
　
い
ま
の
子
供
た
ち
は
こ
ん
な
遊
び
は
し
な
い
だ
ろ
う
な
。
危
な
い
し
、
ほ
か
に
遊

び
場
は
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
ね
。
で
も
木
材
を
海
水
に
漬
け
て
お
く
な
ん
て
、
ど
う

し
て
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
─
─
い
ろ
ん
な
こ
と
を
回
想
し
て
い
ま
す
。
魚
釣
り
も
し
た 

し
、
次
か
ら
次
に
飛
び
移
っ
て
行
っ
た
し
、
棒
で
押
し
て
動
か
し
て
み
た
り
。
で
も
、

危
な
か
っ
た
よ
な
あ
。
落
ち
て
ズ
ボ
ン
が
び
し
ょ
濡
れ
に
な
っ
た
り
、
お
ぼ
れ
か
け

た
り
。
お
じ
さ
ん
に
、
危
な
い
か
ら
乗
る
な
っ
て
何
度
怒
鳴
ら
れ
た
こ
と
か
。
こ
の

年
に
な
っ
て
わ
か
っ
た
こ
と
。
水
中
貯
木
は
、
乾
燥
に
よ
る
割
れ
や
病
害
虫
を
防
ぐ

た
め
。
木
材
は
こ
れ
か
ら
製
材
所
へ
。
乗
れ
っ
て
い
わ
れ
て
も
、
も
う
い
や
だ
ね
。

発
行
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昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）、
北
海
道
百
年
を
記
念
し
て

二
百
三
十
五
人
の
開
拓
功
労
者
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
松
浦
武
四
郎
や
榎
本
武
揚
、

依
田
勉
三
ら
で
す
が
、
造
船
や
測
量
、
気
象
観
測
の
分
野
で

功
績
の
あ
っ
た
福
士
成
豊
も
そ
の
一
人
で
す
。

五
年
に
北
四
条
東
一
丁
目
に
土
地
と
建
物

を
購
入
し
た
と
あ
る
そ
う
で
す
か
ら
、
北

海
道
開
拓
の
村
が
同
家
か
ら
移
譲
を
受
け

た
昭
和
四
十
八
年
ま
で
、
同
じ
場
所
に
家

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
北
四
条
東

　
福
士
成
豊
は
、
同
じ
く
造
船
で
開
拓
功

労
者
と
な
っ
た
松
前
生
ま
れ
の
続
豊
治
の

五
男
で
す
。
父
の
造
船
を
手
伝
い
な
が
ら

函
館
の
英
国
人
経
営
の
商
会
に
住
み
込
ん

で
英
語
を
勉
強
し
、
新
島
嚢
（
同
志
社
大

想
像
さ
せ
ま
す
。

　
札
幌
に
洋
風
の
食
材
、
洋
食
が
普
及
す

る
の
は
明
治
中
期
か
ら
。
明
治
維
新
か
ら

洋
風
文
化
に
接
し
て
い
た
福
士
家
は
、
そ

れ
ら
を
取
り
入
れ
る
の
も
早
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

和
洋
の
特
異
な〝
合
体
〟

明
治
の
札
幌
に
Ｌ
Ｄ
Ｋ
。

旧
福
士
家
住
宅 

─
─
明
治
二
十
四
年（
一
八
九
一
）頃
建
築

一
丁
目
の
木
造
平
屋
、
一
部
二
階
建
て
。

記
憶
し
て
い
る
人
は
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　
一
見
し
て
奇
妙
な
印
象
を
受
け
る
の
は
、

玄
関
の
洋
館
部
分
と
母
屋
の
和
風
部
分
と

の
合
体
で
し
ょ
う
。
そ
れ
も
は
じ
め
か
ら

和
洋
折
衷
を
企
図
し
た
の
で
は
な
い
、
意

識
的
に
く
っ
つ
け
た
感
じ
で
す
。

　
約
八
十
坪
と
そ
れ
ほ
ど
広
く
な
い
こ
の

洋
館
部
は
、
官
立
札
幌
病
院
の
一
部
だ
っ

た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
市
立

札
幌
病
院
の
こ
と
で
す
が
、
同
病
院
が
北

一
条
に
あ
っ
た
明
治
時
代
の
頃
の
も
の
で

は
な
い
か
と
い
う
の
で
す
。
は
っ
き
り
し

た
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
歴
史
を
感

じ
さ
せ
ま
す
。

　
母
屋
は
明
治
二
十
四
年（
一
八
九
一
）頃 

の
建
築
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
和
室
が

四
部
屋
の
ほ
か
居
間
、
台
所
、
浴
室
、
納

戸
、
縁
側
の
あ
る
大
き
な
も
の
で
す
。
特

徴
的
な
の
が
今
日
の
Ｌ
Ｄ
Ｋ
に
当
た
る
造

り
方
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
。
食
堂
と

居
間
を
兼
ね
た
二
十
畳
ほ
ど
も
あ
る
板
敷

き
が
、
台
所
と
直
結
。
ス
ト
ー
ブ
や
囲
炉

裏
も
あ
っ
て
、
楽
し
い
一
家
だ
ん
ら
ん
を

学
の
創
設
者
）
の
ア
メ
リ
カ
密
航
を
援
助
。

ま
た
動
物
学
者
ブ
ラ
キ
ス
ト
ン
か
ら
測
量

や
博
物
学
を
学
び
、
自
宅
に
設
け
た
気
候

測
量
所
で
日
本
初
の
気
象
観
測

を
行
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
そ
の
後
は
開
拓
使
や
札
幌
県
、

道
庁
の
技
術
官
僚
と
し
て
多
く

の
仕
事
を
手
が
け
て
お
り
、
札

幌
勤
務
は
明
治
八
年
（
一
八
七

五
）
以
降
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

福
士
家
の
記
録
に
は
、
明
治
十

●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　

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

板敷きの明治風ＬＤＫ
伝統的な和室と廊下

寒そうだがこれが当時の最先端

正面の玄関部分が洋風、後ろの母屋が和風
横から、そして裏に回るとその合体がよくわかる



3

夏
の
間
、
薪
ス
ト
ー
ブ
屋
さ
ん
は
何
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

実
は
春
先
か
ら
せ
っ
せ
と
薪
割
り
、
乾
燥
作
業
を
続
け
、

冬
が
来
る
ま
で
に
、
顧
客
に
必
要
な
量
を
蓄
え
て
お
く
の
で
す

自
分
で
も
こ
ん
な
手
間
を
惜
し
ま
な
い
薪
ス
ト
ー
ブ
フ
ァ
ン
が
急
増
と
か
！

薪
割
り
か
ら
始
め
た
い
人
に
は
、
木
を
割
っ
て

運
ぶ
体
力
も
。

　
全
国
的
に
は
青
森
以
南
の
需
要
が
九
五
％
を

占
め
る
そ
う
で
す
が
、
近
年
の
特
徴
は
、
従
来

の
四
、五
十
代
に
加
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

や
雑
誌
な
ど
で
興
味
を
持
っ
た
三
十
代
の
人
が

見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
そ
れ
に
時
代
の

後
押
し
も
。
薪
を
燃
や
す
こ
と
に
よ
る
C

 
O

 

2
の
排
出
量
は
、
樹
木
が
成
長
す
る
と
き
に
吸

収
し
た
分
と
で
相
殺
と
い
う
考
え
方
で
す
。
昨

年
は
灯
油
の
値
上
が
り
で
薪
ス
ト
ー
ブ
に
す
る

リ
フ
ォ
ー
ム
を
問
わ
ず
唐
牛
社
長
の
設
計
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
で
気
軽

に
お
し
ゃ
べ
り
で
も
ど
う
ぞ
。

薪
ス
ト
ー
ブ
日
和

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
西
二
十
三
丁
目
一
―
一

朝
日
ビ
ル
一
階
　
電
話（
〇
一
一
）六
一
六—

六
一
二
二

h
ttp

://w
w

w
.h

-lin
ku

p
.c

o
.jp

　「
こ
れ
は
何
で
す
か
」。
二
十
四
年
前
、
そ
れ

ま
で
ブ
リ
キ
製
の
北
海
道
の
薪
ス
ト
ー
ブ
し
か

知
ら
な
か
っ
た
唐か

ら
う
し牛

宏
社
長（
五

　
　
〇

）は
、大
型
の

鋳
物
で
デ
ザ
イ
ン
に
優
れ
、赤
々
と
燃
え
て
い

る
炎
の
見
え
る
輸
入
品
に
初
め
て
出
合
っ
た
時
、

そ
の
家
の
主
に
思
わ
ず
た
ず
ね
た
そ
う
で
す
。

　
当
時
は
イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
だ

っ
た
と
い
う
唐
牛
社
長
。
自
分
も
す
ぐ
に
同
様

の
ス
ト
ー
ブ
を
使
い
た
い
と
家
を
新
築
し
、
勤

め
先
に
も
薪
ス
ト
ー
ブ
を
扱
う
部
門
を
設
け
て

も
ら
っ
て
自
ら
担
当
に
な
っ
た
と
は
、
い
か
に

強
烈
な
印
象
だ
っ
た
か
わ
か
り
ま
す
。

　
そ
の
後
も
転
職
す
る
な
ど
し
て
薪
ス
ト
ー
ブ

模
の
点
で
国
産
は
か
な
い
ま
せ

ん
」（
唐
牛
社
長
）。
日
本
で
の
主

暖
房
と
し
て
の
地
位
は
極
め
て

低
い
の
に
魅
力
は
ど
こ
に
─
─

唐
牛
社
長
は
即
座
に
「
炎
の
癒

し
効
果
で
す
ね
」
と
。
炎
の
ゆ

ら
め
き
が
身
近
に
あ
れ
ば
、
心

の
中
ま
で
暖
ま
る
と
い
う
こ
と

に
尽
き
ま
す
。
と
は
い
え
暖
房

デザインと機能に優れた北米・北欧の製品ずらり

と
係
わ
り
続
け
、
さ
ら
に
多
く
の
人
に
魅
力
を

わ
か
っ
て
も
ら
い
た
い
と
十
二
年
前
に
設
立
し

た
会
社
が
北
海
道
リ
ン
ク
ア
ッ
プ
。
社
名
の
通

り
旭
川
、
伊
達
、
函
館
に
も
フ
レ
ン
ド
シ
ョ
ッ

プ
が
で
き
て
、
輪
が
徐
々
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
「
薪
ス
ト
ー
ブ
日
和
」
に
展

示
し
て
あ
る
製
品
は
す
べ
て
北
米
・
北
欧
の
輸

入
品
で
す
。「
歴
史
や
品
質
、
機
能
、
市
場
規

㈱
北
海
道
リ
ン
ク
ア
ッ
プ

を
薪
ス
ト
ー

ブ
に
す
る
に

は
、
気
持
ち

の
ゆ
と
り
が

必
要
な
こ
と

も
確
か
。
火

を
毎
日
、
自

分
で
お
こ
す

手
間
を
楽
し

め
る
こ
と
。

人
が
増
え
、
冬
を
前
に
薪
が
足
り
な

く
な
る
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
。

　
さ
て
最
後
に
、
数
あ
る
薪
ス
ト
ー

ブ
の
中
か
ら
我
が
家
に
合
っ
た
も
の

を
選
ぶ
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
家
の
広
さ

と
性
能
─
─
同
じ
量
の
薪
を
燃
や
し

て
も
、
燃
焼
時
間
や
暖
か
さ
が
異
な

っ
て
く
る
そ
う
で
す
か
ら
、
新
築
、

薪
ス
ト
ー
ブ
の
魅
力
を
語
る
唐
牛
社
長

薪
の
炎
が
呼
び
さ
ま
し
て
く
れ
る
も
の
。そ
れ
は
郷
愁
、憧
れ
…
（
撮
影
の
た
め
に
焚
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
）

薪
を
割
る
、お
湯
を
沸
か
す

一
つ
一
つ
の
手
間
が
楽
し
い

右
は
薪
を
積
ん
で
あ
る
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
入
口

性能もデザインも、値段も様々。そして夢も

※撮影 /スタジオフェードイン
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対
大
洋
戦
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
以
後
、
球
史
に
残
る
試
合
、
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
数
々
。
北
海
道
に
巨
人
フ
ァ
ン
を
増

や
す
原
動
力
に
も
。
ま
た
、
中
島
球
場
が

な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
高
校
野
球
大
会
の

メ
イ
ン
会
場
と
し
て
、
球
児
た
ち
の
最
大

の
目
標
で
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
札
幌
ド
ー
ム
の
オ
ー
プ
ン
が
平

成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）。
北
海
道
日
本

ハ
ム
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ

移
転
が
同
十
六
年
。
プ
ロ
野
球
は
、
円
山

球
場
か
ら
ほ
ぼ
姿
を
消
し
ま
し
た
。

　
天
気
の
影
響
を
受
け
ず
、
い
つ
も
快
適

な
観
戦
の
で
き
る
ド
ー
ム
球
場
で
す
が
、

た
ま
に
は
高
校
野
球
に
行
っ
て
み
る
と
感

じ
る
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
青
空
に
抜

け
る
歓
声
、
目
に
染
み
る
緑
、
土
ぼ
こ
り
、

散
水
の
爽
快
感
─
─
「
野
球
は
や
っ
ぱ
り

外
だ
な
あ
」
と
い
う
感
慨
は
、
男
性
だ
け

の
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

　
　

　
現
在
、
札
幌
市
内
に
あ
る
ス
タ
ン
ド
を

備
え
た
大
き
な
野
球
場
は
、円
山
球
場（
中

央
区
）、
麻
生
球
場
（
北
区
）、
美
香
保
球

場
（
東
区
）、
そ
れ
に
札
幌
ド
ー
ム
（
豊

平
区
）
の
四
カ
所
で
す
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
う
一
カ
所
、

豊
平
館
や
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル 

・
キ
タ
ラ
の
あ
る
都
市
公
園
と

し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
一
帯
に

野
球
場
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
る

の
は
、
も
は
や
オ
ー
ル
ド
フ
ァ

ン
で
し
ょ
う
。
札
幌
の
野
球
場

の
始
ま
り
、
中
島
球
場
で
す
。

　
同
球
場
は
、
大
正
七
年
（
一 

九
一
八
）
に
開
催
さ
れ
た
北
海

道
博
覧
会
会
場
の
跡
地
を
利
用

し
て
造
ら
れ
た
も
の
。
当
時
は 

整
地
し
て
バ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
を
張 

っ
た
だ
け
の
簡
易
な
球
場
で
し 

た
が
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九 

四
九
）
に
収
容
二
万
人
の
野
球

最
近
は
さ
ら
に
女
性
フ
ァ
ン
が
増
え
た
よ
う
で
す
。

駒
大
苫
小
牧
高
の
甲
子
園
連
覇
、
地
元
プ
ロ
球
団
の
誕
生
、

ド
ー
ム
球
場
に
気
軽
に
足
を
運
べ
る
こ
と
も
無
縁
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

野
球
フ
ァ
ン
と
一
緒
に
札
幌
の
球
場
の
変
遷
を
。

野
球
場

場
と
な
り
、
実
業
団
野
球
や
高
校
野
球
の

メ
ッ
カ
に
。
冬
季
間
は
ス
ケ
ー
ト
場
に
開

放
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
老
朽
化
が
進
み
、
場
外
に
飛

び
出
し
た
球
が
危
険
な
こ
と
か
ら
、
昭
和

五
十
五
年
に
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

代
替
施
設
が
麻
生
球
場
で
す
。

　
円
山
球
場
の
開
場
は
昭
和
十
年
（
一
九 

三
五
）
七
月
。
陸
上
競
技
場
な
ど
と
共
に

総
合
運
動
場
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
の

オ
ー
プ
ン
だ
っ
た
だ
け
に
、
開
場
の
二
カ

月
後
に
は
早
く
も
巨
人
（
当
時
は
大
日
本

東
京
野
球
倶
楽
部
）
の
来
訪
が
。
昭
和
十 

七
年
に
は
初
の
プ
ロ
野
球
公
式
戦
、
巨
人

野球はやっぱり外の土の上で！
今年の春季全道高校野球大会のある日

〝北の甲子園〟は円山
この夏の覇者はどこだろう

もはや全国に知られる札幌ドーム
〝日ハム〟ファンの熱気が充満している

上
　
い
ま
は
な
き
中
島
球
場（
80
年
４
月
）

下
右
　
中
島
球
場
の
入
口（
80
年
７
月
）

下
左
　
円
山
球
場
で
の
プ
ロ
野
球（
63
年
７
月
）

ど
れ
も
札
幌
の
野
球
史
の
一
ペ
ー
ジ

※
写
真
／
左
上
三
枚
は
札
幌
市
写
真
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
提
供
　
※
参
考
文
献
／「
中
央
区 

歴
史
の
散
歩
道
」　
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数
あ
る
石
狩
川
の
支
流
の
一
つ
で
す
が

百
九
十
万
人
都
市
を
流
れ
る
だ
け
あ
っ
て

そ
の
果
た
す
役
割
も
堂
々
た
る
も
の
─
─

豊
平
川
の
流
域
紀
行
第
一
回
は

源
流
部
に
近
い
豊
平
峡
ダ
ム
を
訪
ね
て

を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ど
こ
か

ら
ど
こ
ま
で
が
流
れ
と
し
て
浮
か
ん
で

き
ま
す
か
。
職
住
と
し
て
い
る
地
域
に

も
よ
り
ま
す
が
、
大
方
は
真
駒
内
か
ら

で
も
見
る
こ
と
の
で
き
る
〝
第
二
の
源

流
〟
が
、
豊
平
峡
ダ
ム
の
あ
る
定
山
湖

で
す
。

　
札
幌
市
の
給
水
量
の
九
八
％
を
賄
っ

て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
周
囲
の
森
林
や 

峡
谷
の
美
し
さ
は
ク
リ
ー
ン
な
環
境
そ 

の
も
の
。
林
野
庁
の
「
水
源
の
森
一
〇 

〇
選
」
や
「
ダ
ム
湖
一
〇
〇
選
」
に
も

選
定
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

　
ダ
ム
自
体
は
生
活
用
水
の
ほ
か
、
治

水
、
発
電
も
兼
ね
た
多
目
的
ダ
ム
で
す
。

札
幌
市
は
下
流
域
に
市
街
地
・
イ
ン
フ

ラ
が
形
成
さ
れ
、
堤
防
を
建
設
し
た
り

流
れ
を
深
く
し
た
り
す
る
こ
と
が
困
難

な
た
め
、
こ
の
ダ
ム
で
水
量
を
調
節
し

ま
り
は
両
岸
が
緑
地
と
し
て
整

備
さ
れ
、
日
常
的
に
接
し
て
い
る
範
囲

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
そ
の
源
流
は
と
い
う
と
、
南

区
の
ず
っ
と
山
奥
の
千
歳
市
と
の
境
あ 

　
ま
ず
豊
平
川
の
全
体
像

り
ま
で
で
し
ょ
う
か
。
つ

十
三
条
大
橋
あ
た

を
通
っ
て
北

幌
平
橋

よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
誰
に

な
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
確
か
め

人
は
め
っ
た
に
入
る
こ
と
の

五
㍍
）
で
す
。
も
ち
ろ
ん

小こ
い
ざ
り
や
ま

漁
山
（
一
、二
三 

笏
湖
に
雪
崩
れ
る

東
斜
面
が
支 

た
り
。

て
い
ま
す
。
ま
た
こ
こ
か
ら
約
七
㌔
の

ト
ン
ネ
ル
を
経
て
豊
平
峡
発
電
所
に
水

を
送
り
、
発
電
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ダ
ム
の
高
さ
は
一
〇
二
・
五
㍍
あ
り
、 

三
十
四
、五
階
建
て
の
ビ
ル
に
相
当
。

貯
水
量
が
札
幌
ド
ー
ム
三
十
一
個
分
と

は
、
ち
ょ
っ
と
想
像
が
つ
き
ま
せ
ん
。

そ
の
大
き
さ
を
実
感
で
き
る
の
は
、
堤

頂
か
ら
百
㍍
下
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
水

路
を
覗
き
込
ん
だ
と
き
。
何
と
高
い
こ

と
。
そ
し
て
そ
の
水
路
の
先
に
石
が
ご

ろ
ご
ろ
し
た
渓
流
。
こ
れ
が
豊
平
川
の

第
二
の
源
流
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
ん
な
に
細
い
の
な
ど
と
心
配
無
用
。

背
後
の
大
き
な
水
が
め
で
す
。

　
豊
平
峡
に
行
く
に
は
、
国
道
二
三
〇

号
を
定
山
渓
か
ら
山
間
部
に
入
り
、
途

中
で
電
気
バ
ス
に
乗
り
換
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
紅
葉
の
名
所
と
し
て
指

折
り
。
秋
に
ぜ
ひ
ど
う
ぞ
。

定
山
湖
と
豊
平
峡
ダ
ム

一

満々と水をたたえる定山湖
写真右手から札幌市街へと流れ出ていく

定山渓温泉の中央部を抜ける豊平川月見橋の柵に豊平川の表示

高さ102.5ｍの豊平峡ダム。ここから放流される水が豊平川の第２の源流



6

　
さ
ら
に
靴
鞄
店
の
看
板
も
伊

達
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
リ

サ
イ
ク
ル
時
代
を
迎
え
て
、
こ

ち
ら
に
持
ち
込
ま
れ
る
の
が
カ

バ
ン
や
革
の
コ
ー
ト
、靴
な
ど

の
修
理
で
す
。「
普
通
の
服
直
し

で
は
歯
が
立
た
な
い
」も
の
に

も
、馬
具
で
培
っ
た
技
術
で
対

応
し
て
い
ま
す
。

　
店
内
に
は
様
々
な
革
製
品
が

化
石
で
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
へ
の
行
き
帰

り
に
寄
っ
て
い
く
そ
う
で
す
。
重
い
化
石
に
は

ま
さ
に
最
適
で
し
ょ
う
。

サ
ッ
ク
が
山
菜
採
り
な
ど
に
人
気
。
変
わ
っ

た
と
こ
ろ
で
は
バ
イ
ク
の
カ
バ
ー
や
、バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
を
す
る
時
の
タ
ー
プ（
日
除
け
）の
注
文

を
受
け
た
こ
と
も
。

　
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
と
い
え
ば
、本
州
の
大
学

か
ら
化
石
採
集
用
に
と
注
文
が
あ
る
と
か
。
空

知
は
三
笠
市
な
ど
が
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
や
恐
竜
の

ぶ
ら
下
が
り
、昔
の
よ
ろ
ず
屋
の
よ
う
な
雰
囲

気
。
眺
め
て
い
る
だ
け
で
古
き
良
き
岩
見
沢
が

浮
か
ん
で
く
る
よ
う
で
す
。

高
橋
陽
次
さ
　
　
ん 

─
─
高
橋
馬
具
靴
鞄
店
・
岩
見
沢
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
。

二
年
か
ら
続
い
た
歴
史
に
終
止
符
の
打
た
れ
た

の
が
平
成
十
八
年
の
こ
と
。「
ば
ん
馬
が
な
く
な

っ
て
馬
関
係
の
仕
事
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
の
で
、テ
ン
ト
地
や
革
製
品
が
ウ
エ
イ
ト

を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」（
陽
次
さ
ん
）。

　
で
も
各
地
に
あ
る
乗
馬
ク
ラ
ブ
か
ら
の
注
文

が
あ
る
の
で
は
と
聞
く
と
、即
座
に
笑
っ
て
答

え
て
く
れ
ま
し
た
。「
う
ち
の
馬
具
は
乗
馬
用
で

は
な
く
、荷
物
を
引
く
馬
の
も
の
な
ん
で
す
よ
」。

な
る
ほ
ど
岩
見
沢
は
空
知
の
中
心
地
。
農
産
物

が
こ
こ
へ
集
め
ら
れ
る
時
に
、馬
の
役
割
は
ど

こ
よ
り
も
重
要
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
荷
役

か
。

　
ま
た
テ
ン
ト
地
製

品
は
、
ひ
と
こ
ろ
ほ

ど
の
需
要
は
な
く
な

っ
た
も
の
の
、オ
リ

ジ
ナ
ル
の
リ
ュ
ッ
ク

　
農
耕
や
運
搬
に
馬
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
労
働
の
合

間
の
楽
し
み
と
し
て
生
ま
れ
た
ば
ん
え
い
競
馬

が
あ
り
ま
し
た
。
ど
ち
ら
と
も
切
っ
て
も
切
れ

な
い
関
係
に
あ
っ
た
岩
見
沢
市
に
開
業
し
て
五

の
首
輪
は
革
が
円
形
に
加
工
さ
れ
て
い
る
の
が

特
徴
で
、
こ
う
す
る
こ
と
で
丈
夫
に
な
り
、
さ

ら
に
毛
並
み
が
寝
な
い
の
で
喜
ば
れ
て
い
る
と

に
耐
え
ら
れ
る
装
備
も
ま

た
必
需
品
で
し
た
。
ば
ん

え
い
競
馬
よ
り
と
う
の
先

に
、運
搬
役
の
馬
は
姿
を

消
し
て
い
た
の
で
す
。

　
そ
し
て
い
ま
、陽
次
さ

ん
が
見
出
し
て
い
る
活
路

は
ペ
ッ
ト
用
品
や
ア
ウ
ト

ド
ア
用
品
で
す
。
首
輪
や

リ
ー
ド
な
ど
ペ
ッ
ト
用
品

に
は
、革
を
加
工
す
る
技

術
が
活
き
ま
す
。
こ
ち
ら

ば
ん
馬
な
き
後
、

活
路
は
ペ
ッ
ト
、

ア
ウ
ト
ド
ア
用
品
に
。

い
と
こ
ろ
で
す
が
、結
局
、昭
和
二
十

議
が
あ
っ
た
の
は
ま
だ
記
憶
に
新
し

広
と
と
も
に
そ
の
存
廃
を
巡
っ
て
論

廃
止
で
す
。
旭
川
や
帯

十
二
年
。
馬
で
培
っ
た
職
人
の
技
術
を
、

現
代
に
活
か
し
て
い
こ
う
と
が
ん
ば
っ
て

い
る
二
代
目
を
訪
ね
ま
し
た
。

　
本
州
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
っ
た
高
橋
陽
次

さ
ん（
四

　
　
八

）が
、高
齢
の
父
、正
雄
さ
ん（
八

　
　
三

）

を
気
遣
っ
て
後
を
継
い
だ
の
は
七
年
前
。
正

雄
さ
ん
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
の
ス
タ
ー
ト

で
し
た
が
徐
々
に
上
達
。
様
々
な
仕
事
を
こ
な

し
な
が
ら
時
代
の
移
り
変
わ
り
も
見
て
き
ま
し

た
。

　
最
も
大
き
な
出
来
事
は
、
ば
ん
え
い
競
馬
の

迫力のある木彫のばん馬
（JR岩見沢駅構内）

高橋馬具靴鞄店
岩見沢市1条西3丁目1
TEL（0126）22−0875
URL http://www.takahashi-bagu.com/

ガラ（柄）と呼ばれる
ばん馬の馬具の一つ
右上の写真のどこに？

様々な革製品がある店内。テント地のリュックなどにも隠れた人気が。

い
か
に
も〝
よ
ろ
ず
屋
〟と
い
う
店
構
え
。奥
に
工
房
が

J
R
岩
見
沢
駅
そ
ば
の
古
風
な
看
板
が
目
印

バ
ッ
グ
の
修
理
も
最
近
増
え
た
注
文
の
一
つ
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亡
く
な
っ
た
母
が
残
し
た
ア
ル
ミ
箔
で
覆
わ
れ
た
鍋
敷
き
は

筆
者
が
中
学
の
修
学
旅
行
の
時
に
買
っ
て
き
た
木
製
の
土
産
だ
っ
た
─
─

思
い
が
け
な
い
母
と
の
再
会
に
、し
ば
し
涙
を
禁
じ
え
な
か
っ
た

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

や
四
角
い
木
の
板
を
代
用
し
て
い
た
。

　
唯
一
の
鍋
敷
き
ら
し
い
物
と
い
え
ば
、

私
が
中
学
の
修
学
旅
行
の
時
に
買
っ
て
き

た
糠
平
湖
の
彫
り
こ
み
の
あ
る
一
枚
で
あ

る
。
ク
ラ
フ
ト
に
よ
る
町
お
こ
し
を
し
て

い
る
工
芸
館
を
訪
れ
た
際
、
四
本
足
の
つ

か
っ
た
」
と
お
礼
を
言
わ
な
け
れ
ば
。

　
五
月
の
母
の
日
、
花
屋
の
前
を
た
ま
た

ま
通
る
と
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
た
く
さ

ん
並
ん
で
い
た
。
切
り
花
を
買
お
う
か
と

思
っ
た
け
れ
ど
、
命
な
く
す
ぐ
枯
れ
る
そ

れ
よ
り
も
と
考
え
、
鉢
植
え
に
し
た
。
仏

前
に
供
え
た
後
、
庭
に
植
え
た
。
そ
し
て

毎
日
じ
ょ
う
ろ
で
水
を
か
け
て
い
る
。

　「
枯
れ
て
な
を

　
庭
を
飾
れ
る

　
紅
き

花
　
な
つ
か
し
き

　
母
の
思
い
出

　
カ
ー

ネ
ー
シ
ョ
ン
」　

な
っ
て
い
た
。
き
っ
と
母
は
、
何
度
も
ア

ル
ミ
を
取
り
替
え
て
息
子
か
ら
の
鍋
敷
き

を
大
切
に
使
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
鍋
敷

き
を
手
に
取
り
、
そ
う
思
い
を
巡
ら
す

と
、
な
ぜ
か
涙
が
こ
み
上
げ
て
来
た
。
涙

は
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
出
て
き
て
止
ま

ら
な
い
。
決
し
て
歳

の
せ
い
で
涙
も
ろ
く

な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
本
当
に
止
ま
ら

な
か
っ
た
の
だ
。

　
今
、
こ
の
ア
ル
ミ

箔
を
巻
い
た
鍋
敷
き

ス
は
ほ
と
ん
ど
解
消
さ
れ
な
い
。

　
昔
な
ら
仕
事
で
疲
れ
て
も
喫
茶
店
で
音

楽
を
聞
き
、
お
茶
を
飲
ん
で
し
ば
し
の
時

を
過
ご
せ
ば
、
ま
た
明
日
へ
の
力
が
わ
い

た
良
い
時
代
も
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
今

は
何
を
し
て
も
力
は
あ
ま
り
わ
い
て
こ
な

い
。
楽
し
い
我
が
家
も
遠
い
世
界
に
な
っ

て
久
し
い
。
現
代
人
は
、
朝
か
ら
疲
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
通
勤
の
人
々
の
顔
を
見
れ

ば
よ
く
わ
か
る
。

　
私
は
と
い
え
ば
、
休
み
の
日
に
少
し
遅

く
起
き
て
、
朝
食
の
後
、
昼
間
お
風
呂
に

入
り
、
そ
の
後
、
我
が
ガ
ラ
ク
タ
の
模
様

変
え
を
し
て
い
る
と
、
結
構
楽
し
く
て
、

そ
れ
で
一
日
が
終
わ
っ
て
も
、
そ
れ
な
り

に
癒
さ
れ
て
、
あ
る
種
の
充
実
感
が
残
る
。

「
今
日
は
良
い
一
日
だ
っ
た
」
と
。

　
そ
し
て
い
ま
だ
に
マ
キ
ス
ト
ー
ブ
。
今

年
ま
で
何
と
か
つ
な
い
で
き
た
。
で
も
、

寄
る
年
波
か
、
今
年
の
冬
は
さ
す
が
に
寒

か
っ
た
。
母
が
残
し
て
く
れ
た
綿
入
り
の

丹
前
が
な
け
れ
ば
、
寒
く
て
眠
れ
な
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。

　「
亡
き
母
の

　
縫
っ
て
残
せ
し
丹
前
を

　
か
ぶ
り
て
眠
る

　
二き

さ
ら
ぎ月

の
日
々
」

　
私
に
残
し
て
く
れ
た
丹
前
の
枚
数
を
数

え
な
が
ら
、
母
に
会
い
に
行
く
ま
で
は
充

分
足
り
る
と
思
っ
て
い
る
。「
あ
た
た
か

も
、
母
が
鍋
敷
き
に
代
用
し
て
使
っ
て
い

た
板
も
、
我
が
家
の
客
間
を
飾
っ
て
い
る
。

人
が
何
と
思
お
う
と
も
、
こ
れ
ら
の
品
々

は
私
の
宝
物
で
あ
る
。

　
私
の
家
を
訪
れ
た
人
は
、
ガ
ラ
ク
タ
ば

か
り
が
所
狭
し
と
置
い
て
あ
る
の
で
、
奇

異
に
思
う
ら
し
い
。
で
も
、
自
分
に
と
っ

て
価
値
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
世
間
的
に
見

て
無
価
値
で
あ
ろ
う
と
も
少
し
も
か
ま
わ

な
い
と
思
っ
て
い
る
。
税
金
を
払
っ
て
い

る
自
分
の
家
だ
も
の
、
自
分
の
思
い
の

品
々
で
飾
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
は
私
の

「
癒
し
」
の
空
間
。

　
今
の
時
代
は
も
の
す
ご
く
ス
ト
レ
ス
の

た
ま
る
時
代
。
家
を
出
れ
ば
そ
の
中
で
十

時
間
あ
ま
り
を
す
ご
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。自
宅
に
帰
っ
て
き
て
も
、家
族
や
困
っ

た
と
き
に
助
け
て
く
れ
る
わ
け
で
も
な
い

世
間
の
目
と
い
う
も
の
に
配
慮
し
て
気
を

遣
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
の
家
で

あ
り
な
が
ら
自
由
に
な
ら
な
い
。
ス
ト
レ

の
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。

　
呉
服
屋
さ
ん
の
外

商
の
人
が
家
に
出

入
り
し
て
い
た
か

ら
、
全
然
ケ
チ
で
は

な
か
っ
た
の
だ
け
れ

ど
（
む
し
ろ
と
て
も

気
前
の
い
い
人
だ
っ

た
）、
鍋
敷
き
な
ぞ

も
、
家
を
新
築
す
る

際
に
残
っ
た
タ
イ
ル

　
私
の
亡
く
な
っ
た
母
は
、
物
を
と
て
も

大
切
に
す
る
人
で
あ
っ
た
。

　
綺
麗
な
包
装
紙
や
ヒ
モ
、
箱
な
ど
も
投

げ
な
い
で
き
ち
ん
と
と
っ
て
お
い
て
い
た
。

紙
の
手
提
げ
袋
も
破
れ
て
使
い
物
に
な
ら

な
い
も
の
以
外
は
、
全
部
丁
寧
に
た
た
ん

で
保
管
し
て
い
た
。
こ
れ
は
う
ち
の
母
に

限
ら
ず
、
大
正
時
代
に
生
ま
れ
、
物
が
極

端
に
な
か
っ
た
戦
中
、
そ
し
て
物
不
足
の

戦
後
を
生
き
た
す
べ
て
の
日
本
人
に
共
通

い
た
。

　
そ
ん
な
こ
と
も
私

は
忘
れ
、
や
が
て
母

は
亡
く
な
っ
た
。

　
し
ば
ら
く
し
て
台

所
の
下
の
扉
を
開
け

た
時
、
そ
こ
か
ら
例

の
鍋
敷
き
が
出
て
き

た
。
そ
れ
に
は
丁
寧

に
ア
ル
ミ
フ
ォ
イ
ル

が
巻
か
れ
、
木
地
が

汚
れ
な
い
よ
う
に

い
た
鍋
敷
き
を
買
い
、
母
に
あ
げ
た
。
母

は
と
て
も
喜
ん
で
く
れ
て
「
や
か
ん
を
置

く
の
は
も
っ
た
い
な
い
ね
ー
」
と
言
っ
て

アルミ箔で覆われた木製の鍋敷き。亡くなった母との再会

何の変哲もないタイル、木片──
これらも鍋敷きの代用として母が使っていた
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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
。

　
そ
の
街
が
ど
ん
な
か
た
ち
を
し
て
い
る
か
知
る

に
は
、
そ
こ
の
い
ち
ば
ん
高
い
場
所
に
上
っ
て
み

る
の
が
よ
い
と
い
い
ま
す
。
で
も
高
い
山
に
は
気

軽
に
は
行
け
ま
せ
ん
し
、Ｊ
Ｒ
タ
ワ
ー
や
テ
レ
ビ

塔
は
有
料
で
す
。
ち
ょ
っ
と
遊
び
が
て
ら
緑
も
楽

し
み
な
が
ら
と
い
う
な
ら
こ
こ
、旭
山
記
念
公
園

　
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
。

公 園

（
中
央
区
）で
す
。
開
園
は
札
幌
市
創
建
百
年
の
昭

和
四
十
五
年
。
五
年
間
の
再
整
備
工
事
が
終
わ
り
、

こ
の
春
か
ら
新
た
な
装
い
で
訪
れ
る
人
を
迎
え
入

れ
て
い
ま
す
。
標
高
一
三
七
・
五
㍍
。
中
心
部
の

ビ
ル
の
林
立
が
、
つ
ん
と
澄
ま
し
て
涼
し
げ
な

百
九
十
万
人
都
市
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

デザイン・イラスト／伊藤公修

くろうという企業は少なくなってい
るように見受けられます。また自社の
ホームページ上で、簡単に歩みを年表
形式にしているのも見かけます。
　しかし、会社が今日あるのは、ここ

までに費やされた経営努力、係わった
人たちの労苦の結果であることは誰
にも分かることです。そのプロセスを
記録して、後の人たち、社員の道しる
べにしようと考えるかどうかは、担当
者、引いては経営者の見識一つです。
　機械処理された情報がウエイトを
占めるようになって、歴史的資料が処
分され、また行方知れずになっている
現状も知っておくべきです。功績の
あった人たちが次第に高齢になり、あ
るいは物故していることも忘れられ
がちです。
　このあたりの事情が理解され、本づ
くりにゴーサインが出たら、すぐに
でも編集委員会を立ち上げます。そし
て発行期日などから、仕事の傍らの編
集が無理とわかれば、外部スタッフに
入ってもらって、手早く進めるのが賢
明です。資料収集、関係者への取材な
どに協力態勢が必要です。

現今の経済情勢もあって20
周年とか30周年といった会
社の創業周年に記念誌をつ

提案していますが、ホームページ上の
沿革で十分という意見もあります。ど
ちらがよいのか、本の編集の仕方も含
めて教えてください。

来年、会社の創立30周年を
迎えます。それを記念して社
史か記念誌をつくってはと

質問箱

会社の記念誌を作りたいが

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。


