
　
こ
の
冬
、六
十
回
目
を
迎
え
る
「
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
」。
開
催
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ

た
の
は
、
札
幌
一
中(

現
札
幌
南
高)

の
雪
合
戦
と
も
う
一
つ
、
小
樽
市
の
北
手
宮
小

学
校
の
雪
ま
つ
り
で
し
た
。
北
手
宮
小
の
ま
つ
り
は
昭
和
十
年(

一
九
三
五)

に
始
ま 

っ
て
お
り
、「
雪
ま
つ
り
発
祥
の
地
」
と
し
て
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
地
碑
に 

は
「
雪
国
の
人
づ
く
り
　
雪
ふ
る
中
を
　
息
白
く
は
づ
ま
せ
頬
赤
く
そ
め
　
子
等
の

雪
ま
つ
ら
う
す
が
た
に
　
た
だ
た
の
も
し
く
い
ぢ
ら
し
く
思
う
」
と
い
う
提
案
者
の

第
二
代
校
長
の
詩
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
生
徒
と
先
生
が
一
カ
月
近
く
か
け
て
雪
像

を
作
っ
た
そ
う
で
す
が
、
な
ん
と
も
ほ
ほ
え
ま
し
い
光
景
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。

発
行

：
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と
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し
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不
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四
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編
集
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T
E
L
（
〇
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一
）
六
二
三
ー
六
六
五
二

二
〇
〇
九
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
浦
河
公
会
会
堂
─
─
─
２

・
マ
チ
の
博
物
館
／
か
け
箸
─
─
─
３

・
あ
る
ば
む
レ
ト
ロ
ポ
リ
ス
／
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
─
─
４

・
川
筋
を
行
く
／
石
狩
川
㊆
─
─
─
５

・
来
た
道
・
行
く
道
／
K
E
N
工
房
─
─
─
６

・
道
具
で
道
草
30
年
─
─
─
７

・
時
計
の
あ
る
風
景
─
─
─
８
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様
々
な
か
た
ち
が
あ
っ
た
開
拓
入
植

慣
れ
な
い
気
候
に
耐
え
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
々
に

ど
ん
な
憩
い
を
見
つ
け
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う

そ
れ
が
宗
教
的
な
信
念
に
基
づ
く
も
の
な
ら

ま
ず
必
要
だ
っ
た
の
は
教
会
─
─

同
社
副
社
長
の
加
藤
清
徳
が
兵
庫
・
広
島

両
県
か
ら
五
十
余
人
を
引
き
連
れ
、
第
一

回
の
移
民
と
し
て
浦
河
西
舍
村
に
入
植
。

続
い
て
翌
十
五
年
に
は
第
二
回
移
民
、
男

女
八
十
余
人
が
元
浦
河
地
区
に
入
植
し
ま

　
明
治
初
期
、
北
海
道
開
拓
に
本
州
か
ら

や
っ
て
き
た
東
北
士
族
や
屯
田
兵
の
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
民
間
人
の

会
社
組
織
に
よ
る
開
拓
入
植
も
ま
た
大
き

な
足
跡
を
残
し
て
い
ま
す
。

そ
う
で
す
。

　
当
時
の
様
子
を
再
現
し
た
オ
ル
ガ
ン
や

大
型
の
薪
ス
ト
ー
ブ
、
ラ
ン
プ
も
、
祈
り

の
場
所
に
ふ
さ
わ
し
く
簡
素
。
慣
れ
な
い

開
拓
生
活
の
合
い
間
に
、
牧
師
の
講
話
に

耳
を
傾
け
る
人
々
の
つ
つ
ま
し
い
姿
も
浮

か
ん
で
き
ま
す
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
開
拓
入
植

日
曜
ご
と
の
安
息
日
集
会

旧
浦
河
公
会
会
堂 

─
─
明
治
二
十
七
年（
一
八
九
四
）建
築

し
た
。

　
入
植
者
た
ち
は
開
拓
の
か
た
わ
ら
、
指

導
者
・
沢
茂
吉
の
も
と
に
寺
子
屋
で
の
教

育
を
行
っ
た
り
、
日
曜
講
話
に
集
ま
っ
た

り
し
て
、
同
十
七
年
に
は
私
立
赤
心
学
校

を
兼
ね
た
会
堂
を
建
設
。
六
日
間
は
子
供

た
ち
の
学
校
、
日
曜
日
は
安
息
日
集
会
所

と
し
た
の
で
す
。

　
そ
の
後
、明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）

に
、
現
在
の
Ｊ
Ｒ
荻
伏
駅
近
く
に
二
代
目

の
会
堂
を
新
築
。
大
正
七
年（
一
九
一
八
）

に
は
一
週
間
か
け
て
現
・
元
浦
河
教
会
の

場
所
に
、
曳
き
家
方
式
で
移
転
し
て
い
ま

す
。
開
拓
の
村
に
あ
る
の
は
、
昭
和
五
十

八
年
ま
で
使
わ
れ
た
こ
の
会
堂
を
創
建
当

時
の
姿
に
復
元
し
た
も
の
で
す
。
外
観
の

い
か
に
も
シ
ン
プ
ル
な
印
象
と
は
異
な
っ

て
、
建
物
に
秘
め
ら
れ
た
歴
史
を
手
繰
る

の
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
建
物
の
構
造
は
、
切
妻
造
り
妻
入
り
形

式
の
一
部
二
階
建
て
。
中
に
入
る
と
礼
拝

堂
が
す
ぐ
目
の
前
で
す
。
中
央
の
講
壇
に

向
か
っ
て
長
い
す
が
二
列
に
並
べ
て
あ
り
、

床
や
壁
、
天
井
は
す
べ
て
木
造
。
船
底
型

の
高
い
天
井
に
牧
師
の
声
が
厳
か
に
響
き

　
有
名
な
の
は
帯
広
の
晩
成
社
や
、
函
館 

湯
の
川
な
ど
七
カ
所
に
入
植
し
た
開
進

社
。
今
回
紹
介
す
る
浦
河
公
会
会
堂
を
建

て
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
団

体
「
赤
心
社
」
は
、
日
高

地
方
に
入
植
し
て
い
ま
す
。

　
明
治
十
三
年
（
一
八
八 

〇
）、
神
戸
の
実
業
家
、
鈴

木
清
と
い
う
人
が
北
海
道

の
資
源
に
着
目
し
、
キ
リ

ス
ト
教
結
社
「
赤
心
社
」

を
結
成
し
ま
し
た
。
翌
年
、

●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　

正
面
の
講
壇
に
向
か
っ
て
二
列
に
木
製
の
長
い
す
が
並
ぶ

慣
れ
な
い
気
候
と
開
拓
作
業
の
合
い
間
の
休
息
が
目
に
浮
か
ぶ

※
参
考
文
献「
北
海
道
開
拓
の
村
・
開
村
10
周
年
記
念
誌
」

柾ぶき屋根に下見板張り
破風の頂の十字架がなければ

普通の民家とあまり変わらない
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た
り
に
す
る
と
、
ま
ず
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

我
が
家
の
箸
は
、
誰
が
い
つ
ど
こ
で
買
っ
て
き

た
の
か
も
覚
え
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
あ
ま
り

に
も
箸
に
、
作
っ
た
人
に
失
礼
で
は
な
い
か
─

─
と
。
　

　
に
こ
や
か
に
応
対
し
て
く
れ
る
店
長
の
室
稔

子
さ
ん
は
、
こ
こ
を
立
ち
上
げ
た
女
性
メ
ン
バ

こ
れ
ま
で
で
最
も
小
さ
く
て
、
い
ち
ば
ん
新
し
い
博
物
館

そ
も
そ
も
広
い
ス
ペ
ー
ス
な
ど
必
要
の
な
い
商
品
だ
け
れ
ど

一
度
に
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
種
類
に
お
目
に
か
か
れ
る
な
ん
て
─
─

「
マ
イ
箸
」
の
存
在
感
が
増
す
こ
と
間
違
い
な
し

ど
。
工
芸
家
・
柏
葉
勝

徳
さ
ん
の
木
の
質
感
を

生
か
し
た
素
朴
な
作
品

に
、
北
海
道
ら
し
い
味

わ
い
が
あ
り
ま
す
。
一

方
、
道
外
も
の
の
材
料

は
紫
タ
ン
や
黒
タ
ン
、

栗
な
ど
で
、
う
る
し
塗

り
や
象
が
ん
を
施
し
た

も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。

　
二
千
円
か
ら
四
千
円

台
の
も
の
が
よ
く
売
れ

挙
げ
て
オ
バ
マ
氏
に
エ
ー
ル
を
送
っ
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
箸
の
素
材
は
堅
い
木
が
適
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
、
道
産
材
は
オ
ン
コ
、
エ
リ
マ
キ
（
ツ

リ
バ
ナ
）、
セ
ン
、
ア
オ
ダ
モ
、
シ
ラ
カ
バ
な

る
そ
う
で
す
が
、「
旅
行
者
が
雑
誌
や
ネ
ッ
ト

を
見
て
来
た
り
、
結
婚
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
探
し
に

来
る
人
も
。
か
ん
ざ
し
に
い
い
と
い
う
外
国
の

方
も
い
ま
し
た
」
と
室
店
長
。
着
物
地
で
作
っ

た
し
ゃ
れ
た
箸
袋
も
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
く

れ
ま
す
。

　
子
供
た
ち
が
喜
び
そ
う
な
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
箸

や
色
鉛
筆
箸
、
実
用
的
な
携
帯
用
や
め
ん
類
専

用
箸
。
か
と
思
う
と
、
埋
も
れ
木
で
作
っ
た
ロ

マ
ン
あ
ふ
れ
る
箸
、
一
万
二
千
円
も
す
る
古
代

わ
か
さ
塗
り
─
─
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
箸
の

小
宇
宙
に
触
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

箸
専
門
店
　
か
け
箸

札
幌
市
中
央
区
南
十
一
条
西
七
丁
目
三—

一
八

（
チ
キ
で
き
二
階
）

電
話（
〇
一
一
）五
五
二—

三
七
二
九

http://w
w

w
.m

oku.jp

　
ま
ず
は
こ
ち
ら
の
所
在
地
に
注
目
を
。「
チ

キ
で
き
二
階
」
と
は
何
の
こ
と
か
、
で
す
。
じ

つ
は
こ
れ
「
チ
キ
ュ
ー
の
た
め
に
で
き
る
こ

と
」
の
略
。
一
階
の
創
意
を
凝
ら
し
た
ヘ
ル
シ

ー
な
食
事
の
で
き
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
名
前
が

「
チ
キ
で
き
」。
両
店
を
運
営
す
る
の
は
、
地
球

環
境
の
た
め
に
よ
い
こ
と
を
と
、
二
〇
〇
一
年

に
”
マ
イ
箸“
運
動
を
立
ち
上
げ
た
グ
ル
ー
プ

で
す
。
だ
か
ら
「
か
け
箸
」
と
は
、
人
と
地
球

の
架
け
橋
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　
し
か
し
そ
ん
な
環
境
運
動
は
別
に
し
て
も
、

こ
ち
ら
の
約
三
百
種
類
の
箸
の
陳
列
を
目
の
当

ー
の
一
人
の
お
母
さ
ん
。
ほ
ん

の
手
伝
い
の
つ
も
り
が
、
箸

の
ベ
テ
ラ
ン
に
な
っ
た
よ
う

で
す
。
室
店
長
に
よ
り
ま
す

と
、
入
っ
て
右
手
の
壁
に
展

示
し
て
あ
る
の
が
道
産
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
。
左
手
二
方

の
も
の
が
主
と
し
て
小
浜

市
か
ら
取
り
寄
せ
て
い
る

も
の
だ
そ
う
で
す
。
小

浜
市
は
日
本
の
塗
箸
の

八
〇
㌫
以
上
を
生
産
。

先
ご
ろ
の
ア
メ
リ
カ

大
統
領
選
挙
で
、
市
を

道内外の約300種、埋もれ木で作ったものも

写
真
上
は
道
産
オ
リ
ジ
ナ
ル
箸
の
コ
ー
ナ
ー
。下
は
道
外
も
の
の
一
部
と
箸
置
の
各
種

着
物
地
で
作
っ
た
箸
袋
と
の

　お
し
ゃ
れ
な
組
み
合
わ
せ

　箸
使
い
ま
で
気
配
り
を

一般にも定着しつつある携帯箸のほか
さまざまな箸のアイテムが300種
選ぶひとときが楽しい

〝箸マイスター〟室稔子店長

※撮影 /スタジオフェードイン
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う
で
し
ょ
う
。
観
光
客
も
呼
び
込
ん
で
、

冬
を
楽
し
ん
で
い
る
姿
を
も
っ
と
見
て
も

ら
い
た
い
と
こ
ろ
。

　
東
北
地
方
の
と
あ
る
温
泉
町
で
は
、
住

民
そ
れ
ぞ
れ
が
家
の
前
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
雪
だ
る
ま
を
作
っ
て
道
行
く
人
の
目
を

楽
し
ま
せ
て
い
る
と
か
。
百
九
十
万
人
都

市
と
い
え
ど
も
同
様
で
す
。
市
民
主
体
の

ま
つ
り
へ
と
趣
向
を
凝
ら
し
て
─
─
は
た

し
て
街
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
た
か
な
。
　

　
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
が
始
ま
っ
た
の
は

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）。
戦
争
が

終
わ
っ
て
五
年
し
か
た
っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
か
ら
、
物
不
足
な
ど
で
街
の
ム
ー
ド

に
も
ま
だ
ま
だ
暗
さ
が
漂
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
気
分
を
一
掃
し
よ
う
と
い
う
ア
イ

デ
ア
が
雪
ま
つ
り
。
戦
前
に
行
わ
れ
て
い

た
小
中
学
生
の
、
い
く
つ
か
の
雪
遊
び
が

ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。

六
十
回
記
念
と
い
う
今
年
の
「
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
」

マ
ン
ネ
リ
と
か
商
業
主
義
と
か
い
わ
れ
な
が
ら
も
こ
の
回
数
は
立
派
で
す

で
も
思
い
出
に
残
っ
て
い
る
年
っ
て
あ
り
ま
す
か

人
間
で
い
え
ば
還
暦
。
ち
ょ
っ
と
幼
い
こ
ろ
を
振
り
返
っ
て
み
て
は
─
─

さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り

　
大
通
西
七
丁
目
会
場
に

お
目
見
え
し
た
の
は
、
中

学
生
と
高
校
生
の
手
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
七
点
。

写
真
の
「
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ナ

ス
像
」
は
そ
の
う
ち
の
一

つ
で
す
。
当
時
の
札
幌
市

の
人
口
は
三
十
一
万
四
千

人
。
花
火
大
会
な
ど
も
行

わ
れ
、
二
日
間
で
五
万
人

の
観
客
が
集
ま
っ
た
そ
う

で
す
。

　
以
後
、
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
出
来

事
を
拾
っ
て
い
き
ま
す
と
、
雪
像
の
大
型

化
、
自
衛
隊
の
制
作
参
加
、
実
行
委
員
会

の
組
織
化
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
、
本

州
や
世
界
か
ら
の
観
光
客
増
、
真
駒
内
に

第
二
会
場
、
さ
っ
ぽ
ろ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開

催
、
雪
の
女
王
選
出
、
す
す
き
の
会
場
、

市
民
雪
像
な
ど
と
続
き
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
は
て
と
気
の
付
く
の
は
、
何

回
か
は
ま
つ
り
見
物
に
行
っ
て
い
て
も
、

と
く
に
あ
の
年
と
記
憶
に
残
っ
て
い
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
長
い
氷
の
滑
り
台
を
何
時
間
も

待
っ
て
よ
う
や
く
番
が
き
た
な
ど
と
い
う

思
い
出
だ
け
で
は
、
世
界
の
さ
っ
ぽ
ろ
雪

ま
つ
り
が
泣
く
か
も
。

　
冬
の
ま
つ
り
は
、
夏
以
上
に
参
加
し
て

こ
そ
意
義
の
あ
る
も
の
で
す
。
大
通
や
さ

と
ら
ん
ど
も
よ
い
け
れ
ど
、
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ

Ｏ
Ｉ
の
よ
う
に
地
域
の
核
と
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
サ
ブ
イ
ベ
ン
ト
を
や
っ
て
は
ど

昭和36年（1961）第12回
大通２丁目の大雪像「西遊記」

上は昭和33年（1958）第９回
大通西４丁目の大雪像「白雪城」
下は昭和25年（1950）第１回ポスターと
大通西７丁目の雪像「ミロのヴィナス」

最近の大通会場の大雪像から
雪像作りの技術やテーマにも時の流れが

※参考文献／ HP「第60回さっぽろ雪まつり」他

※
上
四
点
の
写
真
提
供
／
札
幌
市
写
真
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
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石
狩
川
の
名
は
ア
イ
ヌ
語
の
「
イ
・
シ
カ
ラ
・
ペ
ツ
」、

「
非
常
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
川
」
に
由
来
し
て
い
ま
す

ひ
と
た
び
大
雨
が
降
る
と
低
湿
地
帯
に
あ
ふ
れ
る
水
─
─

田
畑
や
民
家
に
大
き
な
被
害
が
及
び
、

そ
の
歴
史
は
一
面
で
は
洪
水
と
の
闘
い
で
も
あ
り
ま
し
た

そ
の
被
害
は
甚
大
な
も
の
で
あ
る
」。

『
石
狩
川
治
水
史
』（
北
海
道
開
発
協 

会
、
昭
和
五
五
）
の
第
一
章
・
洪
水
の

四
十
三
年
に
着
工
さ
れ
た
と
は
い
え
、

昭
和
の
初
め
ま
で
は
全
く
手
が
か
け
ら

れ
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
原
始
河
川
そ

が
っ
て
支
流
の
水
が
本
流
に
流
れ
込
め

ず
、
さ
ら
に
は
本
流
の
水
が
支
流
に
逆

流
し
て
起
こ
る
洪
水
で
す
。

　
明
治
以
来
、
夏
洪
水
や
融
雪
洪
水
に

ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
き
た
の
か
と
い

い
ま
す
と
、
当
初
は
蛇
行
し
た
川
の
流

れ
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
決
壊
し
た
場
所

だ
け
直
し
、
増
水
時
は
バ
イ
パ
ス
で
流

す
と
い
う
方
法
で
し
た
が
、
昭
和
に
入 

っ
て
か
ら
は
捷し
ょ
う
す
い
ろ

水
路
方
式
と
い
っ
て
、

蛇
行
部
分
を
直
線
で
つ
な
ぐ
方
法
に
変

わ
り
ま
し
た
。
昭
和
二
年
か
ら
二
十
一

年
ま
で
の
間
に
、
こ
の
方
式
に
よ
っ
て

石
狩
川
の
河
口
か
ら
江
別
ま
で
は
約
半

こ
と
。
二
つ
目
は
、
積
雪
地
特
有
の
春

先
の
融
雪
洪
水
。
そ
し
て
三
つ
目
は
逆

水
に
よ
る
洪
水
で
す
。
河
川
堤
防
の
整

備
が
進
ん
だ
結
果
、
本
流
の
水
位
が
上

成
川
、
発
寒
川
と
い
っ
た
川
の
下
流
域

に
集
中
し
ま
し
た
。

　
札
幌
市
で
は
近
年
、
大
き
な
水
害
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
都
市

が
膨
張
す
る
と
災
害
の
恐
ろ
し
さ
は
計

り
知
れ
ま
せ
ん
し
、
地
下
街
や
地
下
鉄

な
ど
の
浸
水
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。

石
狩
川
と
い
う
北
海
道
の
母
な
る
川
の

恩
恵
を
受
け
る
一
方
で
、

洪
水
・
治
水
の
経
験
を

今
後
に
わ
た
っ
て
生
か

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

望
海
の
ご
と
く
と
な
り
、
実
に 

　「
石
狩
川
の
改
修
は
明
治

や
す
ぐ
さ
ま
氾
濫
し
、
一

度
洪
水
に
襲
わ
れ
る

で
あ
り
、
一

の
も
の

堤
防
の
決
壊
な
ど
で
水
が
あ
ふ
れ
る

す
。
大
量
の
降
雨
に
よ
る
増
水
、

一
つ
は
一
般
的
な
夏
洪
水
で

も
三
つ
の
形
態
が
あ
っ
て
、

　
そ
の
〝
一
望
海
〟
に

で
す
。書
き
出
し
部

歴
史
の

分
に
、
江
別
か
ら
月
形
ま
で
は
約
三
分

の
一
も
流
れ
が
短
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
捷
水
路
方
式
の
代
表
的
な
も
の

が
、
現
在
の
石
狩
河
口
橋
近
く
、
石

狩
市
美
登
位
─
生
振
間
の
直
線
水
路
。

か
つ
て
は
石
狩
川
本
流
の
蛇
行
部
分

だ
っ
た
現
在
の
茨
戸
川
は
、
い
わ
ば

出
口
の
な
い
内
陸
河
川
に
な
っ
て
お

り
、
増
水
時
だ
け
水
門
が
開
け
ら
れ
て

本
流
と
つ
な
が
り
ま
す
。
大
正
六
年

（
一
九
一
七
）
着
工
以
来
、
完
成
ま
で

十
四
年
に
も
及
ぶ
大
工
事
で
し
た
。

　
こ
う
し
て
幾
度
に
も
わ
た
る
治
水
工

事
で
、
戦
後
の
水
害
は
大
幅
に
減
り
ま

す
が
、
そ
れ
で
も
昭
和
三
十
六
年
七
月

二
万
三
千
三
百
戸
（
被
害
家
屋
。
以
下

同
）
三
十
七
年
八
月
四
万
千
二
百
戸
、

五
十
年
八
月
二
万
六
百
戸
、
五
十
六
年

八
月
上
旬
二
万
二
千
五
百
戸
、
同
八
月

下
旬
一
万
二
千
二
百
戸
、
六
十
三
年
二 

千
戸
と
い
っ
た
被
害
が
出
て
い
ま
す
。

　
中
で
も
昭
和
五
十
六
年
八
月
上
旬
の

洪
水
で
は
、
札
幌
市
内
の
住
宅
も
五
千

戸
が
被
害
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

は
石
狩
川
の
支
流
で
あ
る
豊
平
川
、
創

曲
が
り
く
ね
っ
た
大
河
ゆ
え
の

　一
望
海
の
ご
と
く
〟を
防
ぐ

〝
洪
水
の
歴
史

七

大正6年、石狩川最初の切替工事
生振新水路を記念する碑

茨
戸
川
が
増
水
し
た
と
き
に

開
け
ら
れ
る
水
門

石
狩
川
河
口
橋
近
く
に
あ
る

札
幌
市
内
五
千
戸
を
含
む

一
万
戸
以
上
の
家
屋
の
浸
水
を
報
じ
る

北
海
道
新
聞（
昭
和
五
六
年
八
月
五
日
）

生
振
新
水
路
の
開
削
に
よ
っ
て

内
陸
に
残
っ
た
現
在
の
茨
戸
川

※参考文献／石狩市ＨＰ「石狩ファイル」、「石狩百話」（共同文化社）
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い
ま
す
が
、
業
界
で
は
「
箱
も
の
」
と
「
足
も 

の
」
と
に
分
か
れ
て
お
り
、
知
識
や
技
術
は
ま 

っ
た
く
別
物
。
と
く
に
い
す
の
技
術
者
は
、
飲

食
店
な
ど
の
業
務

用
を
手
が
け
る
人
は

多
く
て
も
、
家
庭
も

　
メ
ー
カ
ー
に
勤
め
て

い
た
時
に
は
東
南
ア
ジ

ア
に
技
術
指
導
に
行
っ

た
り
、国
内
の
生
産
地

を
あ
ち
こ
ち
視
察
し
た

り
し
て
い
る
経
験
か
ら
、

「
い
す
を
見
た
だ
け
で

作
ら
れ
た
国
や
皮
の
産

地
ま
で
わ
か
り
ま
す
」

（
黒
田
さ
ん
）。
時
に
は

年
代
、価
格
ま
で
言
い

像
し
て
い
た
も
の
よ
り
出
来
が
よ
い
と
き
の
お

客
の
喜
び
が
や
り
が
い
の
一
つ
で
す
。

い
っ
て
も
、壊
れ
た
と
こ
ろ

を
直
す
の
が
修
理
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
い
す
は
家
族
の
一

員
の
よ
う
な
も
の
。
座
り
心

地
が
元
通
り
以
上
で
な
く
て

は
」。
こ
こ
に
誰
で
も
で
き

る
も
の
で
は
な
い
黒
田
さ
ん

の
腕
の
秘
密
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
作
業
工
程
を
簡
単
に

言
い
ま
す
と
、
お
客
か
ら
預

か
っ
た
い
す
は
、
ま
ず
生
地

を
は
が
し
て
ク
ッ
シ
ョ
ン
部

ら
み
の
調
節
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
レ
ザ
ー
や
布

の
型
取
り
。
一
人
で
全
部
の
作
業
を
こ
な
す
に

は
、
セ
ン
ス
と
器
用
さ
が
問
わ
れ
ま
す
。

　「
お
客
さ
ん
は
、使
っ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て

い
て
も
思
い
出
が
一
杯
詰
ま
っ
て
い
る
か
ら
、

少
し
く
ら
い
お
金
が
か
か
っ
て
も
修
理
し
た
い
」

（
黒
田
さ
ん
）。
肌
に
触
れ
る
も
の
だ
け
に
、想

当
て
て
お
客
を
び
っ
く
り
さ
せ
る
こ
と
も
。

　
日
本
で
も
初
期
に
作
ら
れ
た
よ
う
な
い
す
や
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
の
高
価
な
も
の
を
持
っ
て
く
る

人
が
い
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
年
配

の
お
客
が
多
く
、
財
界
人
や
大
学
教
授
な
ど
の

注
文
も
こ
な
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
黒
田
さ
ん

が
大
事
に
し
て
い
る
の
は
お
客
と
の
フ
ィ
ー
リ

ン
グ
。
よ
そ
に
は
頼
み
に
く
い
家
庭
も
の
の
依

頼
が
あ
っ
た
ら
、
気
軽
に
修
理
し
て
あ
げ
て
い

る
と
の
こ
と
。

　
最
近
は
孫
の
た
め
に
と
作
っ
た
丸
い
す
が
一

般
の
人
に
も
人
気
で
、
注
文
が
あ
れ
ば
応
じ
て

い
る
と
目
を
細
め
て
い
ま
す
。
　
　

黒
田
健
司
さ
　
　
ん 

─
─
札
幌
市
・
K
E
N
工
房

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
。

の
の
で
き
る
人
は
極
め
て
少
な
い
そ
う
で
す
。

こ
こ
に
黒
田
さ
ん
の
先
見
の
明
が
あ
り
ま
し
た
。

い
す
に
限
ら
ず
、
家
庭
に
あ
る
も
の
は
捨
て
ず

に
修
理
し
て
使
う
時
代
が
、
よ
う
や
く
黒
田
さ

ん
に
追
い
つ
い
た
の
で
す
。

　
黒
田
さ
ん
の
い
す
に
対
す
る
哲
学
。「
修
理
と

も
の
な
ら
わ
ら
が
つ

ま
っ
て
い
る
こ
と
も
。

こ
れ
を
復
元
す
る
の

で
す
が
、
難
し
い
の

が
バ
ネ
の
加
減
や
ク 

ッ
シ
ョ
ン
部
の
ふ
く

KEN工房（椅子修理・張替）
札幌市手稲区新発寒７条11丁目11−20
TEL（011）683−5143
URL http://ken-koubou.net

　
い
す
の
製
作
で
は
な
く
、
な
ぜ
修
理
・
張
替

え
な
の
か
─
─
札
幌
市
手
稲
区
新
発
寒
に
あ
る

黒
田
健
司
さ
ん（
五
　
　
九

）の
仕
事
場「
Ｋ
Ｅ
Ｎ
工
房
」

を
訪
ね
た
の
は
、
そ
ん
な
単
純
な
疑
問
か
ら
。

そ
の
長
い
キ
ャ
リ
ア
と
技
術
の
話
を
聞
き
な
が

ら
、
ま
さ
に
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
仕
事
で
あ
る

こ
と
と
感
心
し
ま
し
た
。

　
黒
田
さ
ん
が
自
分
の
工
房
を
構
え
た
の
は
十 

四
年
前
。
そ
れ
以
前
に
二
十
年
以
上
の
大
手
家

具
メ
ー
カ
ー
勤
め
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
前
に

は
い
す
作
り
の
修
業
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
独

立
の
転
機
は
、メ
ー
カ
ー
の
作
る
家
具
が
飛
ぶ

よ
う
に
売
れ
た
バ
ブ
ル
の
絶
頂
期
で
す
。
黒
田

さ
ん
に
は
、
こ
ん
な
時
代
が
続
く
は
ず
が
な
い
、

い
つ
か
修
理
が
必
要
に
な
る
時
が
来
る
、
と
い

う
予
感
が
あ
り
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
「
家
具
」
と
ひ
と
く
く
り
に
し
て

を
取
り
去
り
、
骨
組
み
だ
け
に
し
ま
す
。
ク
ッ

シ
ョ
ン
は
ウ
レ
タ
ン
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
古
い

思
い
出
一
杯
の
い
す
は

家
族
と
同
じ
だ
か
ら

「
元
通
り
以
上
に
修
理

「

「

〝新品以上〟になった
約80年前の日本製

黒
田
さ
ん
の
手
で
生
ま
れ
変
わ
る
い
す
。写
真
は
長
い
す
に
新
し
い
レ
ザ
ー
を
合
わ
せ
て
い
る

い
か
に
も
工
房
と
い
う
雰
囲
気
の
仕
事
場
。修
理
の
全
工
程
を
一
人
で
こ
な
す
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筆
者
に
も
あ
っ
た
映
画
漬
け
の
日
々
。中
で
も
高
い
お
金
を
払
っ
て

そ
の
ビ
デ
オ
ま
で
手
に
入
れ
た
ほ
ど
心
に
残
っ
た
作
品
が
あ
る

い
ま
は
安
価
な
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
見
ら
れ
る
が
、当
時
の
感
動
は
得
ら
れ
な
い
。

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

　
ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
と
い
う
人
が
一
冊

の
本
を
書
い
た
。

　「T
h
e u

n
b
ea

ra
b
le ligh

tn
ess 

o
f b

ein
g

」

　
そ
し
て
そ
れ
が
、「
存
在
の
耐
え
ら
れ

な
い
軽
さ
」
と
い
う
邦
題
で
映
画
化
さ
れ

た
。

　
一
九
六
八
年
の
つ
か
の
間
の
プ
ラ
ハ
の

春
、
ド
ブ
チ
ェ
ッ
ク
第
一
書
記
に
よ
る

チ
ェ
コ
の
人
間
の
顔
を
し
た
社
会
主
義
、

そ
れ
が
当
時
の
ソ
連
を
中
心
と
し
た
東
欧

六
カ
国
の
戦
車
に
よ
っ
て
圧
殺
さ
れ
て
い

く
過
程
を
背
景
に
、
脳
外
科
医
の
ト
マ
ッ

シ
ュ
と
妻
の
テ
レ
ー
ザ
、
画
家
の
サ
ビ
ー

ナ
の
三
人
の
運
命
を
描
い
た
映
画
だ
っ
た
。

　
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
レ
ナ
・
オ
リ
ン

演
ず
る
画
家
の
も
と
に
、
ト
マ
ッ
シ
ュ
夫

妻
が
死
亡
し
た
と
い
う
手
紙
が
来
て
、
こ

の
映
画
は
終
わ
り
に
な
る
わ
け
だ
け
れ
ど
、

見
終
わ
っ
た
あ
と
、
私
は
深
い
感
動
に
つ

つ
ま
れ
た
。
最
後
の
ス
タ
ッ
フ
の
文
字
が

ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
、
ど
う
せ
ひ

ろ
い
読
み
し
か
で
き
な
い
の
で
、
つ
ま
ら

な
い
映
画
だ
と
そ
の
時
点
で
席
を
立
つ
の

が
常
な
の
だ
が
、
こ
の
と
き
は
席
に
座
っ

た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
私
だ
け
で
は
な
く
全

員
が
そ
う
で
あ
っ
た
。

　
こ
ん
な
こ
と
は
、「
サ
ン
チ
ャ
ゴ
に
雨

が
降
る
」
以
来
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ

　
少
し
た
っ
て
か
ら
だ
と
思
う
が
、
こ
れ

の
ビ
デ
オ
が
あ
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
。

つ
て
を
頼
っ
て
聞
い
て
も
ら
う
と
上
下

二
本
組
で
た
し
か
に
売
っ
て
い
る
と
い
う
。

し
か
し
問
題
は
そ
の
価
格
で
、
気
安
く
買

え
る
値
段
で
は
な
か
っ
た
。

　
私
も
し
ば
ら
く
考
え
込
ん
だ
。
そ
し
て

思
っ
た
。
た
し
か
に
何
年
か
過
ぎ
れ
ば
ビ

デ
オ
の
値
段
も
下
が
り
、
ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
軽
い
気
持
ち
で
買
え
る
日
が
来
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
時
、
私
も
年
を

　
そ
の
ビ
デ
オ
を
見
る
た
め
、
当
時
一
番

高
い
デ
ッ
キ
を
買
っ
た
。
自
由
の
た
め
に

闘
い
、
傷
つ
き
、
地
に
倒
れ
て
い
っ
た
多

く
の
人
々
に
思
い
を
は
せ
る
と
、
心
の
底

か
ら
、
熱
い
も
の
が
こ
み
あ
げ
て
来
た
。

高
く
な
い
、
決
し
て
高
く
な
い
ん
だ
、
そ

う
思
い
な
が
ら
何
度
も
ビ
デ
オ
の
画
面
を

み
つ
め
て
い
た
。

　
や
が
て
時
が
流
れ
、
画
質
が
良
い

と
い
う
レ
ー
ザ
ー
デ
ィ
ス
ク
が
現
れ

（
九
千
三
百
円
）、
ビ
デ
オ
も
一
本
組
に

な
り
（
千
九
百
八
十
円
）
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が

九
百
八
十
円
で
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
全
て
を
手
に
入
れ
た
け
ど
、
見
て
は

い
な
い
。
見
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
も

は
や
、
あ
の
時
に
私
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た

あ
の
感
動
は
生
ま
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
る
か
ら
。
人
間
の
顔
を
し
た
資
本
主
義

が
な
い
よ
う
に
、
人
間
の
顔
を
し
た
社
会

主
義
は
人
間
の
心
の
中
に
し
か
な
か
っ
た

こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

　
で
も
あ
の
日
々
は
懐
か
し
い
。
今
、
レ

ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
に
あ
る
黒
い
帽
子
を
な
が

め
る
た
び
に
、
そ
う
思
う
。

●
編
集
部
注
　
サ
ビ
ー
ナ
の
帽
子
は
、
ど

う
し
て
も
似
た
も
の
が
欲
し
く
て
、
た
ま

た
ま
古
物
店
で
外
国
製
を
見
つ
け
た
そ
う

で
す
。「
下
着
だ
け
は
さ
す
が
に
買
い
に

行
け
な
か
っ
た
」（
筆
者
）

の
時
は
ラ
イ
ト
が
つ
い
て
明
る
く
な
っ
て

も
誰
も
席
を
立
た
ず
、
客
席
か
ら
拍
手
が

起
き
た
。
も
ち
ろ
ん
私
も
そ
う
し
た
。
そ

し
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
各
地
の
映
画
館
に

足
を
運
ん
で
繰
り
返
し
見
た
。
そ
れ
以
来

で
あ
る
。

　
映
画
が
最
終
回
で
な
か
っ
た
ら
、
も
う

一
度
見
た
と
思
う
け
れ
ど
（
当
時
は
通
し

上
映
が
あ
た
り
ま
え
）
あ
い
に
く
私
が
見

た
回
は
最
終
回
だ
っ
た
。

　
次
の
日
、
チ
ケ
ッ
ト
売
り
場
に
寄
っ
て

み
る
と
、
ま
だ
前
売
り
の
チ
ケ
ッ
ト
が

残
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
に
は
背
広
姿

の
ト
マ
ッ
シ
ュ
役
の
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ィ
・

ル
イ
ス
と
、
黒
の
下
着
姿
で
お
じ
い
さ
ん

の
か
た
み
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
レ
ナ
・
オ

リ
ン
が
の
っ
て
い
た
。
ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
。

（
当
時
は
映
画
が
封
切
り
に
な
っ
て
も
前

売
り
チ
ケ
ッ
ト
を
売
っ
て
い
た
売
り
場
が

あ
っ
た
）

　
そ
し
て
ま
た
同
じ
映
画
館
に
足
を
運
ん

だ
。
も
ぎ
り
の
お
姉
さ
ん
に
チ
ケ
ッ
ト
の

写
真
の
部
分
に
キ
ズ
を
つ
け
な
い
よ
う
に

頼
ん
で
て
い
ね
い
に
切
っ
て
も
ら
っ
た
。

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
求
め
る
と
、
先
ほ
ど
の

お
姉
さ
ん
が
、
ポ
ス
タ
ー
も
ど
う
か
と
言

う
。
飾
る
に
は
大
き
す
ぎ
る
と
思
っ
た
が
、

そ
れ
も
買
う
こ
と
に
し
た
。

　
前
回
と
同
じ
よ
う
な
感
動
を
味
わ
い
、

更
に
重
ね
て
お

り
、
今
の
よ
う

な
感
動
を
画
面

よ
り
得
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
？

　
映
画
館
に
足

を
運
ぶ
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
た

め
で
あ
り
、
今

な
ら
ま
だ
間
に

合
う
、
共
感
も

感
動
も
で
き
る
。

そ
う
思
い
購
入

を
決
め
た
。
買

い
に
行
っ
て
く
れ
た
友
に
よ
れ
ば
、
ビ
デ

オ
屋
の
お
や
じ
さ
ん
は
友
の
顔
を
し
げ
し

げ
と
見
つ
め「
本
当
に
買
う
ん
で
す
か
？
」

と
何
度
も
念
を
押
し
た
と
い
う
。

い
つ
か
サ
ビ
ー
ナ
の
帽
子
と
下
着
は
手
に

入
れ
よ
う
と
思
い
な
が
ら
、
喫
茶
店
（
当

時
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
）
で
飲
む
コ
ー

ヒ
ー
の
味
は
舌
に
心
地
よ
か
っ
た
。

「存在の耐えられない軽さ」
のポスターと“サビーナの
帽子”（どちらも
レトロスペース所蔵）
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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
。

　
三
年
ほ
ど
姿
を
消
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
間
、

な
く
て
不
便
だ
っ
た
と
い
う
人
は
い
る
で
し
ょ
う

か
。
地
下
鉄
の
あ
る
う
ち
に
帰
る
人
が
増
え
た
昨

今
で
す
が
、地
上
を
通
る
こ
と
で
も
あ
れ
ば
必
ず

目
を
や
る
時
計
で
す
。
範
囲
の
定
か
で
は
な
い
歓

楽
街
・
薄
野
。
左
党
な
ら
、
こ
の
広
い
通
り
が
微

　
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
。

歓 楽 街

妙
な
境
界
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、数
え
切
れ
な

い
く
ら
い
経
験
し
て
い
ま
す
。
酔
眼
で
見
上
げ
る

度
に
、午
前
様
が
こ
こ
で
判
明
す
る
と
い
う
次
第
。

し
た
が
っ
て
こ
の
ラ
イ
ン
の
別
名
は
日
付
変
更
線
。

い
つ
も
な
が
ら
時
計
が
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

る
の
は
酔
い
の
せ
い
で
す
。

デザイン・イラスト／伊藤公修

とくに戦争を経験し、高度成長、バブ
ルと戦後日本の歩みと重なる人生に
は、書き残しておきたいことはたくさ
んあることでしょう。

　どのくらいのページがいるか一概
にはいえませんし、そのボリュウムに
見合った原稿を書けるかということ
もありますが、仮に400字詰原稿用紙
100枚書くのは、その方面の仕事をし
ている人にも結構な作業なのです。
　概ね１ページに400字１枚半とし
て、単純計算では100枚で約70ペー
ジ。ほかに目次や扉、章や節の見出し、
写真、挿絵なども要りますから、トー
タルで100ページくらいの本になり
ます。
　お手元にこの程度の厚さの本があ
りましたら、どんな印象でしょうか。
同じページ数で重厚感を出すには、紙
を厚くしたり製本に工夫したりとい
う方法があります。最後は予算と時間
を考慮してということになります。
　ですから印刷会社と交渉するとき
は、まず予算と作りたい本の見本を提
示するのがよいでしょう。

　自分の歩んできた道をま
とめて人に伝えたいという
願望はどなたもお持ちです。

整っていることも大事なことかなと
考えています。どれくらいのページ数
があればよいのか、そのために必要な
原稿の枚数はどのくらいなのか教え
てください。

　ささやかな自分史をまと
めようと思っていますが、
本としてある程度の体裁が

質問箱

原稿100枚、書けますか

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。


