
　

人
の
住
む
と
こ
ろ
、
市
街
地
が
歳
月
と

と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
の
を
止
め
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
で
も
古
い
家
並
み
の
残

る
町
を
歩
く
と
、
そ
の
何
と
も
い
え
な
い

風
情
に
心
が
な
ご
む
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う

か
。
け
っ
し
て
懐
古
趣
味
で
は
な
く
、
変

わ
ら
ぬ
こ
と
の
大
切
さ
も
教
え
て
く
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
効
率
ば
か
り

優
先
す
る
の
を
見
直
し
た
ら
│
│
そ
ん
な

呼
び
か
け
に
も
聞
こ
え
ま
す
。

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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明
治
以
来
、
国
策
に
よ
る
開
発
が
進
め
ら
れ

た
北
海
道
。
戦
後
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
本
州
・

中
央
か
ら
の
自
立
が
叫
ば
れ
、
た
く
さ
ん
の
試

み
が
生
ま
れ
て
は
消
え
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し

て
こ
の
二
十
一
世
紀
初
頭
、
北
海
道
経
済
は
ど

ん
底
で
す
。
こ
ん
な
と
き
に
こ
そ
思
い
起
こ
し

た
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ス
ピ
リ
ッ
ト

─
─

北
海

道
百
年
記
念
祝
典
は
道
民
あ
げ
て
、
そ
の
た

く
ま
し
さ
を
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
日
で
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

天
皇
・
皇
后
両
陛
下
、
そ
し
て
佐
藤
栄
作
内

閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
を
迎
え
、
式
典
の
模
様

は
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
全
国
放
映
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
同
年
十
月
の
国
に
よ
る

明
治
百
年
式
典
が
地
味
に
み
え
る
ほ
ど
盛
大
で

し
た
。

　

式
典
と
同
時
に
様
々
な
事
業
も
行
わ
れ
ま
し

た
。
現
在
の
七
稜
星
の
道
章
・
道
旗
の
制
定
。

道
庁
新
庁
舎
の
建
設
。
屋
上
八
角
塔
を
再
現
し

て
の
赤
レ
ン
ガ
庁
舎
復
元
。
開
拓
記
念
館
と
百

年
記
念
塔
の
同
年
着
工
な
ど
で
す
。
ま
た
祝
典

に
間
に
合
う
よ
う
に
と
、
本
道
初
の
国
鉄
（
Ｊ

Ｒ
）電
化
が
小
樽

─

滝
川
間
で
実
現
し
ま
し
た
。

　

す
で
に
四
年
後
の
札
幌
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

開
催
が
決
定
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
諸
施
設

の
建
設
開
始
が
翌
四
十
四
年
。
札
幌
市
営
地
下

鉄
の
建
設
は
こ
の
年
六
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
二
年
後
は
大
阪
万
博
。
ま
さ
に
高
度
経
済

成
長
の
ピ
ー
ク
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

祝
典
に
当
た
っ
て
各
界
か
ら
た
く
さ
ん
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
木
村
武

雄
道
開
発
庁
長
官
（
同
）
は
「
二
十
一
世
紀
に

は
躍
進
す
る
日
本
列
島
の
頭
部
に
立
つ
」
だ
ろ

う
と
。
特
に
本
道
と
縁
の
深
い
本
州
九
県
の
知

事
に
は
、
伝
書
バ
ト
を
飛
ば
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
依
頼
し
、
同
じ
く
伝
書
バ
ト
で
祝
辞
が
送
ら

れ
て
き
ま
し
た
。そ
の
中
で
富
山
県
知
事
は「
日

本
の
青
春
・
北
海
道
、
そ
し
て
雄
大
な
潜
在

力
に
富
む
北
海
道

─
─

こ
の
百
年
の
歩
み
が

二
十
一
世
紀
の
北
海
道
を
築
く
糧
と
な
り
ま
す

よ
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

全
国
か
ら
募
集
し
た
テ
ー
マ
ス
ロ
ー
ガ
ン
は

木
更
津
市
の
主
婦
の「
風
雪
百
年　

輝
く
未
来
」

に
。そ
の
輝
く
未
来
の
二
十
一
世
紀
に
あ
っ
て
、

北
海
道
は
日
本
の
頭
脳
、
日
本
の
青
春
た
り
え

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

  

札
幌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
前
夜

  

輝
く
未
来
へ

あ
ふ
れ
る
活
気

雨が降ったり止んだりの札幌市円山陸上競技場は人、人、人で埋めつくされた
(写真上３枚は「北海道百年記念事業の記録」から複写)

ファンファーレと合唱で開幕

今
年
は
明
治
で
い
え
ば
百
三
十
五
年
で
す
か
ら

あ
れ
か
ら
三
十
五
年

一
地
方
自
治
体
で
こ
ん
な
イ
ベ
ン
ト
が

よ
く
可
能
だ
っ
た
も
の
で
す

そ
れ
だ
け
北
海
道
に
も
活
気
が
あ
ふ
れ
て
い
た

─
─

昭
和
四
十
三
年
九
月
二
日

札
幌
市
円
山
陸
上
競
技
場
に
四
万
人
が
参
列
し
て

北
海
道
百
年
記
念
祝
典
が
行
わ
れ
ま
し
た

北
海
道
百
年
記
念
祝
典

※参考文献／「いしかり渡船場物語」（石狩町郷土研究会）

開拓功労者の銅像も建立
写真は大通西10丁目の黒田清隆像

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……。

〝

〞

道本庁舎の新築工事中に開拓史札幌
本庁の本庁舎跡地が発見された



民
の
暮
ら
し
と
と
も
に
歩
む
地
域
の

小
売
店
が
代
々
、
家
業
を
継
承
し
て

い
く
の
は
大
変
な
こ
と
で
す
。
祖
父
松
次
郎
さ

ん
が
三
十
歳
の
と
き
に
現
在
地
で
創
業
し
て

六
十
七
年
と
い
う
西
山
ふ
と
ん
店
。
一
昨
年
、

正
式
に
三
代
目
を
継
い
だ
西
山
俊
行
さ
ん

（
三　

　

八

）
で
す
。

　

今
で
は
全
国
に
定
着
し
た
ふ
と
ん
の
丸
洗

い
の
元
祖
、
札
幌
で
は
こ
こ
だ
け
と
い
う
自
社

で
綿
を
洗
っ
て
か
ら
の
打
ち
直
し
│
│
消
費

者
の
様
々
な
要
求
に
応
え
、
し
か
も
紹
介
客
が

多
い
の
は
ま
さ
に
老
舗
の
誠
実
な
仕
事
ゆ
え
。

　

し
か
し
信
用
だ
け
で
は
続
け
ら
れ
な
い
の

も
ま
た
事
実
。「
自
転
車
に
リ
ヤ
カ
ー
で
三
日

か
け
て
厚
田
や
浜
益
に
商
売
に
行
っ
た
祖
父

の
時
代
と
は
違
っ
て
当
然
で
す
。
大
事
な
の
は

企
業
と
し
て
の
永
続
性
で
し
ょ
う
」
と
西
山
さ

ん
。
す
で
に
視
野
に
入
っ
て
い
る
新
し
い
事
業

展
開
は
介
護
部
門
。
寝
た
き
り
の
お
年
寄
り
に
、

き
れ
い
な
ふ
と
ん
に
寝
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
願
い
か
ら
で
す
。

　

商
売
の
原
点
は
、
大
学
卒
業
後
四
年
間
の
、

名
古
屋
の
問
屋
で
の
体

験
。
そ
し
て
そ
の
修
業

中
に
八
十
六
歳
で
亡
く

な
っ
た
祖
父
に
教
わ
っ

た
こ
と
で
す
。「
ふ
と
ん

に
は
こ
だ
わ
る
な
。
商

い
を
通
じ
て
人
に
か
わ

い
が
っ
て
も
ら
え
」
と

い
う
言
葉
は
今
で
も
忘

れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

現
在
の
店
舗
も
〝
三

代
目
〞
。
創
業
当
時
の

店
舗
と
前
店
舗
の
写
真
を
店
内
に
掲
げ
て
い

る
の
は
、
早
く
に
父
を
失
っ
て
、
二
代
目
の
叔

父
や
母
親
な
ど
こ

こ
ま
で
店
の
歴
史

を
支
え
て
く
れ
た

人
た
ち
へ
の
、
感

謝
の
気
持
ち
の
現

わ
れ
で
し
ょ
う
。

（
東
区
北
十
六
条
東

一
丁
目
）

ば
屋
の
前
を
通
っ
た
と
き
に
、
ダ
シ
を

と
っ
て
い
る
よ
い
匂
い
。
カ
ツ
オ
節
に

ソ
ウ
ダ
節
や
サ
バ
節
を
混
ぜ
た
も
の
で
す
。
富

樫
政
雄
商
店
は
こ
う
し
た
業
務
用
の
削
り
節
を

作
り
続
け
て
五
十
三
年
。
今
は
二
代
目
の
富
樫

邦
彦
さ
ん（
五　

　

八

）が
取
り
仕
切
っ
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
ダ
シ
に
は
そ
れ
ほ
ど
気
を
遣
っ
て

い
な
か
っ
た
北
海
道
。
創
業
の
昭
和
二
十
年
代

半
ば
頃
は
、
四
国
あ
た
り
の
サ
バ
、
ム
ロ
ア
ジ
、

イ
ワ
シ
と
い
っ
た
混
合
削
り
節
が
花
カ
ツ
オ
と

し
て
売
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
先

代
が
「
生
活
の
た
め
に
何
か
新
し
い
仕
事
を
」

（
富
樫
さ
ん
）
と
始
め
た
と
こ
ろ
、
と
て
も
珍

し
が
ら
れ
、
ま
た
重
宝
さ
れ
た
と
の
こ
と
。

　

カ
ツ
オ
節
と
い
っ
て
も
種
類
が
多
く
、
カ
ツ

オ
を
煮
熟
・
焙
乾
し
、
天
日
干
し
で
カ
ビ
を
付

け
た
本
節
、
カ
ビ
を
付
け
な
い
荒
節
、
そ
し
て

本
節
よ
り
少
し
小
型
の
カ
ツ
オ
で
作
っ
た
亀
節

が
一
般
的
。
削
り
節
は
こ
の
ほ
か
、
ソ
ウ
ダ
ガ

ツ
オ
、
サ
バ
、
ム
ロ
ア
ジ
、
イ
ワ
シ
か
ら
も
。

主
な
産
地
は
土
佐
、
枕
崎
、
焼
津
な
ど
で
す
。

　

最
近
は
得
意
先
の
厳
し
い
状
況
も
伝
わ
っ
て

き
ま
す
が
、
「
味
の
わ
か
っ
た
人
か
ら
は
お
い

し
い
、
全
然
違
う
と
い
う
評
価
は
変
わ
り
ま
せ

ん
」
と
富
樫
さ
ん
。
大
手
は
向
こ
う
で
削
っ
て

持
っ
て
く
る
。
こ
ち
ら
は
削
っ
て
す
ぐ
の
も
の

が
口
に
。
違
い
は
言
わ

ず
も
が
な
で
し
ょ
う
。

　

工
場
で
小
売
り
も
し

て
い
ま
す
が
、
某
老
舗

デ
パ
ー
ト
地
下
の
お
茶

売
り
場
で
そ
っ
と
カ
ツ

オ
節
を
頼
む
と
、
奥
か
ら
白
い
袋
に
入
っ
た
こ

ち
ら
の
製
品
が
出
て
き
ま
す
。
ま
さ
に
品
質
の

確
か
さ
を
証
明
す
る
も
の
で
は
。
日
本
古
来
の

食
文
化
の
将
来
に
、
悲
観
材
料
は
あ
ま
り
な
い

よ
う
で
す
。

（
豊
平
区

平
岸
一
条

九
丁
目
）

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
。

（

）

平成元年に新装になった3代目の
店舗ビル。下はカラフルな店内

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

削り節を作る年季の入った
自動回転式カンナ

屋上には「鰹」の
大きな文字が

鰹か
つ
お
ぶ
し節

削
っ
て
半
世
紀

老
舗
デ
パ
ー
ト
も

認
め
た
品
質

富
樫
邦
彦
さ　
　

ん　
札
幌
市 

富
樫
政
雄
商
店

創
業
祖
父
は

リ
ヤ
カ
ー
で
営
業
、

三
代
目
は
介
護
視
野
に

西
山
俊
行
さ　
　

ん

本欄への自薦、他薦を
お待ちしております。

市

そ

札
幌
市 

西
山
ふ
と
ん
店

右から本節、荒節、
ソウダ節、サバ節、ムロ節



相談室 
本・づ・く・り ここで

べ
る

調

　

再
興
と
い
う
か
た
ち
で
昭
和

五
十
五
年
に
発
足
し
た
と
い
う
斜

里
町
清
里
町
の
山
魚
吟
社
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
代
表
、
農
業
、
主
婦
な

ど
の
会
員
七
人
が
、
昨
年
急
逝
し

た
原
汀
歩
主
宰
を
し
の
ん
で
上
梓

し
た
も
の
で
す
。

　
「
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
町
に

芸
術
文
化
の
灯
を
炎
や
し
つ
づ
け

る
た
め
に
、
さ
ら
な
る
精
進
を
期

し
て
お
り
ま
す
」（
河
口
の
ぼ
る
）

と
。

　

知
床
の
空
か
た
む
け
て
秋
高
し

　

原
汀
歩

　

ざ
っ
と
四
百
字
詰
原
稿
用
紙

四
百
枚
を
超
え
よ
う
か
と
い
う
ま

さ
に
波
乱
に
満
ち
た
自
分
史
。

　

著
者
は
給
食
・
外
食
部
門
で
急

成
長
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
、ど
う
き
ゅ

う
の
会
長
。
京
都
生
ま
れ
で
応
召

後
、
北
九
州
、
広
島
の
前
半
生
、

そ
し
て
後
半
の
札
幌
と
人
生
の
ス

テ
ー
ジ
は
目
ま
ぐ
る
し
い
も
の
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
心
を
打
た
れ

る
の
が
、
生
き
る
た
め
に
貧
困
や

家
族
の
病
と
闘
う
姿
で
し
ょ
う
。

　

何
度
も
こ
れ
ま
で
か
と
い
う
場

面
を
乗
り
切
っ
て
、
北
海
道
給
食

セ
ン
タ
ー
を
今
日
の
ど
う
き
ゅ
う

に
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
小

説
さ
な
が
ら
で
す
。

　

北
九
州
市
が
毎
年
募
集
し

て
い
る
自
分
史
文
学
賞
。
十
三

回
目
の
昨
年
の
応
募
点
数
は

三
百
六
十
点
と
の
こ
と
。
こ
の
う

ち
男
性
は
二
百
六
十
一
点
、
女
性

九
十
九
点
。
年
齢
も
幅
広
く
最

低
二
十
歳
、
最
高
九
十
一
歳
。

北
海
道
か
ら
は
九
点
の
応
募

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

で
も
賞
の
名
前
、
四
百
字

詰
め
原
稿
用
紙
二
百
枚
以
上

と
い
う
条
件
な
ど
、
書
き
慣

れ
た
人
か
、
波
乱
に
富
ん
だ

人
生
だ
っ
た
人
か
、
そ
ん
な
人

で
な
け
れ
ば
と
い
う
印
象
も
な
い

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
づ
く
り
は
も
っ
と
気
軽
で
い

い
は
ず
で
す
。
そ
し
て
極
端
に
い

え
ば
、
ど
ん
な
内
容
で
も
本
に
で

き
ま
す
。
あ
ま
り
難
し
く
考
え

な
い
で
、
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
の

は
ど
ん
な
本
か
、
ま
ず
企
画
を

練
る
こ
と
が
楽
し
く
な
け
れ
ば
。

　

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
。
い
つ

で
も
お
越
し
く
だ
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
。

　

地
域
の
歴
史
、
先

祖
の
暮
ら
し
が
ど
ん

な
だ
っ
た
か
を
知
る

の
に
、
書
物
や
参
考

書
も
あ
る
に
は
あ
り
ま
す
が
、
自

分
の
目
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
自
信
を
持
っ
て
記
述
も
進

め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

そ
こ
で
訪
れ
て
み
た
い
の
が

地
域
の
郷
土
資
料
館
。
札
幌
市

の
場
合
で
す
と
、
山
鼻
村
開
拓
記

念
館
（
中
央
区
）
太
平
会
館
資
料

室
（
北
区
）
烈
々
布
郷
土
資
料
室

（
同
）
札
幌
村
郷
土
記
念
館
（
東

区
）
伏
古
記
念
館
（
同
）
つ
き

さ
っ
ぷ
郷
土
資
料
館
（
豊
平
区
）

福
住
開
拓
記
念
館
（
同
）
平
岸

郷
土
資
料
館
（
同
）
清
田
地
区
郷

土
館
（
清
田
区
）
定
山
渓
郷
土
博

物
館
（
南
区
）
手
稲
記
念
館
（
西

区
）
な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

開
拓
に
当
た
っ
た
人
た
ち
の
苦
労

が
じ
か
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

昔
の
生
活
用
具
な
ど
も
た
く
さ

ん
展
示
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
お

年
寄
り
の
記
憶
を
呼
び
戻
し
て
も

く
れ
る
で
し
ょ
う
。
気
候
の
よ
い

と
き
に
親
子
三
代
で
の
ぞ
い
て
み

て
は
い
か
が
で
す
か
。
（
写
真
は

平
岸
郷
土
資
料
館
）

はっきり自分史と決めたわ
けではありませんが、何ら

かのかたちでこれまでの歩みを
まとめようと思っています。まず
どんなことから取りかかればよ
いのでしょうか。

いま一般にいわれる自分
史というのは、文字どおり

自分の歴史、歩んできた道をま
とめることです。自分の歴史｜
｜何だか長い道のりだなあ、ま
とめるのが大変そうだなあ、こ
んな気持ちになる人もいること
でしょう。
　そこで「史」を「誌」に置き換え
るとどうでしょうか。自分史が自
分誌になりますね。自分の歴史

ではなく、自分についてのことを
誌す（しるす）ということです。
　つまり旅行記でも趣味の記録
でも、写真や俳句と随筆を組み
合わせたものでも、あるいは夫
婦や家族との合作でもと、どん
なジャンルでもＯＫ。本づくりの
楽しさが増すかもしれません。
　それは自分史の一部を切り
取って、拡大していく作業でも
ありますから、どういう本にする
にしろ、まず自分史年表を作っ
てみることをおすすめします。
そこに家族や地域の出来事、世
の中の動きも合わせて記入すれ
ば、より時代が鮮明になり、思
い出すことも増えるはずです。

Q

A

お
気
軽
に
、ご
一
緒
に

短信

自分史
4

か自分誌
4

か
どんな本でも
まず年表づくりを

ど
っ
こ
い
、生
き
て
い
る
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