つ
い

て
、
お
知
ら
せ
を
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
北
海
道
み
ん
な
の
日
」

は
、
探
検
家
の
松
浦
武
四
郎

が
明
治
二
年
七
月
十
七
日
に

「
北
加
伊
道
（
ほ
っ
か
い
ど

う
）」
の
名
称
を
明
治
政
府

に
提
案
し
た
こ
と
に
由
来
し

て
、
北
海
道
議
会
が
中
心
と

な
っ
て
、
北
海
道
み
ん
な
の

日
条
例
（
平
成
二
十
九
年
北

海
道
条
例
第
三
十
九
号
）
を

制
定
し
、七
月
十
七
日
を「
北

海
道
み
ん
な
の
日
（
愛
称
：

道
み
ん
の
日
）」
に
定
め
た

も
の
で
す
。

　

北
海
道
の
こ
れ
ま
で
の
歴

史
、
文
化
や
風
土
に
つ
い
て

理
解
と
関
心
を
深
め
、
北
海

道
の
価
値
を
改
め
て
認
識

し
、
道
民
で
あ
る
こ
と
を
誇

り
に
思
う
心
を
育
む
こ
と
に

よ
り
、
道
民
が
一
体
と
な
っ

て
、
よ
り
豊
か
な
北
海
道
を

築
い
て
い
く
こ
と
を
期
す
と

と
も
に
、
道
外
に
お
い
て
、

北
海
道
の
価
値
が
広
く
認
識

さ
れ
る
機
会
と
す
る
た
め
、

「
北
海
道
み
ん
な
の
日
」
が

設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

式
典
の
あ
い
さ
つ
で
高
橋

は
る
み
知
事
は
、「
こ
の
記

念
日
は
縄
文
や
ア
イ
ヌ
と

い
っ
た
歴
史
や
文
化
を
見
つ

め
直
し
、
北
海
道
の
魅
力
を

理
解
し
て
も
ら
う
目
的
で
制

定
さ
れ
た
。
来
年
は
、
北
海

道
が
命
名
さ
れ
百
五
十
年
と

な
る
こ
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
進
め
豊
か
な

北
海
道
を
築
い
て
い
き
た

い
」
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　
「
北
海
道
」
の
名
付
け
親

と
云
わ
れ
る
松
浦
武
四
郎
は

一
八
一
八
年
、
現
在
の
三
重

県
松
坂
市
で
生
ま
れ
て
お
り

ま
す
。

　

武
四
郎
は
、
一
八
四
五
年

に
初
め
て
蝦
夷
地
探
検
を

し
、
六
回
目
の
探
検
後
に
、

精
力
的
に
地
図
や
書
物
を
ま

と
め
始
め
て
お
り
ま
す
。

　

時
代
が
明
治
と
な
り
、
蝦

夷
地
の
こ
と
を
よ
く
知
る
武

四
郎
が
政
府
の
役
人
に
任
命

さ
れ
、
蝦
夷
地
に
代
わ
る
新

し
い
名
前
を
考
え
る
に
あ
た

り
、
い
く
つ
か
の
候
補
が
出

さ
れ
ま
し
た
が
武
四
郎
が
提

案
し
た
「
北
加
伊
道
（
ほ
っ

か
い
ど
う
）」
に
決
定
し
て

お
り
ま
す
。

　

武
四
郎
は
、
命
名
に
あ
た

り
ア
イ
ヌ
の
長
老
か
ら
こ
の

大
地
に
生
ま
れ
た
人
を
「
カ

イ
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
聞
き
、

そ
こ
で
、「
北
に
あ
る
ア
イ

ヌ
の
人
た
ち
が
暮
す
大
地
」

と
い
う
思
い
を
こ
め
て
「
北

加
伊
道
」
と
い
う
名
前
を
考

え
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、「
加
伊
」
と
い

う
漢
字
が
「
海
」
に
変
わ
り
、

今
の
皆
さ
ん
が
馴
染
ん
で
い

る
「
北
海
道
」
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

　

な
お
、
条
例
の
第
三
条
で

は
、
使
用
料
の
特
例
が
謳
わ

れ
て
お
り
、
北
海
道
み
ん
な

の
日
に
は
、
公
共
施
設
の
使

用
料
や
利
用
料
を
免
除
し
て

～元気で笑顔のあふれる福島町を実現するために～
【北海道みんなの日を考える・・・】

町長のまちづくり奮闘記第23号

無
料
に
す
る
と
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
福
島
町
民
で

あ
る
と
と
も
に
、
北
海
道
民

の
一
員
で
も
あ
り
ま
す
。

　

今
後
、
七
月
十
七
日
が
道

民
の
皆
様
に
広
く
浸
透
し
、

一
人
ひ
と
り
の
道
民
が
開
拓

の
歴
史
な
ど
を
誇
り
に
思

い
、
新
た
な
時
代
を
開
拓
す

る
一
歩
の
ス
タ
ー
ト
と
な
る

よ
う
な
記
念
日
に
な
る
よ
う

期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

福
島
町
で
は
、
毎
年
、
春

と
秋
に
殿
様
街
道
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
が
開
催
さ
れ
、
福
島
町

の
歴
史
に
名
を
刻
ん
だ
伊
能

忠
敬
、
間
宮
林
蔵
及
び
松
浦

武
四
郎
な
ど
の
偉
人
か
ら

様
々
な
学
び
を
教
わ
っ
て
お

り
ま
す
。

　

偉
人
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
大

切
で
、
北
海
道
開
拓
百
五
十

年
を
鑑
み
、
新
た
な
百
五
十

年
に
向
け
て
、
今
を
生
き
る

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
後

ろ
か
ら
来
る
者
の
た
め
に
、

先
行
す
る
も
の
と
し
て
歴
史

を
伝
え
る
責
任
が
あ
る
と
感

じ
て
お
り
ま
す
。
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