
　
少
年
時
代
の
夏
の
思
い
出
の
一
つ
、
水
鉄
砲
。
今
で
は
様
々
な
デ
ザ
イ
ン
の
も
の

が
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
悪
童
た
ち
が
夢
中
に
な
っ
た
の
は
拳
銃
を
模

し
た
水
鉄
砲
で
し
た
。
テ
レ
ビ
で
西
部
劇
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
も

人
気
の
原
因
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
で
も
も
う
少
し
当
時
の
状
況
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
と
、
近
所
の
路
上
で
や
っ
て

い
た
こ
と
が
今
と
異
な
り
ま
す
。
第
一
、
車
が
少
な
か
っ
た
し
、
身
を
隠
す
場
所
な

ら
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
も
の
で
し
た
。
物
陰
か
ら
物
陰
へ
移
動
し
な
が
ら
ち
ら
ち
ら

と
相
手
の
様
子
を
う
か
が
っ
た
り
し
て
、
ド
ラ
マ
の
登
場
人
物
を
気
取
っ
て
い
た
の

で
す
。
チ
ャ
ン
バ
ラ
に
し
て
も
戦
争
ご
っ
こ
に
し
て
も
、
こ
の
物
陰
に
潜
む
こ
と
は

共
通
し
て
い
ま
す
。
遊
び
の
原
点
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

発
行

：

 
印
刷
紙
工

（社）

 

札
幌
市
中
央
区
南
十
五
条
西
十
八
丁
目

 

T
E
L
（
〇
一
一
）
五
六
一
ー
三
五
九
七

編
集

：

ひ
と
街
し
ご
と
刊
行
会

 

札
幌
市
中
央
区
北
一
条
西
十
七
丁
目
　
北
海
道
不
動
産
会
舘
四
階

 

　
編
集
工
房 

海
　

内
　

T
E
L
（
〇
一
一
）
六
二
三
ー
六
六
五
二

二
〇
〇
七
年 

夏（
年
四
回
発
行
）

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

い
つ
か
来
た
道
ま
で
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う

（有）

・
時
の
街
角
／
旧
松
橋
家
住
宅
─
─
─
２

・
マ
チ
の
博
物
館
／
ミ
チ
オ
Ｔ
Ｏ
Ｙ
Ｓ
─
─
─
３

・
あ
る
ば
む
レ
ト
ロ
ポ
リ
ス
／
円
山
陸
上
競
技
場
─
─
─
４

・
川
筋
を
行
く
／
石
狩
川
─
─
─
５

・
来
た
道
・
行
く
道
／
堤
製
本
所
─
─
─
６

・
道
具
で
道
草
30
年
─
─
─
７

・
時
計
の
あ
る
風
景
─
─
─
８
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い
つ
も
の
街
角
の
見
慣
れ
た
建
物
が

姿
を
消
し
て
い
く
度
に
寂
し
い
思
い
の
す
る
昨
今
、

あ
あ
、
こ
ん
な
建
物
も
あ
っ
た
な
あ
と

懐
か
し
さ
が
こ
み
上
げ
て
く
る
場
所
─
─
北
海
道
開
拓
の
村
。

そ
の
貴
重
な
歴
史
遺
産
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
き
ま
す
。

岩
見
沢
駅
長
な
ど
を
歴
任
し
た
後
、
大
正

十
年
（
一
九
二
一
）
に
松
橋
合
名
会
社
を

設
立
し
、
農
業
、
貸
地
、
貸
家
業
を
経
営

し
て
い
ま
す
。

　
お
金
を
か
け
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を

も
う
少
し
探
し
て
み
ま
す
と
、
離
れ
、
座
敷
、

客
間
と
か
ぎ
型
に
続
く
部
屋
に
回
し
て
い

女
中
部
屋
、
風
呂
場
、

納
戸
ま
で
。
四
畳
半

ほ
ど
の
玄
関
の
取
次

ぎ
の
間
な
ど
も
、
一

般
住
宅
で
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
も
の
で

し
ょ
う
。

　
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、

所
有
者
の
先
代
、
松

橋
吉
之
助
と
い
う
人

は
、
札
幌
駅
助
役
や

ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
第
一
回
は

二
十
年
ほ
ど
前
ま
で
中
心
部
（
中
央
区
北

一
東
七
）
に
あ
っ
た
旧
松
橋
家
住
宅
で
す
。

　
街
の
発
展
の
過
程
は
人
口
動
態
を
追
っ

て
い
く
だ
け
で
も
わ
か
り
ま
す
。
現
在

百
八
十
五
万
人
の
札
幌
市
で
す
が
、
明

治
時
代
は
二
十
年
一
万
五
千
人
、
三
十
年

三
万
五
千
人
ほ
ど
の
規
模
。
三
十
年
こ
ろ

の
世
帯
数
は
約
六
千
四
百
戸
で
、
九
割
が

借
家
住
ま
い
で
し
た
。

　
明
治
三
十
年
こ
ろ
建
て
ら
れ
た
と
い
う

旧
松
橋
家
住
宅
は
、
そ
の
一
割
し
か
な
か
っ

た
持
ち
家
世
帯
の
う
ち
で
も
、
生
活
が
か

な
り
上
の
ラ
ン
ク
に
属
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
広
さ
で
す
。
木
造
一
部
二
階
建
て
の

一
階
に
あ
る
茶
の
間
、
仏
間
、
離
れ
、
座

敷
、
客
間
、
西
洋
間
は
そ
れ
ぞ
れ
十
畳
か

ら
十
二
畳
も
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
台
所
、

　
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
仕
上
げ
の
が
っ
ち
り
し

た
構
え
の
住
宅
や
、
高
く
そ
び
え
る
マ

ン
シ
ョ
ン
が
目
立
つ
札
幌
で
、
も
う
こ
ん

な
た
た
ず
ま
い
の
家
を
見
か
け
る
こ
と
は

る
縁
の
、
ガ
ラ
ス
戸
が
目
に
付

き
ま
す
。
板
ガ
ラ
ス
の
国
産
化

は
明
治
四
十
年
こ
ろ
の
こ
と
で

す
か
ら
、
お
そ
ら
く
高
価
な
輸

入
品
。
さ
ら
に
札
幌
で
製
造
が

始
ま
っ
た
ば
か
り
の
ト
タ
ン
を

張
っ
た
屋
根
、
洋
間
の
石
炭
ス

ト
ー
ブ
な
ど
も
。
当
時
の
札
幌

の
、
和
洋
折
衷
の
生
活
の
最
先

端
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
松

橋
吉
之
助
が
苦
学
の
人
で
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
小
学

生
の
こ
ろ
は
学
校
の
行
き
帰
り
に
野
菜
を

売
っ
て
家
計
を
助
け
、
中
学
中
退
後
も
農

業
に
従
事
し
な
が
ら
独
学
を
続
け
た
そ
う

で
す
。
各
部
屋
に
残
っ
て
い
る
三
千
点
の

書
籍
は
、
後
年
、
研
究
に
専
念
し
た
宗
教

や
精
神
療
法
に
関
す
る
も
の
で
す
。

広い茶の間や客間があるかと思えば
上げ下げ窓の洋間もあって

いかにも北海道らしい和洋折衷
これが洗練されて現代の住宅に

厳
し
い
冬
の
寒
さ
を
考
え
れ
ば

こ
ん
な
長
い
ガ
ラ
ス
戸
の
縁
側
は
不
経
済
だ
が

こ
れ
が
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
最
先
端

●北海道開拓の村　所在地 / 札幌市厚別区厚別町小野幌50-1　電話（011）898-2692　
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さ
ほ
ど
広
く
は
な
い
け
れ
ど
見
ど
こ
ろ
は
一
杯

ミ
チ
オ
Ｔ
Ｏ
Ｙ
Ｓ

札
幌
市
豊
平
区
美
園
三
条
一
丁
目

電
話（
〇
一
一
）八
二
〇
｜
八
〇
八
〇

ウチにもお宝が眠っていないかな　　  。

　
国
道
三
六
号
沿
い
の
商
店
に
ま
ぎ
れ
る
よ
う

に
建
っ
て
い
る
「
ミ
チ
オ
Ｔ
Ｏ
Ｙ
Ｓ
」。
表
の

�
買
い
ま
す
売
り
ま
す
�
の
大
き
な
文
字
が

目
印
で
す
。
コ
レ
ク
タ
ー
の
間
で
は
よ
く
知
ら

れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
う
で
な
い
人
に
も
な

つ
か
し
さ
と
夢
が
広
が
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
今
年
で
開
店
十
年
目
。
代
表
の
向 む

か
い
あ
け
ど

明
戸
誠

さ
ん
（
三

　
　
〇

）
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
ち
ら
で
売
っ

て
い
る
も
の
は
、
七
〇
年
代
以
降
の
漫
画
や
ア

ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
を
中
心
に
、
ミ

ニ
カ
ー
や
プ
ラ
モ
デ
ル
な
ど
様
々
。
オ
ー
ル
ド

世
代
に
も
分
か
る
の
は
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
、
ウ
ル

す
が
、
持
ち
込
み
っ
て
？
「
売
り
た
い
と
い
う

お
客
さ
ん
の
も
の
を
買
い
取
っ
て
い
ま
す
。
電

話
一
本
で
ご
自
宅
ま
で
伺
い
ま
す
よ
」
と
向
明

戸
代
表
。
家
の
建
て
替
え
の
時
や
、
自
宅
の
倉

　
ケ
ー
ス
を
見
回
し
て
い
て
見
つ
け
た
の
は 

�
た
く
ぎ
ん
の
た
く
ち
ゃ
ん
�
。
か
つ
て
そ

の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ク
マ
の
貯
金
箱
は
家
庭
に

も
職
場
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
経
営
破
た
ん
後

は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
再
生
？ 

し
て
い
ま
し
た
。

「
千
円
か
ら
あ
り
ま
す
。
店
頭
に
あ
っ
た
大
型

で
二
万
円
く
ら
い
」（
向
明
戸
代
表
）。
そ
れ
な

ら
ウ
チ
に
も
と
い
う
お
方
、
探
し
て
こ
ち
ら
へ

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
女
性
に
人
気
な
の

は
不
二
家
の
ペ
コ
ち
ゃ
ん
も
の
。
有
無
の
問
い

な
つ
か
し
い
お
も
ち
ゃ

テ
レ
ビ
の
骨
董
品
鑑
定
の
番
組
で
、自
分
の
家
に
も
あ
り
そ
う
な

古
い
お
も
ち
ゃ
に
十
数
万
円
の
値
段
が
付
い
て
ビ
ッ
ク
リ
─
─

そ
ん
な
に
高
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

や
は
り
マ
ニ
ア
の
世
界
の
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
お
店
で
す
。

合
わ
せ
は
始
終
で
す
し
、

入
っ
て
も
す
ぐ
に
売
れ

て
し
ま
う
と
か
。

　
マ
ニ
ア
に
は
、
い
つ

掘
り
出
し
物
に
出
会
う

か
わ
か
ら
な
い
と
い
う

楽
し
み
か
、
昼
間
は
小

中
学
生
、
夕
方
は
大
人
、

土
曜
日
曜
は
家
族
連
れ

や
お
年
寄
り
で
込
み
合

う
日
も
。
価
格
は
ボ
ト

ル
キ
ャ
ッ
プ
類
の
五

円
に
始
ま
っ
て
、
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
の
高

い
も
の
で
五
、六
万
円
。

庫
を
整
理
し
た
時
に
呼
ば
れ
る
こ
と
も

ト
ラ
マ
ン
、
ガ
ン
ダ
ム
く
ら
い
で
、
ト
ラ

ン
ス
フ
ォ
ー
マ
ー
や
聖
闘
士
星
矢
な
ん

て
い
う
の
に
な
る
と
聞
い
た
こ
と

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
ぞ
れ
仕
入
れ
の
ル
ー
ト
や
持

ち
込
み
で
入
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

ゲ
ー
ム
も
で
き
る
二
階
の
カ
ー
ド
コ
ー

床はゴザ敷き。おもちゃ保護のためクツを脱いで

は
む
し
ろ
大
人
で
、
子
供
た
ち
に
は

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
熱
中
し
て
い
る
の

多
い
そ
う
で
す
。

ナ
ー
が
人
気
で
す
。

　
東
区
北
二
十
六
条
東
七
丁
目
に
二
号
店
が
あ

り
、
近
い
将
来
、
佐
世
保
市
に
ミ
チ
オ
倉
庫
を

出
店
の
予
定
。
午
後
零
時
開
店
、
九
時
ま
で
。

無
休
。

http://www13.ocn.ne.jp/~m
-toys/tenpo.htm

い
か
に
も
何
か
夢
が
あ
り
そ
う
な
外
観

それぞれの名前
わかる人いますか

たくぎんのたくちゃんも
今や高価になりました

怪獣シリーズも
たくさんあります

ゴジラの強敵
オキシジェント・
デストロイヤー

ガ
オ
レ
ン
ジ
ャ
ー
だ
そ
う
で
す

何
に
出
て
き
た
の
？
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ド
・
ス
ケ
ー
ト
世
界
選
手
権
も
開
催
さ
れ

て
、
二
十
九
年
、
第
九
回
国
体
で
メ
イ
ン

ス
タ
ン
ド
建
設
へ
と
至
り
ま
す
。
こ
の
時
、

北
海
道
は
天
皇
杯
三
位
、
皇
后
杯
九
位
と

い
う
健
闘
。
経
済
白
書
が
「
も
は
や
戦
後

で
は
な
い
」
と
書
く
の
は
二
年
後
で
す
。

　
そ
の
後
、ス
ケ
ー
ト
場
開
設
（
昭
四
〇
）、

全
天
候
型
新
築
（
昭
五
七
）
な
ど
を
経
て
、

平
成
八
年
の
大
き
な
改
修
工
事
で
現
在
の

姿
に
な
り
ま
し
た
。
円
山
の
森
に
誕
生
し

た
時
、
暁
の
超
特
急
・
吉
岡
隆
徳
や
三
段

跳
び
の
ゴ
ー
ル
ド
メ
ダ
リ
ス
ト
・
南
部
忠

平
、
棒
高
の
大
江
秀
雄
、
一
万
�
の
村
社

構
平
ら
が「
こ
れ
こ
そ
世
界
的
な
施
設
だ
」

と
絶
賛
し
た
（「
躍
動
の
杜
」
札
幌
市
円

山
総
合
運
動
場
50
年
史
）
フ
ィ
ー
ル
ド
の

今
で
す
。

（
一
九
三
四
）
八
月
の
こ
と
。
走
路
幅
十

�
、
一
周
四
百
�
、
観
客
収
容
人
員
三
万

人
と
い
う
規
模
で
、
野
球
場
や
庭
球
場
と

同
時
竣
工
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
昭
和
七
年

に
道
内
初
の
公
認
競
技
場
と
し
て
開
場
し

た
北
大
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
、
同
九
年
に
開
園

し
た
小
樽
市
手
宮
公
園
競
技
場
が
大
会
に

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
以
後
は
こ
こ
が

メ
イ
ン
会
場
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
戦
時
中
も
、
野
球
場
や
庭
球
場
が
畑

に
な
っ
て
も
、
こ
こ
だ
け
は
戦
技
競
技

や
体
力
章
検
定
に
使
わ
れ
手
つ
か
ず
。
戦

後
も
米
軍
接
収
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和

二
十
五
年
に
解
除
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
す
ぐ
に
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
の
再
開
。
日

米
陸
上
、
北
海
道
・
ソ
連
極
東
親
善
大

会
、
太
平
洋
沿
岸
五
カ
国
陸
上
な
ど
の
国

際
大
会
、
陸
上
だ
け
で
な
く
男
子
ス
ピ
ー

　
厚
別
公
園
陸
上
競
技
場
や
札
幌
ド
ー

ム
が
で
き
て
足
を
向
け
る
こ
と
は
少
な
く

な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
円
山
総
合

運
動
場
が
札
幌
市
の
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー

ツ
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。
陸
上
競
技
、
野
球
、
軟
式
テ

ニ
ス
の
選
手
た
ち
が
大
き
な
競
技
会
に
集

い
ま
す
。
陸
上
競
技
場
を
中
心
に
そ
の
変

遷
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
円
山
陸
上
競
技
場
の
完
成
は
昭
和
九
年

観
る
機
会
は
減
り
ま
し
た
が
、
観
れ
ば
や
は
り
心
躍
る
陸
上
競
技
。 

誰
も
が
走
っ
た
こ
と
の
あ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
、
足
に
残
る
土
の
感
触 

─
─ 

最
近
、
陸
上
競
技
場
に
足
を
運
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

円
山
陸
上
競
技
場

昭和29年（1954）第９回国体開催
開会式でメインスタンド前を行進する
北海道の選手、役員団

上 / 昭和35年（1960）の市民体育祭風景
校庭ではなく競技場を走るのがそう快
下/できたばかりの昭和10年（1935）ころ
まだスタンドはない

現在の円山陸上競技場
立派なスタンドと

全天候型のトラックが
スポーツのメッカを象徴

※
写
真
提
供
／
札
幌
市
写
真
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
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石
狩
市
主
催
の
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
。
全

国
各
地
か
ら
応
募
が
あ
り
ま
す
が
、
石

狩
が
な
ぜ
俳
句
の
ま
ち
な
の
か
。
そ
の

訳
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
私
設
資
料

館
・
石
狩
尚
古
社
の
館
主
、
中
島
勝
久

さ
ん
（
六

　
　
四

）
で
す
。

　
石
狩
と
い
え
ば
誰
で
も
知
っ
て
い
る

鮭
漁
で
栄
え
た
町
。
江
戸
時
代
末
か
ら

俳
句
活
動
も
起
こ
り
、
俳
句
結
社
「
石

悠
々
の
大
河
も
あ
れ
ば
町
は
ず
れ
を
流
れ
る
名
も
な
い
川
も
あ
り
ま
す
が
、

ど
こ
の
川
の
そ
ば
に
も
人
が
い
る
限
り
は

何
ら
か
の
物
語
が
あ
る
は
ず
と
、
流
域
を
歩
い
て
み
ま
す
。

初
回
は
石
狩
川
河
口
に
俳
句
の
資
料
館
を
訪
ね
ま
し
た
。

　

　
今
回
三
回
目
と
な
る

方
の
中
島
家
は
小
樽
で
創
業
し
た
呉
服

店
で
こ
の
河
口
の
町
へ
の
進
出
が
明
治

八
年（
一
八
七
五
）。
鮭
が
も
た
ら
す
遊

郭
の
賑
わ
い
が
商
売
を
支
え
ま
し
た
。

　
裕
福
だ
っ
た
だ
け
に
物
心
両
面
で
尚

古
社
の
中
心
と
な
り
、
中
島
家
の
俳
人
、

鎌
田
池
菱
が
全
国
各
地
の
高
名
な
俳
人

た
ち
と
の
親
交
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
鮭
漁
の
衰
退
と
と
も
に
俳
句
も

下
火
へ
。
中
島
家
の
土
蔵
に
は
膨
大
な

俳
句
資
料
や
歴
史
、

郷
土
資
料
が
残
っ

た
の
で
す
。

　
石
狩
町
役
場
に

勤
め
て
い
た
中
島

家
四
代
目
の
勝
久

さ
ん
が
、
こ
れ
ら

の
資
料
を
保
存
・

展
示
し
よ
う
と
思 

い
立
っ
た
の
は
四 

十
歳
の
こ
ろ
。「
石

狩
三
百
年
の
歴
史

石狩の俳句の歴史を伝える中島勝久さん

時
代
に
宮
武
外
骨
が
刊
行
し
た
「
滑
稽
新

聞
」
の
付
録
の
風
刺
絵
葉
書
な
ど
資
料

が
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
加
え
て
中
島
家
に
伝
わ
る
什
器
、
調
度

品
、
新
聞
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
写
真
に
至
る

ま
で
展
示
。
何
と
い
っ
て
も
勝
久
さ
ん
が

石
狩
育
ち
で
す
か
ら
、
石
狩
の
こ
と
な
ら

何
で
も
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
訪
問
者
は
年
間
三
百
人
ほ
ど
。
大

変
な
苦
労
を
し
て
開
設
し
た
だ
け

に
、
説
明
に
は
熱
が
こ
も
り
ま
す
が
、

父子二人三脚で作り上げた資料館
町並みの途切れる四つ辻に佇む

成
元
年
に
、
現
在
の
資
料
館
の
完
成
に

漕
ぎ
付
け
ま
し
た
。

　
整
理
し
て
改
め
て
驚
い
た
の
は
、
俳

句
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
吉
田
松
陰

や
勝
海
舟
の
書
、
秩
父
事
件
の
首
謀
者
で

死
刑
判
決
を
受
け
て
逃
亡
し
、
石
狩
に
身

を
潜
め
て
い
た
井
上
伝
蔵
の
消
息
、
明
治

　
そ
れ
も
今
は
昔
。
本
町
地
区
の
目
抜

き
通
り
は
拡
張
工
事
中
で
、
す
で
に
か

つ
て
の
町
並
み
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ

場
所
に
一
世
紀
以
上
住
ん
で
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、「
変
わ
ら
な
い
の
は
海

と
川
だ
け
だ
な
」
と
勝
久
さ
ん
が
ぽ
つ

り
。
石
狩
尚
古
社
が
い
よ
い
よ
光
彩
を

放
っ
て
い
ま
す
。

短冊、俳画を中心に膨大な歴史資料がある
宮武外骨や井上伝蔵に関するものも

　「
一
番
面
白
か
っ
た
の
は
、
ニ
シ
ン
を

糸
に
ぶ
ら
下
げ
て
、
桟
橋
の
下
の
カ
ワ

ガ
ニ
を
釣
り
上
げ
た
こ
と
か
な
。
小

学
六
年
ま
で
に
川
の
向
こ
う
岸
ま
で
泳

い
で
渡
る
こ
と
も
、
度
胸
試
し
の
一
つ

だ
っ
た
よ
」「
渡
船
場
か
ら
北
洋
へ
向

か
う
船
が
出
た
時
代
も
あ
っ
た
な
。
そ

の
船
の
マ
ス
ト
か
ら
川
に
飛
び
込
ん
で
、

渡
船
を
持
っ
て
る
人
を
び
っ
く
り
さ
せ

た
っ
け
」

　
川
ば
か
り
で
な
く
海
も
す
ぐ
そ
ば
。

浜
で
ハ
マ
ナ
ス
の
花
び
ら
を
カ
マ
ス
一

杯
集
め
て
、
香
水
業
者
に
売
っ
て
小
遣

い
を
稼
い
だ
り
、
海
で
泳
い
で
川
で
体

の
塩
を
流
し
た
も
の
と
か
─
─
。

（
一
八
五
六
）
こ
ろ
と
か
。
一

創
設
が
安
政
三
年

古
社
」
の

狩
尚

父
親
の
勝
人
さ
ん
と
二
人
三
脚
で
平

の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
か
ら
。

め
ら
れ
る
も
の
は
何
か
あ
る

ら
来
た
人
が
目
で
確
か

け
れ
ど
、
よ
そ
か

と
い
う

時
代
の
話
に
は
顔
が
輝
き
ま
す
。

石
狩
川
で
遊
ん
だ
少
年

●私設資料館・石狩尚古社/石狩市本町3番地　電話0133−62−3380　見学無料　事前連絡を

石狩川・旧渡船場付近
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手
に
す
る
こ
と
の
少
な
く
な
っ
た
厚
手
の
書

籍
類
。
そ
も
そ
も
は
文
字
が
印
刷
さ
れ
た
ば
ら

ば
ら
の
紙
が
、
ど
ん
な
工
程
を
経
て
一
冊
の
本

に
仕
上
が
っ
て
い
く
の
か
、
考
え
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
。
多
く
は
印
刷
会
社
や
製
本
会
社
で

の
機
械
に
よ
る
流
れ
作
業
で
す
が
、
そ
れ
を
手

作
業
で
続
け
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

　
堤
康
一
さ
ん
（
七

　
　
四

）
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）

創
業
の
堤
製
本
所
の
二
代
目
。
創
業
の
こ
ろ
は

小
樽
市
内
に
十
四
、五
軒
は
あ
っ
た
製
本
屋
さ
ん

が
、
二
代
目
を
継
い
だ
同
三
十
一
年
に
は
も
う

二
、三
軒
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
貴
重
な
仕
事
で

す
。

　
手
作
業
で
す
か
ら
引
き
受
け
る
の
は
当
然
部

数
の
少
な
い
も
の
で
す
が
、
た
と
え
一
冊
で
も

き
ち
ん
と
製
本
し
た
も
の
が
必
要
な
職
種
か
ら

毎
年
注
文
が

あ
り
ま
す
。

堤
さ
ん
の
と

こ
ろ
で
は
、

そ
れ
は
病
院

の
台
帳
や
自

治
体
、
団
体

の
帳
簿
類
。

と
く
に
多
い

菓
子
作
り
な
ん
か
の
ほ
う

が
や
さ
し
く
見
え
る
の
か
、

人
気
が
あ
る
ね
え
。
本
づ

く
り
と
い
う
の
は
イ
メ
ー

ジ
が
わ
か
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
」
と
少
し
寂
し
そ

う
で
し
た
。

　
息
子
さ
ん
は
札
幌
勤
め

で
後
継
者
は
な
し
。
で
も

「
モ
ノ
を
売
る
商
売
な
ら
い

開
か
れ
、
堤
さ
ん
も
十
人
の
講
師
陣
の
一
人
と

し
て
和
綴
じ
本
の
作
り
方
を
教
え
ま
し
た
。
希

望
者
は
百
五
十
人
の
う
ち
の
十
人
足
ら
ず
。「
お

化
粧
裁
ち
し
、
玄
の
う
を
細
か
く
打
ち
付
け
て

背
に
丸
み
を
出
し
ま
す
。
さ
ら
に
注
文
が
あ
れ

ば
こ
の
段
階
で
小
口
と
天
地
に
色
づ
け
も
。

　
一
方
、
こ
の
中
身
を
く
る
む
表
紙
は
、
厚
手

の
ボ
ー
ル
紙
な
ど
に
紙
や
布
ク
ロ
ス
を
張
り
ま

す
。
そ
れ
を
見
返
し
で
本
体
と
張
り
合
わ
せ

て
か
ら
、
表
紙
や
背
の
文
字
入
れ
。
背
文
字
は

ト
ン
ボ
と
い
わ
れ
る
万
力
の
よ
う
な
も
の
で
本

を
固
定
し
て
活
字
で
。
表
紙
に
は
箔
押
し
機
を

使
い
ま
す
。
最
後
は
大
型
の
万
力
に
板
と
一
緒

に
は
さ
ん
で
一
晩
寝
か
せ
、
水
分
を
吸
わ
せ
ま

す
。

先
代
か
ら
伝
わ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
す
っ

か
り
黒
ず
ん
だ
道
具
を
使
い
な
が
ら
「
自
分
の

ア
イ
デ
ア
を
出
す
こ
と
よ
り
も
、
お
客
さ
ん
に

気
に
入
っ
て
も
ら
う
の
が
仕
事
」
と
い
う
堤
さ

ん
。
中
に
は
千
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
役
所
の
帳
簿

や
、
一
辺
が
一
�
近
く
も
あ
る
地
図
を
綴
じ
る
バ

イ
ン
ダ
ー
な
ど
の
注
文
も
あ
り
ま
し
た
が
、
近

年
は
仕
事
も
め
っ
き
り
減
り
ま
し
た
。

　
こ
の
日
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
北
海
道
職
人
義
塾
大

学
校
に
よ
る
中
学
生
の
た
め
の
体
験
学
習
会
が

つ
で
も
や
め
ら
れ
る
け
れ
ど
、
少
な
い
な
が
ら

も
注
文
が
く
る
か
ら
、
体
が
続
く
限
り
や
り
た

い
」
と
い
う
堤
さ
ん
で
す
。

 

台
帳
類
の
注
文
中
心
に

綴
じ
る
、裁
つ
、く
る
む

製
本
工
程
を
一
人
で

堤
　
康
一
さ
　
　
ん 

─
─
堤
製
本
所（
小
樽
市
）

堤製本所
小樽市花園３丁目21−２
TEL（0134）23−5964

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
。

来
た
道
、

行
く
道
。

本
欄
へ
の
自
薦
、他
薦
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

手動だった初代裁断機を改良したもの 

の
が
札
幌
市
内
の
大
き
な
病
院
の
手
術
台
帳
や

入
退
院
台
帳
な
ど
。

　
堤
さ
ん
の
仕
事
は
、
印
刷
会
社
か
ら
項
目
や

罫
線
が
印
刷
さ
れ
た
紙
が
届
い
て
か
ら
で
す
。

ま
ず
数
枚
ず
つ
二
つ
折
り
に
し
て
重
ね
て
い
き
、

鋸
で
切
れ
目
を
入
れ
た
箇
所
を
紡
績
糸
で
か
が

り
縫
い
。
全
体
が
綴
じ
上
が
っ
た
ら
裁
断
機
で

　
ト
ン
ボ
は
先
代

か
ら
八
十
年
も
使
っ

て
い
る
も
の
。
大
中

小
の
大
き
さ
が
揃
っ

て
い
る
活
字
や
模
様

付
け
す
る
花
型
も

表紙の箔押しも年代ものの機械で

トンボという道具で本を固定して背文字や飾りを入れる

毎年注文のある
病院の台帳や団体の帳簿類
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映
画
の
ヒ
ッ
ト
で
ラ
ス
ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
は
知
っ
て
い
て
も

著
名
な
親
日
家
だ
っ
た
弟
の
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
か
も

筆
者
は
三
十
代
に
そ
の
人
か
ら
書
を
贈
ら
れ
て
い
る

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

　
そ
の
日
、
父
と
母
と
私
の
三
人
で
映
画

を
観
に
街
に
出
か
け
た
。
シ
ネ
コ
ン
で
は

な
く
映
画
館
と
い
う
も
の
が
ま
だ
あ
っ
た
頃

の
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
通
し
上
映
が
当

た
り
前
で
、
好
き
な
時
間
に
入
る
こ
と
が
で

き
、
一
日
中
で
も
い
る
こ
と
が
で
き
た
頃

の
こ
と
だ
。

　
我
々
の
観
た
映
画
は
、
母
の
希
望
で
愛
新

覚
羅
溥
儀
さ
ん
の
一
生
を
描
い
た
「
ラ
ス
ト

エ
ン
ペ
ラ
ー
」
だ
。
観
終
わ
っ
た
後
、
食
事

を
し
な
が
ら
し
ば
し
語
り
合
っ
た
。
時
代
背

景
。
満
州
。
王
道
楽
土
と
い
っ
て
も
そ
れ
は

日
本
人
に
と
っ
て
の
楽
土
で
あ
り
、
五
族
協

和
も
漢
満
蒙
鮮
の
上
に
日
本
人
が
君
臨
す
る

だ
け
の
こ
と
。
地
元
農
民
か
ら
安
く
無
理
や

り
土
地
を
買
い
上
げ
て
の
満
蒙
開
拓
─
─

で
も
こ
ん
な
話
を
し
て
も
食
事
の
雰
囲
気
が

壊
れ
る
の
で
、
話
題
は
溥
儀
さ
ん
や
溥
儀
さ

ん
の
弟
の
溥
傑
さ
ん
、
奥
さ
ん
の
浩ひ

ろ

さ
ん

の
こ
と
に
集
中
し
て
い
っ
た
。
父
も
母
も
、

少
し
遅
れ
て
は
い
て
も
同
時
代
を
生
き
て
き

た
の
で
話
が
は
ず
ん
だ
も
の
だ
。

　
そ
の
数
日
後
の
休
み
の
日
、
父
は
例
に

よ
っ
て
好
き
な
書
の
掛
け
替
え
作
業
を
し
て

い
た
（
父
は
中
国
の
書
や
絵
を
飾
る
の
が
好

き
で
ト
イ
レ
に
ま
で
掛
け
て
い
た
）。
ち
ょ

も
う
れ
し
そ
う
で
あ
っ
た
。
自
分
の
息
子
が

溥
傑
さ
ん
の
よ
う
な
人
と
知
り
合
い
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
自
慢
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

大
正
生
ま
れ
の
父
に
と
っ
て
、
溥
傑
さ
ん
や

公
爵
家
か
ら
嫁
い
だ
浩
さ
ん
は
、
ま
さ
に
雲

の
上
の
人
た
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
ん
な
客
の
あ
っ
た
日
は
、父
は
母
に「
今

日
は
外
に
食
い
に
行
こ
う
か
」
と
誘
っ
た
。

母
は
食
事
の
支
度
を
し
な
く
て
よ
い
か
ら
大

賛
成
。
す
ぐ
に
予
約
の
電
話
だ
。
不
肖
の
息

子
で
父
に
は
親
孝
行
ら
し
い
こ
と
は
何
も
で

き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
が
せ
め
て
も
の
親

孝
行
な
の
か
な
あ
と
、
デ
ザ
ー
ト
の
ア
イ
ス

を
食
べ
な
が
ら
思
っ
た
。

　
溥
傑
さ
ん
や
浩
さ
ん
は
そ
の
後
、
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
の
主
人
公
に
な
り
、
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
余
計
う
れ
し
か
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
の
父
も
母
も
旅
立
っ
て
し

ま
っ
た
け
れ
ど
、
父
の
掛
け
た
額
は
今
も
そ

の
ま
ま
仏
間
の
壁
を
飾
っ
て
い
る
。

う
ど
仏
間
の
一
面
が
空
い
て
し
ま
い
適
当
な

も
の
が
な
く
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
か
ら
「
兄

ち
ゃ
ん
（
父
も
母
も
私
の
こ
と
を
三
人
兄
妹

の
長
男
だ
か
ら
そ
う
呼
ん
で
い
た
）、
溥
傑

さ
ん
と
知
り
合
い
だ
っ
た
よ
な
あ
。
何
か
な

い
か
い
」
と
聞
く
。
私
は
「
溥
傑
さ
ん
が
当

時
（
江
青
た
ち
四
人
組
が
倒
さ
れ
た
頃
）
の

心
境
を
詩
に
し
て
送
っ
て
く
れ
た
色
紙
が

あ
っ
た
と
思
う
け
ど
」
と
答
え
た
。
そ
し
て

大
判
の
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
本
の
間
に
は
さ
ん

で
お
い
た
色
紙
を
探
し
出
し
て
き
て
見
せ
る

と
、「
こ
れ
は
額
に
入
れ
れ
ば
壁
の
サ
イ
ズ

に
ピ
ッ
タ
リ
。
飾
っ
て
も
い
い
か
な
あ
」
と

言
う
。
私
の
同
意
で
父
は
す
ぐ
に
取
引
の
あ

る
会
社
に
電
話
し
た
。

　
し
ば
ら
く
し
て
や
っ
て
来
た
店
主
さ
ん
が

「
こ
れ
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ラ
ス
ト
エ
ン

ペ
ラ
ー
の
弟
さ
ん
の
書
で
す
か
」。
父
が
う

な
ず
く
と
「
や
は
り
そ
れ
な
り
の
も
の
に
入

れ
な
い
と
。
今
、
店
に
連
絡
し
て
持
っ
て
来

さ
せ
ま
す
。
電
話
お
借
り
し
ま
す
（
ま
だ
携

帯
電
話
は
な
か
っ
た
）」。
二
十
分
程
で
お
店

の
バ
ン
が
数
点
の
額
を
運
ん
で
来
て
、
さ
ら

に
「
会
長
さ
ん
、
お
気
に
召
さ
な
け
れ
ば
特

注
し
て
く
だ
さ
い
。
ど
ん
な
も
の
で
も
作
り

ま
す
か
ら
」
と
言
う
。

　
父
が
特
注
に
傾
き
加
減
だ
っ
た
の
で
、
私

は
小
声
で
、
溥
傑
さ
ん
は
そ
う
い
う
人
で
な

い
ん
だ
か
ら
、
こ
の
中
か
ら
選
べ
ば
い
い
。

そ
れ
に
休
み
の
今
日
中
に
作
業
は
終
え
た
方

が
い
い
と
思
う
よ
と
勧
め
た
。
父
も
、
持
ち

主
が
そ
う
言
う
の
な
ら
そ
う
す
る
か
、
と
一

つ
に
決
め
た
。
か
く
し
て
溥
傑
さ
ん
の
書
は
、

私
が
溥
傑
さ
ん
と
二
人
で
写
っ
た
写
真
と
と

も
に
家
の
仏
間
を
飾
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
家
を
訪
れ
た
客
で
こ
の
額
に
気

付
い
た
人
は
、「
こ
れ
は
愛
新
覚
羅
溥
傑
さ

ん
？

　
実
物
は
初
め
て
。
会
長
さ
ん
の
と
こ

ろ
に
は
さ
す
が
に
す
ご
い
も
の
が
あ
り
ま
す

ね
」
と
驚
く
。
そ
れ
を
聞
く
父
の
顔
は
と
て

●愛
あいしんかくらふけつ

新覚羅溥傑　1907−1994
清朝最後の皇帝・溥儀の弟　1929日本の学習
院に留学　1937嵯峨家の令嬢で天皇家の親
戚に当たる浩と結婚　日本の敗戦により中国
に送還　社会復帰後、日中友好の架け橋とし
て活躍　書家としても知られる

三
十
五
歳
の
こ
ろ
の
筆
者（
左
）と

溥
傑
さ
ん（
北
京
の
自
宅
に
て
）

坂家の仏間を飾る
溥傑さんの流れるような書
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何
か
に
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
過
ぎ
て
い
く
毎
日
。

い
つ
も
そ
こ
に
あ
る
時
計
に
、

足
を
止
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
こ
の
時
計
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
人
の
頭
に
兵
庫

県
今
津
港
の
シ
ン
ボ
ル
、
江
戸
後
期
に
造
ら
れ
た

現
役
最
古
の
木
造
灯
篭
型
の
灯
台
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
サ
ケ
漁
で
賑
わ
う
石
狩
川
河
口
に
和

人
の
直
轄
支
配
が
始
ま
る
の
は
江
戸
後
期
。
こ
こ

が
石
狩
市
本
町
と
い
う
か
ら
に
は
、
海
浜
の
漁
を

取
り
仕
切
る
場
所
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
道
路
一
つ

　
企
業
や
団
体
の
十
年
を
一
区
切
り
と

す
る
創
立
周
年
。
二
十
周
年
、
三
十
周

年
と
歴
史
を
重
ね
て
い
く
度
に
そ
の
歩

記
念
誌
は
未
来
へ
の
道
し
る
べ

　
自
分
史
な
ど
本
を
つ
く
り
た
い
と
考

え
て
い
る
人
の
た
め
に
、
出
前
の
本
づ

く
り
セ
ミ
ナ
ー
を
承
り
ま
す
。
三
人
以

上
の
お
集
ま
り
で
会
場
を
ご
用
意
い
た

だ
け
れ
ば
、
日
時
を
ご
相
談
の
上
、
印

刷
担
当
者
と
編
集
者
が
お
伺
い
し
て
い

ろ
い
ろ
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ご
自
宅
の
居
間
で
も
結
構
で

す
よ
。
も
ち
ろ
ん
無
料
で
す
。

居
間
で
本
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
を

み
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
資
料
が

散
逸
、
功
績
の
あ
っ
た
人
も
物
故
し
て

い
き
ま
す
。
未
来
へ
の
道
し
る
べ
、
歴

史
は
き
ち
ん
と
ま
と
め
て
お
き
た
い
も

の
で
す
。
企
画
、
編
集
、
印
刷
、
ど
の

段
階
か
ら
で
も
ご
用
命
を
承
っ
て
お
り

ま
す
。

小
紙
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す

　
慌
し
い
時
の
流
れ
に
、
ほ
っ
と
一
息

つ
け
る
話
題
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と

願
っ
て
い
る
小
紙
。
ご
希
望
の
方
に
は

無
料
で
定
期
的
に
お
送
り
し
て
お
り
ま

す
。
印
刷
紙
工
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

としたもの。それはそれで貴重な仕
事です。欠けているものがあるとす
れば、歴史の場面に居合わせた人た
ちの生の声ではないでしょうか。
　少し専門的になりますが、最近、

オーラルヒストリーという言葉を耳
にします。簡単に言えば聞き書きと
いうことですが、歴史資料には出て
こないこと、文献ではわからないこ
とに、この手法で光を当てていくと
いう作業です。
　ここまで難しく考えなくても、地
域の歴史を本にするのに応用できそ
うです。たとえば「聞き書き・○○町
の昔」とか「お年寄りに聞いた昔話」
などというやり方です。地域に古く
から住んでいる人をたずねて、お茶
でも飲みながら幼い頃の話や戦争中
のことを聞いてみるのです。
　もちろん多少の前知識、下調べ
は必要ですし、聞いた話の裏づけも
要ります。また焦点の定まらない平
板な話にならないように、テーマを
絞ってインタビューすることも大事
です。一人でなく、何人かのグループ
でやってみる方法もありますね。

　学者や学校の先生が書く
歴史は、たくさんの資料を
ベースにして正確さを第一

が足りませんし、資料ばかりでは専
門的なものになりそうです。なにか
よい方法はありませんか。

　生まれ育った地域の歴史
を小冊子にでもまとめたい
と思いますが、手元の資料

質問箱
本づくりの「？」にお答えします。
お気軽に質問をお寄せください。

聞き書きという手もある

海 辺 の 温 泉

は
さ
ん
だ
向
か
い
の
川
淵
で
は
、
日
本
で
最
初
の

缶
詰
（
サ
ケ
）
が
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
長
ら

く
町
役
場
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
歴
史
を
経
て

石
狩
温
泉
番
屋
の
湯
の
オ
ー
プ
ン
が
平
成
九
年
。

今
も
こ
の
時
計
塔
が
入
湯
者
を
迎
え
て
く
れ
ま
す

が
、
番
屋
の
湯
は
今
年
春
か
ら
「

え
り

の
湯
」
と
し

て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
い
ま
す
。

　

デザイン・イラスト／伊藤公修


