
石
川
県
か
ら

　
　
　
函
館
、
小
樽
を
経
て
砂
川
へ

山
谷
源
次
郎
は
安
政
5
年
に
能の
と
の
く
に

登
国
珠す
ず洲
郡

（
現
石
川
県
珠
洲
市
）
で
生
ま
れ
、
父
は

紺こ
ん
や屋
（
藍あ
い
ぞ
め
や

染
屋
）
を
商
売
と
し
て
お
り
、
か
な

り
の
資
産
家
で
し
た
。
明
治
9
年
、18
歳
に
な
っ

た
源
次
郎
は
故
郷
を
あ
と
に
し
、
東
北
・
北
陸

地
方
な
ど
を
遍
歴
す
る
な
か
で
行
商
人
を
し
な

が
ら
、
金
沢
で
目
が
見
え
な
い
人
を
救
済
す
る

救
養
所
や
宮
城
県
涌わ

く
や谷
で
間
引
か
れ
そ
う
な
赤

子
救
済
に
奔
走
し
た
慶き
ょ
う
ね
ん
ぼ
う

念
坊
の
事
跡
に
触
れ
る

こ
と
で
、
自
ら
も
救
済
活
動
を
決
意
し
、
新
天

地
で
あ
る
北
海
道
を
目
指
し
ま
し
た
。
明
治
18

年
に
は
本
州
か
ら
孤
児
数
人
を
引
き
連
れ
、
函

館
に
「
幼
者
救
済
所
」
を
創
設
し
ま
し
た
。
明

治
24
年
に
は
国
か
ら
払
い
下
げ
を
受
け
た
土
地

で
、
小
樽
に
「
困
窮
者
救
済
所
」
を
設
立
し
、

失
業
者
や
孤
児
た
ち
の
救
済
養
護
の
た
め
に
資

金
調
達
を
図
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

土
地
は
農
地
に
適
さ
ず
食
糧
確
保
が
難
し
か
っ

た
た
め
、
源
次
郎
は
さ
ら
に
北
進
し
今
後
の
た

め
に
移
住
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

　
源
次
郎
の
孫
で
あ
る
山
谷
一
夫
氏
の
著
書『
山

谷
孤
児
院
慨
史
』
に
よ
る
と｢

当
時
空
知
地
方

で
は
、
既
に
砂
川
の
前
身
で
あ
る
奈
江
村
に
加

え
、
新
十
津
川
村
、
滝
川
村
な
ど
が
開
村
さ
れ

て
お
り
、
奈
江
村
の
区
画
整
理
事
業
も
明
治
23

年
に
は
終
了
し
、
開
拓
移
民
の
入
植
予
定
者
も

漸
増
し
て
い
た
。
特
に
砂
川
市
街
地
付
近
は
水

陸
交
通
の
要
衝
で
、
石
狩
川
の
水
運
と
空
知
採

炭
所
に
よ
る
歌
志
内
炭
鉱
の
鉄
道
に
よ
る
石
炭

輸
送
に
伴
う
炭
鉱
資
材
の
集
散
、
鉄
道
線
路
用

砂
利
の
採
集
、
石
狩
川
に
よ
る
原
木
の
流
送
集

散
、
周
辺
農
産
物
の
集
散
と
生
活
物
資
の
供
給

等
誠
に
未
来
多
き
街
と
映
っ
た
に
違
い
な
い
。

此
の
地
に
根
を
下
す
こ
と
を
決
意
す
る
」
と
あ

り
、
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
砂
川
を
見
て
移
住
を

決
意
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

砂
川
に
移
住
し
た
源
次
郎
は
、
明
治
28
年
に

「
山
谷
幼
稚
舎
救
済
事
務
所
」
を
【
図
1
】
の
①

東
1
条
南
1
丁
目
に
あ
る
㈱
ト
ガ
ワ
商
事
付
近

に
設
立
し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
②
～
④
、
そ
し

て
最
後
に
は
西
願
寺
と
現
在
の
砂
川
小
学
校
と

の
間
へ
と
移
転
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
院
舎
は

最
初
、
普
通
住
居
で
あ
っ
た
も
の
が
④
の
と
き

に
は
建
物
だ
け
で
最
大
で
１
千
㎡
ほ
ど
で
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
初
に
砂
川
に
移
っ
た
こ
ろ
、
預
か
っ
た
子

ど
も
た
ち
は
5
～
10
人
く
ら
い
で
し
た
。
小
樽

時
代
に
菓
子
職
か
ら
習
っ
た
技
術
を
生
か
し
て

「
砂
川
ス
イ
ー
ト
ロ
ー
ド
」
の
先
駆
け
と
も
言
え

る
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
飴
や
よ
う
か
ん
、

酒
ま
ん
じ
ゅ
う
な
ど
を
売
り
生
計
を
立
て
て
い

ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
の
孤
児
救
済
経
営
は
源
次
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山谷孤児院
（図 1の④）

明治 35年砂川村明細地図

©滝川市郷土館所蔵

国道 12号
①

②
③

④

ヤクルト砂川センター

新すながわ農協

㈱トガワ商事

東 3条南 1丁目

三
砂
橋

パンケ歌志内
川

いよだ菓子店

函 館 本 線

【図 1】現在の砂川市略地図

（
訳
）�
不
幸
や
災
害
に
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
と
い
う
行
為
は
人
間

本
来
の
行
い
で
あ
り
、
こ
の
世
の
誰
も
が
助
け
る
と
い
う
行
為

を
止
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
は
な
い

（
山
谷
孤
児
院
院
則
よ
り
）

慈
善
の
行
為
は
人
の
本
性
に
出
づ
、

        
天
下
誰
か
之
を
禦
ぐ
も
の
あ
ら
ん
や

天

人地
　砂川にかつて孤児院があったことはご存じでしょうか。山谷孤児院は北海道初の

個人経営での孤児院施設であったと言われています。孤児院を創設した山谷源次郎

は北海道における社会福祉事業の先駆者とも呼ばれ、安政５年（1858年）から昭和

５年（1930年）の生涯を孤児救済に捧げました。今回はその一端を振り返ってみます。

※�特集の中に不適切な用語が含まれていますが、当時の時代背景を鑑みてそのまま掲載し
ている文字があります。

山
や ま や

谷源
げ ん じ ろ う

次郎と山
や ま や

谷孤児院
― 特 集 ―

至旭川 至札幌

至滝川村道路 至奈江村道路



3 広報すながわ　2021.3.1

郎
の
父
の
財
産
整
理
に
よ
る
も
の
が
大
き
く
、

自
立
経
営
は
厳
し
か
っ
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

山
谷
孤
児
院
の
理
想
と
運
営

明
治
以
降
の
困
窮
者
に
対
す
る
救
済
は
、
家

族
制
度
を
重
ん
じ
、救
済
責
任
を
血
縁
者・

地
縁
者
に
持
た
せ
よ
う
と
す
る
考
え
で
し
た
。

風
水
害
や
火
災
な
ど
本
人
に
原
因
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
的
扶
助
制
度

を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
国
家
財
政
が
貧
弱

な
こ
と
に
加
え
て
、
怠
惰
に
よ
り
貧
困
者
を
さ

ら
に
増
加
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
政
府
や
国
会

も
極
め
て
消
極
的
で
し
た
。
今
日
の
よ
う
な
社

会
福
祉
施
策
と
は
雲
泥
の
差
が
あ
り
、「
一
家
心

中
」
と
い
う
よ
う
な
悲
惨
な
こ
と
が
後
を
絶
た

な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
当
時
の
情
勢
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
想
像
に
は
難か

た
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　

源
次
郎
は
、
孤
児
院
を
運
営
す
る
に
は
何
よ

り
も
資
金
が
必
要
で
あ
り
、
運
営
の
決
め
手
に

な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。
地
元
の
能
登

な
ど
で
の
資
金
援
助
や
砂
川
で
の
三
井
物
産
㈱

砂
川
木
挽
工
場
で
の
委
託
を
受
け
る
方
法
、
各

地
で
音
楽
・
演
芸
を
す
る
こ
と
で
孤
児
院
の
資

金
を
賄
っ
て
い
ま
し
た
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
疑
問
に
な
る
の
が
、
ど
う
し

て
大
都
市
に
本
拠
地
を
置
か
な
か
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
一
般
的
な
こ
と
を
考
え
て
み

る
と
、
社
会
事
業
施
設
は
都
市
の
方
が
は
る
か

に
有
利
と
思
わ
れ
ま
す
。
有
力
な
援
助
者
が
多

く
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
職
業
訓
練
な
ど
も
し

や
す
く
、
収
入
源
と
な
る
よ
う
な
物
品
の
加
工
・

委
託
販
売
な
ど
の
会
社
が
多
く
存
在
す
る
な
ど

の
利
点
が
あ
る
か
ら
で
す
。
源
次
郎
は
全
国
各

地
を
遍
歴
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
10
年
間
施

設
の
経
営
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
で
そ
の
辺
の

事
情
は
と
う
に
知
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
源
次

郎
が
目
指
し
て
い
た
の
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
と

は
比
較
に
な
ら
な
い
「
孤
児
の
国
」
を
築
き
、

孤
児
と
い
え
ど
も
自
立
し
て
社
会
人
と
な
り
、

孤
児
た
ち
が
孤
児
院
を
運
営
し
て
い
く
と
い
う

構
想
を
掲
げ
、
活
気
あ
る
砂
川
の
地
に
そ
の
光

を
見
い
だ
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

山
谷
孤
児
院
で
の
活
動

　
『
郷
土
研
究
第
11
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、

昭
和
46
年
当
時
、
郷
土
研
究
会
会
員
で
あ
っ
た

片
山
敬
二
氏
が
聴
取
を
し
た
見
奈
美
清
一
郎
氏

（
山
谷
孤
児
院
に
明
治
35
年
頃
に
入
院
）
の
証
言

を
紹
介
し
ま
す
。

　
　

�

10
歳
ほ
ど
の
時
に
、
山
谷
孤
児
院
に
入
院

を
し
、
幻
灯
や
活
動
写
真
の
係
だ
っ
た
。

家
で
は
菓
子
を
作
り
奥
さ
ん
が
街
の
店
で

売
っ
て
い
た
。
お
寺
や
劇
場
、
学
校
を
借

り
て
幻
灯
や
演
芸
会
を
催
し
た
。
演
芸
会

は
琴
や
劇
な
ど
を
や
っ
た
。
今
流
に
い
え

ば
山
谷
氏
は
興
行
主
で
、
木
戸
銭
を
養
育

費
に
あ
て
、
寄
付
金
も
仰
い
だ
。
砂
川
や

札
幌
、
小
樽
に
加
え
東
京
も
行
っ
た
。
音

楽
を
や
る
と
い
う
こ
と
で
、
軍
隊
の
音
楽

隊
の
服
を
払
い
下
げ
て
も
ら
っ
て
演
奏
隊

を
つ
く
っ
た
。

山谷源次郎・
山谷孤児院年表

砂川本院の子どもたち

安政   5 年　�山谷源次郎、能登国珠洲郡（現
石川県珠洲市）で出生

明治   9 年　�源次郎、松盛チイと結婚し 10
年間は行商人などをしながら東
北・北陸などを遍歴

明治 18 年　�源次郎来道し、函館に「幼者救済
所」設置。長男・一二三が出生

明治 22 年　�父・与作が死亡。石川県に帰郷
し家財を整理

明治 24 年　�再来道し、函館から小樽区高島
郡（現在の小樽市高島）に移転し、
「困窮者救済所」設置

明治 28 年　�奈江村に「山谷幼稚者救済事務所」
設置。奈江村戸長役場設置

明治 31 年　石狩川が氾濫し、被害を受ける

明治 32 年　�再び石狩川が氾濫し、被害を受
ける。孤児一同小樽の家に避難
し再建策をたて、10月に来砂

明治 35 年　�山谷孤児院へ改称。本院を砂川と
し、東京、札幌（現在の札幌育
児園の原形）、旭川（現在の旭川
育児院の原形）、函館に支院設置。
三井物産㈱砂川木挽工場設置

明治 36 年　�夕張支院設置。奈江村が砂川村へ

明治 37 年　�日露戦争による戦災孤児が増加。
本院の孤児が一時 200 人を超え
る。十勝国河東郡中音更（現音
更町）に開墾従事班設置。群馬
県に沼田支院設置

明治 38 年　�旭川支院が独立し上川孤児院と
なる

明治 40 年　�樺太大泊（現ロシア・サハリン
コルサコフ）に支院設置

明治 44 年　�大水害のため院舎や財産の大部分を
流出。長男・一二三が院長に就任

明治 45 年　�源次郎が札幌区苗穂（現札幌市
中央区北 3条東 13 丁目）に山
谷孤児院設立。東京支院閉鎖

大正   2 年　�夕張孤児院（旧夕張支院）閉鎖

大正   4 年　 本院建物を売却し孤児の募集停
止。砂川市街南端に院舎を移す

大正 10 年　�上川孤児院閉鎖。孤児が成長し
たので山谷孤児院を閉鎖

昭和   5 年　源次郎、札幌で没す。73歳

（1858年）

（1891年）

（1889年）

（1885年）

（1876年）

（1904年）

（1903年）

（1902年）

（1899年）

（1898年）

（1895年）

（1911年）

（1907年）

（1905年）

（1930年）

（1921年）

（1913年）

（1912年）

（1915年）
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現
在
の
労
働
基
準
法
で
は
も
ち
ろ
ん
児
童
を

働
か
せ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時

は
行
政
か
ら
の
手
当
は
雀
の
涙
程
度
で
、
働
か

な
い
と
生
き
て
い
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
時

代
で
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
授
産
施
設
で
木

材
部
、
鍛
治
部
、
農
耕
班
な
ど
を
設
け
る
な
ど
、

孤
児
た
ち
に
手
に
職
を
つ
け
さ
せ
て
自
立
さ
せ

る
と
い
う
目
的
も
あ
り
ま
し
た
。
授
産
施
設
は

孤
児
た
ち
の
職
業
訓
練
の
場
で
も
あ
り
、
こ
う

し
た
施
設
経
営
の
基
盤
づ
く
り
は
目
を
見
張
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

山
谷
孤
児
院
各
地
で
支
院
を
開
設
　

全
国
的
に
「
山
谷
孤
児
院
」
の
名
が
知
ら

れ
て
く
る
と
孤
児
院
の
前
に
子
を
捨
て

た
り
、
孤
児
院
行
き
の
荷
札
を
付
け
て
列
車
で

送
ら
れ
て
く
る
子
も
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
35
年
に
は
東
京
支
院
を
は
じ
め
、
群
馬
県

沼
田
支
院
（
現
沼
田
市
）、長
野
県
赤あ

か
ほ穂
支
院
（
現

駒こ
ま
が
ね
ケ
根
市
）、
札
幌
支
院
、
旭
川
支
院
、
夕
張
支

院
、函
館
支
院
、樺か
ら
ふ
と太
大お
お
ど
ま
り泊
支
院
（
現
ロ
シ
ア・

サ
ハ
リ
ン
に
あ
る
コ
ル
サ
コ
フ
）
を
設
立
す
る

な
ど
、
ま
さ
に
源
次
郎
が
目
指
す
「
孤
児
の
国
」

を
果
た
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

入
所
児
童
数
の
詳
し
い
資
料
は
洪
水
な
ど
で

流
さ
れ
て
し
ま
い
北
海
道
庁
に
お
け
る
統
計
書

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
す
が
、
本
院
は

明
治
40
年
に
１
１
１
人
、
同
42
年
に
１
２
１
人
、

各
支
院
を
合
計
し
て
見
る
と
１
９
２
人
を
ピ
ー

ク
に
同
43
年
に
93
人
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
水

害
や
凶
作
な
ど
が
あ
っ
た
年
は
２
０
０
人
を
超

え
る
人
が
入
所
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

山
谷
孤
児
院
の
終
え
ん

た
び
重
な
る
石
狩
川
水
系
に
よ
る
洪
水
に
よ

り
山
谷
孤
児
院
は
終
え
ん
を
迎
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。
明
治
38
年
の
洪
水
で
は
小
樽
の
山

谷
家
に
避
難
し
、
同
42
年
に
は
工
場
な
ど
建
物

も
ろ
と
も
流
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、

同
43
、
44
年
も
洪
水
が
重
な
り
、
各
支
院
へ
の

援
助
も
停
止
。
同
45
年
に
は
本
院
の
経
営
規
模

を
縮
小
し
ま
し
た
。
本
院
の
そ
ば
を
パ
ン
ケ
歌

志
内
川
が
通
っ
て
お
り
、
洪
水
が
直
撃
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
同
44
年
に
は
源
次
郎
は
院
長
を

退
き
、
長
男
の
一
二
三
に
院
長
職
を
譲
り
、
大

正
4
年
に
は
入
所
を
停
止
さ
せ
建
物
を
売
却
し

移
転
、
同
10
年
に
は
孤
児
院
を
閉
鎖
し
ま
し
た
。

源
次
郎
は
孤
児
救
済
事
業
を
続
け
る
べ
く
、
札

幌
区
苗
穂
（
現
札
幌
市
中
央
区
北
３
条
東
13
丁

目
）
に
転
出
し
山
谷
孤
児
院
を
小
さ
い
な
が
ら

も
続
け
、
生
涯
最
後
ま
で
孤
児
と
と
も
に
生
き

ま
し
た
。

お
わ
り
に

孤
児
に
と
ど
ま
ら
ず
乳
幼
児
か
ら
大
人
ま
で

山
谷
孤
児
院
に
入
院
を
さ
せ
て
お
り
、
年

齢
や
性
別
、
障
が
い
、
出
身
、
地
域
も
限
定
さ

せ
て
お
ら
ず
、
源
次
郎
は
あ
ら
ゆ
る
人
を
深
い

愛
で
包
み
込
ん
で
い
ま
す
。
源
次
郎
の
長
男
で

あ
る
一
二
三
の
妻
・
志
希
が
「
慈
善
を
求
め
て

各
戸
を
回
る
孤
児
の
群
れ
に
社
会
の
目
は
決
し

て
温
か
く
な
か
っ
た
。
乞
食
（
原
文
マ
マ
）
と

い
う
見
ら
れ
方
も
さ
れ
た
と
思
う
」
と
話
す
よ

う
に
、
山
谷
孤
児
院
だ
け
で
な
く
、
慈
善
事
業

に
対
す
る
冷
た
い
背
景
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

し
か
し
、
開
拓
さ
れ
た
ば
か
り
の
砂
川
に
お

け
る
状
況
は
違
い
、
目
が
見
え
な
い
子
ど
も
た

ち
な
ど
へ
砂
川
尋
常
小
学
校
（
現
砂
川
小
学
校
）

か
ら
先
生
た
ち
が
訪
れ
夜
学
教
室
を
開
い
た
こ

と
や
一
号
線
（
現
南
1
丁
目
線
）
奥
に
あ
る
奥

山
農
家
（
現
お
く
や
ま
農
園
）
か
ら
毎
年
大
量

に
か
ぼ
ち
ゃ
を
い
た
だ
い
た
と
の
記
載
が
あ
る

な
ど
を
み
て
も
、
孤
児
救
済
事
業
に
関
し
て
砂

川
の
人
は
非
常
に
寛
容
で
あ
り
、
物
心
両
面
で

支
え
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
ま
す
。

　

洪
水
で
資
料
が
流
れ
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
源

次
郎
は
公
的
助
成
を
ほ
ぼ
受
け
て
お
ら
ず
、
北

海
道
庁
か
ら
は
た
び
た
び
法
人
化
な
ど
を
勧
め

ら
れ
た
よ
う
で
す
。
源
次
郎
は
そ
れ
を
潔

い
さ
ぎ
よし
と

は
せ
ず
、
孤
児
た
ち
の
将
来
を
見
据
え
監
視
、

監
督
さ
れ
る
こ
と
を
特
に
嫌
っ
た
よ
う
で
す
。

山
谷
孤
児
院
が
終
え
ん
を
迎
え
て
い
る
頃
に
は

道
内
各
地
で
孤
児
院
が
設
立
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
も
し
公
的
助
成
な
ど
を
受
け
て

い
れ
ば
、「
孤
児
の
国
」
構
想
は
さ
ら
に
前
に
進

ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

北
海
道
社
会
福
祉
事
業
の
先
駆
者
で
あ
る
源

次
郎
の
人
を
慈
し
む「
愛
」と
志
の
高
い「
希
望
」

は
今
も
な
お
砂
川
、
そ
し
て
北
海
道
に
根
付
い

て
い
ま
す
。

《
参
考
資
料
》

▽
山
谷
一
夫
『
山
谷
孤
児
院
慨
史
』

▽
砂
川
市
教
育
委
員
会�

『
郷
土
研
究
』

　
第
11
、
14
、
35
、
36
、
38
、
40
集

▽
大
枝
連
蔵
『
最
近
の
砂
川
』、
大
正
3
年
12
月

▽
平
中
忠
信�

『
福
祉
に
生
き
る　
山
谷
源
次
郎
』

　
大
空
社
、
１
９
９
７
年
11
月
27
日

▽
山
谷
一
夫
氏
の
手
紙
な
ど

旭川支院

巡業中の少年音楽隊（群馬県足利）
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〇山谷源次郎と山谷孤児院

「砂川の歴史」を郷土資料室で
� � �郷土資料室では、今回特集をした山谷孤児
院の資料はもちろんのこと、市内で出土され
た土器や石器、化石から明治、大正、昭和、
平成の変遷を見ることができます。
　砂川は「川」に泣かされ、「川」で発展をし
てきた土地とも言えます。開拓当時から洪水
に悩まされてきた土地でしたが、明治から始
まる三井物産㈱砂川木挽工場や砂利採取、昭
和初期からは東洋高圧㈱で大きく発展しまし
た。現在は石狩川の新水路完成や砂川遊水地
の整備によって水害への不安解消は大きく前
進し、広大な河川敷地は市民の憩いの場となっ
ています。
���数々のジオラマや資料などを見て、その先人の苦労した足跡をたどることで、砂川の未来を考えることので
きる場所だと思います。床一面に広がっている、現在の砂川市街地の空撮写真もありますので、子どもから大
人までぜひ来てみてほしいと思います。
��また、砂川での古い写真など貴重な資料がありましたらご連絡をいただきたいと思いますし、貴重な資料を
整理してくれるボランティアも随時募集中です。お問い合わせは郷土資料室までお願いします。

――郷土資料室員　本山�志郎

▪利用時間　9:00 ～ 17:00　（年末年始は休室）
▪入室料　　無料

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用と自宅での検温をお願いします。
また、発熱の症状がある方や体調の悪い方は利用をご遠慮ください。

北海道の歴史・文化をたどる
「先人カードめぐり」先人カード配布中
　北海道内各地の先人たちのゆかりの地を巡りながら、

そこでしか手に入らない限定カードを集める「先人カー

ドめぐり」。砂川では「山谷源次郎」の先人カードを配

布中です。枚数には限りがありますので、ご希望の方は

公民館窓口までお早めに！

▪配布場所・時間

　公民館窓口　9:00 ～ 21:00

　（土、日曜日は 18:00 まで）

問 広 報 広 聴 係 ℡ 5 4 - 2 1 2 1 、 郷 土 資 料 室 ℡ 5 4 - 2 1 2 1

　私の父である一夫（源次郎の孫）は山谷家の
長男として、源次郎がやってきたことをなんと
か残さねばという思いで『山谷孤児院慨史』を
作っていました。全国的に見ても、国や宗教な
どに頼らず個人で孤児院を経営をしていたこと
は非常に珍しいと思います。
　源次郎については郷土研究会や演劇、郷土資
料室の展示などたびたび取り上げてもらってい
ますが、頭の片隅にでも市民の皆さんの記憶に
残していただけると幸いです。

源次郎のひ孫にあたる

山
やま や

谷�任
ただひろ

宏�氏
（ 札 幌 市 在 住 ）


