
　
実
り
の
秋
な
ど
と
い
う
言
葉
は
知
ら
な
く
て
も
、
周
囲
の
木
の
葉
が
色
づ
い
て
く

れ
ば
「
そ
ろ
そ
ろ
あ
そ
こ
だ
な
」
と
誰
と
も
な
く
連
れ
立
っ
て
様
子
を
見
に
。
ど
こ

に
ど
ん
な
実
が
な
っ
て
い
る
か
は
、
年
長
者
か
ら
代
々
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
特
に
人
気
の
あ
っ
た
の
は
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
と
コ
ク
ワ
（
サ
ル
ナ
シ
）。
食
べ
物
の
少

な
か
っ
た
時
代
に
、
ど
ち
ら
も
そ
の
甘
酸
っ
ぱ
い
味
が
子
供
た
ち
を
と
り
こ
に
し

ま
し
た
。
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
は
た
く
さ
ん
と
れ
れ
ば
親
も
大
喜
び
で
ジ
ュ
ー
ス
に
。
そ
れ

が
知
ら
ぬ
間
に
？
　
ワ
イ
ン
に
変
質
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

　
久
し
ぶ
り
に
た
ず
ね
た
か
つ
て
の
そ
う
し
た
秘
密
の
場
所
が
、
宅
地
に
一
変
し
て

い
て
が
っ
か
り
し
た
と
い
う
こ
と
さ
え
、
も
う
昔
語
り
。
せ
め
て
都
心
の
イ
チ
ョ
ウ

並
木
で
、
ギ
ン
ナ
ン
拾
い
に
精
を
出
す
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
か
。

発
行
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史
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／
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５
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／
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世
の
中
が
い
ま
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
時
代
に

ど
ん
な
田
舎
に
あ
っ
て
も

科
学
や
文
化
の
最
先
端
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
た
の
は

お
そ
ら
く
病
院
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

あ
ま
り
良
い
思
い
出
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
─
─

一
階
に
は
薬
局
、
診

察
室
、
茶
の
間
、
手

術
室
。
二
階
に
書
斎
、

家
族
部
屋
、
客
間
が

あ
り
ま
す
。

　
診
察
室
を
の
ぞ
い

て
み
る
と
、
昭
和
三

十
年
代
ま
で
は
ど
こ

の
個
人
病
院
に
も
あ

っ
た
大
き
な
人
体
図

が
掛
か
っ
て
い
ま
す
。

現
代
の
明
る
い
ク
リ

ニ
ッ
ク
と
は
や
は
り

隔
世
の
感
。
隣
の
手

術
室
に
い
た
っ
て
は

何
か
痛
々
し
い
思
い

で
最
初
に
建
て
ら
れ
た
の
が
古
平
、
美
国
、

積
丹
三
郡
の
拠
金
に
よ
る
古
平
村
の
公
立

病
院
で
し
た
。

　
こ
の
近
藤
医
院
は
、
明
治
三
十
三
年

（
一
九
〇
〇
）
に
函
館
病
院
か
ら
古
平
病
院

内
科
医
長
と
し
て
招
か
れ
た
近
藤
清
吉
が
、

二
年
後
に
三
十
一
歳
で
開
業
し
た
も
の
で

す
。
そ
の
若
さ
が
ニ
シ
ン
漁
で
賑
わ
う
漁

師
町
で
話
題
を
呼
び
、
ま
た
歓
迎
も
さ
れ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
現
存
の
建
物
は
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）

の
大
火
で
分
院
を
焼
失
し
た
と
き
に
、
翌

年
に
建
て
直
し
た
新
医
院
。
清
吉
の
死
後

は
三
男
が
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）

ま
で
診
療
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
な
に
よ

り
も
玄
関
ポ
ー
チ
の
上
の
バ
ル
コ
ニ
ー
が

し
ゃ
れ
て
お
り
、
外
壁
の
西
洋
下
見
張
り
、

上
げ
下
げ
窓
も
大
正
モ
ダ
ン
の
典
型
で
す
。

　
北
海
道
の
医
療
機
関
が
整
備
さ
れ
る
の

は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
開
拓
使

が
設
置
さ
れ
て
か
ら
で
す
。
官
立
に
続
い

て
公
立
病
院
の
設
立
が
進
め
ら
れ
、
公
立

に
と
ら
わ
れ
ま
す
。
炉
を
切
っ
て
あ
る
畳
敷

き
の
待
合
室
で
、
患
者
た
ち
は
ど
ん
な
気

持
ち
で
順
番
を
待
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
待
合
室
と
い
え
ば
油
絵
の
具
で
描
か
れ

た
ふ
す
ま
の
絵
が
、
患
者
の
気
持
ち
を
や

わ
ら
げ
て
く
れ
る
か
の
よ
う
。
診
察
室
に

あ
る
絵
も
同
様
で
、
医
師
の
趣
味
の
良
さ

が
偲
ば
れ
ま
す
。
加
え
て
驚
か
さ
れ
る
の

が
、
隣
接
の
瓦
葺
の
石
倉
に
展
示
さ
れ
て

い
る
一
万
冊
も
の
蔵
書
。
地
方
の
医
師
と

い
え
ば
専
門
以
外
の
何
役
も
こ
な
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
。
そ
の
た
め
に

様
々
な
分
野
の
最
新
情
報
を
学
ん
で
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
ち
な
み
に
こ
の
石
倉
は
、
明
治
四
十
一

年
に
分
院
を
建
て
た
と
き
に
入
手
し
た
も

の
だ
そ
う
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
も
年
代
も

の
。
院
内
の
薬
棚
、
薬
研
、
薬
秤
、
手
術
台
、

手
術
器
具
、
柱
時
計
、
茶
ダ
ン
ス
、
電
話
、

手
洗
台
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
当
時
の
も
の
で
大

正
時
代
の
院
内
風
景
を
再
現
し
て
い
ま
す
。

診察室や待合室の絵に気持ちが和む（右上下）
隣接の石造の文倉には10,000点の蔵書が（中下）

医院の内外に見られる和洋折衷は
小樽に近いという土地柄もあるだろう

漁
師
町
に
出
現
し
た
最
新
の
建
物
は

玄
関
ポ
ー
チ
の
上
の
バ
ル
コ
ニ
ー
が
ユ
ニ
ー
ク

ガ
ラ
ス
を
う
ま
く
使
っ
た
意
匠
は
院
長
自
ら
の
設
計

●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　

漁
師
町
に
映
え
た

大
正
モ
ダ
ン

旧
近
藤
医
院  

─
─
大
正
九
年（
一
九
二
〇
）建
築
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冬
に
は
冬
の
色
が
あ
る
店
内
。こ
の
時
季
の
メ
イ
ン
は
黒
を
基
調
と
し
た
ク
リ
ス
マ
ス
カ
ラ
ー

札
幌
花
材

札
幌
市
中
央
区
北
二
条
東
十
二
丁
目

電
話（
〇
一
一
）二
二
一
｜
二
四
四
七

定番と流行の先端と。アレンジメントで提案も　　  。

　
つ
い
こ
の
間
ま
で
、
ボ
リ
ュ
ウ
ム
感
の
あ
る

ヒ
マ
ワ
リ
の
黄
色
や
ト
ロ
ピ
カ
ル
フ
ラ
ワ
ー
の

極
彩
色
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
に
、
店
頭

は
い
つ
の
間
に
か
秋
か
ら
冬
の
装
い
。
ク
リ
ス

マ
ス
を
エ
レ
ガ
ン
ト
に
演
出
し
て
く
れ
る
、
黒

を
基
調
と
し
た
色
合
い
の
花
々
が
迎
え
て
く
れ

ま
す
。

　
訪
れ
る
た
び
に
こ
う
し
た
楽
し
み
が
あ
る
の

は
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
フ
ラ
ワ
ー
だ
か
ら
こ

そ
。
四
季
を
通
し
て
「
無
限
の
ア
イ
テ
ム
が
あ

り
ま
す
よ
」
と
い
う
の
は
常
務
の
畑
中
義
弘
さ

ん
（
三
　
　
三

）
で
す
。

シ
ャ
ル
フ
ラ
ワ
ー
の
最
大
の
特
徴
。
東
京
の
大

手
販
売
店
の
代
理
店
も
兼
ね
な
が
ら
、
常
に
定

番
の
花
と
流
行
の
最
先
端
の
花
と
を
、
季
節
と

す
が
、
定
番
人
気
は
バ
ラ
、
カ
ラ
ー
、
そ
し
て

ラ
ン
。
た
く
さ
ん
の
花
と
と
も
に
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
さ
れ
た
こ
ち
ら
独
自
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
も
、

お
好
み
で
選
ぶ
と
き
の
参
考
に
な
り
ま
す
。
畑

中
常
務
に
よ
り
ま
す
と
、
新
し
い
提
案
や
講
習

会
の
開
催
な
ど
も
常
時
。
需
要
者
と
一
体
と

な
っ
た
店
づ
く
り
に
安
心
感
が
あ
り
ま
す
。

　
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
フ
ラ
ワ
ー
よ
り
少
し

値
段
は
張
り
ま
す
が
、
近
年
、
人
気
の
高
ま
っ

て
い
る
の
が
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
で
す
。

本
物
の
花
を
一
度
脱
色
し
て
か
ら
新
た
に
着
色

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

花
の
命
は
短
く
て
、
苦
心
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
も
数
日
の
命

で
も
造
花
だ
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う

生
花
と
見
ま
ご
う
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
花
だ
っ
た
ら
─
─

こ
れ
か
ら
の
季
節
に
さ
ら
に
存
在
価
値
の
あ
る‶

花
の
群
れ
〟
を
発
見

プリザーブドフラワーによる神保豊氏の作品から

行
事
に
合
わ
せ
て
全
道

一
の
規
模
で
そ
ろ
え
て

い
ま
す
。

　
お
客
さ
ん
は
生
花
店

や
園
芸
店
の
プ
ロ
か
ら

一
般
の
人
ま
で
様
々
で

す
る
こ
と
で
、
自
然
の
質
感
を
五
年
か
ら
十
年

は
保
て
る
と
の
こ
と
。
バ
ラ
、
コ
チ
ョ
ウ
ラ
ン
、

ヒ
マ
ワ
リ
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
商
品
化
さ
れ
、

今
後
の
伸
び
も
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　
こ
ん
な
花
ま
で
造
花
な
の
？
　
と
い
う
く
ら

い
色
と
り
ど
り
の
花
が
あ
る
博
物
館
。
花
器
や

リ
ボ
ン
、
ラ
ッ
ピ
ン
グ
資
材
な
ど
も
豊
富
に
そ

ろ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
飾
り
や

バ
ー
ス
デ
ー
ギ
フ
ト
な
ど
に
個
性
を
発
揮
し
た

い
人
は
、
ぜ
ひ
一
度
入
館
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

ない花はないくらい──
ぐるり一周しながら
アレンジメントのヒントを
定番といえども色は様々

持
つ
の
が
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ

れ
す
れ
ば
飽
き
る
ま
で
？

　
自
然
の
美
し
さ
で
は

も
ち
ろ
ん
生
花
に
は
か

な
い
ま
せ
ん
が
、
手
入
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批
判
が
あ
っ
た
の
も
事
実
。
市
電
も
馬
車

も
い
っ
し
ょ
に
走
っ
て
い
る
写
真
を
見
る

と
、
そ
れ
も
的
外
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
残
念
な
が
ら
こ
の
橋
の
役
目
が
終
わ
る

の
は
、
水
で
は
な
く
車
の
洪
水
に
よ
る
も

の
で
し
た
。
完
成
し
て
か
ら
四
十
年
も
の

間
に
、
交
通
量
が
架
設
当
時
の
想
定
を
上

回
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
昭
和
三
十
九

年
か
ら
架
け
替
え
工
事
が
始
ま
り
、
二
年

後
に
完
成
し
ま
し
た
。

　
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
そ
の
市
電
の
姿

は
す
で
に
な
く
、
四
六
時
中
膨
大
な
量
の

車
が
疾
走
す
る
ば
か
り
。
橋
の
姿
も
味
気

な
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
ひ
た
す
ら
機
能

を
優
先
す
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

回
と
も
い
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
そ
の
明
治
四
十
二
年
と
は
、
市
内
の

六
百
九
戸
が
浸
水
す
る
と
い
う
大
洪
水
の

年
。
明
治
三
十
一
年
に
完
成
し
た
鉄
橋
で

は
耐
え
ら
れ
ず
、
い
よ
い
よ
永
久
橋
が
必

要
に
。
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
旧

豊
平
橋
が
完
成
し
た
の
で
す
。
現
在
の
橋

に
な
る
の
は
昭
和
四
十
一
年（
一
九
六
六
）

の
こ
と
で
す
か
ら
、
名
橋
と
賞
賛
さ
れ
た

姿
を
記
憶
し
て
い
る
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。

　
一
番
の
特
徴
は
タ
イ
ド
ア
ー
チ
型
式
の

ゆ
え
ん
で
あ
る
両
側
の
三
つ
の
鉄
の
ア
ー

チ
。
力
強
さ
と
曲
線
美
が
一
体
と
な
り
、

さ
ら
に
「
高
欄
や
束
柱
に
は
、
花
柄
が
浮

き
彫
り
さ
れ
て
お
り
、
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
風

の
照
明
と
と
も
に
見
る
人
々
に
ロ
マ
ン
と

安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
」（
さ
っ
ぽ
ろ
文

庫
８
）
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
人
口

十
万
人
余
の
都
市
に
は
ぜ
い
た
く
と
い
う

　
江
戸
時
代
末
期
、
志
村
鉄
一
と
吉
田
茂

八
の
二
人
が
豊
平
橋
付
近
の
渡
守
に
任
命

さ
れ
て
今
年
で
百
五
十
年
と
か
。
お
そ
ら

く
は
す
べ
て
の
橋
が
丸
木
橋
か
ら
出
発
し

た
よ
う
に
、
こ
の
渡
船
に
替
わ
っ
て
こ
こ

に
二
連
の
丸
木
橋
が
か
か
る
の
が
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）
の
こ
と
で
し
た
。
し
か

し
こ
れ
が
架
け
て
は
流
さ
れ
、
破
壊
さ
れ

と
い
う
川
と
の
闘
い
の
始
ま
り
。
そ
の
数
、

明
治
四
十
二
年
ま
で
に
三
十
回
と
も
四
十

札
幌
の
母
な
る
川
、
豊
平
川
に
は
た
く
さ
ん
の
橋
が
か
か
っ
て
い
ま
す
が
、

市
民
に
最
も
お
な
じ
み
な
の
は
豊
平
橋
。
百
八
十
万
都
市
か
ら
は

想
像
で
き
な
い
よ
う
な
洪
水
と
の
闘
い
を
経
て
現
在
の
姿
が
あ
り
ま
す
。

豊
平
橋

橋のたもとからしてこの重厚な造り
欄干などの浮き彫り、シャンデリアの装飾は
現代でも十分に通用する意匠（昭和５年撮影）

３連の鉄のアーチが美しいタイドアーチ型
名橋と呼ばれたがのんびりした風景も
電車、車、馬車、人が一緒に（昭和28年撮影）

道央の大動脈、国道36号といえば
180万都市を出入りする車の量も屈指

昔の姿は想像もつかない

※
写
真
提
供
／
札
幌
市
写
真
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
　
※
参
考
文
献
／
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
８「
札
幌
の
橋
」
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水
面
に
、
大
学
ボ
ー
ト
部
が
ア
メ
ン
ボ

（
艇
）
を
漕
ぎ
出
す
こ
ろ
、
岡
忞

つ
と
む

さ
ん

（
六
　
　
九

）
は
漁
場
へ
車
を
走
ら
せ
ま
す
。

こ
の
日
の
行
き
先
は
ま
ず
茨
戸
川
下
流

の
、
石
狩
川
と
つ
な
が
る
水
門
近
く
。

マ
リ
ン
ク
ラ
ブ
の
桟
橋
が
並
ぶ
船
着
場

か
ら
船
外
機
付
き
の
小
舟
に
乗
り
込
ん

で
、
カ
ワ
ガ
ニ
の
カ
ゴ
と
ワ
カ
サ
ギ
の

定
置
網
を
揚
げ
に
向
か
い
ま
す
。

　
一
帯
は
か
つ
て
岡
さ
ん
の
生
家
が

あ
っ
た
と
こ
ろ
。
十
八
歳
ま
で
は
泳
い

少
年
時
代
は
水
辺
で
魚
を
取
る
こ
と
に
夢
中
だ
っ
た
の
に

ほ
と
ん
ど
の
大
人
が
そ
の
夢
と
は
無
縁
で
す

そ
れ
が
生
涯
の
仕
事
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
楽
し
い
か

し
か
も
大
都
市
の
す
ぐ
近
く
で
─
─

川
魚
漁
に
生
き
る
人
を
訪
ね
ま
し
た
　

　
ま
だ
朝
も
や
の
残
る

た
び
に
、
水
辺
に
密
生
す
る
ガ
マ
で
曾

祖
母
が
草
履
を
編
ん
で
く
れ
た
こ
と
や
、

ア
イ
ヌ
の
人
も
ゴ
ザ
な
ど
を
作
っ
て
い

た
こ
と
を
思
い
出
す
と
か
。

　
そ
の
ガ
マ
の
茂
み
に
沿
っ
て
舟
を
進

め
な
が
ら
次
々
と
カ
ニ

カ
ゴ
を
揚
げ
て
い
く
と
、

大
小
の
カ
ワ
ガ
ニ
が
ウ

ジ
ャ
ウ
ジ
ャ
。「
最
近
、

人
気
が
出
て
き
て
い
る

ん
で
ね
」
と
岡
さ
ん
も

好
漁
に
に
っ
こ
り
。
そ

し
て
次
は
ワ
カ
サ
ギ
の

定
置
網
起
こ
し
。
三
人

生まれ育った川で生涯の仕事──岡忞さん

が
石
狩
川
本
流
で
、
度
重
な
る
水
害
の

た
め
大
正
七
年
か
ら
十
三
年
も
の
歳
月

を
費
や
し
て
開
削
し
た
、
当
別
町
美
登

江
と
石
狩
市
生
振
の
間
の
直
線
水
路
が

現
在
の
石
狩
川
で
す
。
岡
さ
ん
の
漁
場

は
こ
の
茨
戸
川
全
域
と
、
石
狩
川
の
旧

渡
船
場
か
ら
Ｊ
Ｒ
札
沼
線
の
鉄
橋
付

近
ま
で
。
親
子
二
代
の
川
魚
漁
師
で
、

四
十
年
前
に
岡
さ
ん
が
水
産
加
工
も
手

が
け
る
会
社
組
織
に
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
そ
の
当
時
で
二
十
軒
ほ
ど
も

あ
っ
た
川
魚
漁
家
が
、
い
ま
で
は
わ
ず

か
に
三
軒
。「
茨
戸
川
の
土
手
に
は
い

た
る
と
こ
ろ
に
柳
の
木
が
茂
り
、
日
陰 大漁のウグイとカワガニ

が
い
な
し
。
で
も
そ
れ
よ
り
お
び
た
だ

し
い
数
の
ウ
グ
イ
。
大
き
な
ウ
グ
イ
は

カ
ワ
ガ
ニ
の
、
小
さ
い
も
の
は
動
物
園

の
エ
サ
と
な
り
ま
す
。

　
さ
て
こ
の
茨
戸
川
、
実
は
石
狩
川
に

で
き
た
三
日
月
湖
。
か
つ
て
は
こ
ち
ら

は
櫓
こ
ぎ
。
夏
に
な
る
と
ホ
タ
ル
の
乱

舞
も
見
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　
岡
さ
ん
の
会
社
が
あ
る
の
は
石
狩
市

と
札
幌
市
北
区
が
接
す
る
交
通
の
要
所
。

会
社
を
起
こ
し
た
こ
ろ
に
賑
わ
っ
た
レ

ジ
ャ
ー
施
設
、
茨
戸
ハ
ワ
イ
ラ
ン
ド
を

覚
え
て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
と

な
る
虫
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
水
面

に
落
ち
る
そ
の
虫
を
食
べ
に
魚
も
集
ま

だ
そ
う
で
す
。
こ
こ
へ
来
る

取
っ
た
り
し
て
遊
ん

カ
ワ
エ
ビ
を
だ
り

ワ
カ
サ
ギ
の
に
お
い
に
大
漁
は
ま
ち

共
に
舟
の
上
へ
。
た
ち
ま
ち
漂
う

を
手
繰
り
寄
せ
、
掛
け
声
と

わ
せ
て
ゆ
っ
く
り
と
網

さ
ん
が
呼
吸
を
合

の
漁
師

を
し
て
い
た
か
ら
、
魚
の
エ
サ
に

が
で
き
て
風
を
防
ぐ
役
目

●岡水産／石狩市生振39−２　電話（0133）64−3611

茨戸川下流域

っ
て
き
た
の

で
す
」（
岡

さ
ん
）。
今

の
よ
う
に
護

岸
も
さ
れ
て

い
な
か
っ
た

の
で
漁
は
地

引
網
で
、
舟

う
の
昔
に
ゴ

ル
フ
練
習
場

に
な
っ
て
い

ま
す
し
、
周

辺
に
は
大
団

地
、
川
向
こ

う
に
は
ホ
テ

ル
。
そ
れ
で

も
生
き
が
い
は
生
れ
育
っ
た
川
で
漁
を

続
け
る
こ
と
に
あ
り
─
─
。

　
今
年
七
月
、
新
聞
報
道
で
驚
か
さ
れ

た
の
は
ワ
カ
サ
ギ
の
定
置
網
に
か
か
っ

た
体
長
百
十
二
�
、
重
さ
二
十
二
�
の

ア
オ
ウ
オ
。
そ
の
巨
大
魚
を
見
つ
め
る

岡
さ
ん
の
顔
に
「
こ
れ
だ
か
ら
漁
は
や

め
ら
れ
な
い
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

川向かいには大型ホテル

ガマの密生する水辺

少
年
の
夢
、い
ま
な
お

川
魚
漁
に
生
き
て
40
年
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以
前
は
路
地
や
庭
先
で
よ
く
見
ら
れ
た
の
に
、

近
ご
ろ
で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
る
こ
と
の
な
く

し
て
こ
ち
ら
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
明
治
二
十

一
年
の
開
業
以
来
、
商
家
の
の
れ
ん
や
ま
ん
幕
、

中
に
は
新
琴
似
チ
ー
ム
よ
り

目
立
つ
よ
う
に
と
二
十
四
色

の
注
文
を
染
め
分
け
た
と
か
。

親
子
で
こ
う
い
う
仕
事
に
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ

と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　
と
は
い
え
下
絵
師
が
高
齢

に
な
り
、
刷
毛
や
伸
子
を
作

る
人
も
次
第
に
い
な
く
な
っ

て
い
る
昨
今
、
創
介
さ
ん
に

旗
は
こ
ち
ら
の
作
品
な
の
で
す
。
加
え
て
道
内

外
の
他
チ
ー
ム
か
ら
の
注
文
も
受
け
て
大
忙
し
。

　
の
れ
ん
が
出
来

る
ま
で
を
教
え
て

も
ら
う
と
、
ま
ず

注
文
を
受
け
て
か

ら
屋
号
や
入
れ
る

文
字
な
ど
を
下
絵

師
に
描
い
て
も
ら

い
、
そ
れ
を
基
に

し
た
型
紙
を
彫
り

ま
す
。
そ
の
型
紙

て
い
る
、
ど
こ
か
で
見
て
い
る
」
と
い
う
職
人

気
質
で
や
っ
て
き
た
と
い
う
高
野
社
長
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
が
今
日
、
四
代
、
五
代
と
続
い
て
い

る
秘
密
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
別
な
原
因
も
あ

る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
高
野

社
長
、
と
て
も
お
し
ゃ
れ
と
い
う
か
こ
ざ
っ
ぱ

り
し
た
身
な
り
で
、
外
見
は
ち
っ
と
も
染
物
職

人
に
見
え
な
い
か
ら
で
す
。

　
実
は
、
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
ソ
ー
ラ
ン
大
賞
四
連

覇
、
あ
の
新
琴
似
天
舞
龍
神
チ
ー
ム
の
大
小
の

は
好
き
な
こ
と
を
や
れ
と
言
っ
て
い
る
高
野
社

長
で
す
が
、
手
仕
事
を
な
り
わ
い
と
す
る
人
が

困
っ
て
い
く
状
況
を
心
配
し
て
い
ま
す
。
中
に

入
っ
て
み
た
く
な
る
よ
う
な
店
の
の
れ
ん
は
、

高
野
さ
ん
親
子
の
よ
う
な
染
物
職
人
の
仕
事
と

い
う
こ
と
を
お
忘
れ
な
く
。

染
物
職
人
の
草
分
け
は

若
い
五
代
目
も
第
一
線

 

天
舞
龍
神 

の
旗
ま
で

高
野 

藤
彦
さ
　
　
ん 

─
─
高
野
染
工
場（
札
幌
市
）

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
。

張り棒や上げ棒は明治時代から使っている

正
月
や
中
元
に
配
る
手
ぬ
ぐ
い
、
前
掛
け
、
印

ば
ん
て
ん
な
ど
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
来
年
の
創
業
百
二
十
年
を
前
に
需

要
は
大
き
く
変
わ
り
、
注
文
の
八
割
が
の
れ
ん

に
。
そ
れ
も
か
つ
て
は
「
一
人
で
一
日
に
二
十
二

本
を
染
め
た
」（
高
野
さ
ん
）
こ
と
も
あ
っ
た
ほ

ど
だ
っ
た
の
に
、「
息
子
一
人
で
こ
な
せ
る
ほ
ど

の
注
文
し
か
こ
な
い
」（
同
）と
笑
い
ま
す
。
も
っ

と
も
長
男
の
創
介
さ
ん（
二
　
　
八

）に
言
わ
せ
る
と「
こ

の
仕
事
は
手
と
目
の
動
き
が
メ
イ
ン
」
な
の
で

若
い
自
分
の
出
番
、
と
頼
も
し
い
限
り
。
デ
ザ

イ
ン
か
ら
染
め
ま
で
一
人
で
こ
な
し
て
い
ま
す
。

か
し
て
か
ら
水
洗
い

し
て
糊
を
落
と
し
ま

す
。
最
後
に
縫
製
し

て
出
来
上
が
り
で
す
。

　
こ
こ
ま
で
「
自
分

の
仕
事
を
誰
か
が
見

上
は
大
小
の
伸
子
。両
端
に
針
が
付
い
て
い
る
。下
は
洗
濯
機（
右
）と
乾
燥
機

5代目創介さんの仕事を見守る高野藤彦社長。大部分をまかせている

高野染工場
札幌市北区新琴似1条8丁目11−14
TEL（011）762−5580

な
っ
た
光
景
の
一
つ
、
洗
い
張
り

（
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
の
言
葉
さ
え

知
ら
な
い
年
代
も
）。
古
く
な
っ
た

和
服
を
ほ
ど
い
て
洗
い
、
糊
付
け

し
て
板
張
り
や
伸し

ん
し子

張
り
に
し
て

布
地
を
再
生
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
張
り
板

や
伸
子
（
両
端
に
針
の
付
い
た
竹
ひ
ご
）
が
ど
こ

の
お
宅
に
も
あ
っ
た
も
の
で
す
。

　
今
で
も
そ
の
伸
子
張
り
が
見
ら
れ
る
の
は
染

物
屋
さ
ん
ぐ
ら
い
。
こ
ち
ら
も
数
が
減
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
四
代
当
主
と
若
い
五
代
目
が

が
ん
ば
っ
て
い
る
の
が
高
野
染
工
場
で
す
。

　「
一
つ
の
商
品
を
作
っ
て
四
代
も
続
い
て
い
る

の
は
札
幌
で
も
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」
と
い
う
社
長
の
高
野
藤
彦
さ
ん

（
六
　
　
一

）。
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
27
「
職
人
物
語
」
で
は
、

染
物
職
人
の
草
創
期
に
活
躍
し
た
店
の
一
つ
と

に
従
っ
て
、
染
め
な
い
部
分
に
糊
を
置
い
て
い
き

ま
す
。
糊
が
乾
い
た
ら
色
を
塗
り
、
さ
ら
に
乾
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道
具
収
集
を
続
け
な
が
ら
人
心
の
荒
廃
に
心
を
痛
め
る
筆
者
が

か
つ
て
荒
れ
果
て
た
山
荘
の
掃
除
に
駆
け
つ
け
た
と
き
に

出
会
っ
た
二
人
の
女
性
登
山
者
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

　
山
小
屋
の
修
理
と
掃
除
を
手
伝
っ
て
く

れ
な
い
か
と
い
う
連
絡
が
入
っ
た
。
営
林

署
も
赤
字
で
、昔
作
っ
た
山
小
屋
も
解
体
・

放
棄
の
運
命
。
で
も
山
に
登
る
人
間
に

と
っ
て
は
小
屋
が
あ
っ
た
方
が
ど
れ
だ
け

い
い
こ
と
か
。
そ
れ
な
ら
我
々
で
小
屋
を

引
き
継
ご
う
。
か
く
し
て
週
ご
と
の
掃
除

と
維
持
管
理
の
仕
事
が
当
然
う
ま
れ
、
人

手
が
足
り
な
い
の
で
私
の
と
こ
ろ
に
も
話

が
来
た
と
い
う
訳
。

　
掃
除
用
具
一
式
と
シ
ュ
ラ
フ
、
キ
ス
リ

ン
グ
を
担
い
で
集
合
場
所
ま
で
行
っ
た
。

連
れ
の
と
合
わ
せ
る
と
結
構
な
量
で
、
ど

う
や
っ
て
小
屋
ま
で
上
げ
る
の
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
た
ら
、
大
型
の
ラ
ン
ク
ル
が

や
っ
て
来
て
、
我
々
と
荷
物
を
乗
せ
、
街

を
抜
け
、
一
般
の
登
山
道
と
は
別
ル
ー
ト

の
山
道
を
駆
け
上
が
り
、
あ
っ
と
い
う
間

に
山
小
屋
に
横
付
け
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　「
知
ら
な
か
っ
た
！
　
こ
ん
な
道
が
あ
っ

た
な
ん
て
」。
ラ
ジ
ウ
ス
で
お
茶
を
飲
ん

で
一
服
し
た
後
、
受
け
持
ち
の
ト
イ
レ
に
。

私
の
読
み
だ
と
男
子
の
方
が
汚
い
だ
ろ
う

か
ら
ま
ず
先
に
。
ド
ア
を
開
け
る
と
思
っ

た
通
り
の
キ
タ
ナ
さ
。
何
と
か
仕
上
げ
、

次
の
女
子
ト
イ
レ
は
楽
勝
と
思
っ
て
開
け

た
ら
、
中
の
汚
れ
は
男
子
の
比
で
は
な
い
。

床
一
面
が
汚
物
で
汚
れ
、
そ
れ
こ
そ
足
の

踏
み
場
も
な
い
状
態
。
読
み
は
甘
か
っ
た
。

　
降
り
し
き
る
雨
の
中
、
ラ
ン
ク
ル
は
一

気
に
山
を
下
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
信
じ
ら

れ
な
い
と
い
う
顔
で
外
を
見
つ
め
て
い
た
。

街
に
着
く
と
雨
は
降
っ
て
い
な
い
。
二
人

は
遠
慮
す
る
我
々
を
半
ば
強
引
に
喫
茶
店

に
誘
い
、
熱
い
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
し
て
く

れ
た
。
信
用
さ
れ
た
の
が
よ
ほ
ど
嬉
し
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
秋
も
終
わ
り
の
頃
、
再
び
山
荘
へ
の
誘

い
が
あ
っ
た
。
男
女
の
ト
イ
レ
は
な
ん
と

ピ
カ
ピ
カ
だ
っ
た
。
磨
い
た
の
は
例
の
二

人
。
私
に
ど
う
し
て
も
見
て
使
っ
て
欲
し

か
っ
た
の
だ
と
言
う
。
夜
、
パ
チ
パ
チ
と

木
の
は
ぜ
る
音
を
バ
ッ
ク
に
ソ
プ
ラ
ノ
が

流
れ
る
。

沈
む
夕
陽
の
万
計
の

　
茜
に
染
ま
る
山
荘
に

君
が
語
り
し
若
き
日
の

　
去
り
て
帰
ら
ぬ
思
い
出
を

か
え
で
ミ
ズ
ナ
ラ
お
い
茂
り

　
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
の
森
に
飛
ぶ

川
を
上
れ
る
鮭
の
群

　
樹
々
に
踊
れ
る
蝶
の
舞
い

守
れ
自
然
の
山
や
川

　
姿
か
た
ち
は
異
な
れ
ど

こ
こ
に
も
生
き
る
命
あ
り

　
生
き
る
命
は
皆
同
じ

北
の
風
吹
く
万
計
の

　
水
面
に
映
る
森
の
影

岸
辺
に
一
人
佇
め
ば

　
昔
を
偲
ぶ
二
輪
草

月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て

　
光
る
水
辺
に
目
を
や
れ
ば

静
か
に
立
て
る
白
樺
の

　
梢
を
鳴
ら
す
風
の
音

今
宵
空
沼
わ
た
る
風

　
明
日
は
い
ず
こ
の
峰
を
吹
く

高
層
ビ
ル
の
窓
拭
き
だ
と
か
。

　
リ
ー
ダ
ー
曰
く
、「
今
日
き
れ
い
に
し

て
く
れ
た
ト
イ
レ
も
一
週
間
で
元
に
戻
る
。

小
屋
の
備
品
も
す
ぐ
に
な
く
な
る
。
そ
の

う
ち
小
屋
に
鍵
が
必
要
に
な
る
。
鍵
の
か

か
っ
た
小
屋
な
ん
て
、
も
は
や
山
小
屋
と

は
言
え
な
い
。
モ
ラ
ル
が
壊
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
松

※

濤
明
さ
ん
や
加

※

藤
文
太
郎
さ

ん
に
言
う
べ
き
言
葉
も
な
い
…
」。

　
翌
日
は
も
の
す
ご
く
よ
い
天
気
だ
っ
た
。

も
聞
か
れ
た
の
で
「
雨
具
を
持
た
な
い
神

風
登
山
の
彼
女
た
ち
を
ラ
ン
ク
ル
に
乗
せ

て
特
別
ル
ー
ト
を
下
る
こ
と
を
危
惧
す
る

気
持
ち
は
解
る
け
れ
ど
、
二
人
を
信
用
し

て
や
ろ
う
。
風
邪
を
引
く
ぞ
と
言
っ
て
火

を
焚
い
て
や
っ
た
の
だ
か
ら
。
沼
に
悪
い

影
響
が
あ
る
と
思
い
、
ク
レ
オ
ソ
ー
ト
を

塗
る
こ
と
も
や
め
た
の
だ
か
ら
。
若
者
を

信
用
で
き
な
け
れ
ば
こ
の
山
荘
に
も
明
日

は
来
な
い
」。

※ともに著名な登山家。松濤
明は遭難死後に出版された
『風雪のビバーク』が有名。加
藤文太郎は新田次郎著『孤高
の人』のモデル 筆者が清掃に行っていたころの空沼岳・万計山荘

現在も有志による管理が続けられている

そ
れ
で
も
時
間
を
か
け
何
と
か
キ
レ
イ
に

し
た
。

　
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
な
る
ん
だ
ろ
う
？

　
そ
の
日
の
夜
、
火
を
焚
い
て
し
ば
し
語

り
合
っ
た
。
連
れ
が
ラ
ン
ク
ル
の
リ
ー

ダ
ー
を
指
し
て
、「
こ
の
人
は
山
に
登
り

た
い
が
た
め
、
仕
事
も
辞
め
バ
イ
ト
で
食

い
つ
な
い
で
、
そ
れ
以
外
の
ほ
と
ん
ど
を

山
で
過
ご
し
て
い
る
す
ご
い
人
」。
今
は

頂
上
ま
で
行
け
る
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、

彼
が
言
う
こ
と
に
は
「
昼
か
ら
雨
に
な
る
。

山
の
天
気
は
変
わ
り
や
す
い
」
と
の
こ
と
。

果
し
て
午
後
か
ら
雨
に
な
っ
た
。

　
そ
こ
へ
、
ず
ぶ
濡
れ
の
若
い
二
人
連
れ
が

飛
び
込
ん
で
来
た
。
彼
が
「
今
火
を
焚
い
て

や
る
。
は
ず
か
し
が
ら
ず
濡
れ
た
服
は
脱

い
で
火
で
乾
か
す
と
い
い
。
こ
の
ま
ま
だ

と
体
温
を
奪
わ
れ
て
カ
ゼ
く
ら
い
で
は
す

ま
な
い
」
と
言
っ
た
。
彼
女

た
ち
は
ろ
く
に
雨
具
も
持
っ

て
い
な
い
よ
う
で
、
不
安
そ

う
に
窓
の
外
を
見
て
い
た
。

　
連
れ
が
「
帰
り
に
、
二
人

を
乗
っ
け
て
行
っ
て
や
ろ
う

よ
」
と
提
案
し
た
が
、
リ
ー

ダ
ー
は
「
我
々
の
出
発
は
彼

女
た
ち
が
出
て
行
っ
た
後
に

し
よ
う
」
と
の
返
事
。
私
に
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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
。

　
人ひ
と
け気

な
い
放
課
後
の
校
庭
に
立
つ
と
、
目
の
前

に
子
供
た
ち
の
歓
声
が
渦
巻
い
て
い
る
よ
う
な
錯

覚
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
競
技
場
で

も
そ
れ
は
同
様
で
、
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
で
も
ア
ス

リ
ー
ト
た
ち
の
躍
動
や
観
衆
の
応
援
が
聞
こ
え
て

く
る
よ
う
で
す
。
こ
こ
大
倉
山
ジ
ャ
ン
プ
競
技
場

は
ウ
イ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の
メ
ッ
カ
。今
年
二
月
、

　
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
。

　著者の大津良法氏は73歳。道南福
島町の曹洞宗古刹、最乗山諦玄寺の
住職です。永平寺で修業の後、父の後
を継ぐまでは地元の中学校で教べん

を取っていました。また僧職のかたわ
ら、保護司や人権委員、教育委員など
の要職にあり、昨年、藍綬褒章を受賞
しています。
　こうした人生経験の中から生れた
句から372句を集めたのが句集 「心」 
です。
　永平寺の夜坐深まれり仏法僧
　磯遊び子等を見守る教師笛
などに修行時代や教師のころの思い
出が。そして
　飛魚や眼底にある蒼き海
　蒼き海茶髪少年昆布干す
には海辺の町が詠われています。
　吾が心曲げぬ強情水澄めり
　禅寺に生きて悔なし枯木星
は、なお僧職にかける老いの心の表れ
でしょう。1ページに2句というぜい
たくな編集だけに、それぞれの句の重
みが伝わってきます。

つくってみませんか
句集・歌集・詩集・小説・随筆集…
自伝・体験記・回想集…画集・写真集

競 技 場

ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
世
界
選
手
権
で
日
本
ジ
ャ
ン
プ
が

団
体
三
位
に
入
っ
た
場
所
で
す
。
あ
れ
か
ら
春
が

過
ぎ
、
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
プ
で
つ
か
の
間
の
賑
わ
い

を
見
せ
、
い
ま
シ
ー
ズ
ン
イ
ン
を
待
っ
て
い
る
と

こ
ろ
。
選
手
た
ち
が
ど
ん
な
に
た
く
ま
し
く
な
っ

て
戻
っ
て
き
て
く
れ
る
か
、
時
計
も
静
か
に
時
を

刻
ん
で
い
ま
す
。
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