




中村善策 画 「緑丘回想」 小樽商科大学 蔵



小樽商科大学 本館

小樽高等商業学校 スケッチ（１９３０年代）



商品陳列館・図書館

雪の高商 大講堂

商大全景（１９７２年頃）



「正面階段二階と螺旋階段」（解体直前）

「講堂天井照明器具」

「正面階段手摺」



苫米地 英俊

実方 正雄

藤井 栄一

山本 眞樹夫

伴 房次郎

加茂 儀一

長谷部 亮一

秋山 義昭

渡辺 龍聖

大野 純一

伊藤 森右衛門

山田 家正

歴代校長・学長



手塚 寿郎

図書館閲覧室

タイプライター教室

大西 猪之介

商業実践室



校庭で憩う学生たち

寮（窓から顔を出して）

校庭でのストーム

校庭で憩う教師たち



＃（－１）rP

映画館で（１９４７年）

螺旋階段付近で

囲碁に興じる（智明寮屋上）

大学立法反対デモ（１９６９年）



序 文

i

序
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国
立
大
学
法
人
小
樽
商
科
大
学
長

山

本

眞
樹
夫

明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
勅
令
第
六
六
号
を
も
っ
て
小
樽
高
等
商
業
学
校
が
わ
が
国
で
五
番
目

の
官
立
高
等
商
業
学
校
と
し
て
設
置
さ
れ
、
翌
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
五
月
五
日
、
七
二
名
の

第
一
期
生
を
迎
え
入
れ
て
本
学
が
開
学
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
小
樽
経
済
専
門
学
校
そ
し
て
小
樽
商

科
大
学
と
名
称
こ
そ
変
わ
れ
、
こ
の
緑
丘
の
地
に
百
年
の
歴
史
と
伝
統
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
五
十

年
前
、
当
時
の
加
茂
儀
一
学
長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
こ
と
に
本
学
に
と
っ
て
最
大
の
幸
運
は
、
戦
後
本
学
が
そ
の
伝
統
の
強
さ
に
よ
っ
て
他
の
多
く

の
学
校
の
如
く
合
併
さ
れ
る
と
い
う
運
命
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
名
称
こ
そ
変
遷
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
本
学

そ
の
も
の
の
内
容
は
少
し
も
変
わ
ら
ず
…
…
」（
加
茂
儀
一
「
序
文
」『
緑
丘
五
十
年
史
』、
昭
和
三
六
年
。）
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さ
ら
に
五
十
年
を
経
た
今
、
加
茂
学
長
の
思
い
は
、
な
お
一
層
強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
小
樽
高
商
の
開
学
を
起
点
と
し
、
小
樽
高
商
、

小
樽
経
専
そ
し
て
小
樽
商
大
の
同
窓
が
一
体
と
な
っ
て
歴
史
と
伝
統
を
引
き
継
ぎ
、
今
年
創
立
百
周
年
を
共
に
祝
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
大
い
に
誇
る
べ
き
で
す
。

開
学
時
す
で
に
校
舎
は
完
成
し
て
い
ま
し
た
が
、
教
授
、
生
徒
が
起
居
す
る
家
も
な
く
校
長
始
め
教
授
の
多
く
は
直
行
寺
と
い
う
寺

に
合
宿
し
、
生
徒
は
雨
天
体
操
場
を
仮
寄
宿
舎
と
し
て
梁
山
泊
の
ご
と
き
状
況
か
ら
本
学
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。
初
代
校

長
渡
邊
龍
聖
は
「
実
学
、
語
学
及
び
品
格
」
の
育
成
を
教
育
の
モ
ッ
ト
ー
に
掲
げ
、
小
樽
高
商
の
伝
統
の
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。
現
在

で
は
、
商
学
部
の
み
の
単
科
と
は
い
え
、
学
士
、
修
士
、
博
士
そ
し
て
専
門
職
学
位
（
Ｍ.

Ｂ.

Ａ.

）
の
全
て
の
種
類
の
学
位
を
授
与
で
き

る
、
わ
が
国
の
商
学
教
育
、
研
究
の
拠
点
大
学
と
し
て
発
展
し
て
き
て
い
ま
す
が
、「
実
学
、
語
学
及
び
品
格
」
の
育
成
と
い
う
教
育
の

モ
ッ
ト
ー
は
い
さ
さ
か
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
本
学
の
次
の
百
年
の
方
向
を
示
す
明
確
な
指
針
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
学
の
品
格
教
育
の
中
核
と
も
い
う
べ
き
学
生
寮
の
伝
統
も
、
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
智
明
寮
の
廃
寮
と
と
も
に
、
こ

の
四
半
世
紀
以
上
も
の
あ
い
だ
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
創
立
百
周
年
最
大
の
記
念
事
業
と
し
て
、
同
窓
会
で
あ
る
緑
丘
会
か
ら
資
金

の
手
当
て
を
含
め
た
熱
烈
な
御
支
援
を
頂
き
、
新
生
の
輝
光
寮
と
し
て
蘇
り
ま
し
た
。
寮
生
諸
君
が
旧
寮
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
、
そ
し

て
新
た
な
伝
統
を
築
い
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
こ
の
『
小
樽
商
科
大
学
百
年
史
』
は
、
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
百
周
年
記
念
事
業
委
員
会
の
も
と
に
あ
る
百
年
史
編
纂
室

に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
本
学
の
正
史
と
し
て
は
、
創
立
五
十
周
年
を
機
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
緑
丘
五
十
年
史
』
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
百
年
史
は
、
五
十
年
史
以
降
の
本
学
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
創
立
以
来
百
年
の
歴
史
を
現
在
の
地
点
か
ら
改
め
て
見
直
し
、

考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
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創
立
五
十
周
年
以
降
、
本
学
で
は
様
々
な
拡
充
改
組
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
が
行
わ
れ
、
ま
た
戦
後
の
学
制
改
革
以
来
最
大
の
改
革

と
い
わ
れ
る
国
立
大
学
の
法
人
化
と
い
う
、
本
学
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
大
き
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
、
あ
る
い

は
変
革
を
経
た
今
、
改
め
て
本
学
百
年
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
教
職
員
に
限
ら
ず
、
同
窓
、
学
生
、
教
育
関
係
者
に

と
っ
て
大
き
な
意
義
を
持
ち
ま
す
。
ま
た
、
広
く
日
本
史
研
究
、
世
界
史
研
究
へ
の
学
術
的
貢
献
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

歴
史
と
は
、
た
ん
に
過
去
の
出
来
事
の
記
録
で
は
な
く
、
未
来
へ
の
展
望
の
窓
口
で
も
あ
り
ま
す
。
私
自
身
、
学
生
部
長
等
の
管
理

的
業
務
に
就
い
て
以
来
、
迷
い
が
あ
る
と
き
に
は
、
ま
ず
『
緑
丘
五
十
年
史
』
を
紐
解
き
、
考
え
を
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
百
年
史
は
、

姉
妹
編
で
あ
る
写
真
集
と
と
も
に
、
さ
ら
に
頼
り
に
な
る
大
学
運
営
の
参
謀
役
と
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
本
学
関
係
者
の
全
て
に
と
っ

て
、
本
学
の
次
の
百
年
を
構
想
す
る
重
要
な
指
針
と
な
る
は
ず
で
す
。

お
り
し
も
今
年
は
、
東
日
本
大
震
災
、
そ
れ
に
と
も
な
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
と
、
わ
が
国
は
未
曾
有
の
困
難
に
直
面
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
世
界
史
的
に
み
て
も
類
を
見
な
い
被
害
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
日
本
と
い
う
国
の
在
り
方
も
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
幸
い
被
災
を
免
れ
た
本
学
も
、
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
の
流
れ
は
、
今
、
大
き
な
不
連
続
の
特
異
点
に
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
と
い
う
国
の
在
り
方
、
人
々
の
価
値
観
の
変
化
は
、
本
学
の
次
の
百
年
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
時
に
こ
そ
、
歴
史
は
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
ま
さ
に
本
書
の
刊
行
は
機
を
得
た
も
の
と
い
え

ま
す
。

本
書
は
、
百
年
史
編
纂
室
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
ま
し
た
が
、
通
史
は
荻
野
富
士
夫
教
授
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。
荻
野
教
授
の
史

学
に
関
す
る
高
い
学
識
と
、
本
学
へ
の
深
い
愛
情
が
、
本
書
の
完
成
へ
と
導
き
ま
し
た
。
荻
野
教
授
に
深
く
感
謝
し
ま
す
。
ま
た
、
個

別
史
を
執
筆
し
て
頂
い
た
先
生
方
、
執
筆
を
支
援
し
て
頂
い
た
百
年
史
編
纂
室
、
附
属
図
書
館
の
ス
タ
ッ
フ
、
そ
し
て
長
年
に
わ
た
り

百
年
史
編
纂
室
に
経
済
的
援
助
を
し
て
頂
い
た
緑
丘
会
に
篤
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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大
震
災
の
被
災
者
に
深
い
哀
悼
の
意
を
示
す
と
と
も
に
、
本
学
に
伝
わ
る
言
葉
「
北
に
一
星
あ
り
、
小
な
れ
ど
そ
の
輝
光
強
し
。」
の

ご
と
く
、
百
周
年
を
経
た
本
学
の
存
在
が
、
日
本
の
復
興
に
と
っ
て
、
北
に
輝
く
希
望
の
星
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
。

平
成
二
三
年
五
月
五
日



祝 辞

v

祝

辞

社
団
法
人
緑
丘
会

公
益
財
団
法
人
小
樽
商
科
大
学
後
援
会

理
事
長

齊

藤

愼

二

創
立
百
周
年
に
際
し
、
社
団
法
人
緑
丘
会
、
公
益
財
団
法
人
小
樽
商
科
大
学
後
援
会
を
代
表
し
、

お
祝
い
の
言
葉
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

我
々
の
母
校
で
あ
る
小
樽
商
科
大
学
は
、
幾
多
の
厳
し
い
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
緑
丘
に
集
う

人
々
の
叡
智
に
よ
り
、
そ
の
困
難
を
克
服
し
、
一
貫
し
て
建
学
の
精
神
を
尊
び
、
素
晴
ら
し
い
成
果

を
実
現
し
、
伝
統
を
輝
か
し
い
も
の
と
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
、
百
周
年
を
迎
え
る
こ
と
は
私
た
ち
同
窓
生
に
と
っ
て
も
大
い
な
る
喜
び
と
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
緑
丘
が
、
社
会
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
は
、
学
生
、
教
職
員
そ
し
て
同
窓
生
の
弛
ま
ぬ
研
鑽
の
結
果
で
あ
る
こ
と
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に
深
い
感
銘
を
覚
え
る
と
共
に
、
百
年
の
歴
史
の
重
さ
を
も
痛
感
い
た
し
ま
す
。

我
々
同
窓
生
は
、
母
校
と
は
断
ち
難
い
縁
が
あ
り
、
ま
さ
に
、
終
生
、
母
校
と
一
体
で
あ
り
ま
す
。

我
々
同
窓
生
は
、
尚
一
層
、
研
鑽
を
積
み
、
社
会
で
活
躍
す
る
こ
と
に
よ
り
、
緑
丘
の
評
価
を
さ
ら
に
高
め
て
い
き
た
い
と
考
え
ま

す
。一

方
、
母
校
の
学
生
が
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
多
く
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
母
校
が
さ
ら
に
発
展
す
る
た
め
に
は
、
社
会
に
有
為
な
人
材
を
養
成
し
、
加
え
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
お
け
る
尊
敬
さ

れ
る
リ
ー
ダ
ー
を
い
か
に
多
く
輩
出
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
社
会
は
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
向
か
う
の
か
？

あ
る
べ
き
社
会
は
ど
の
よ
う
な
社
会
な
の
か
？

ま
さ
に
、
こ
れ
か
ら
問
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
母
校
の
こ
れ
か
ら
の
百
年
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
時
に
、
私
た
ち
は
時
代
を
切
り
開
い
て
い
く
開
拓
者
と
し
て
、
建
学
の
精
神
に
思
い
を
致
し
、
そ
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
を
よ
り
高
め
る
こ
と
が
肝
要
と
思
い
ま
す
。

よ
く
言
わ
れ
て
い
る
言
葉
に
、
皆
さ
ん
ご
存
知
の
、「
実
学
、
語
学
及
び
品
格
」
ま
た
、「
北
に
一
星
あ
り
、
小
な
れ
ど
そ
の
輝
光
強

し
」
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
へ
向
け
て
、
も
っ
と
力
強
く
、
舵
を
切
り
、
改
革
の
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

現
在
、
小
樽
商
大
の
大
学
と
し
て
の
組
織
、
即
ち
、
四
学
科
体
制
の
学
部
、
そ
し
て
大
学
院
の
博
士
課
程
と
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
な

ど
は
整
備
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

今
、
そ
の
組
織
の
中
に
、
も
っ
と
熱
い
魂
を
し
っ
か
り
と
込
め
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

財
団
法
人
小
樽
商
科
大
学
後
援
会
は
、
公
益
性
の
観
点
に
立
ち
、
母
校
を
支
援
し
て
き
た
長
い
活
動
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
活

動
は
高
く
評
価
さ
れ
、
記
念
す
べ
き
百
周
年
の
年
に
、
公
益
財
団
法
人
へ
移
行
い
た
し
ま
し
た
。
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社
団
法
人
緑
丘
会
は
、
同
窓
生
の
交
流
の
輪
を
深
め
る
と
共
に
、
母
校
の
発
展
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
公
益
性
を
強
化

し
、
社
会
へ
貢
献
し
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
百
年
に
向
け
て
母
校
が
さ
ら
な
る
発
展
を
し
、
社
会
か
ら
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
を
心
か
ら
祈
念
し
、「
心
の
ふ
る
さ
と

緑
丘
よ
永
遠
な
れ
」
と
い
う
思
い
を
込
め
、
お
祝
い
の
言
葉
と
致
し
ま
す
。

二
〇
一
一
年
六
月
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凡

例

一

原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
る
。

二

史
料
中
の
歴
史
的
か
な
遣
い
や
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
、
原
文
の
ま
ま
引
用
す
る
。
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
適
宜
、
句
読
点
を
付

し
た
。

三

年
次
の
表
記
は
、
引
用
史
料
中
の
も
の
を
除
き
、
西
暦
に
統
一
す
る
。
各
小
見
出
し
中
、
そ
の
初
出
の
箇
所
に
、
一
九
一
一
（
明

治
四
四
）
年
の
よ
う
に
、（

）
内
に
元
号
を
記
し
た
。

四

『
緑
丘
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
は
一
つ
の
新
聞
と
二
つ
の
雑
誌
が
存
在
す
る
。
新
聞
『
緑
丘
』
は
、
そ
の
名
称
を
『
緑
丘
』、『
小

樽
高
商
緑
丘
新
聞
』、『
緑
丘
新
聞
』、『
北
方
経
済
月
報
』、『
小
樽
商
大
緑
丘
新
聞
』
な
ど
と
し
ば
し
ば
変
更
す
る
が
、
本
通
史
で
は

す
べ
て
『
緑
丘
』
で
統
一
し
、
号
数
・
刊
行
年
月
日
を
記
し
た
。
雑
誌
は
い
ず
れ
も
同
窓
会
誌
で
、
一
つ
は
か
つ
て
関
西
支
部
に
よ
っ

て
発
行
さ
れ
て
い
た
も
の
、
も
う
一
つ
は
緑
丘
会
本
部
に
よ
っ
て
現
在
刊
行
中
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
蟇
目
英
三
氏
の
献
身
的
編

集
に
よ
る
も
の
で
、
一
九
六
三
年
か
ら
七
三
年
ま
で
全
八
八
号
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
通
史
で
は
、
前
者
を
〔
蟇
目
版
〕
と
表
記
し
た
。

五

本
通
史
の
執
筆
は
、
荻
野
富
士
夫
が
担
当
し
た
。
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