
　

ど
ん
な
に
算
数
が
い
や
で
も
あ
と
少

し
辛
抱
す
れ
ば
休
み
時
間
。
ベ
ル
が
鳴
る

と
同
時
に
真
っ
先
に
外
に
飛
び
出
し
て
、

さ
っ
き
の
ゲ
ー
ム
の
続
き
│
│
勉
強
よ

り
も
遊
び
の
思
い
出
の
方
が
多
い
小
学
校

時
代
。
い
ま
あ
る
私
の
原
点
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
い
や
、
そ
れ

で
は
あ
ま
り
に
も
遊
ん
で
ば
か
り
い
た
？

　

あ
の
時
代
が
育
ん
で
く
れ
た
も
の
を
い

つ
ま
で
も
大
切
に
。

歴
史
は
い
つ
も
未
来
へ
の
み
ち
し
る
べ
で
す
。

世
の
中
の
進
む
ス
ピ
ー
ド
と
自
分
の
生
き
て
い
く
ペ
ー
ス
が
、

少
し
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
な
と
感
じ
始
め
た
ら
、

思
い
出
カ
ー
ド
を
一
枚
一
枚
め
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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札
幌
っ
子
で
も
お
そ
ら
く
三
十
代
半
ば
か
ら
下
の
人
は
、

定
山
渓
鉄
道
と
い
っ
て
も
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
白
石
と

定
山
渓
の
間
を
豊
平
川
に
沿
っ
て
、
大
正
七
年
（
一
九
一

八
）
十
月
に
走
り
始
め
、
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）

十
月
、
五
十
一
年
の
歴
史
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
は
豊
羽
鉱
山
の
鉱
石
の
運
搬
、
一
帯
の
森
林

か
ら
の
木
材
の
切
り
出
し
、
そ
し
て
定
山
渓
温
泉
へ
の
観

光
客
の
誘
致
を
目
的
に
レ
ー
ル
が
敷
か
れ
た
も
の
で
す
が
、

沿
線
住
民
の
足
と
し
て
、
あ

る
い
は
札
幌
市
民
の
さ
さ
や

か
な
レ
ジ
ャ
ー
の
友
と
し
て

も
、
愛
着
を
持
っ
て
利
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

定
鉄
の
思
い
出
│
│
。

「
平
岸
付
近
を
走
る
と
き

は
リ
ン
ゴ
に
手
が
届
き
そ
う

だ
っ
た
ね
」

「
山
菜
採
り
で
よ
く
行
っ
た

の
は
滝
の
沢
駅
だ
っ
た
か
な

あ
。
キ
ノ
コ
採
り
に
も
行
っ

た
し
」

「
小
金
湯
駅
が
な
つ
か
し
い
。
渓
流
釣
り
に
行
っ
て
、
ひ

と
風
呂
浴
び
て
…
…
」

「
定
鉄
と
い
え
ば
や
っ
ぱ
り
十
五
島
公
園
で
し
ょ
う
、
炊

事
遠
足
の
思
い
出
。
藤
ノ
沢
駅
で
降
り
て
細
い
道
を
伝
っ

た
こ
と
も
あ
っ
た
し
」

「
定
鉄
っ
て
、
札
幌
駅
か
ら
乗
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
け

れ
ど
…
…
」
（
多
く
の
人
は
豊
平
駅
で
の
乗
降
が
記
憶
に

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
昭
和
三
十
八
年
か
ら
は
国
鉄

札
幌
駅
か
ら
も
乗
り
降
り
で
き
ま
し
た
）

　

こ
う
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
定
鉄
の
運
命
を
決

め
た
の
は
、
や
は
り
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
に
よ

る
利
用
客
の
減
少
。
加
え
て
道
警
か
ら
は
、
主
要
道
路
と

交
差
し
て
い
る
多
く
の
踏
切
が
事
故
の
元
と
改
善
を
要
求

さ
れ
た
こ
と
。
さ
ら
に
札
幌
市
か
ら
は
、
地
下
鉄
建
設
の

た
め
に
平
岸
│
真
駒
内
間
（
現
南
北
線
高
架
部
分
）
の

買
収
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
た
。

　

国
鉄
か
ら
の
借
り
物
の
蒸
気
機
関
車
で
ス
タ
ー
ト
し
、

や
が
て
電
化
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
と
時
代
の
流
れ
に
は
対
応
し

て
き
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け

て
は
高
度
経
済
成
長
の
真
っ
た
だ
中
。
そ
の
ス
ピ
ー
ド
に

は
勝
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

定鉄廃止当時の路線図
昭和30年、石山付近を走る定鉄（札幌市写真ライブラリーから）

現存する唯一の駅舎、旧石切山駅
現在は石山商工振興会館に

の
ん
び
り
、
ほ
の
ぼ
の
│
│
ロ
ー
カ
ル
線
の

味
わ
い
は
ど
な
た
も
ご
存
じ
。

で
も
、
い
つ
も
採
算
性
と
い
う
名
の
逆
風
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
は
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
す
。

百
八
十
万
人
都
市
に
ふ
く
ら
ん
だ
札
幌
に
も
、

か
つ
て
そ
ん
な
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
名
は
定
鉄
（
じ
ょ
う
て
つ
）
。

半
世
紀
も
走
っ
た
ロ
ー
カ
ル
線

札
幌
市
民
に
も
思
い
出
い
っ
ぱ
い

定
山
渓
鉄
道

※
参
考
文
献
（
路
線
図
と
も
）　

「
南
区
の
あ
ゆ
み
」
／
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
11

「
札
幌
の
駅
」
／
同
59
「
定
山
渓
温
泉
」

過ぎ去った歴史のひとこまが、
「現在」に語りかけてくるものに
耳を澄まして……。

旧豊平駅。現在はじょうてつ本社



業
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
と
い
う

老
舗
な
の
に
、
何
と
た
く
さ
ん
の
色

が
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
二
階
建
て
、

ガ
ラ
ス
張
り
の
店
内
に
は
、
国
内
外
の
あ
ら
ゆ

る
種
類
の
自
転
車
が
所
狭
し
と
並
ん
で
い
ま
す
。

　

社
長
の
小
野
盛
秀
さ
ん（
六　

　

一

）が
そ
れ
ま
で

の
勤
め
を
辞
め
て
、
創
業
者
で
あ
る
父
の
仕
事

を
兄
弟
と
手
伝
い
始
め
た
の
は
昭
和
三
十
八
年
。

兄
た
ち
が
自
動
車
の
整
備
工
場
な
ど
に
経
営
を

広
げ
る
一
方
で
、
意
を
強
く
し
て
い
っ
た
の
が

「
自
転
車
の
人
気
を
高
め
る
に
は
、
競
技
人
口

を
増
や
す
し
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

そ
れ
に
は
走
る
場
所
、
大
会
の
機
会
を
も
っ

と
つ
く
ら
な
け
れ
ば
│
│
「
そ
ろ
そ
ろ
辞
め

る
と
き
」
と
い
う
札
幌
自
転
車
競
技
連
盟
理
事

長
の
就
任
が
昭
和
五
十
五
年
。
今
年
か
ら
は

道
連
盟
の
理
事
長
に
も
就
任
し
ま
し
た
。
そ
し

て
大
役
は
十
六
回
を
数
え
る
ツ
ー
ル
・
ド
・
北

海
道
国
際
大
会
の
ア
ピ
ー
ル
パ
ネ
ル
（
審
判
）。

町
の
自
転
車
屋
さ
ん
の

信
念
が
、
北
海
道
の
自

転
車
競
技
界
を
支
え
る

太
い
柱
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
六
年
、
店
舗
が

北
一
条
通
り
か
ら
現
在

の
北
二
条
に
移
っ
た
の

を
機
会
に
、
兄
弟
で
会

社
を
分
け
て
こ
ち
ら
の

社
長
に
。
若
い
六
人
の

従
業
員
と
と
も
に「（
需

要
の
な
く
な
る
）
冬
は

耐
え
る
」
と
き
っ
ぱ
り
。「
気
力
、
体
力
を
養

う
と
同
時
に
絶
え
ざ
る
勉
強
」
で
す
。
冬
期
間

は
週
二
日
の
休
み
で
す
が
、
三
月
中
旬
か
ら
五

月
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
ま

で
は
休
み
な
し
。
新
車
の
組
立

て
、
納
品
に
汗
を
流
し
ま
す
。

　

自
転
車
の
魅
力
と
は
。「
不

安
定
な
乗
り
物
な
の
に
、
人
力

で
走
る
世
界
最
速
の
乗
り
物
。

奥
が
深
い
ん
で
す
よ
」（
小
野

さ
ん
）。

幌
の
仏
壇
製
造
は
、
外
山
隆
蔵
が
明

治
三
十
八
年
に
製
造
し
た
の
が
は
じ

ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
│
│
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫

（
27
職
人
物
語
）
の
こ
ん
な
一
節
に
引
か
れ

て
、
二
条
市
場
に
ほ
ど
近
い
店
舗
を
訪
ね
る
と
、

柔
和
な
笑
顔
で
迎
え
て
く
れ
た
の
が
三
代
目
の

外
山
隆
幸
さ
ん（
五　

　

五

）で
す
。
聞
け
ば
隆
蔵
さ
ん

は
祖
父
。
冒
頭
の
記
述
よ
り
一
年
早
い
明
治

三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
新
潟
か
ら
来
道
し

て
、
こ
の
場
所
で
創
業
し
た
そ
う
で
す
。

　

隆
幸
さ
ん
が
十
歳
の
と
き
に
父
が
他
界
。
そ

の
後
は
母
が
店
を
切
り
盛
り
す
る
の
を
見
て
き

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
学
業
を
終
え
る
と
迷
わ
ず

後
継
者
の
道
へ
。
二
十
二
歳
で
本
州
へ
仏
壇
製

造
の
修
業
に
出
ま
し
た
。
そ
し
て
自
ら
製
造
・

販
売
に
携
わ
っ
て
す
で
に
三
十
年
と
の
こ
と
。

　

仏
壇
製
造
は
彫
刻
、
塗
り
、
金
ぱ
く
、
金
具

と
い
っ
た
工
程
に
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
職
人
が
い

て
、
こ
ち
ら
で
は
札
幌
で
も
数
少
な
く
な
っ
た

人
た
ち
と
注
文
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い

え
近
年
の
主
流
は
販
売
、
そ
れ
に
〝
お
洗
濯
〞
。

　

仏
壇
の
タ
イ
プ
は
大
き
く
分
け
て
金
仏
壇
、

唐
木
仏
壇
、
現
代
仏
壇
の
三
種
類
が
あ
り
、
全

国
各
地
で
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
は
海
外

で
大
量
生
産
さ
れ
た
も
の
も
出
回
り
、
安
売
り

合
戦
の
様
相
も
。
隆
幸
さ
ん
は
「
安
け
れ
ば
い

い
の
な
ら
、
他
の
生
活
用
品
と
同
じ
じ
ゃ
な
い

で
し
ょ
う
か
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
ま
す
。

　

お
洗
濯
と
い
う
の
は
、

古
く
な
っ
た
仏
壇
を
分

解
し
て
の
大
修
理
。
漆

を
塗
り
直
し
た
り
金
ぱ

く
を
張
り
直
し
た
り
し

て
再
び
組
立
て
ま
す
。

こ
の
作
業
の
喜
び
の
一

つ
は
、
祖
父
や
父
の
作

っ
た
仏
壇
と
出
会
う
こ

と
。
よ
い
も
の
を
作
り

続
け
な
け
れ
ば
と
励
ま

さ
れ
る
ひ
と
と
き
で
す
。

　

職
人
の
減
少
や
安
い
商
品
の
流
通
で
、
宗
旨

に
よ
る
仏
壇
の
作
法
の
違
い
を
知
る
人
も
ま
た

減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
形
式
に
も
詳
し

く
、
さ
ら
に
寺
院
の
仏
具
の
修
理
も
手
が
け
て

い
る
と
い
う
隆
幸
さ
ん
。
生
き
字
引
と
い
う
に

は
ま
だ
お
若
い
年
齢
で
す
が
、
い
つ
ま
で
も
文

化
を
継
承
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

来
た
道
、

行
く
道
。

様
々
な
先
達
が
い
る
か
ら
こ
そ

二
十
一
世
紀
が
あ
る
ん
だ
よ
│
│

ス
ロ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
。

（

）

自転車と関連のグッズで色とりどりの店内

通りに面した部分はガラス張り
関心のある人は必ず足を止める

様々な仏壇、仏具が並べられた店
内。質問にも丁寧に答えてくれる

もともと職人の街として発展して
きた界わいに創業100年のノレン

あ
と
二
年
で
、

店
舗
も
同
じ
場
所
で

創
業
百
年

外
山
隆
幸
さ　
　

ん　
札
幌
市 

外
山
仏
檀
店

競
技
人
口
を

増
や
し
た
い
一
念
、

国
際
大
会
を
支
え
る

小
野
盛
秀
さ　
　

ん

本欄への自薦、他薦を
お待ちしております。

創

札

札
幌
市

サ
イ
ク
ル
小
野
サ
ッ
ポ
ロ



相談室 
本・づ・く・り ここで

べ
る

調

　

著
者
は
明
治
四
十
一
年
生
ま

れ
、
九
十
四
歳
。
病
床
に
あ
っ
て

癌
と
闘
っ
て
い
ま
す
。

　

タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
す
で
に
句
集
「
傘
寿
」（
平

成
二
年
）、「
米
寿
」（
同
八
年
）

を
上
梓
し
て
お
り
、
葦
牙
同
人
の

重
鎮
と
し
て
の
集
大
成
と
い
っ
た

趣
が
あ
り
ま
す
。
題
材
は
年
齢
を

重
ね
る
に
し
た
が
っ
て
自
由
奔
放

に
。
か
わ
い
い
孫
へ
の
愛
情
や
老

妻
へ
の
い
た
わ
り
を
詠
む
句
も
目

立
ち
ま
す
。

　

葱
刻
み
吾
よ
り
長
く
妻
生
き
よ

　

み
た
ら
し
に
木
の
葉
一
枚
神
無

月
　

中
江
良
夫
は
室
蘭
出
身
で
昭
和

六
十
一
年
、
七
十
五
歳
で
他
界
し

た
脚
本
家
。
戦
前
か
ら
昭
和
四
十

年
代
に
か
け
て
、
舞
台
や
放
送
劇

の
脚
本
を
一
千
本
近
く
書
い
て
い

ま
す
。
編
者
の
一
原
氏
は
よ
く
知

ら
れ
た
版
画
家
。
青
春
時
代
に
二

人
は
小
樽
で
親
交
を
結
ん
で
お
り
、

無
二
の
親
友
で
し
た
。

　

放
送
脚
本
二
編
と
短
文
が
納
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
放
送
劇
は
ま

さ
に
想
像
力
を
喚
起
し
て
く
れ
ま

す
。
表
題
作
「
星
置
ノ
瀧
」
も
友

情
に
つ
い
て
述
べ
た
佳
編
。

　

よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
に
本

づ
く
り
の
楽
し
さ
を
味
わ
っ
て

い
た
だ
こ
う
と
ス
タ
ー
ト
し
た

「
本
づ
く
り
お
し
ゃ
べ
り
会
」
。

第
二
回
が
九
月
二
十
八
日
に
、

第
三
回
が
十
月
十
九
日
に
、

印
刷
紙
工
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

ど
ち
ら
も
近
隣
地
域
か
ら

ご
参
加
い
た
だ
い
た
少
人
数

の
集
ま
り
で
し
た
が
、
二
時

間
近
く
の
ア
ド
バ
イ
ス
・
質

疑
応
答
を
熱
心
に
聞
い
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
年
の
夏
に
始
め
た
さ
さ
や

か
な
試
み
で
す
が
、
三
回
の
開

催
で
本
年
は
終
了
。
少
し
で
も

大
き
な
広
が
り
に
期
待
し
て
今

後
も
、
新
し
い
企
画
を
盛
り
込

ん
で
い
く
所
存
で
す
。
ご
案
内

の
折
は
皆
さ
ん
お
誘
い
合
わ
せ

の
上
、
ご
参
加
下
さ
い
。

　

■
本
づ
く
り
の
無
料
相
談
を

承
り
中　

印
刷
紙
工
と
編
集
工

房
・
海
で
は
常
時
、
本
づ
く
り

の
無
料
相
談
を
承
っ
て
お
り
ま

す
。
お
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。

　

■
〝
出
前
〞
し
ま
す　

五
人

以
上
の
お
集
ま
り
で
会
場
を
ご

用
意
い
た
だ
け
れ
ば
、
日
時
等

を
ご
相
談
の
上
、
印
刷
紙
工
担

当
者
と
編
集
者
が
お
伺
い
し
て
、

本
づ
く
り
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い

た
し
ま
す
。

　

■
記
念
誌
づ
く
り
も
お
手
伝

い　

企
業
や
団
体
の
節
目
の
設

立
周
年
（
二
十
周
年
、
三
十
周

年
…
）
に
ち
な
ん
だ
記
念
誌
づ

く
り
も
お
手
伝
い
い
た
し
ま
す
。

企
画
か
ら
承
り
ま
す
。

　

■
小
紙
を
お
送
り
し
ま
す　

小
紙
を
ご
希
望
の
方
に
は
、
定

期
的
に
無
料
で
お
送
り
し
て
お

り
ま
す
。
印
刷
紙
工
ま
で
お
申

し
込
み
を
。

　

自
分
の
生
い
立
ち

を
書
く
と
き
に
、
あ

る
い
は
青
壮
年
期
の

貴
重
な
体
験
の
補
足

と
し
て
、
関
連
地
域
の
歴
史
や
公

文
書
な
ど
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
資
料

を
中
心
に
二
十
四
万
点
も
の
文
書

や
記
録
を
所
蔵
し
て
い
る
の
が
、

道
庁
赤
レ
ン
ガ
庁
舎
内
に
あ
る
道

立
文
書
館
で
す
。

　

例
え
ば
先
祖
の
北
海
道
へ
の
入

植
状
況
や
、
か
つ
て
暮
ら
し
た
こ

と
の
あ
る
樺
太
の
こ
と
を
調
べ
る

と
い
う
と
き
に
役
立
つ
は
ず
。

　

閲
覧
室
は
閉
架
式
で
す
の
で
、

目
録
カ
ー
ド
で
見
た
い
も
の
を
探

し
て
係
員
に
請
求
し
ま
す
が
、
わ

か
り
に
く
い
と
き
に
は
直
接
、
カ

ウ
ン
タ
ー
で
問
い
合
わ
せ
を
。

　

文
書
、
資
料
類
ば
か
り
で
な
く

一
般
図
書
、
年
鑑
類
、
新
聞
な
ど

も
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
調
べ

物
も
も
ち
ろ
ん
Ｏ
Ｋ
。
文
書
の
写

真
撮
影
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の

コ
ピ
ー
も
で
き
ま
す
。
静
か
な
環

境
が
魅
力
。

　

●
所
在
地
／
中
央
区
北
四
条
西

六
丁
目
赤
レ
ン
ガ
庁
舎
内

　

●
電
話
／
二
三
一
│
四
一
一
一

自分史の構想を練ってい

くうちに、我ながら面白

い本になりそうな気がしてきま

した。より多くの人に読んでも

らうために書店に並べたいと思

いますが、どうすればよいので

しょうか。

個人的に知り合いででも

あれば別ですが、まず書

店に置いてもらうということは

不可能に近いことです。

　本の流れは、出版社→取次会

社→書店というルートをたどり

ます。そのために出版社は取次

会社に取引口座を持っており、

図書コード（ＩＳＢＮ…）も取

得しています。

　もっとさかのぼれば、本が商

品として売れなければなりませ

んから、出版社はその企画・編

集・販売に当たって綿密なプラ

ンを練っているのです。そんな

たくさんの本と自分史が、書店

という同じ土俵に上がるのが見

当違いということです。

　どうしても本屋で売りたいと

いうなら、自分史でなくもっと

話を絞って、最近よく広告を目

にする「あなたの原稿を本にし

ます」という出版社にでも相談

してみるとよいでしょう。

Q

A

「
本
づ
く
り
お
し
ゃ
べ
り
会
」

今
年
は
三
回
開
催
で
終
了

短信

自分史を
書店に並べたいが
どうすれば……

星
置
ノ
瀧

中
江
良
夫
著

一
原
有
徳
編

句
集 

米
寿
以
後

高
瀨　

白
洋

北
海
道
に
関
す
る

資
料
二
十
四
万
点

北
海
道
立
文
書
館
（
も
ん
じ
ょ
か
ん
）
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