
　
ス
ノ
ー
ボ
ー
ダ
ー
や
若
い
ス
キ
ー
ヤ
ー
が
立
ち
入
り
禁
止
区
域
に
入
っ
て
危
な
い

目
に
あ
う
事
故
が
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
マ
ナ
ー
を
知
ら
な
い
と
か
人
の
迷
惑
も
考
え

な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
ま
す
が
、
根
本
の
原
因
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
そ
こ
へ
行
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
、
危
険
の
予
知
、
察
知
能
力
の
よ
う
な
も
の
が

欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
そ
れ
は
、
幼
少
年
期
に
養
わ
れ
て

い
た
は
ず
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
─
─
。
ス
キ
ー
も
ス
ケ
ー
ト
も
簡
単
に
は
手
に

入
ら
な
い
時
代
に
よ
く
や
っ
た
か
ま
く
ら
づ
く
り
。
単
純
に
雪
を
積
み
上
げ
て
穴
ぼ

こ
を
つ
く
る
遊
び
の
よ
う
で
す
が
、
安
全
な
も
の
に
し
て
い
く
知
恵
、
雪
が
落
ち
て

き
た
と
き
の
対
処
、
ほ
こ
ら
の
中
は
意
外
と
暖
か
い
こ
と
な
ど
を
、
知
ら
な
い
う
ち

に
身
に
付
け
て
い
っ
た
の
で
す
。
街
の
真
ん
中
、
道
端
で
、
で
し
た
ね
。

発
行

：

 
印
刷
紙
工

（社）

 

札
幌
市
中
央
区
南
十
五
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西
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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
八
年 

冬（
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
来
正
旅
館
─
─
─
２

・
マ
チ
の
博
物
館
／
文
林
堂
四
宣
齊
─
─
─
３

・
あ
る
ば
む
レ
ト
ロ
ポ
リ
ス
／
札
幌
駅
・
駅
前
通
り
─
─
─
４

・
川
筋
を
行
く
／
石
狩
川
㊂
─
─
─
５

・
来
た
道
・
行
く
道
／
遠
藤
製
靴
店
─
─
─
６

・
道
具
で
道
草
30
年
─
─
─
７

・
時
計
の
あ
る
風
景
─
─
─
８
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人
の
に
お
い
と
構
造
材
の
年
輪
が
混
じ
り
合
っ
て

独
特
の
安
ら
ぎ
の
空
間
を
醸
し
出
す
旅
の
宿

し
ゃ
れ
た
ホ
テ
ル
が
あ
ち
こ
ち
に
そ
び
え
る
現
代
で
す
が

そ
ん
な
旧
来
の
日
本
旅
館
の
原
点
の
よ
う
な

汽
車
や
馬
車
の
待
合
所
も
兼
ね
た
旅
館
で
す

が
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
高
知
県
の
欄

に
、
東
永
山
兵
村
に
入
っ
た
来く

る
ま
さ正
策
馬
の

名
前
が
。
入
植
年
月
は
明
治
二
十
四
年

（
一
八
九
一
）
七
月
で
す
。

　
屯
田
兵
の
前
職
？
　
と
い
え
ば
、
当
初

は
御
一
新
に
よ
っ
て
没
落
し
た
武
士
。
北

海
道
開
拓
と
同
時
に
、
武
芸
の
心
得
を
ロ

シ
ア
南
下
へ
の
警
備
に
役
立
て
る
た
め
で

し
た
。
そ
の
募
集
枠
が
平
民
に
ま
で
広
げ

ら
れ
る
の
が
明
治
二
十
三
年
の
こ
と
。
つ

ま
り
来
正
策
馬
来
道
の
前
年
で
し
た
。

　
入
植
平
民
の
そ
れ
ま
で
の
生
業
で
す
が
、

多
く
は
農
家
の
次
男
、
三
男
坊
。
ど
ん
な

に
が
ん
ば
っ
て
も
家
を
継
げ
な
い
、
田
畑

を
持
て
な
い
の
だ
か
ら
北
海
道
に
新
天
地

を
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
と

こ
ろ
が
こ
の
策
馬
、
土
佐
藩
主
、
山
内
容

　
伊
藤
廣
と
い
う
屯
田
兵
の
子
孫
の
方
の

著
書
『
屯
田
兵
物
語
』（
北
海
道
教
育
社
）

の
巻
末
に
、
屯
田
兵
七
千
三
百
七
十
三

人
の
出
身
県
別
の
名
前
と
入
植
地
の
一
覧

の
天
水
桶
も
、
道
外
出
身
の
棟
梁
の
発
想

で
し
ょ
う
。
二
階
の
長
い
廊
下
の
ガ
ラ
ス

戸
は
一
つ
と
こ
ろ
に
収
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
天
気
の
良
い
日
は
縁
側
に

も
な
る
と
い
う
趣
向
で
す
。

　
汽
笛
や
馬
車
の
音
が
聞
こ
え
て
か
ら
腰

を
上
げ
て
も
間
に
合
い
そ
う
な
、
の
ど
か

な
世
相
が
浮
か
び
ま
す
。
　

洋
の
要
素
は
一
、二
階
の
ガ
ラ
ス
戸
く
ら
い
で

漆
喰
壁
の
白
さ
が
目
立
つ
純
和
風
旅
館

屋
根
の
上
の
天
水
桶
は
雨
水
を
た
め
て
お
い
て
防
火
用
に

●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　

元
屯
田
兵
が
建
て
た

純
和
風
の
旅
人
宿

旧
来
正
旅
館  

─
─
大
正
八
年（
一
九
一
九
）建
築

宿泊客の部屋、ガラス戸の長い廊下
待合室なども含めて大規模な造り

旭川では冬が大変だったと想像される

谷
本
線
永
山
駅
前
で
、
永
山
村
役
場
に

勤
務
し
な
が
ら
待
合
所
を
開
業
し
ま
し
た
。

丁
度
、
永
山
か
ら
さ
ら
に
奥
地
へ
入
っ
た

当
麻
、
愛
別
な
ど
の
開
拓
が
始
ま
っ
た
時

期
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
働
く
人
た
ち
や
旅

行
者
で
繁
盛
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
正

堂
の
御
典
医
の
家
に
生
れ

て
い
る
の
で
す
か
ら
、
生

活
は
恵
ま
れ
て
い
た
は
ず

で
す
。
こ
れ
こ
そ
〝
異
郷

で
一
旗
〟
組
の
典
型
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
策
馬
が
入
植
し
た
東
永

山
兵
村
は
、
現
在
の
旭
川

市
永
山
地
区
。
明
治
三
十 

一
年
に
退
役
後
、
同
年
に

開
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
宗 

七
年
（
一
九
一
八
）
の
石

狩
川
の
洪
水
で
大
き
な
被

害
を
受
け
、
翌
年
に
建
て

た
旅
館
兼
待
合
所
が
こ
の

建
物
で
す
。

　
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
北

海
道
で
は
め
ず
ら
し
い
純

和
風
。
当
時
は
や
っ
た
和

洋
折
衷
の
要
素
は
ガ
ラ
ス

戸
ぐ
ら
い
な
も
の
で
、
入

母
屋
屋
根
と
漆
喰
壁
の
白

さ
が
目
を
引
き
ま
す
。
屋

根
の
上
の
、
近
隣
の
火
災

の
際
に
類
焼
を
防
ぐ
た
め
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も
う
何
年
毛
筆
を
握
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
─ 

ず
ら
り
並
ぶ
筆
を
見
れ
ば〝
も
う
一
度
〟の
意
欲
が

店
は
本
郷
通
商
店
街
の
一
角

四
宝
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
が

そ
の
ま
ま
店
の
看
板
に

最
大
級
の
篆
刻
用
の
石

店
主
が
彫
っ
て
く
れ
る

文
林
堂
四
宣
齊

札
幌
市
白
石
区
本
郷
通
七
丁
目
北
一
｜
二
六

電
話（
〇
一
一
）八
六
二
｜
三
五
三
〇

店主が傾ける「筆・墨・紙・硯」のうんちくも楽しい。

　
書
道
用
品
専
門
店
と
い
う
の
も
め
ず
ら
し
い

し
、
店
名
も
ユ
ニ
ー
ク
な
の
で
す
が
、
店
主
の

萱か
や

仁ま
さ
ゆ
き文

さ
ん
（
六
　
　
三 

）
の
姓
が
ま
ず
気
に
な
り

ま
し
た
。
聞
け
ば
萱
さ
ん
は
岡
山
県
出
身
で
、

萱
の
ほ
か
に
茅か

や

や
榧か
や

と
い
う
字
の
同
級
生
も
い

た
そ
う
で
す
。
関
西
の
大
学
に
進
ん
だ
後
、
奈

良
県
の
墨
の
メ
ー
カ
ー
に
就
職
し
て
全
国
を
営

業
で
歩
き
、
札
幌
へ
来
た
の
が
昭
和
四
十
八
年

の
こ
と
。
九
年
間
の
勤
務
を
経
て
、
縁
あ
っ
て

広
島
県
の
筆
の
会
社
の
支
援
を
受
け
て
北
海
道

文
林
堂
を
名
乗
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
仕
入
れ

部
門
で
、
筆
一
本
か
ら
販
売
す
る
部
門
に

「
四し

せ
ん
さ
い

宣
齊
」
と
名
づ
け
た
の
で
す
。

出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
文
房
四
宝
と
い
う

言
葉
。
筆
、
墨
、
紙
、
硯
の
こ
と
で
す
。
宣
は

広
め
る
、
齊
は
書
斎
の
齊
、
つ
ま
り
部
屋
─
─

バ
ブ
ル
崩
壊
以
後
、
子
供
た
ち
の
書
道
人
口
が

め
っ
き
り
減
り
、
個
人
商
店
へ
と
経
営
形
態
は

変
わ
り
ま
し
た
が
、
仕
事
が
忙
し
く
て
な
か
な

か
毛
筆
を
握
れ
な
か
っ
た
退
職
世
代
に
も
エ
ー

こ
と
な
し
」（
萱
さ
ん
）。
値
段
は
二
、三
万
円

す
る
と
の
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
高
級
な
も
の
ば
か

り
で
な
く
、
値
段
も
用
途
も
様
々
。
書
の
ジ
ャ

ン
ル
は
漢
字
、
か
な
、
近
代
詩
文
、
墨
象
、
篆

書
道
用
品
専
門
店

規
模
は
問
わ
ず
、
ど
こ
に
も
な
い
品
揃
え
な
ら
立
派
な
博
物
館

書
道
用
品
な
ん
て
ど
う
で
し
ょ
う
か

ど
な
た
の
心
に
も
眠
っ
て
い
る
毛
筆
へ
の
憧
れ
が

店
主
の
深
い
造
詣
を
聞
き
な
が
ら
花
開
い
て
い
く
は
ず
で
す

一般の文房具店とは異なる専門店ならでは筆の数々

　撮影/スタジオ フェードイン

い
ち
ば
ん
目
に
付
く
の
は
や
は
り
筆
。
大
半
は

馬
の
毛
で
す
が
、「
イ
タ
チ
は
墨
の
含
み
と
ま

と
ま
り
が
良
く
、
適
度
の
弾
力
が
あ
っ
て
言
う

ル
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　
店
内
に
は
そ
の
四
宝
の

数
々
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

刻
の
五
部
門
に
分
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
興
味

の
あ
る
方
は
、
こ
の
道
四
十
年
の
萱
さ
ん
の
話

を
じ
っ
く
り
聞
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
ち
な
み
に
萱
さ
ん
は
毎
日
書
道
展
篆
刻
部
門

の
、
北
海
道
に
二
人
し
か
い
な
い
会
員
の
一
人

で
す
。
篆
刻
と
は
木
や
石
に
文
字
を
彫
る
こ
と
。

こ
れ
を
押
印
し
て
書
の
完
成
で
す
。
号
は
萱
登

柳
。
あ
な
た
の
〝
点
睛
〟
を
彫
っ
て
も
ら
っ
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
赤
ち
ゃ
ん
の
ま
だ
ハ

サ
ミ
を
入
れ
て
い
な
い
毛
髪
で
作
る
胎
毛
筆
の

注
文
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
子
や
孫
の

誕
生
記
念
に
ど
う
ぞ
。
　

　
四
宣
齊
と
は
ど
ん
な
意

味
な
の
か
。
こ
こ
で
思
い

店主の萱仁文さん
この道40年で知識も豊富

筆に墨、硯、そして水滴（水指）
これで半紙に向かう
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で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
手
前
に
は
、
連
結

車
で
な
い
と
す
れ
ば
五
台
ほ
ど
が
。
そ
の

向
こ
う
に
一
台
。
そ
し
て
苗
穂
方
向
に
曲

が
る
二
台
。
さ
ら
に
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
前

に
停
ま
っ
て
い
る
の
が
二
台
。
と
、
わ
ず

か
な
距
離
に
九
台
が
ひ
し
め
い
て
い
る
の

で
す
。
こ
れ
で
は
百
万
都
市
の
交
通
も
限

界
。
す
で
に
地
下
鉄
は
完
成
間
近
で
、
市

電
廃
止
は
既
定
路
線
で
し
た
。

　
あ
れ
か
ら
何
年
た
っ
た
の
か
な
あ
─
─

　
駅
に
ま
つ
わ
る
あ
な
た
の
ド
ラ
マ
。
一

つ
、
二
つ
と
思
い
返
さ
れ
ま
し
た
か
。

る
人
が
早
く
か
ら
並
ん
だ
り
、
ミ
ツ
バ
チ

族
の
た
ま
り
場
だ
っ
た
り
し
た
こ
と
も
。

　
地
下
に
は
デ
パ
ー
ト
や
映
画
館
な
ど
が

併
設
さ
れ
、
昭
和
四
十
六
年
に
札
幌
地
下

鉄
開
通
で
コ
ン
コ
ー
ス
が
。
高
架
駅
に
な

る
六
十
三
年
ま
で
道
民
や
旅
行
者
に
親
し

ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
平
成
十
三
年
に
は

北
口
広
場
が
完
成
。
同
十
五
年
の
Ｊ
Ｒ
タ

ワ
ー
開
業
で
、
札
幌
と
周
辺
の
商
圏
地
図

が
が
ら
り
と
塗
り
変
わ
り
ま
し
た
。

　
駅
ば
か
り
で
な
く
駅
前
通
り
の
変
ぼ
う

も
隔
世
の
感
が
あ
り
ま
す
。

写
真
上
は
昭
和
四
十
六
年

に
撮
影
さ
れ
た
も
の
。
札

幌
市
は
前
年
に
人
口
百
万

人
を
突
破
し
、
翌
年
に
は

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
控
え
て

い
ま
す
。

　
駅
前
に
数
珠
の
よ
う
に

連
な
る
市
電
の
数
を
確
認

帰
り
で
し
ょ
う
か
（
セ
ー
ラ
ー
帽
で
す

が
）、
じ
つ
に
ほ
ほ
え
ま
し
い
光
景
で
す
。

バ
ス
の
行
先
表
示
に
茨
戸
と
石
狩
と
あ
る

の
も
の
ど
か
で
す
。

　
こ
の
駅
舎
は
明
治
四
十
年（
一
九
〇
七
）

に
建
て
ら
れ
た
三
代
目
。
そ
の
後
、
昭
和

三
十
二
年
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
四
代
目

(

右
上)

は
、
多
く
の
人
の
記
憶
に
あ
る
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
。
一
階
南
側
中
央
に
出
っ

張
り
が
あ
り
、
こ
こ
に
緑
の
窓
口
が
あ
り

ま
し
た
。
外
に
は
、
指
定
券
を
手
に
入
れ

わ
が
街
の
発
展
と
衰
退
を
そ
の
ま
ま
映
す
鉄
道
駅
。

毎
日
、
様
々
な
ド
ラ
マ
を
抱
え
た
人
た
ち
の
乗
降
で
す
。

札
幌
駅
の
あ
の
こ
ろ
、
あ
な
た
に
は
ど
ん
な
思
い
出
が
─
─

札
幌
駅
・
駅
前
通
り

平成７年２月に撮影した旧札幌駅
わずか10数年前のことだが
ずいぶん昔のことのように感じる

平成15年ＪＲタワーの開業
右はその38階から見下ろす札幌駅

昭
和
四
十
六
年
四
月
の
札
幌
駅
前
通
り

数
珠
つ
な
ぎ
の
市
電
で
大
混
雑

（
上
三
枚
と
も
札
幌
市
写
真
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
提
供
）

昭
和
十
三
年
、三
代
目
駅
の
前
で 

前
年
に
日
中
戦
争
は
始
ま
っ
て
い
る
が
の
ど
か
な
光
景

　
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
に
撮
影
さ

れ
た
一
枚
の
写
真
が
あ
り
ま
す
（
左
上
）。

札
幌
駅
前
で
、
お
め
か
し
し
た
幼
子
と
写

真
に
納
ま
る
若
い
お
母
さ
ん
。
季
節
が
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
秋
な
ら
七
五
三
の
行
き
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石
狩
市
聚
富
に
建
つ
伊
達
藩
移
住
の
地
記
念
碑

　
伊
達
藩
の
開
拓
入
植
と
い
え
ば
、
道

南
・
伊
達
市
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
当
別
町
も
ま
た
そ
の
ゆ
か
り
の
地

と
い
う
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
話
の
始
ま
り
は
石
狩
川

で
す
。

　
石
狩
川
河
口
右
岸
、
地
図
上
で
の

地
名
は
聚し

っ
ぷ富
（
石
狩
市
。
旧
厚
田
村
）。

一
帯
に
生
い
茂
る
潅
木
の
間
を
縫
う
よ

う
に
、
海
へ
と
向
か
う
細
い
道
の
途
中

に
長
ら
く
「
伊
達
邦
直
主
従
一
行
上
陸

札
幌
か
ら
J 

R
を
利
用
す
れ
ば
約
四
十
分
で
着
く
当
別
町

伊
達
藩
の
歴
史
が
色
濃
く
残
る
一
方
で

団
塊
移
住
地
と
し
て
も
熱
い
視
線
を
浴
び
て
い
ま
す

百
九
十
万
人
都
市
の
隣
町
に
大
河
が
も
た
ら
し
た
も
の
は

緑
豊
か
で
落
ち
着
い
た
暮
ら
し
の
よ
う
で
す

同
じ
聚
富
の
新
開
地
と
い
う
地
区
に
、

立
派
な
石
碑
に
建
て
替
え
ら
れ
た
の
は

平
成
八
年
。
国
道
か
ら
の
案
内
で
す
ぐ

わ
か
り
ま
す
。

　
伊
達
邦
直
は
、
伊
達
市
の
礎
と
な
っ

た
伊
達
邦
成
の
実
兄
で
、
伊
達
藩
の
支

藩
、
岩
出
山
藩
藩
主
。
主
従
の
聚
富
上

陸
は
明
治
四
年
の
こ
と
で
し
た
。
現
代

で
さ
え
人
影
の
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
な

土
地
に
入
っ
た
の
は
、
政
府
か
ら
当
初
、

こ
こ
を
貸
し
与
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

し
か
し
砂
地
の
た
め
と
う
て
い
作
物
に

は
適
さ
ず
、
前
述
の
移
住
記
念
碑
に
は

「
ト
ウ
ベ
ツ
が
開
拓
に
適
し
て
い
る
こ

　
再
移
住
地
が
当
別
と
決
定
し
、
聚
富

か
ら
た
ど
っ
た
道
は
、
自
分
た
ち
で
急

き
ょ
開
削
し
た
山
道
で
す
。
婦
女
子
も

伴
っ
て
の
移
動
で
し
た
か
ら
、
こ
れ
ま

た
辛
い
道
中
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
し
て
当
別
町
に
最
初
の
開
拓
の

鍬
が
入
っ
た
場
所
が
現
在
の
同
町
市
街

地
。
伊
達
記
念
館
、
伊
達
邸
別
館
（
い

ず
れ
も
四
月
ま
で
休
館
）、
阿
蘇
公
園
、

当
別
神
社
な
ど
、
伊
達
家
に
ま
つ
わ
る

歴
史
散
策
に
は
う
っ
て
つ
け
で
す
。

当
別
町
長
、
伊
達
寿

之
氏
の
揮
毫
に
よ
る

も
の
で
す
が
、
そ
の

土
地
を
探
す
一
行
の

苦
闘
か
ら
始
ま
る
長

編
小
説
「
石
狩
川
」

の
作
者
、
本
庄
睦
男

も
ま
た
当
別
町
の
出

身
で
す
。
石
狩
太
美

の
ロ
イ
ズ
工
場
傍
に

生
誕
の
地
碑
が
あ
り
、

石
狩
川
近
く
に
は
文

学
碑
も
建
っ
て
い
ま

す
。

伊達藩ゆかりの史跡が多く
歴史散歩も楽しい当別町

移住をPRする
当別町のパンフレット

本庄睦男「石狩川」文学碑
石狩太美の石狩川沿いに

明
る
い
光
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
」
と

あ
り
ま
す
。

　
碑
文
は
邦
直
の
子
孫
で
あ
る
当
時
の

児
島
か
ら
も
あ
り
ま
す
」
と
の
こ
と
。 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
同
町
広
報
に
も
、
下

関
市
や
ひ
た
ち
な
か
市
な
ど
か
ら
の
移

住
者
の
、
快
適
な
生
活
を
楽
し
ん
で
い

る
生
の
声
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
町

内
の
様
々
な
業
種
が
一
つ
に
な
っ
て
協

議
会
を
結
成
し
、
収
穫
や
遊
び
な
ど
の

体
験
を
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
活
動
も

見
逃
せ
ま
せ
ん
。
　

　
最
近
の
新
し
い
試
み
は
「
お
た
め
し

建
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が

れ
た
一
本
の
丸
太
が

と
墨
で
記
さ

の
地
」

八
人
の
新
生
児
が
誕
生
し
　
将
来
に

は
き
び
し
か
っ
た
が
　
こ
の
間
に

て
い
っ
た
　
シ
ッ
プ
で
の
越
冬

　
ト
ウ
ベ
ツ
移
住
が
決
ま
っ

て
　
開
拓
使
に
歎
願
し

査
の
結
果
を
も
っ

き
　
実
地
調

と
を
聞

石狩川をまたぐJR学園都市線

　
団
塊
世
代
の
一
斉
定
年
で
さ
ら
に
加

速
し
た
感
の
あ
る
田
舎
暮
ら
し
ブ
ー
ム
。

当
別
町
は
、
こ
の
移
住
促
進
に
町
を
挙

げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
自
治
体
で
も
あ

り
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
同
町
が
札
幌
に
近
い
住
宅 

地
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 

の
は
、
二
十
年
ほ
ど
前
に
始
ま
っ
た
ス 

ウ
ェ
ー
デ
ン
ヒ
ル
ズ
の
造
成
で
す
。
緑

多
い
な
だ
ら

か
な
丘
陵
に

北
欧
風
の
家

並
み
が
美
し

く
、
道
内
外 

か
ら
の
転
入 

が
徐
々
に
増

え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
方
で
近
年
、
道
内
市
町
村
の

間
で
も
盛
り
上
が
っ
て
き
た
の
が
定
年

移
住
促
進
の
動
き
。
平
成
十
七
年
に
は

当
別
町
も
参
加
し
て
北
海
道
移
住
促
進

協
議
会
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
早
速
、

担
当
窓
口
を
設
け
、
移
住
専
用
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
す
る
な
ど
、
積
極
的

に
町
の
P　R
に
乗
り
出
し
た
の
で
す
。

　
同
町
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
課
の
柳
沼

忠
主
幹
に
よ
り
ま
す
と
「
移
住
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
は
全
国
各
地
か
ら
。
鹿 

暮
ら
し
」。
数
日
間
、
町
内
に
用
意
し
た

賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
専
用
住
戸
で
の

生
活
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

料
金
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ヒ
ル
ズ
の
一
戸

建
て
で
夏
は
一
カ
月
十
七
万
円
。
着
る

も
の
と
携
帯
電
話
さ
え
持
参
す
れ
ば
、

諸
設
備
を
使
っ
て
の
自
炊
Ｏ
Ｋ
と
い
う

段
取
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

右はJR石狩当別駅
下はスウェーデン風の

同じく石狩太美駅

明
治
の
開
拓
入
植
と

現
代
の〝
快
適
移
住
〟

伊
達
主
従
の
苦
闘
し
の
ぶ

「
お
た
め
し
暮
ら
し
」い
か
が
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だ
っ
た
昭
人
さ
ん
が
弟

七
年
ほ
ど
前
。 

も
技
術
を
身
に

め
と
し
て
、
外
反
母
趾
に
悩
む

人
や
体
に
障
害
の
あ
る
人
の
靴

作
り
（
身
障
者
手
帳
で
も
作
れ

ま
す
）。
札
幌
商
工
会
議
所
の

「
北
の
ブ
ラ
ン
ド
二
〇
〇
五
」

認
証
取
得
は
、
遠
藤
さ
ん
親
子

の
確
か
な
技
術
の
証
明
で
も
あ

り
ま
す
。

　
気
に
な
る
価
格
で
す
が
、
女

性
用
で
二
万
八
千
円
か
ら
、
男

そ
こ
で
こ
ち
ら
が
力
を
注
い
で
い
る
の
が
、
既

製
品
で
は
ど
う
し
て
も
足
に
合
わ
な
い
人
を
初

え
て
く
れ
て
い
た
」
と

感
謝
の
念
を
。

　
靴
作
り
の
作
業
工
程

は
大
き
く
分
け
て
製
甲

（
靴
の
上
部
、
甲
の
部

分
）、
つ
り
込
み
、
底

付
け
の
三
つ
で
す
が
、

ま
ず
は
お
客
の
足
の
寸

法
を
採
っ
て
型
紙
作

り
。
そ
の
型
紙
に
沿
っ

す
。
こ
れ
に
縫
い
合
わ
せ
た
上
部
を
か
ぶ
せ
、

引
っ
張
り
な
が
ら
中
敷
の
底
革
に
釘
で
固
定
し

て
い
く
の
が
つ
り
込
み
で
す
。
固
定
し
終
え
た

ら
再
度
、
少
し
ア
ー
ル
の
か
か
っ
た
布
団
針
で

縫
い
直
し
な
が
ら
、
釘
を
一
本
一
本
抜
い
て

い
っ
て
上
部
の
完
成
。
革
底
か
ゴ
ム
底
を
接
着

さ
せ
て
一
足
の
仕
上
が
り
で
す
。

　
昭
人
さ
ん
に
よ
る
と
現
在
、
札
幌
市
内
で
注

文
靴
を
作
っ
て
い
る
店
は
数
軒
し
か
な
い
と

か
。
既
製
品
、量
販
店
の
攻
勢
は
否
め
ま
せ
ん
。

性
用
で
三
万
五
千
円
か
ら
と
の
こ
と
。
靴
が
、

自
分
の
足
に
い
か
に
フ
ィ
ッ
ト
し
て
い
る
か
の

大
切
さ
は
、
歩
く
こ
と
に
苦
痛
や
不
自
由
を
感

じ
て
い
る
人
に
し
か
分
か
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ

う
。
靴
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
は
ぜ
ひ
、
遠

藤
さ
ん
と
一
緒
に
自
分
に
合
っ
た
一
足
を
。

親
子
で
足
の
悩
み
解
消

二
代
目
は
脱
サ
ラ
の

小
さ
な
注
文
靴
屋
さ
ん

遠
藤
　
昭
人
さ
　
　
ん 

─
─
遠
藤
製
靴
店（
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
。

ぎ
た
い
」（
昭
人
さ
ん
）
と
の
決
断
で
し
た
。

　
現
在
、
仕
事
の
大
半
は
昭
一
さ
ん
と
の
二
人

三
脚
で
す
が
、
す
で
に
靴
作
り
の
全
工
程
を
一

人
で
こ
な
せ
る
ほ
ど
の
腕
前
に
。
さ
ぞ
か
し
師

匠
の
指
導
は
厳
し
か
っ
た
の
で
は
と
聞
く
と
、

昭
人
さ
ん
は
「
昔
は
先
輩
の
技
を
見
た
り
盗
ん

だ
り
し
て
覚
え
た
の
で
し
ょ
う
が
、
現
代
で
は

そ
ん
な
や
り
方
は
通
用
し
な
い
と
父
も
感
じ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
息
子
の
性
格
も
知
っ
て
教

　
並
行
し
て
、
お
客

の
足
と
同
じ
サ
イ
ズ

の
木
型
に
別
の
革
を

巻
き
つ
け
、
微
調
整

し
な
が
ら
採
寸
ど
お

り
の
足
型
を
作
り
ま

上
が
皮
を
縫
う
ミ
シ
ン
、下
が
靴
底
を
付
け
る
機
械
。と
も
に
年
代
物

皮
の
パ
ー
ツ
を
縫
い
合
わ
せ
て

甲
の
部
分
を
作
っ
て
い
く　  

縫
い
終
っ
た
靴
の
上
部
を
木
型
に
か
ぶ
せ
、釘
と
針
で
中
敷
に
固
定
し
て
い
く

札
幌
商
工
会
議
所
が
認
証
す
る
注
文
靴
で
歩
き
を
快
適
に
─

遠藤製靴店
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3-22 
TEL（011）894−3052

子
入
り
し
た
の
が

「
職
人
の
後

継
者
難
の
時

代
に
、
自
分

つ
け
て
父
の
後
を
継

　
少
し
年
配
の
方
な
ら
「
小
さ
な
靴
屋
さ
ん
」

と
い
う
歌
を
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
町
の

小
さ
な
靴
屋
さ
ん
は
い
つ
来
て
も
忙
し
そ
う
、

で
も
胸
に
秘
め
た
夢
が
あ
る
─
─
こ
ん
な
歌
詞

で
し
た
。
い
ま
で
は
靴
を
求
め
る
と
い
え
ば
、

専
門
店
や
デ
パ
ー
ト
で
売
っ
て
い
る
既
製
品
が

ほ
と
ん
ど
と
い
う
時
代
に
、
こ
の
歌
の
よ
う
に

朝
か
ら
晩
ま
で
ト
ン
ト
ン
、
ト
ン
ト
ン
、
注
文

靴
の
製
作
に
向
か
っ
て
い
る
遠
藤
昭
一
さ
ん

（
七
　
　
二

）、
昭
人
さ
ん
（
四
　
　
二

）
親
子
の
店
を
た
ず

ね
ま
し
た
。

　
父
親
の
昭
一
さ
ん
が
こ
の
道
に
入
っ
た
の
は

昭
和
二
十
六
年
。
ま
だ
徒
弟
制
度
が
残
っ
て
い

る
時
代
で
、
札
幌
市
中
央
区
の
靴
店
で
の
十
年

間
の
修
行
を
経
て
、自
分
の
店
を
持
ち
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ず
っ
と
弟
子
を
取
ら
な
か
っ
た
昭
一

さ
ん
に
、
靴
作
り
と
は
無
縁
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

て
革
を
断
裁
し
、
パ
ー
ツ
を
ミ
シ
ン
で
縫
い
合

わ
せ
て
い
く
こ
と
か
ら
製
甲
が
始
ま
り
ま
す
。
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年
の
せ
い
か
、さ
り
げ
な
い
心
遣
い
が
う
れ
し
く
な
る
こ
の
ご
ろ

私
の
誕
生
日
を
め
ぐ
っ
て
、心
温
ま
る
人
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た

一
人
は
現
代
美
術
家
、も
う
一
人
は
と
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
店
主

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

　
そ
の
日
、
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
の
二
階

で
作
業
を
し
て
い
た
ら
、
階
下
か
ら
私

を
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
た
。
下
り
て
み
る

と
、
大
竹
伸
朗
さ
ん
が
立
っ
て
い
た
。
彼

と
会
う
の
は
久
々
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
か

ら
札
幌
で
開
催
さ
れ
る
と
い
う
彼
の
ト
ー

ク
シ
ョ
ー
の
開
場
時
間
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
話

を
し
た
。
こ
の
前
来
館
し
た
と
き
に
、
彼

か
ら
「
日
活
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
の
ポ
ス
タ
ー

が
全
部
あ
る
け
ど
い
ら
な
い
？
」
と
言
わ

れ
た
の
だ
が
、「
貼
る
場
所
も
な
い
か
ら
」

と
断
っ
て
し
ま
っ
た
。「
そ
う
だ
ね
。
レ

ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
の
格
調
が
落
ち
る
か
も

ね
」
な
ん
て
会
話
を
交
わ
し
て
以
来
だ
。

　
帰
り
際
、
彼
が
十
代
の
頃
を
過
ご
し
た

別
海
町
の
牧
場
で
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品

の
、
パ
ノ
ラ
マ
式
の
図
録
を
二
冊
置
い
て

い
っ
て
く
れ
た
。
彼
が
帰
っ
た
後
、
パ
ノ

ラ
マ
を
開
い
て
み
る
と
、
そ
の
う
ち
の
一

冊
に
彼
の
名
前
と
日
付
が
書
い
て
あ
っ
た
。

ふ
と
見
た
そ
の
日
付
は
私
の
誕
生
日
で

あ
っ
た
。
さ
り
げ
な
く
祝
っ
て
く
れ
た
の

だ
ろ
う
。

　
そ
の
日
、
友
人
と
夕
食
を
取
る
た
め
あ

る
店
に
入
っ
た
。
ジ
ュ
ー
ス
で
乾
杯
し
た

後
、
ホ
ッ
ケ
の
開
き
・
お
し
ん
こ
・
み
そ

汁
・
ご
飯
と
い
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
を
食
べ
、

食
後
に
紅
茶
と
ケ
ー
キ
を
注
文
し
た
。
が
、

あ
い
に
く
ケ
ー
キ
は
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
が

そ
れ
は
間
違
い
な
く
ロ
イ
ヤ
ル
コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ
ン
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
も
一
客
が

三
万
円
は
す
る
で
あ
ろ
う
上
物
。
こ
ん
な

立
派
な
カ
ッ
プ
で
お
茶
を
飲
む
の
は
初
め

て
で
あ
る
。
長
年
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
を
運

営
し
て
い
る
う
ち
に
、
少
し
ず
つ
も
の
を

見
る
目
が
養
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し

た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
店
主
の
心
遣
い
が

理
解
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
お
そ
ら
く
彼
は
そ
の
日
が
私
の
誕
生
日

で
あ
る
こ
と
を
会
話
で
知
り
、
バ
ー
ム

ク
ー
ヘ
ン
一
個
で
は
と
い
う
気
遣
い
か
ら

雪
の
中
、
材
料
を
買
い
に
出
か
け
た
の
だ

ろ
う
。
そ
う
し
て
即
席
の
バ
ー
ス
デ
ィ

ケ
ー
キ
を
こ
し
ら
え
、
大
皿
は
少
々
欠
け

て
は
い
た
も
の
の
、
紅
茶
カ
ッ
プ
は
と
っ

て
お
き
の
も
の
を
あ
え
て
使
っ
て
く
れ
た

の
だ
。
そ
の
時
バ
ッ
ク
に
流
れ
て
い
た
曲

は
「
青
い
山
脈
」
で
、
な
つ
か
し
い
ひ
と

と
き
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。

　
帰
り
際
、
一
人
前
千
二
百
円
を
支
払
っ

た
後
、
特
製
ケ
ー
キ
と
カ
ッ
プ
の
お
礼
を

店
主
に
言
う
と
、
彼
い
わ
く
「
ど
う
い
た

し
ま
し
て
。
う
ち
は
こ
う
見
え
て
も
高
級

店
で
す
か
ら
!
」。

　
外
は
小
雪
が
ち
ら
つ
き
、
十
一
月
の
冷

た
い
風
が
吹
い
て
い
た
け
れ
ど
、
私
の
心

の
中
は
と
て
も
温
か
く
な
っ
て
い
た
。
こ

の
年
齢
に
な
っ
て
こ
ん
な
に
素
敵
な
誕
生

日
を
過
ご
せ
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ

た
。
も
う
少
し
天
気
が
よ
け
れ
ば
円
山
公

園
を
抜
け
て
歩
い
て
帰
ろ
う
か
と
思
っ
た

の
だ
が
、
歩
く
に
は
雪
と
風
が
強
す
ぎ
た
。

連
れ
が
車
で
家
ま
で
送
る
と
言
っ
て
く
れ

た
の
で
遠
慮
な
く
同
乗
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

少
し
遠
回
り
を
し
て
も
ら
い
、
ヒ
ー
タ
ー

で
暖
ま
っ
て
い
く
車
内
で
、
先
ほ
ど
の
余

韻
を
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
ん
だ
。

　
そ
う
、私
は
誕
生
日
の
夜
を
、札
幌
き
っ

て
の
三
ツ
星
レ
ス
ト
ラ
ン
で
過
ご
す
こ
と

が
で
き
た
の
だ
。
多
く
の
人
は
こ
の
店
の

外
観
や
内
装
、
什
器
、
そ
の
ど
れ
に
も
星

は
付
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
う

わ
べ
だ
け
で
も
の
を
見
る
人
た
ち
に
こ
の

店
の
こ
と
を
話
す
つ
も
り
は
な
い
。
年
を

取
る
と
人
は
偏
屈
に
な
る
も
の
な
の
だ
か

ら 

…
…
。

「
あ
ー
、
館
長
の
誕
生
日
だ
」
と
声
を
上

げ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
こ
の
店
の
主

が
我
々
の
横
を
通
り
過
ぎ
る
の
が
見
え
た
。

店
主
は
店
の
女
の
子
に
「
ち
ょ
っ
と
買
い

物
に
行
っ
て
来
る
」
と
言
い
残
し
て
出
て

行
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
体
を
濡
ら
し
て

戻
っ
て
き
た
彼
は
、
大
き
な
レ
ジ
袋
を
抱

え
て
い
た
。
ど
う
や
ら
外
は
み
ぞ
れ
混
じ

り
の
雪
ら
し
い
。

　
や
が
て
我
々
の
テ
ー
ブ
ル
に
紅
茶
と

ケ
ー
キ
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
が
盛
ら

れ
た
大
皿
は
、
今
は
廃
業
し
た
ホ
テ
ル
の

マ
ー
ク
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
少
し
欠
け

て
は
い
た
も
の
の
赤
い
縁
取
り
が
と
て
も

鮮
や
か
で
あ
っ
た
。
味
も
た
い
そ
う
お
い

し
く
て
、
口
の
中
で
ゆ
っ
く
り
甘
く
と
け

て
い
っ
た
。

　
お
茶
を
飲
も
う
と
紅
茶
カ
ッ
プ
を
手
に

し
て
ち
ょ
っ
と
驚
い
た
。
裏
を
ひ
っ
く
り

返
し
て
マ
ー
ク
を
確
か
め
る
ま
で
も
な
く
、

大
竹
伸
朗
さ
ん
と
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
の
ス
タ
ッ
フ

（
大
竹
さ
ん
は
四
国
の
宇
和
島
市
を
拠
点
に
多
彩
な

活
動
を
続
け
る
現
代
美
術
家
）

一
個
あ
る
き
り
だ
と
店
の
女
の
子
が
言
う
。

ま
ぁ
一
個
を
二
人
で
分
け
て
食
べ
れ
ば
い

い
だ
ろ
う
と
思
い
、
そ
の
最
後
の
バ
ー
ム

ク
ー
ヘ
ン
を
頼
ん
だ
。

　
ふ
と
テ
ー
ブ
ル
の
横
を
見
る
と
、
あ

る
催
し
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
置
い
て
あ

り
、
大
き
め
の
字
で
今
月
と
来
月
、
つ
ま

り
十
一
、十
二
と
印
刷
さ
れ
た
数
枚
が
目

に
入
っ
た
。
連
れ
が
そ
の
数
字
を
見
て
、

ケ
ー
キ
が
運
ば
れ
て
き
た
。
さ
き
ほ
ど
注

文
し
た
一
個
の
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
だ
け

と
思
い
き
や
、
大
皿
の
真
ん
中
に
置
か
れ

た
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
の
周
り
に
は
、
薄

く
切
っ
た
リ
ン
ゴ
や
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
、

そ
の
上
に
生
ク
リ
ー
ム
が
た
っ
ぷ
り
と
か

か
っ
て
お
り
、
色
と
り
ど
り
の
小
さ
な

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
や
ゼ
リ
ー
も
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
バ
ー
ス
デ
ィ
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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
。

　
寒
い
季
節
に
な
る
と
夜
間
の
外
出
も
億
劫
で
、

街
の
中
心
部
の
彩
り
を
知
ら
な
い
人
も
多
い
で

し
ょ
う
。「
さ
っ
ぽ
ろ
ホ
ワ
イ
ト
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

ン
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
大
通
公
園
や
札
幌

駅
前
通
り
の
、
幻
想
的
な
光
が
観
光
客
に
人
気
で

す
。
期
間
中
は
テ
レ
ビ
塔
の
電
光
表
示
も
い
さ
さ

か
野
暮
っ
た
く
見
え
る
ほ
ど
。
時
に
は
身
を
切
る

　
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
。

　俳句を趣味とする人にとって、一
冊の句集を上梓するということは、
自己の足跡をまとめた自伝出版に等
しいでしょう。句集のタイトルや俳

風から自ずとその人柄もしのばれる
ものです。
　タイトルの「ぜんまい」とは「ぜん
まいの会話いつも風の中」という藻
岩山麓での一句から。意表をついて
いるようですが、高2のお孫さんの
扉押し絵と相まって、ほのぼのとし
た内容が想像できます。
　とはいえ、著者は20代から句会に
入り、70歳を過ぎた今日まで活動
を続けています。収めてあるのは昭
和60年以降の453句。
　風船の影曵いてゆく乳母車
　ラベンダー真っ只中に恋があり
　千羽鶴千の初日を貰ひけり
　など、初孫誕生、長男結婚、主人入
院といった日常を詠んだものから
　秋落暉ミレーの絵とも石狩野
　紅白の玉入れ朱夏の天を指す
といった表現の妙も。

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

冬 の 街

よ
う
な
外
気
温
で
も
、
暗
が
り
に
光
が
あ
れ
ば
人

が
集
ま
る
の
は
必
定
で
、
そ
れ
は
天
地
に
と
も
る

漁
り
火
の
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
イ
カ

は
漁
り
火
の
明
る
さ
に
引
か
れ
る
の
で
は
な
く
、

船
の
下
の
暗
が
り
を
求
め
て
群
れ
る
の
だ
と
か
。

一
極
集
中
と
批
判
さ
れ
て
も
、
特
有
の
陰
影
が
あ

る
限
り
、
人
は
都
市
に
集
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。
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