
　

ご
飯
を
炊
く
の
に
電
気
炊
飯
器
よ
り

文
化
鍋
の
方
が
お
い
し
く
炊
き
上
が
る
と

わ
か
っ
て
い
て
も
、
つ
い
電
気
を
使
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
え
ば
か
ま
ど
に
薪
を
く

べ
て
い
た
時
代
だ
っ
て
あ
っ
た
ん
で
す
よ

ね
。
仮
に
不
便
を
強
い
ら
れ
る
と
し
て
、

何
年
く
ら
い
前
の
暮
ら
し
に
な
ら
戻
れ
る

で
し
ょ
う
か
。
思
え
ば
遠
く
へ
来
た
も
の

で
す
が
、
進
ん
だ
の
か
退
化
し
た
の
か
そ

れ
が
問
題
で
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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蚊
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ハ
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取
り
リ
ボ
ン
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縁
台

足
踏
み
ミ
シ
ン



　

亜
麻
（
リ
ネ
ン
）
は
、
苧ち
ょ
ま麻

（
ラ
ミ
ー
）
や

黄
麻
（
ジ
ュ
ー
ト
）
と
と
も
に
麻
と
呼
ば
れ
て

い
る
繊
維
作
物
で
す
。主
産
地
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ロ
シ
ア
、
中
国
。
そ
の
肌
触
り
や
清
涼
感
、
吸

湿
性
の
よ
い
こ
と
か
ら
、
主
に
衣
料
や
寝
装
具

な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
に
輸
入
さ
れ
た
の
は
幕
末
で
、
す
ぐ
に

開
拓
使
、
北
海
道
庁
の
推
奨
す
る
と
こ
ろ
と
な

り
ま
し
た
。
札
幌
に
北
海
道
製
麻
会
社
（
後
の

帝
国
製
麻
、
現
在
の
帝
国
繊
維
）
が
設
立
さ
れ

た
の
は
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）。
札
幌
市

東
区
北
七
条
東
一
丁
目
の
赤
レ
ン
ガ
造
の
工
場

で
、
道
内
各
地
で
生
産
さ
れ
た
亜
麻
を
製
品
化

し
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
戦
後
は
低
コ
ス
ト
の
製
品
や
化
学
繊

維
に
押
さ
れ
、
赤
レ
ン
ガ
工
場
の
閉
鎖
が
昭
和

三
十
八
年
。
市
民
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
の
解
体

は
同
五
十
三
年
の
こ
と
。
い
ま
で
は
テ
イ
セ
ン

ボ
ウ
ル
の
名
が
昔
を
し
の
ば
せ
ま
す
。

　

北
区
麻
生
町
（
あ
さ
ぶ
）
一
帯
は
、
そ
の
名

の
と
お
り
同
社
琴
似
製
線
工
場
を
中
心
に
亜
麻

が
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
。
札
幌
工
場
よ
り

早
い
昭
和
三
十
二
年
に
操
業
を
停
止
し
、
跡
地

を
取
得
し
た
道
住
宅
供
給
公
社
が
同
年
、
宅
地

と
し
て
分
譲
し
ま
し
た
。

　

同
じ
く
今
日
で
は
民
芸
品
や
一
部
の
愛
好
家

の
間
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
藍
染
。
そ
の
藍
が
栽

培
さ
れ
て
い
た
の
は
北
区
篠
路
地
区
。
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
あ
い
の
里
の
名
も
こ
れ
に
因
ん
で
お
り
、

北
区
で
は
藍
染
め
文
化
を
後
世
に
残
そ
う
と
毎

年
、
区
民
に
藍
の
種
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

徳
島
県
出
身
の
滝
本
五
郎
が
北
海
道
開
拓
を

志
し
て
、
こ
こ
で
藍
栽
培
を
始
め
た
の
は
明
治

十
六
年
（
一
八
八
三
）。
藍
は
も
と
も
と
同
県

の
特
産
で
す
が
、
次
第
に
栽
培
面
積
を
拡
大
し

て
藍
玉
製
造
工
場
も
建
設
。
独
特
の
小
作
制
度

を
取
り
入
れ
る
な
ど
し
て
、
北
海
道
の
藍
の
声

価
を
高
め
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
こ
ち
ら
も
日
清
戦
争
以
後
は
イ
ン
ド

製
品
の
隆
盛
で
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
滝

本
五
郎
が
設
立
し
た
篠
路
興
産
株
式
会
社
の
名

前
は
、
数
年
前
ま
で
は
興
産
社
町
内
会
と
し
て

残
っ
て
お
り
、
篠
路
町
拓
北
に
は
同
社
有
志
が

そ
の
功
績
を
称
え
て
立
て
た
碑
も
あ
り
ま
す
。

　

亜
麻
栽
培
を
本
道
に
根
付
か
せ
た
功
労
者
、

吉
田
健
作
は
福
岡
県
の
出
身
で
す
。
二
人
と
も

西
日
本
の
人
と
い
う
の
も
奇
妙
な
偶
然
で
す
。

  

札
幌
産 

の
繊
維
と
染
料

栄
枯
盛
衰
を

地
名
が
語
る

亜
麻
引
く
、
藍
刈
る

｜
｜

ど
ち
ら
も
す
で
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
夏
の
季
語
。

し
か
し
か
つ
て
北
海
道
の
、
し
か
も
札
幌
市
に
、

こ
ん
な
季
節
感
あ
ふ
れ
る

日
本
の
原
風
景
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
驚
き
で
す
。

と
も
に
北
区
に
、
そ
の
名
残
が
あ
る
の
も

何
か
の
偶
然
で
し
ょ
う
か
。

ど
こ
ま
で
進
む
か
想
像
の
つ
か
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
世
紀
に
、

こ
う
し
た
植
物
の
栽
培
に

取
り
組
ん
だ
人
た
ち
の
姿
が
な
つ
か
し
い
…
…
。

亜
麻
と
藍

北区が毎年市民に配布
している藍の種

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……。

〝

〞

藍製造に携わった人の功績を
称える頌徳碑（北区篠路町拓北）)

赤
レ
ン
ガ
の
倉
庫
、
高
い
煙
突

｜
｜

な
つ
か
し
い
人
も

多
い
の
で
は
（
同
右
。
と
も
に
札
幌
市
写
真
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
提
供
）

東
区
北
七
条
東
一
丁
目
に
あ
っ
た

旧
帝
国
製
麻
工
場
跡
（
昭
和
四
十
四
年
撮
影
）

向
こ
う
に
そ
び
え
る
の
は
中
央
郵
便
局
、

手
前
は
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
と
昔
の
面
影
は
な
い



代
が
い
く
ら
進
ん
で
も
、
ま
だ
ま

だ
手
作
業
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い

も
の
の
一
つ
が
バ
ッ
ジ
（
記
章
）。
札
幌
で

こ
の
バ
ッ
ジ
を
作
っ
て
半
世
紀
と
い
う
宝

住
幹
雄
さ
ん
（
六
六

）
は
、
十
五
歳
で
こ
の
道

に
入
り
、
昭
和
四
十
年
に
現
在
地
で
独
立
し

ま
し
た
。

　

息
子
さ
ん
も
含
め
て
六
人
の
従
業
員
が

い
ま
す
が
、「
技
術
が
要
る
し
機
械
化
も
で

き
な
い
の
で
、
あ
ま
り
や
る
人
は
い
な
い
」

（
宝
住
さ
ん
）
と
か
。
デ
ザ
イ
ン
か
ら
原
板

（
真
ち
ゅ
う
）
製
作
、
型
（
鋼
）
に
写
し
て

プ
レ
ス
（
注
文
の
素
材
）。
こ
の
後
、
一
個

一
個
に
研
磨
、メ
ッ
キ
、色
付
け
、足
付
け（
ネ

ジ
）
と
い
っ
た
手
を

施
し
て
い
き
、
全
体

で
は
約
二
十
工
程
も

あ
る
と
聞
け
ば
、
そ

れ
も
う
な
ず
け
ま
す
。

　

道
内
の
学
校
の
記

章
や
札
幌
雪
ま
つ
り

の
公
式
バ
ッ
ジ
は
毎
年

こ
ち
ら
で
。
そ
の
ほ
か

社
章
、
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
、

ネ
ク
タ
イ
ピ
ン
、
ネ
ー

ム
プ
レ
ー
ト
な
ど
様
々

な
注
文
が
き
ま
す
。
お

客
の
要
望
に
添
え
な
い
こ
と
は
ま
ず
な
い

そ
う
で
す
が
、
い
ま
思
案
中
な
の
は
今
年
の

ツ
ー
ル
ド
北
海
道
の
記
念
タ
イ
ピ
ン
。
前
例

の
な
い
金
属
と
特
殊
な
石
と
の
組
み
合
わ

せ
で
す
。

　

ツ
ー
ル
ド
北
海
道
と
い
え
ば
前
々
回
、
こ

こ
で
紹
介
し
た
小
野
盛
秀
さ
ん
と
は
古
い

お
つ
き
あ
い
。
宝
住
さ
ん
も
何
と
自
転
車
歴

四
十
五
年
。
道
内
で
は
最
も
歴
史
の
あ
る
ア

カ
シ
ヤ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー

で
、
国
内
外
を
走
破
す
る
こ
と
数
知
れ
ず
。

沖
縄
に
は
も
う
十
回
以
上
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
修
業
時
代
に
苦
労
し
た
か
ら
残
業
は
一

切
し
な
い
。
土
日
、
祝
日
も
き
ち
ん
と
休
む
」

主
義
が
、
自
転
車
と
泡
盛
と
イ
タ
リ
ア
ワ
イ

ン
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
生
き
方
に
も
現
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。

（
東
区
北
三
十
三
条
東
三
丁
目
）

　

小
紙
に
仕
事
の
話
を
残
し
た
い
と

東
区
の
桶
店
を
訪
ね
た
と
き
の
こ
と

で
す
。
か
な
り
高
齢
の
ご
主
人
に
よ

る
と
「
自
分
の
代
で
も
う
五
十
年
。

父
親
の
代
か
ら
や
っ
て
い
る
が
、
息

子
も
亡
く
な
っ
て
後
継
者
は
い
な

い
」
と
の
こ
と
。
札
幌
市
内
に
桶
職

人
は
ま
だ
二
、
三
人
い
る
が
店
を
構

え
て
い
る
の
は
自
分
一
人
と
寂
し
そ

う
で
し
た
。

●

　

様
々
な
業
界
で
仕
事
の
歴
史
を

知
る
人
が
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
う
し
た
業
界
団
体
の
多

く
は
、
こ
こ
何
年
か
で
設
立
三
十
周

年
、
五
十
周
年
と
い
っ
た
節
目
の
年

を
迎
え
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
を
機
会
に
業
界
史
を
ま
と
め

る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
長
老

と
い
わ
れ
る
人
が
元
気
な
う
ち
に
、

写
真
・
資
料
類
が
散
逸
し
て
し
ま
わ

な
い
う
ち
に
、
あ
る
い
は
デ
ジ
タ
ル

処
理
で
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
し
か
残
ら
な

い
よ
う
な
こ
と
に
な
る
前
に
と
、
編

集
を
急
ぐ
理
由
も
あ
り
ま
す
。

●

　

そ
の
記
念
誌
の
一
般
的
な
内
容
例

を
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

①
表
紙
（
創
立
○
周
年
記
念
誌
）

②
刊
行
挨
拶
（
理
事
長
、
会
長
）

③
祝
辞
（
自
治
体
首
長
、
関
係
団

体
、
Ｏ
Ｂ
）

④
グ
ラ
ビ
ア
（
写
真
ペ
ー
ジ
。
歴

代
役
員
、
古
い
写
真
、
資
料
類
）

⑤
座
談
会
（
古
老
、
若
手
に
よ
る

来
し
方
行
く
末
）

⑥
あ
ゆ
み
（
創
立
か
ら
今
日
ま
で
）

⑦
年
表

⑧
資
料

　

と
い
っ
た
流
れ
に
な
り
ま
す
。

　

発
行
が
決
ま
っ
た
ら
さ
っ
そ
く
編

集
委
員
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
ょ
う
。

各
委
員
に
は
日
常
の
仕
事
も
あ
り
、

不
慣
れ
な
作
業
で
す
。
刊
行
ま
で
に

半
年
か
ら
一
年
は
か
か
り
ま
す
の
で
、

外
部
ス
タ
ッ
フ
に
加
わ
っ
て
も
ら
う

こ
と
も
ご
く
一
般
的
で
す
。　

（
ウ
ミ
ネ
コ)

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
。

（

）

宝ほ
う
ず
み住
幹
雄
さ　
　

ん

札
幌
市

宝
住
メ
タ
ル
商
会

１
個
に
20
工
程
も
。

バ
ッ
ジ
作
り
50
年
、

趣
味
の
自
転
車
も
45
年

本
欄
へ
の
自
薦
、
他
薦
を

 

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。   

時

静
か
な
住
宅
街
に
あ
る
工
場
。

小
規
模
な
が
ら
町
工
場
の
雰
囲
気
。
機
械
に
も
年
季
が

長老は元気？

「業界史」の
編集を急ごう

札
幌
雪
ま
つ
り
に
公
式
バ
ッ
ジ
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
毎
年
製
作



相談室 
本・づ・く・り ここで

べ
る

調

　

著
書
の
出
身
地
は
斜
里
町
朱

円
。
そ
の
朱
円
地
区
で
八
百
年
ほ

ど
前
に
起
き
た
と
さ
れ
る
先
住
民

族
の
争
い
に
関
す
る
考
察
を
巻
末

に
、
八
章
に
分
か
れ
る
句
集
で
す
。

　

各
章
の
タ
イ
ト
ル
が
、
鬼
が
泣

く
、
窒
素
が
ふ
え
る
、
鮭
の
反
乱

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
著
者
は
本

道
現
代
俳
句
会
の
重
鎮
。
昭
和

六
十
三
年
に
は
第
一
回
北
海
道
現

代
俳
句
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

　

カ
ラ
フ
ト
海
流
ど
す
ぐ
ろ
く

　

自
分
を
呼
ん
で
い
る

　

秋
の
な
か
弥
陀
は
い
つ
ま
で
も 

　

居
ね
む
り

　

初
の
句
集
は
傘
寿
を
迎
え
て
。

人
生
の
折
々
の
苦
楽
と
と
も
に
著

者
の
感
慨
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

長
寿
箸
ふ
た
り
で
割
る
や
木
の

　

芽
晴

　

子
と
占
う
ト
ラ
ン
プ
つ
ら
ら
育

　

つ
夜

　

い
ず
れ
も
結
婚
後
の
幸
せ
な
生

活
の
ひ
と
こ
ま
。

　

手
花
火
や
ぢ
ぢ
の
思
い
出
に
は

　

触
れ
ず

　

昭
和
六
十
三
年
に
夫
を
亡
く

し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
人

生
を
見
つ
め
て
、

　

生
き
る
こ
と
に
余
生
な
ど
な
し

　

秋
な
す
び

　
„
あ
な
た
の
原
稿
を
本
に
し
ま

す“
と
い
う
よ
う
な
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
で
業
績
を
伸
ば
し
て
い
る

出
版
社
の
広
告
出
稿
量
が
、
業

界
第
二
位
に
達
し
て
い
る
そ
う
で

す
。

　

そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
シ

ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
る
出
版

社
と
の
ト
ラ
ブ
ル
も
増
加
し

て
い
る
と
か
。

　

制
作
費
、
費
用
分
担
、
流

通
方
法
、
宣
伝
内
容
な
ど
、

著
者
側
は
す
べ
て
に
素
人
な

だ
け
に
、
最
初
の
契
約
の
時

点
で
は
っ
き
り
決
め
て
お
く
べ
き

で
し
ょ
う
。

　

作
る
側
の
熱
意
と
応
え
る
側

の
誠
意
が
通
じ
合
っ
て
こ
そ
の
本

づ
く
り
で
す
。

　

■
本
づ
く
り
お
し
ゃ
べ
り
会

　

昨
年
秋
、
本
づ
く
り
に
関
心

を
も
っ
て
頂
こ
う
と
三
回
開
催
し

た
「
本
づ
く
り
お
し
ゃ
べ
り
会
」

を
、
近
い
う
ち
に
ま
た
開
こ
う
と

計
画
し
て
い
ま
す
。
改
め
て
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

■〝
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
。

　

北
海
道
の
人
口
は

減
っ
て
い
る
の
に
札

幌
市
の
方
は
増
え
続

け
、
い
ま
や
道
民
の

三
人
に
一
人
は
札
幌

市
民
だ
そ
う
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
道
内
各
地
に
ふ

る
さ
と
を
持
つ
札
幌
市
民
が
多
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

　

農
山
村
や
漁
村
で
苦
労
し
た
祖

父
母
や
曾
祖
父
母
の
時
代
の
暮
ら

し
は
ど
ん
な
だ
っ
た
ろ
う
か
。
札

幌
に
住
ん
で
い
て
田
舎
に
帰
る
時

間
も
な
い
し
、
帰
っ
て
も
話
の
聞

け
る
人
も
建
物
も
な
い

｜
｜

こ
ん

な
と
き
に
た
ず
ね
て
み
た
い
の
が

北
海
道
開
拓
の
村
で
す
。

　

明
治
・
大
正
期
に
道
内
で
建

築
さ
れ
た
五
十
余
棟
の
建
物
を
、

大
き
く
市
街
地
群
、
山
村
群
、
農

村
群
、
そ
し
て
漁
村
群
の
四
つ
に

分
け
て
復
元
・
保
存
す
る
、
い
わ

ば
野
外
博
物
館
。
本
道
の
暮
ら
し

や
文
化
の
変
遷
が
よ
く
わ
か
り
ま

す
。
（
写
真
は
南
一
条
交
番
）

　

こ
れ
は
と
い
う
建
物
を
、
メ
モ

の
ほ
か
カ
メ
ラ
や
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ

ク
な
ど
に
記
録
し
て
、
原
稿
を
書

く
と
き
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。　

●
所
在
地
／
札
幌
市
厚
別
区
厚
別

町
小
野
幌
五
〇

●
電
話
／
八
九
八̶

二
六
九
二

　自分史の構想がほぼ固まり、書

けるところからブロックごとにまと

めていってもよいのではと思って

います。しかし全体でどのくらい書

けば見栄えのする本になるのか見

当がつきません。400字詰め原稿

用紙で何枚くらい書けばよいので

しょうか。

熱
意
に
誠
意
で
応
え
る

短信

　書きたいことを書く、伝えたいこ

とを述べる、人生のまとめだから

何でも書くということから考えると、

予算と時間の許す限り何枚書いて

もよいのです。

　しかし、日頃からこうした作業に

親しんでいなければ、書くというこ

とがいかに大変かもわかることで

しょう。書くことを仕事にしている

人でさえ、400字詰めで100枚

書くのはかなり大変なことなので

すから。

　その100枚書いて何ページぐら

いになるかといえば、判型や文字

の組み方で多少の差はありますが、

おおよそ70ページというところ

でしょうか。つまり１ページ当り約

600字という計算です。これに扉

や目次、写真などを加えて100ペー

ジ弱です。手近にある本でその厚

さを確かめてみるとよいでしょう。

　原稿が少ないなりにボリューム

感を出すなら、本文に少し厚めの

紙を使ったり、製本にお金をかけ

たりという方法もあります。

どのくらい書けば
　 “本らしい本„に̶̶

句
集　

虹
の
橋朝

川
衣
枝
女

山
田
緑
光
句
集　

朱
円粒

俳
句
会

明
治
・
大
正
の
建
物

50
余
棟
で
昔
知
る

北
海
道
開
拓
の
村
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