
　
田
ん
ぼ
や
畑
ば
か
り
で
な
く
、
秋
は
子
供
た
ち
に
も
収
穫
期
。
ヤ
マ

ブ
ド
ウ
や
コ
ク
ワ
の
よ
う
に
秘
密
の
場
所
に
あ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
街

の
中
で
採
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
だ
れ
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
は

お
構
い
な
く
堂
々
と
収
穫
す
る
の
は
公
園
の
ク
リ
。
イ
ソ
ッ
プ
童
話
の

キ
ツ
ネ
は
、
手
が
届
か
な
け
れ
ば
「
あ
れ
は
ま
ず
い
ん
だ
」
と
あ
き
ら

め
ま
す
が
、
そ
ん
な
意
気
地
な
し
で
は
な
い
の
で
、
つ
い
靴
が
帰
ら
ぬ

も
の
に
。
家
に
持
ち
帰
っ
て
母
親
に
ね
だ
っ
て
、
ゆ
で
た
り
焼
い
た
り
、

ク
リ
ご
飯
に
し
て
も
ら
っ
た
り
。
今
で
は
ク
リ
も
あ
ま
り
食
べ
な
く
な

り
ま
し
た
。
ク
ル
ミ
や
ト
チ
ノ
キ
、
ギ
ン
ナ
ン
、
ド
ン
グ
リ
な
ど
に
も

思
い
出
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
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行
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史
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／
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８
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何
事
も
手
づ
く
り
が
注
目
さ
れ
る
昨
今

粋
な
そ
ば
屋
が
あ
ち
こ
ち
に
多
く
な
り
ま
し
た
が

中
に
は
ノ
レ
ン
を
く
ぐ
り
に
く
い
店
も
あ
る
よ
う
で
す

そ
ば
と
は
そ
も
そ
も
庶
民
的
な
食
べ
物
と
い
う
こ
と
を

思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
店
に
入
っ
て
み
ま
し
た

　
三
〼
そ
ば
屋
の
経
営
者
だ
っ
た
河
本

徳
松
は
、
石
川
県
出
身
で
明
治
十
八
年

（
一
八
八
五
）
に
来
道
。
小
樽
市
内
の
そ

ば
屋
で
修
行
の
後
、
同
店
に
入
っ
て
明
治

　
昼
休
み
や
買
物
が
て
ら
に
素
早
く
す

す
っ
て
さ
っ
と
席
を
立
つ
、
そ
う
し
た
昔

な
が
ら
の
そ
ば
屋
が
目
に
つ
く
小
樽
。
そ

の
原
点
の
一
つ
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
旧

広
さ
で
す
。
楽
し
み
の
少
な
か
っ
た
当
時

の
ち
ょ
っ
と
し
た
社
交
場
で
も
あ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

　
ち
な
み
に
、
三
〼
の
店
名
を
受
け
継
ぐ

店
が
小
樽
に
ま
だ
あ
り
ま
す
。
訪
ね
て
昔

話
を
聞
く
の
も
一
興
で
す
。
　
　

港
町
の
粋
な
そ
ば
屋

宴
会
も
で
き
た
社
交
場

旧
三さ

ん
ま
す〼
河
本
そ
ば
店 

─
─
明
治
四
十
二
年（
一
九
〇
九
）こ
ろ
建
築

二
十
四
年
に
経
営
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

そ
し
て
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
こ
ろ
、

旧
若
松
町
に
新
築
し
た
の
が
こ
の
建
物
。

　
当
時
の
そ
ば
屋
は
宴
会
や
会
合
の
場
で

も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
座
敷
が
広
く
、
酒

や
料
理
が
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
芸
者
衆

も
出
入
し
て
い
た
そ
う
で
す
か
ら
、
場
所

と
し
て
は
ま
ず
役
所
や
停
車
場
に
近
い
と

こ
ろ
。
こ
こ
も
、
明
治
初
期
に
は
開
拓
使

出
張
所
な
ど
の
役
所
が
集
ま
っ
た
地
域
に

隣
接
し
て
い
ま
し
た
。

　
本
州
の
老
舗
に
も
引
け
を
取
ら
な
い
よ

う
な
粋
な
外
観
が
ま
ず
、
そ
う
し
た
雰
囲

気
を
伝
え
て
い
ま
す
。
正
面
左
の
玄
関
が

客
用
で
、
中
に
入
る
と
す
ぐ
に
二
階
へ
上

が
る
階
段
が
あ
り
、
右
手
は
調
理
場
。
井

戸
水
を
く
み
上
げ
る
ポ
ン
プ
、
大
き
な
か

ま
ど
、
レ
ン
ガ
の
煙
突
、
積
み
上
げ
ら
れ

た
セ
イ
ロ
な
ど
が
、
往
時
の
盛
況
ぶ
り
を

物
語
っ
て
い
ま
す
。

　
二
階
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、

客
室
が
大
小
五
部
屋
。
そ
れ
ぞ
れ
ふ
す
ま

を
外
せ
ば
五
十
人
ほ
ど
の
宴
会
は
可
能
な

三
〼
河
本
そ
ば
店
で
す
。

　
明
治
以
降
に
本
州
の
文
化
の
入
っ
て
き

た
北
海
道
。
そ
ば
（
そ
ば
切
り
）
も
ま

た
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
札
幌
で
最

初
に
そ
ば
屋
が
開
業
し
た
の
は
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
だ
そ
う
で
す
か
ら
、
開

拓
使
が
置
か
れ
て
三
年
後
の
こ
と
。

　
小
樽
で
は
、
釧
路
市
の
そ
ば
店
の

老
舗
・
竹
老
園
（
東
家
総
本
店
）
の

創
業
者
が
明
治
七
年
、
妙
見
河
畔
で

始
め
た
夜
鳴
き
そ
ば
屋
が
最
初
。
店

舗
を
構
え
て
の
営
業
が
明
治
十
年
ご

ろ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

●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　

料
亭
も
兼
ね
て
い
た
だ
け
に
い
か
に
も
粋
な
外
観

大
勢
の
客
を
一
度
に
さ
ば
け
る
よ
う
調
理
場
も
広
い

和洋折ちゅうの造りとはいえ
基本は和風、本州風

客室は2階。すべて座敷になっている

※
参
考
文
献
／
「
竹
老
園
物
語
」（
竹
老
園
東
家
総
本
店
）「
小
樽
の
蕎
麦
屋
の
始
ま
り
」（
籔
半
Ｈ
Ｐ
）
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店
舗
。
創
業
五
十
年
と
い
う
老
舗
で
、
東
区
の

支
店
と
と
も
に
家
族
経
営
で
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

当
初
は
文
房
具
店
と
し
て
出
発
し
ま
し
た
が
、

次
第
に
お
も
ち
ゃ
が
主
力
と
な
り
、
長
男
で
部

長
の
平
野
裕
康
さ
ん
（
三
　
　
七

）
は
お
も
ち
ゃ
に

囲
ま
れ
て
大
き
く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
大
型
店
に
対
抗
す
る
に
は
、
豊
富
な
商
品
知

幼
い
こ
ろ
、
ど
ん
な
お
も
ち
ゃ
で
遊
ん
で
い
た
か
聞
く
だ
け
で

そ
の
人
の
年
齢
が
だ
い
た
い
わ
か
り
ま
す

そ
れ
だ
け
時
代
と
と
も
に
お
も
ち
ゃ
は
変
化
し
て
き
ま
し
た
し

お
も
ち
ゃ
屋
さ
ん
も
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

い
も
の
は
な
い
く
ら
い

で
す
が
、
最
近
は
流
行

や
子
供
た
ち
の
心
を
つ

か
み
に
く
く
な
っ
て
い

る
こ
と
も
確
か
。「
一

人
が
持
っ
て
い
る
と
み

銭
を
握
っ
て
十

円
、
二
十
円
の

駄
菓
子
を
求
め

る
の
は
昔
と
同

じ
で
す
し
、
二

階
の
ミ
ニ
四
駆

の
レ
ー
ス
コ
ー

ス
や
カ
ー
ド
交

ん
な
に
広
が
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
な

く
な
り
、
は
や
る
と
い
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
三
カ

月
く
ら
い
」（
平
野
部
長
）。
子
供
た
ち
の
好
み

も
多
様
化
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
と
は
い
え
、
定
番
商
品
と
季
節
に
応
じ
た
品

ぞ
ろ
え
に
は
目
配
り
を
忘
れ
ま
せ
ん
。
前
者
に

は
カ
ー
ド
や
プ
ラ
モ
デ
ル
、
盤
ゲ
ー
ム
、
風
船
、

ビ
ー
玉
な
ど
。
後
者
は
、
こ
れ
か
ら
ク
リ
ス
マ

ス
、
春
は
ひ
な
人
形
、
武
者
人
形
。
夏
に
な
る

と
海
水
浴
商
品
や
百
種
類
は
あ
る
と
い
う
花
火
。

季
節
物
は
や
は
り
道
行
く
人
の
目
を
引
き
ま
す
。

　
平
野
部
長
の
日
課
の
一
つ
は
、
夕
方
に
な
る

と
や
っ
て
く
る
近
所
の
小
中
学
生
の
相
手
。
小

換
で
遊
ぶ
子
供
も
た
く
さ
ん
い
て
、〝
原
っ
ぱ
〟

さ
な
が
ら
。
年
の
差
は
あ
っ
て
も
仲
良
く
遊
ん

で
い
る
姿
に
目
を
細
め
な
が
ら
、「
乱
暴
な
言

葉
遣
い
や
ゴ
ミ
の
不
始
末
に
は
注
意
し
ま
す

よ
」
と
は
親
御
さ
ん
も
安
心
で
す
。

　
地
域
で
長
年
や
っ
て
き
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、

古
く
か
ら
の
お
客
さ
ん
が
子
供
や
孫
に
買
い
与

え
た
り
、
昔
買
え
な
か
っ
た
か
ら
と
ほ
し
か
っ

た
も
の
を
買
っ
て
い
く
大
人
も
い
る
そ
う
で
す
。

こ
ん
な
や
り
と
り
の
楽
し
い
店
も
道
内
で
は
五

店
舗
ほ
ど
し
か
残
っ
て
い
な
い
（
平
野
部
長
）

と
は
寂
し
い
話

で
す
が
。

お
も
ち
ゃ
の
平
野

札
幌
市
西
区
山
の
手
三
条
一
丁
目
三—

二

電
話（
〇
一
一
）六
三
一—

六
九
七
一

ん
な
思
い
出
の
あ
る
お
も
ち 

よ
う
に
渋
々
と
─
─
そ

買
い
物
に
な
ら
な
い

へ
。
親
は
高
い

引
っ
張
っ
て
中

す
ぐ
に
親
の
手
を

音
。
小
さ
な
子
供
は

ゃ
屋
が
姿
を
消
し
ま
し
た
。
い
ま
は
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
大
型
店
の
中
で
す
。

　
旧
国
道
五
号
線
と
琴
似
本
通
り
が
ぶ
つ
か
る

角
地
に
あ
る
「
お
も
ち
ゃ
の
平
野
」
は
、
残
り

少
な
く
な
っ
た
昔
懐
か
し
い
個
人
経
営
の
独
立

に
聞
こ
え
て
く
る
賑
や
か
な

商
店
街
の
そ
こ
の
前
を
通
る
と
き

識
と
き
め
細
か
い
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
こ
と
で
、

そ
ろ
え
て
あ
る
商
品
は
一
、二
階
合
わ
せ
て

三
万
点
。
ロ
ボ
ッ
ト
、
ミ
ニ
カ
ー
、
プ
ラ
モ
デ

ル
、
リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形
、
盤
ゲ
ー
ム
な
ど
、
な

夕方になると近所の小中学生の〝原っぱ　に
〟

一
階
と
二
階
に
す
き
間
な
く
陳
列
さ
れ
た
お
も
ち
ゃ
の
数
々
。子
供
な
ら
ず
と
も
夢
が
広
が
る

ブリキのおもちゃや
駄菓子類は　
年間を通じての定番

長男の平野裕康部長

やはり主力は男の子向けのミニカーやプラモデル

※撮影 /スタジオフェードイン
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し
か
し
そ
ん
な
明
る
い
話
題
も
つ
か
の

間
。
三
年
後
の
同
十
六
年
九
月
の
台
風
の

来
襲
で
し
た
。
旧
ポ
プ
ラ
並
木
の
五
十
一

本
中
、
倒
壊
も
含
め
て
二
十
七
本
が
大
き

な
被
害
に
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
ニ
ュ
ー

ス
が
全
国
に
伝
わ
る
や
、
た
ち
ま
ち
並
木

再
生
の
気
運
が
盛
り
上
が
り
、
支
援
金
集

め
が
始
ま
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
す
。

再
生
作
業
は
、
根
元
か
ら
倒
れ
た
十
九
本

の
う
ち
二
本
を
植
え
直
し
、
残
り
は
並
木

の
ポ
プ
ラ
の
枝
を
育
て
た
若
木
を
植
え
込

む
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　
現
在
、
ポ
プ
ラ
並
木
は
入
り
口
か
ら

八
十
㍍
ほ
ど
ま
で
散
策
が
可
能
で
す
。

ウ
ッ
ド
チ
ッ
プ
も
敷
か
れ
て
足
に
は
す
ご

く
快
適
。
老
木
と
若
木
の
凸
凹
を
目
の
当

た
り
に
す
る
に
は
い
さ
さ
か
つ
ら
い
と
い

う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
機
会

が
あ
り
ま
し
た
一
度
ど
う
ぞ
。

　
最
も
北
海
道
ら
し
い
風
景
の
一
つ
と
し

て
、
北
大
の
ポ
プ
ラ
並
木
を
挙
げ
る
こ
と

に
異
存
の
あ
る
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ほ
ど
市
民
に
も
観
光
客
に
も
親
し
ま

れ
て
い
る
場
所
で
す
し
、
大
学
構
内
の
建

物
も
日
々
変
貌
し
て
い
る
現
在
、
昔
か
ら

変
わ
ら
な
い
の
は
こ
こ
だ
け
、
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
四
年
前
の
台
風
を
憶
え

て
い
ま
す
か
。
見
る
の
も
痛
々
し
か
っ
た

都
市
の
風
景
と
い
え
ば
建
物
や
道
路
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

人
の
手
を
経
た
庭
園
、
街
路
の
木
々
も
ま
た
そ
の
一
部
で
す

そ
の
生
命
の
尽
き
る
と
き
、
あ
る
い
は
災
害
の
及
ぶ
と
き
に
は

彼
ら
も
ま
た
建
物
同
様
に
、
長
年
親
し
ま
れ
た
姿
を
変
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん

北
大
ポ
プ
ラ
並
木

倒
木
の
数
々
─
─
。

　
樹
木
と
は
い
え
、

植
え
て
か
ら
大
き
く

生
長
し
、
一
つ
の
風

景
と
し
て
い
か
に
も

昔
か
ら
あ
っ
た
か
の

ご
と
く
人
々
の
目
に

定
着
す
る
ま
で
に
は

長
い
年
月
の
か
か
る

も
の
で
す
。

　
ポ
プ
ラ
が
北
海
道

に
伝
わ
っ
た
の
は
明

治
の
中
ご
ろ
。
防
風
林
用
だ
っ
た
そ
う
で
、

北
大
の
ポ
プ
ラ
並
木
と
し
て
最
初
に
植
え

ら
れ
た
の
は
明
治
三
十
六
年（
一
九
〇
三
）

の
こ
と
。
そ
の
後
、
学
生
た
ち
が
本
格
的

に
並
木
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
、
観
光
名

所
に
な
る
ほ
ど
の
立
派
な
並
木
に
生
長
し

ま
し
た
。

　
し
か
し
、
ポ
プ
ラ
の
寿
命
は
六
十
年
か

ら
七
十
年
と
い
わ
れ
て
お
り
、
昭
和
四
十

年
代
半
ば
あ
た
り
か
ら
老
朽
化
に
よ
る
倒

木
が
危
惧
さ
れ
、
観
光
客
な
ど
は
立
ち
入

り
禁
止
の
状
況
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
迎
え
た
北
大
創
基
百
二
十
五
周

年
事
業
。
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
〇
）
十

月
に
新
た
に
誕
生
し
た
の
が
「
平
成
ポ

プ
ラ
並
木
」。
旧
ポ
プ
ラ
並
木
か
ら
北
へ

五
百
㍍
ほ
ど
離
れ
た
地
点
に
、
東
西
約

三
百
㍍
に
わ
た
っ
て
七
十
本
の
若
木
が
植

え
ら
れ
た
の
で
す
。
農
場
の
外
れ
、
手
稲

山
を
望
む
の
は
旧
ポ
プ
ラ
並
木
と
同
じ
。

新
た
な
名
所
に
な
る
の
が
待
た
れ
ま
す
。

農場の中から望むポプラ並木
倒木の間にＪＲタワーが見える

（左）昭和15年（1940）。並木というにはまだ若い
（右上）昭和10年（1935）（右下）昭和35年（1960）
〈３枚とも札幌市写真ライブラリー提供〉

平
成
十
三
年
に
植
え
ら
れ
た
平
成
ポ
プ
ラ
並
木

七
十
本
が
手
稲
山
方
向
に
向
か
っ
て
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サ
ケ
が
幻
の
魚
に
な
り
そ
う
な
時
代
が
あ
っ
た
─
─

石
狩
川
で
の
こ
と
で
す

乱
獲
が
原
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
ニ
シ
ン
と
同
様
で
す
が

大
河
ゆ
え
の
宿
命
は
水
質
の
汚
染

百
万
匹
も
捕
れ
た
明
治
時
代
か
ら
の
歴
史
を

　
そ
れ
で
も
下
の
新
聞
広
告
に
あ
る
と

お
り
、
戦
後
も
季
節
に
な
る
と
観
光
客

が
河
口
近
く
で
の
地
引
き
網
を
見
物
に

訪
れ
、
捕
れ
た
ば
か
り
の
サ
ケ
の
味
を

近
海
で
の
定
置
網
漁
が
主
流
に
な
っ
て
、

道
東
や
十
勝
、
日
高
方
面
な
ど
の
サ
ケ

が
有
名
に
な
り
ま
し
た
が
、内
水
面（
河

川
・
湖
沼
）
で
の
サ
ケ
漁
の
原
点
は
こ

所
で
定
置
網
漁
だ
け
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
そ
れ
で
も
「
サ
ケ
は
石
狩
」
の
ブ
ラ

ン
ド
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
年

か
ら
九
月
十
五
日
が「
石
狩
鍋
記
念
日
」

に
認
定
さ
れ
ま
し
た
（
日
本
記
念
日
協

会
）。
缶
詰
の
日
、
そ
し
て
こ
の
石
狩

鍋
記
念
日
と
と
も
に
覚
え
て
お
き
た
い

の
が
、
カ
ム
バ
ッ
ク
サ
ー
モ
ン
運
動
と

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
水
車
の
こ
と
。

　
前
者
は
百
八
十
万
都
市
の
ど
真
ん
中

を
流
れ
る
石
狩
川
の
支
流
、
豊
平
川
に

昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）、
そ
の

二
年
前
に
約
三
十
年
ぶ
り
に
放
流
し
た

は
五
千
三
百
匹
し
か
捕
れ
ず
、
つ
い

に
同
四
十
五
年
、
地
引
き
網
漁
は
中
止
。

定
置
網
漁
も
同
四
十
九
年
に
五
百
二
十

匹
と
過
去
最
低
を
記
録
す
る
ま
で
に
落

ち
込
み
ま
し
た
。
現
在
は
、
旧
石
狩
市

の
サ
ケ
漁
は
石
狩
湾
新
港
近
く
の
四
カ

水
車
が
サ
ケ
を
捕
獲
し
て
い
ま
す
（
昨

年
は
八
万
三
千
匹
）。
日
本
海
さ
け
・

ま
す
増
殖
事
業
協
会
が
毎
年
、
人
工
ふ

化
、
稚
魚
放
流
を
行
っ
て
お
り
、
隣
接

の
「
千
歳
サ
ケ
の
ふ
る
さ
と
館
」
の
水

中
観
察
室
で
は
、
そ
上
す
る
サ
ケ
の
姿

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
川
が
き
れ
い
に
な
っ
て
い

る
証
し
。
今
後
も
環

境
維
持
・
向
上
の
バ

ロ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
、

石
狩
川
と
サ
ケ
を
見

守
っ
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。

た
ど
り
ま
し
た
。

　
サ
ケ
と
い
え
ば
石
狩
川
。

で
、
水
質
は
汚
染
の
一
途
を

場
廃
液
の
流
入
な
ど

選
炭
水
や
工

炭
鉱
の

漁
獲
高
は
低
迷
。
昭
和
四
十
二
年
に

　
し
か
し
水
質
汚
染
は
深
刻
で
、

り
ま
し
た
。

年
（
一
九
六
三
）
に
始
ま

ま
つ
り
も
昭
和
三
十
八

の
で
し
た
。
サ
ケ

て
帰
っ
た
も

堪
能
し

稚
魚
が
親
ザ
ケ
と
な
っ
て
戻
っ
て
き
た

の
で
し
た
。
そ
の
後
も
放
流
が
続
け
ら

れ
、
今
日
で
は
自
然
産
卵
と
人
工
増
殖

の
両
方
に
よ
っ
て
、
サ
ケ
の
姿
が
見
ら

れ
る
川
と
な
り
ま
し
た
。

　
後
者
も
や
は
り
石
狩
川
の
支
流
、
千

歳
市
街
を
流
れ
る
千
歳
川
で
、
ア
メ
リ

カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
漁
法
を
利
用
し
た

夢
の
百
五
十
万
匹
捕
獲
時
代

カ
ム
バ
ッ
ク
、も
っ
と
街
へ

サ
ケ
漁
盛
衰

六

こ
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。

　
黄
金
期
は
明
治
時
代
。
明
治
五

年
（
一
八
七
二
）
に
百
四
十
五
万

匹
、
同
十
五
年
は
百
四
十
八
万
匹

も
捕
れ
た
記
録
が
あ
り
、
明
治

三
十
年
か
ら
四
十
年
に
か
け
て
は

二
、三
十
万
匹
と
コ
ン
ス
タ
ン
ト

に
。
ち
な
み
に
同
五
年
十
月
十
日

は
、
日
本
で
最
初
に
缶
詰
工
場
が

石
狩
に
で
き
た
日
。
も
ち
ろ
ん
サ

ケ
の
缶
詰
で
、
こ
の
日
は
「
缶
詰

の
日
」
に
制
定
（
日
本
缶
詰
協
会
）

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
は
、
時
代
が
進
む
に
つ

れ
て
上
流
部
の
開
発
、
支
流
域
の

昭和30年代のサケ漁（「石狩市　20世紀に伝える写真集」から複写）

サケ漁開始を知らせる広告
（北海タイムス昭和23年9月21日）

千
歳
市
街
地
に
あ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
水
車
。隣
接
の
サ
ケ
の
ふ
る
さ
と
館
で
は
川
を
上
る
サ
ケ
の
姿
が
見
ら
れ
る

サ
ケ
を
呼
び
戻
す
運
動
の
象
徴

昭
和
五
十
九
年
に
建
て
ら
れ
た

豊
平
川
さ
け
科
学
館

こ
こ
に
も
サ
ケ
が
い
る

※参考文献／「石狩ファイル」（石狩市ＨＰ）、北海タイムス他
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ロ
の
職
人
の
技
を
間
近
で
見

て
、自
分
も
実
際
に
体
験
し

て
仕
事
の
可
能
性
を
広
げ
て

み
よ
う
─
─「
第
七
回
札
幌
技
能
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」が
八
月
十
日
、札
幌
市
白
石
区

の
札
幌
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
で
開

か
れ
、家
族
連
れ
な
ど
賑
わ
い
ま
し
た
。

　
い
ろ
い
ろ
な
職
能
の
分
野
で
現
役
の

高
齢
化
が
進
み
、後
継
者
難
も
悩
み
の
種
。

第
一
次
産
業
の
み
な
ら
ず
第
二
次
産
業
に

従
事
す
る
人
が
減
り
、サ
ー
ビ
ス
業
に
流

れ
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
。

　
そ
の
未
来
の
後
継
者
と
な
る
べ
き
子
供

た
ち
が
、塾
通
い
や
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
の
普

及
で
外
で
遊
ば
な
く
な
り
、鉛
筆
一
本
削

れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
も
う

か
な
り
以
前
の
話
で
す
。
お
ま
け
に
情
報

源
が
テ
レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン
だ
け
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
は
、世
の
中
に
ど
ん
な
仕
事
が

あ
る
の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　
そ
こ
で
、子
供
た
ち
に
も
っ
と
も
の
づ

く
り
の
楽
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
と
同
時

に
、技
能
士
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
も

ら
お
う
と
い
う
の
が
こ
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
。
会
場
に
は
建
築
や
塗
装
、左
官
、板
金
、

造
園
、石
材
加
工
な
ど
十
六
の
コ
ー
ナ
ー

り
、女
の
子
が
カ
ン
ナ
や
ノ
コ
を
引
い
た

り
と
、
み
ん
な
楽
し
そ
う
で
し
た
。

　
い
ず
れ
の
日
に
か
、
こ
の
子
た
ち
の
中

か
ら
一
人
で
も
多
く
職
人
の
世
界
に
入
り
、

後
継
者
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し

ま
し
ょ
う
。

ル
張
り
に
夢
中
に
な
っ
た

を
。
親
子
で
タ
イ

い
思
い
の
体
験

子
供
た
ち
が
思

が
設
け
ら
れ
、

プ

指を使う、手を動かすって、楽しい！
こんな仕事をやりたい、と思ってもらえたかな
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良
い
も
の
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
つ
ぶ
れ
て
い
く

こ
ん
な
日
本
に
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
私
た
ち
だ
─
─

な
じ
み
の
金
物
店
の
主
人
の
話
に
日
本
を
憂
う

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

　
小
型
の
金
づ
ち
を
買
い
に
金
物
屋
へ
出

向
い
た
。
こ
の
店
は
ず
っ
と
私
が
通
っ
た

店
で
、
店
主
は
金
物
の
こ
と
な
ら
何
で
も

知
っ
て
い
る
感
じ
の
お
じ
さ
ん
で
あ
る
。

　
話
の
中
で
、
彼
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る

一
本
の
ペ
ン
チ
を
指
し
て
「
こ
の
会
社
も

な
か
な
か
大
変
な
よ
う
だ
よ
」
と
言
う
。

　
私
「
ど
う
し
て
？
　
こ
こ
の
ペ
ン
チ
は

高
い
け
れ
ど
、
ほ
ぼ
一
生
も
の
だ
。
日
本

で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
い
い
ペ
ン
チ
を

作
っ
て
い
る
の
に
」

　
彼
「
い
い
ペ
ン
チ
を
作
っ
て
い
た
か
ら

大
変
に
な
っ
た
の
だ
。
い
い
も
の
は
高
い
。

一
丁
、
三
千
六
百
円
以
上
は
す
る
。
百
均

で
も
ペ
ン
チ
は
売
っ
て
い
る
し
、
五
百
円

言
っ
た
。

　「
こ
の
ペ
ン
チ
、
買
っ
て
い
く
」

　「
坂
さ
ん
と
こ
、
ペ
ン
チ
あ
る
し
ょ
」

　「
あ
る
！
　
だ
け
ど
も
う
一
丁
買
っ
て

い
く
。
当
分
使
わ
な
い
と
思
う
け
ど
、
そ

れ
で
も
買
っ
て
い
く
！
」

　「
こ
こ
の
営
業
が
い
つ
来
る
か
わ
か
ら

な
い
け
ど
、
今
日
の
話
を
し
た
ら
き
っ
と

泣
く
か
も
よ
」

　
私
と
し
て
は
ペ
ン
チ
を
買
わ
ず
に
は
い

ら
れ
な
か
っ
た
。
良
い
物
を
作
る
が
ゆ
え

に
や
っ
て
い
け
な
く
な
る
今
の
日
本
の
姿
。

絶
対
に
お
か
し
い
と
思
う
。

　
そ
う
思
い
な
が
ら
レ
ト
ロ
に
も
ど
り
、

動
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
オ
ル
ゴ
ー
ル
の

箱
を
あ
け
て
み
た
。
歯
車
の
一
個
が
プ
ラ

う
か
？
　
そ
し
て
そ
れ
を
一
方
で
は
許
し

て
い
る
我
々
日
本
人
、
や
は
り
今
の
世
を

作
り
出
し
た
の
は
誰
で
も
な
い
我
々
な
の

だ
。
こ
の
付
け
は
き
っ
と
我
々
の
上
に
降

り
か
か
っ
て
く
る
こ
と
と
思
う
。

　
今
、
使
用
し
て
い
る
ペ
ン
チ
が
ダ
メ
に

な
り
、
新
し
く
買
っ
た
ペ
ン
チ
を
使
う
日

ま
で
元
気
で
い
ら
れ
る
と
は
思
わ
な
い
け

れ
ど
、
家
の
リ
ビ
ン
グ
に
さ
げ
て
あ
る
そ

の
新
し
い
ペ
ン
チ
を
な
が
め
な
が
ら
筆
を

お
き
た
い
。

高
い
の
だ
が
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
が
わ

か
っ
て
も
ら
え
な
い
」

　
私
は
思
う
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
だ
。

物
を
作
り
出
す
道
具
が
大
量
に
捨
て
ら
れ

て
い
た
の
は
か
な
り
前
の
こ
と
。
い
い
道

具
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
良
い
物
は
作
れ
な

い
。

　
ち
ょ
っ
と
力
を
入
れ
て
ド
ラ
イ
バ
ー
を

回
す
と
、
く
る
っ
と
一
回
転
し
て
十
字
が

つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
ネ
ジ
。
引
き
抜
く
と
グ

ニ
ャ
リ
と
曲
が
り
二
度
と
使
え
な
い
ク
ギ
。

ネ
ジ
や
ク
ギ
は
基
本
の
も
の
。
そ
れ
が
こ

ん
な
状
態
で
は
、
こ
れ
で
作
っ
た
家
が
十

年
し
か
保
証
が
な
い
と
い
う
の
も
う
な
ず

け
る
。

　
工
場
で
作
っ
て
来
た
も
の
を
現
場
で
組

み
立
て
る
今
の
住
宅
。
法
隆
寺
は
ま
だ
立 

っ
て
い
る
と
い
う
の
に
。
よ
り
技
術
の
進

ん
だ
今
の
時
代
に
作
ら
れ
た
家
が
、
た
っ

た
そ
れ
だ
け
し
か
持
た
な
い
の
は
ど
う
し

た
こ
と
な
の
か
。
年
輪
五
十
年
の
木
材
で

作
っ
た
家
は
年
輪
分
だ
け
は
持
つ
と
い
わ

れ
た
時
代
が
、
つ
い
一
昔
前
に
は
あ
っ
た

は
ず
な
の
に
。
今
の
集
成
材
の
家
の
柱
は

年
輪
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
も
よ
く
わ
か
ら

な
い
。

　
ペ
ン
チ
一
丁
の
話
か
ら
も
、
現
代
と
い

う
も
の
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き

た
日
で
は
あ
っ
た
。

　
帰
り
ぎ
わ
、
私
は
店
の
お
じ
さ
ん
に

　
も
っ
と
も
ペ
ン
チ
だ
け
で
は
な
い
。
ノ

コ
を
目
立
て
し
て
使
う
人
も
ま
ず
い
な
い
。

カ
ン
ナ
や
ノ
ミ
も
研
げ
な
く
て
職
人
が
笑

わ
せ
る
。
オ
レ
の
店
も
、
ホ
ー
マ
ッ
ク
に

比
べ
て
高
い
と
い
う
訳
で
お
客
は
サ
ッ
パ

リ
だ
。
一
生
使
え
る
よ
う
な
い
い
も
の
は

も
出
せ
ば
ま
あ
ま
あ
の
も

の
が
買
え
る
。
も
っ
と
も

そ
の
う
ち
甘
く
な
っ
て
し

ま
う
け
れ
ど
、
当
座
の
用

は
足
せ
る
。
こ
こ
の
は
何
年
使
っ
て
も
そ

ん
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
今
の
お
客
さ
ん
は
そ
ん
な
高

い
ペ
ン
チ
は
ま
ず
買
っ
て
く
れ
な
い
。
工

務
店
に
し
て
も
、
今
の
若
い
者
は
道
具
の

使
い
方
も
ろ
く
に
知
ら
な
い
。
高
い
道
具

を
与
え
て
も
す
ぐ
に
壊
す
。
安
い
の
で
十

分
。
か
く
し
て
、
高
い
け
れ
ど
い
い
ペ
ン

チ
を
作
り
続
け
た
こ
の
会
社
は
、
今
は
苦

し
い
と
い
う
わ
け
だ
。

ス
チ
ッ
ク
で
作
ら
れ
て
い

る
。
金
属
の
歯
車
と
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
の
歯
車
が
か
み

合
え
ば
、
数
年
し
て
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
の
ほ
う
が
摩
耗

し
て
ダ
メ
に
な
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
。
も

う
こ
れ
は
直
す
こ
と
は
無
理
。
こ
の
よ
う

に
部
品
の
一
部
に
弱
い
も
の
を
使
え
ば
数

年
で
ダ
メ
に
な
り
、
ま
た
新
品
を
買
う
し

か
な
く
な
る
。

　
こ
れ
は
オ
ル
ゴ
ー
ル
だ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
大
量
生
産
し
大
量
消
費
し
て
い
く

全
て
の
物
に
通
じ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

使うことはないはずだが
思わず買ってしまったペンチ
坂家には代々使っている

上のペンチの他に
愛用のペンチもあるのに
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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
。

　
明
治
十
一
年（
一
八
七
八
）十
月
、
札
幌
農
学
校 

の
演
舞
場
と
し
て
建
築
さ
れ
、今
年
で
創
建
百
三 

十
周
年
を
迎
え
る
札
幌
市
時
計
台
。
時
計
台
と
は
、

時
計
を
見
や
す
い
よ
う
に
高
い
位
置
に
据
え
付
け

た
独
立
し
た
建
物（
塔
）の
こ
と
で
す
。
兵
庫
県
豊

岡
市
出
石
の
辰し
ん
こ
ろ
う

鼓
櫓
と
と
も
に
日
本
最
古
の
時
計

　
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
。

札 幌 市 時 計 台

台
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、辰
鼓
楼
は
、
そ
も
そ
も

は
辰
の
刻
の
城
主
登
城
を
知
ら
せ
る
櫓
や
ぐ
ら
だ
っ
た
い

わ
ば
和
の
代
表
。
こ
ち
ら
は
、
簡
素
で
飾
り
の
少

な
い
バ
ル
ー
ン
フ
レ
ー
ム
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
建

築
様
式
の
一
種
で
す
。
四
方
に
響
く
澄
ん
だ
鐘
の 

音
は
、
洋
の
息
吹
の
最
先
端
で
も
あ
り
ま
し
た
。

デザイン・イラスト／伊藤公修

　白神岬とは、松前町にある北海道
最南端の岬。海峡を挟んで津軽連山
を望むことができます。著者は昭和
15年、この地に生まれ、俳歴50年

という町の床屋さん。
　福祉施設や病院などへの出張理髪
の傍ら、ＰＴＡ会長、少年補導員、
商工会理事といった要職にもあるの
で、俳風には生活全般にわたって心
温まるものがあります。
　初期の作品に、
　研ぎ上げる鋏の切れ味今朝の冬
　口のしわ集めてババの草の笛
　子らの声村を吊り揚げ凧上る
生活感のあるものには、
　娘の籍を抜いて立冬の重き靴
　娘の鼻緒ゆるめて送る七五三
また仕事がよく表われている
　遺髪切る事も仕事や夏寒し
　昆布漁済むまで暇な村床屋
ほかに
　（苫小牧市長賞）
　老ゆるとは親に似る事障子張る
など400句が収められています。　

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
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