
　
野
山
の
紅
葉
が
始
ま
り
近
く
の
高
山
に
雪
の
た
よ
り
も
届
く
頃
に
な
る
と
、

我
が
家
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。
冬
囲
い
や
ス
ト
ー
ブ
の
準

備
に
出
番
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
障
子
の
貼
り
替
え
に
は
進
ん
で
手
伝
っ
た

も
の
で
す
。
何
よ
り
も
ズ
ボ
ズ
ボ
と
穴
を
開
け
て
破
く
の
が
楽
し
か
っ
た
。

は
し
ゃ
ぎ
す
ぎ
て
桟
を
折
っ
た
り
、
急
い
で
文
房
具
店
に
障
子
紙
を
買
い
に

や
ら
さ
れ
た
り
な
ん
て
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
霧
吹
き
の
大
役
も
ド
キ
ド

キ
し
た
で
し
ょ
う
。「
障
子
洗
う
」「
障
子
貼
る
」
と
い
っ
た
秋
の
季
語
が
あ

る
く
ら
い
生
活
に
根
ざ
し
た
習
慣
で
す
が
、
北
海
道
で
は
こ
と
さ
ら
春
へ
の

思
い
が
こ
も
っ
て
い
ま
し
た
。
今
、
お
宅
に
障
子
は
あ
り
ま
す
か
。

発
行

：

 
印
刷
紙
工

（社）

 

札
幌
市
中
央
区
南
十
五
条
西
十
八
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
九
年 

秋（
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
岩
間
家
農
家
住
宅
─
─
─
２

・
マ
チ
の
博
物
館
／
浪
漫
屋
Ⅱ
─
─
─
３

・
あ
る
ば
む
レ
ト
ロ
ポ
リ
ス
／
創
成
橋
付
近
─
─
４

・
川
筋
を
行
く
／
豊
平
川
㊁
─
─
─
５

・
来
た
道
・
行
く
道
／
工
房
北
絵
─
─
─
６

・
道
具
で
道
草
30
年
─
─
─
７

・
時
計
の
あ
る
風
景
─
─
─
８
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断
熱
や
気
密
化
の
技
術
が
進
歩
し
て

今
日
で
は
一
般
住
宅
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
農
家
住
宅
。

開
拓
当
初
の
暖
も
満
足
に
取
れ
な
か
っ
た
掘
っ
立
て
小
屋
か
ら

ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

本
道
開
拓
の
礎
と
な
っ
た
伊
達
地
方
入
植
者
の
遺
構
で
す
。

第
三
回
目
の
移
民
団
の
一
員
と
し
て
、
翌

明
治
四
年
二
月
に
現
在
の
伊
達
市
弄ろ

う
げ
つ月

町
に
入
植
し
、
開
拓
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

　
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
過
酷
な
気
候
に
、

道
内
の
ど
こ
の
入
植
地
も
思
う
よ
う
に
作

　
明
治
維
新
後
、
北
海
道
開
拓
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
結
社
入
植
や
屯
田
兵
と

と
も
に
、
今
日
ま
で
足
跡
を
残
し
て
い
る

の
は
東
北
士
族
の
功
績
で
す
。
よ
く
知
ら

れ
る
よ
う
に
、
幕
府
に
抵
抗
し
て
戊
辰
戦

　
ま
た
茶
の
間
の
上
の
煙
出
し
、
雨
が
降

っ
て
も
す
ぐ
乾
く
よ
う
に
と
床
板
が
外
へ

向
け
て
傾
斜
し
た
雨
転
が
し
と
呼
ば
れ
る

縁
側
も
珍
し
い
で
し
ょ
う
。
柾
葺
き
の
屋

根
の
石
置
き
は
仙
台
地
方
の
農
家
に
は
み

ら
れ
な
い
も
の
で
、
こ
ち
ら
で
噴
火
湾
か

ら
の
風
に
配
慮
し
た
知
恵
の
よ
う
で
す
。

　
民
家
の
つ
く
り
と
う
ま
く
融
合
し
た
、

ユ
ニ
ー
ク
な
農
家
住
宅
で
す
。

重
厚
、堅
牢
、漂
う
風
格
─

郷
里
の
大
工
招
い
て
建
築
。

旧
岩
間
家
農
家
住
宅 

─
─
明
治
十
五
年（
一
八
八
二
）建
築

業
が
進
ま
な
か
っ
た
中
で
、
こ
の
地
方
は

温
暖
な
気
候
に
加
え
て
、
す
ぐ
に
西
洋
式

農
機
具
を
導
入
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
農

業
先
進
地
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
従
っ
て
起
居
す
る
住
ま
い
に
も
早
く
お

金
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

展
示
公
開
さ
れ
て
い
る
の
は
二
軒
目
の
家

屋
で
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
の
完

成
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
後
、
五
代

に
わ
た
っ
て
昭
和
五
十
二
年
ま
で
使
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　
郷
里
の
大
工
を
招
い
て
建
て
ら
れ
た
だ

け
あ
っ
て
、
構
造
な
ど
随
所
に
特
徴
が
あ 

り
ま
す
が
、
や
は
り
目
を
見
張
る
の
は
、

炉
を
切
っ
て
あ
る
茶
の
間
の
小
屋
組
み
。

太
い
ヤ
チ
ダ
モ
を
井
げ
た
状
に
組
ん
だ
、

重
厚
で
堅
牢
な
も
の
で
す
。

　
こ
の
土
間
や
流
し
と
一
体
に
な
っ
た
茶

の
間
が
建
物
の
左
半
分
を
占
め
、
右
側
に

中
座
敷
、
奥
座
敷
な
ど
四
つ
の
座
敷
が
あ

り
ま
す
。
旧
領
主
が
視
察
に
来
た
際
に
休

む
奥
座
敷
に
は
風
格
が
漂
っ
て
い
ま
す
し
、

欄
間
や
神
棚
の
細
工
な
ど
も
手
が
込
ん
で

い
ま
す
。

争
で
敗
れ
た
奥
羽
越
の
諸
藩
が
、
家
臣
を

養
っ
て
い
く
た
め
に
、
新
政
府
に
北
海
道

移
住
を
願
い
出
た
の
で
し
た
。

　
仙
台
藩
亘わ

た
り
.理

領
（
宮

城
県
仙
台
市
）
の
領
主
、

伊
達
邦く

に
し
げ成
と
そ
の
家
臣

団
一
行
が
、
有
珠
（
現

在
の
伊
達
市
）
に
移
住

し
た
の
は
、
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
四
月
の

こ
と
。
こ
の
建
物
を
創

建
し
た
岩
間
弥
之
助
は
、

●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
」

農家住宅とはいえどっしりとした構え
屋根の突出部はいろりの煙出し

柾葺きに置き石というのも珍しい

炉を切った茶の間上部のヤチダモの小屋組みに重厚感がある
他にも欄間や障子に北海道には見られない細工が
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古
く
な
っ
た
も
の
が
簡
単
に
捨
て
ら
れ
て
い
く
時
代
で
す

和
服
を
着
る
人
が
少
な
く
な
っ
て
、
布
も
ま
た
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん

そ
の
古
布
た
ち
に
再
び
命
を
吹
き
込
ん
で
世
に
送
り
出
す

布
に
は
ま
っ
た
く
関
心
が
な
か
っ
た
と
い
う
元
O
L
の
店

た
く
関
心
の
な
い

O
L
だ
っ
た
と
か
。

失
職
中
に
ア
ル
バ

イ
ト
先
の
骨
董
店

の
主
人
か
ら
、
本

州
で
は
古
い
布
の

需
要
が
あ
り
競
り

市
ま
で
あ
る
と
い

う
話
を
聞
き
、
三

　
比
較
的
年
配
の
女
性
客

が
多
い
の
で
す
が
、
伊
藤

さ
ん
は
「
若
い
人
に
も
い

い
き
れ
を
触
っ
て
み
て
ほ

し
い
。
触
ら
な
い
と
よ
さ

が
わ
か
ら
な
い
」
と
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。
最
後
に

「
古
い
着
物
は
捨
て
な
い

で
」
と
。

浪
漫
屋
Ⅱ（
南
一
条
店
）

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
西
六
丁
目
三
谷
ビ
ル
四
階

電
話（
〇
一
一
）六
八
一—

六
〇
八
八（
本
店
に
つ
な
が
り
ま
す
）

営
業
／
木
・
金
・
土
・
日
・
十
三
時
〜
十
八
時

定
休
／
月
・
火
・
水

　
私
た
ち
が
徐
々
に
忘
れ
て
い
る
感
覚
の
一
つ

が
手
触
り
。
金
属
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
ど
れ

も
同
じ
つ
る
り
と
し
た
感
触
で
す
。
で
も
や
っ

ぱ
り
触
っ
て
や
さ
し
い
も
の
は
、
目
に
も
や
さ

し
い
―
―
こ
ん
な
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
て

く
れ
る
、
古
布
と
布
の
手
仕
事
の
店
で
す
。

　
布
と
い
え
ば
、
原
料
で
分
け
る
と
絹
、
毛
、

見て触って味わう草木染め、裂き織りの風合い

ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
、
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
、
の
れ
ん
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど
、
様
々
な
商

品
に
リ
メ
イ
ク
し
て
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
オ
ー
ナ
ー
の
伊
藤
美
恵
子
さ
ん
に
よ
り
ま
す

と
再
生
す
る
古
い
着
物
や
布
の
年
代
は
ま
ち
ま

ち
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
明
治
時
代
に
着
て
い

た
と
い
う
も
の
も
あ
れ
ば
、
模
様
か
ら
判
断
し

て
江
戸
時
代
と
思
わ
れ
る
も
の
も
」。
大
切
な

の
は
時
代
よ
り
「
加
工
し
て
い
い
も
の
に
な
る

か
、
着
心
地
が
い
い
か
ど
う
か
」
だ
そ
う
で
す
。

　
布
製
品
の
ほ
か
に
目
立
つ
の
が
ボ
タ
ン
と
ス

古
布
と
布
の
手
仕
事

十
歳
の
時
に
札
幌
市
内
の
デ
パ
ー
ト
に
二
坪
の

店
を
開
い
た
の
が
ス
タ
ー
ト
。
そ
れ
か
ら
移

転
・
拡
充
を
重
ね
、
手
稲
区
富
丘
の
本
店
に
続

い
て
こ
ち
ら
が
八
軒
目
の
店
な
の
で
す
。

麻
、
木
綿
な
ど
。

織
り
で
な
ら
絣
、

縞
、
縮
緬
。
そ

し
て
染
め
方
で

は
と
数
限
り
な

く
種
類
の
あ
る

古
布
を
、
バ
ッ

グ
や
ポ
シ
ェ
ッ

ト
、
ベ
ス
ト
、

ナ
ッ
プ
。
特
に

ボ
タ
ン
は
水
牛
、

貝
、
ク
ル
ミ
、

ガ
ラ
ス
玉
、
石

の
玉
な
ど
見
る

だ
け
で
も
楽
し

い
も
の
が
一
杯

で
す
。
他
の
年

代
物
の
雑
貨
類

も
含
め
て
骨
董

屋
さ
な
が
ら
、

「
病
気
で
す
」

（
伊
藤
さ
ん
）

と
い
う
ほ
ど
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。

ク
リ
、
ド
ク
ダ
ミ
、
タ
マ
ネ
ギ
―
―
化
学
染
料

に
よ
ら
な
い
染
色
は
、「
雑
味
が
と
て
も
い
い

ん
で
す
よ
ね
。
不
ぞ
ろ
い
に
も
味
が
あ
る
し
、

微
妙
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
も
素
敵
」（
伊
藤
さ

ん
）。
そ
し
て
裂
き
織
り
と
は
、
麻
や
木
綿
の

手
染
め
糸
を
縦
糸
に
、
裂
い
て
テ
ー
プ
状
に
し

た
古
布
を
横
糸
に
し
て
手
織
り
し
て
い
く
技
法

で
、
手
作
り
の
風
合
い
満
点
の
リ
メ
イ
ク
。

　
実
は
伊
藤
さ
ん
、
も
と
も
と
は
布
に
は
ま
っ

本
州
や
東
南
ア
ジ

ア
へ
の
収
集
旅
行

も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　
さ
ら
に
伊
藤
さ

ん
の
お
得
意
は
、

草
木
染
め
と
裂
き

織
り
。
柿
渋
、
ク

ル
ミ
、
月
見
草
、

http://www14.plala.or.jp/rouman-ya

草
木
染
め
の
糸
や
ひ
も
類

般
若
心
経
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
鬼
の
絵

カ
ヤ
で
作
っ
た
の
れ
ん

骨
董
店
の
よ
う
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
数
々
―
―

裂
き
織
り
機
に
向
か
う
オ
ー
ナ
ー
の
伊
藤
美
恵
子
さ
ん
。仕
事
着
も
オ
リ
ジ
ナ
ル

都心のビルの4階
店の入口の目印

ボタンや古布に思わぬ掘り出しものが
見て回るだけでも楽しい

※撮影 /スタジオフェードイン
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は
そ
れ
ま
で
地
下
を
流
れ
て
い
ま
す
。

　
橋
の
た
も
と
に
、「
札
幌
建
設
の
地
」
碑 

と
並
ん
で
、
か
つ
て
の
創
成
橋
の
親
柱
石

が
立
っ
て
い
ま
す
が
、
金
ぴ
か
の
擬
宝
珠

が
ち
ょ
っ
と
寂
し
げ
。
創
成
川
が
親
水
空

間
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
橋
も
復
元
さ

れ
る
ま
で
の
辛
抱
で
し
ょ
う
。
ま
た
南
一

条
交
番
は
現
存
す
る
数
少
な
い
レ
ン
ガ
造

の
建
物
と
し
て
、
北
海
道
開
拓
の
村
に
移

築
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
都
市
化
、
そ
れ
も
二
百
万
人
と
い
う
規

模
へ
膨
ら
む
大
都
市
に
、
貴
重
な
歴
史
遺

産
を
消
し
去
る
こ
と
な
く
守
っ
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。

　
川
と
橋
は
ど
ち
ら
が
先
に
出
来
る
か
と

い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
川
が
先
に
決
ま
っ
て

い
ま
す
が
、
創
成
川
は
例
外
？
　
こ
ん
な

こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

　
札
幌
市
内
の
小
学
生
な
ら
誰
で

も
知
っ
て
い
る
大
友
堀
。
幕
府
の

役
人
だ
っ
た
大
友
亀
太
郎
が
慶
応

二
年
（
一
八
六
六
）、札
幌
村
（
現

東
区
）
を
開
く
時
に
造
っ
た
用
水

路
で
す
。
そ
の
大
友
堀
の
南
一
条

通
り
に
架
け
ら
れ
て
い
た
、
丸
太

に
板
を
渡
し
た
だ
け
の
粗
末
な
橋

に
、
岩
村
判
官
が
付
け
た
名
前
が

創
成
橋
。
同
四
年
に
用
水
路
を
改

修
し
た
時
の
こ
と
で
す
。

　
そ
の
後
、
石
狩
と
の
舟
運
の
拡

充
を
図
る
た
め
、
明
治
七
年
、
大

友
堀
を
延
長
し
て
完
成
し
た
水
路

に
、
創
成
橋
に
ち
な
ん
で
創
成
川

と
命
名
さ
れ
た
の
で
す
。

　
創
成
橋
は
、
そ
の
た
も
と
を
基

点
に
し
て
札
幌
の
東
西
南
北
の
区

創
成
川
ほ
ど
そ
の
姿
を
変
え
た
川
は
な
い
。
特
に
都
心
部
で
は
―
―

こ
ん
な
感
想
を
持
っ
て
い
る
人
は
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

実
際
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
工
事
が
何
の
た
め
か
知
ら
な
い
人
も
。

そ
こ
で
創
成
橋
の
こ
と
な
ど
思
い
出
し
な
が
ら
、
将
来
図
も
。

創
成
橋
付
近

橋
も
交
番
も
今
は
ど
こ
へ
、
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
橋
は
「
創
成
川
通
ア
ン
ダ
ー
パ

ス
連
続
化
事
業
」
と
い
う
名
称
の
工
事
の

た
め
に
、
現
在
は
撤
去
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
三
月
、
南
北
に
分
断
さ
れ
て
い
た
ア

ン
ダ
ー
パ
ス
が
つ
な
が
り
ま
し
た
。
地
上

部
の
完
成
は
二
十
二
年
度
と
か
。
創
成
川

画
割
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
歴

史
的
に
由
緒
あ
る
橋
。
市
民
に
は
ま
だ
記

憶
の
あ
る
、
欄
干
に
擬
宝
珠
の
あ
る
石
造

り
の
橋
に
な
っ
た
の
は
明
治
四
十
三
年

（
一
九
一
〇
）。
橋
の
下
が
ア
ー
チ
に
な
っ

て
い
た
こ
と
も
特
徴
的
で
し
た
。

　
橋
と
同
時
に
懐
か
し
い
の
が
、
西
一
丁

目
に
あ
っ
た
レ
ン
ガ
造
り
の
南
一
条
交
番
。

90年代はまだまだ昔の面影が残る
橋の下のアーチも見える（平成5年11月）

左が「札幌建設の地」碑
右が創成橋の親柱石

工事中の創成川通一帯
橋もいずれここに復元

南一条交番は
北海道開拓の村に移築

西
一
丁
目
た
も
と
に
あ
っ
た
南
一
条
交
番
。市
電
の
架
線
も
見
え
る（
昭
和
40
年
）

東
側
た
も
と
か
ら
テ
レ
ビ
塔
方
向

（
昭
和
59
年
9
月
）

東
側
た
も
と
か
ら
中
心
街
方
向

（
昭
和
53
年
11
月
）

※
写
真
／
上
四
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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川
と
人
が
ど
れ
ほ
ど
親
し
い
関
係
に
あ
る
か
は

河
川
敷
の
利
用
度
で
も
わ
か
り
ま
す

札
幌
市
中
心
部
の
豊
平
川
沿
い
を
歩
く
と

ス
ポ
ー
ツ
や
遊
び
場
の
多
い
こ
と

季
節
の
イ
ベ
ン
ト
広
場
と
し
て
も
定
着
し
て
い
ま
す

違
う
の
か
。
百
科
事
典
を
ひ
も
と
い
て

み
ま
す
と
、
河
原
は
古
来
、
神
の
集
う

広
場
と
考
え
ら
れ
、
け
が
れ
を
清
め
る

場
所
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
歴
史
的
に
は

宿
場
や
葬
送
、
芸
能
興
行
、
涼
み
な
ど

の
場
所
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
き
ま
し

た
。

の
左
右
両
岸
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
挙
げ

フ
ィ
ー
ル
ド
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
ウ
オ
ー
タ
ー
ガ
ー
デ

ン
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス
、
ロ
ー
ラ

ー
ス
ケ
ー
ト
場
、
自
由
広
場
な
ど
が
あ

が
流
れ
て
い
な
い
平
坦
な
土
地
。

本
来
は
公
有
地
で
あ
る
べ
き
で
、
近
年

は
、
公
園
や
緑
地
を
確
保
で
き
な
い
都

市
で
は
、
河
川
環
境
整
備
事
業
が
促
進

　
河
原
と
河
川
敷
は
ど
う

れ
た
河
川
の
、
通
常
は
水

治
水
工
事
が
行
わ

河
川
敷
は
、

　
一
方
、

　
今
、
都
心
部
に
あ
る
豊
平
川
緑
地

よ
う
で
す
。

変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
る

し
て
の
役
割
は
古
代
か
ら

な
ぐ
重
要
な
空
間
と

の
、
人
と
川
を
つ

貌
し
た
も
の

敷
に
変

り
ま
す
し
、
白
石
区
東
米
里
の
豊
平
川

雁
来
健
康
公
園
に
も
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
六

面
と
ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
・
練
習
場
が
整
っ

て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
季
節
恒
例
の
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
定
着
し
て
い
る
の
が
、
夏
の
イ
カ
ダ

下
り
と
花
火
大
会
。
イ
カ
ダ
下
り
は
す

で
に
三
十
五
回
を
数
え
（
今
年
は
増
水

で
セ
レ
モ
ニ
ー
の
み
）、
各
チ
ー
ム
の

趣
向
を
凝
ら
し
た
扮
装
が
見
も
の
。
ま

た
花
火
大
会
も
毎
年
大
勢
の
見
物
客
を

集
め
、
盛
夏
に
は
欠
か
せ
な
い
行
事
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
日
常
的
な
散
歩
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
も
含

め
て
、
豊
平
川
は
こ
の
よ
う
に
実
に
身

近
な
存
在
で
す
。
し
か
し
忘
れ
ら
れ
が

ち
な
の
は
、
豊
平
川
の
流
域
面
積
が
小

さ
く
、
流
れ
が
急
。
集
中
的
に
多
雨
に

も
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
「
あ
ま
り
に
も

日
本
の
河
川
の
特
徴
を
顕
著
に
示
し
て

い
る
」（
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
4
「
豊
平
川
」）

こ
と
。

　
い
つ
の
時
代
も
河
川
敷
が
「
心
の
河

原
」
で
あ
り
続
け
る
に
は
、
災
害
へ
の

注
意
も
怠
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
　

河
川
敷
の
利
用

二

さ
れ
て
い
る
―
―
と
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、

河
原
の
一
部
が
河
川
法

と
い
う
法
の
下
で
河
川

て
み
ま
す
と
、
野
球

場
十
面
、
サ
ッ
カ
ー

場
六
面
、
テ
ニ
ス
コ

ー
ト
十
八
面
、
バ
ス

ケ
ッ
ト
コ
ー
ト
三

面
、
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ 

・
パ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場

六
カ
所
、
ゲ
ー
ト
ボ

ー
ル
場
八
面
が
あ
り
、

週
末
と
も
な
る
と
市

民
の
一
大
ス
ポ
ー
ツ

人
を
引
き
つ
け
る
空
間
、

今
も
昔
も「
心
の
河
原
」。

土曜、日曜ともなれば
少年野球のメッカに早変わり

幌平橋付近での納涼花火大会（札幌市観光協会提供）

子供たちに大人気のウオーターガーデン
夏は終日、歓声の絶えることがない

イカダ下りは今年で35回
各チームの扮装も楽しい

（札幌市写真ライブラリー提供）
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と
お
客
さ
ん
に
も
説
得
力
が

な
い
」
と
言
い
、
事
務
所
に

は
こ
う
し
た
情
報
の
フ
ァ
イ

ル
と
作
品
の
見
本
が
一
杯
で

す
。

　
で
き
る
だ
け
技
法
の
引
き

出
し
を
多
く
し
て
お
い
て
、

い
ろ
い
ろ
な
注
文
に
応
え
て

い
こ
う
と
い
う
意
欲
の
一
方

し
て
の
耐
候
実
験
で
す
。
塗
装
は
火
ノ
川
さ
ん

の
得
意
分
野
。「
絶
え
ず
実
験
し
て
い
か
な
い

　
看
板
制
作
で
大
事
な
こ
と

は
長
持
ち
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
の
た

め
素
材
と
塗
料
の
組
み
合
わ

せ
に
注
意
を
払
い
ま
す
。
特

に
塗
料
に
つ
い
て
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
新
製
品

を
手
に
入
れ
て
は
試
作
品
を

作
り
、
屋
外
に
長
期
間
放
置

で
、
需
要
は
安
価
な
素
材
や
方
法
で
済
ま
せ
る

方
向
に
。
デ
ジ
タ
ル
化
も
進
ん
で
、
三
次
元
の

彫
刻
機
も
登
場
し
て
い
る
と
か
。
で
も
「
自
分

は
手
彫
り
を
続
け
る
。
究
極
の
エ
コ
な
の
で
す
」

と
火
ノ
川
さ
ん
。
木
を
熟
知
し
た
職
人
の
言
葉

に
は
重
み
が
あ
り
ま
す
。

火
ノ
川
隆
市
さ
　
　
ん 

─
─
札
幌
市
・
工
房
北
絵

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
。

ね
。
看
板
を
ほ
ん
と
に
大
切
に
し
て
い
る
ん
だ

な
と
思
い
ま
し
た
」
と
火
ノ
川
さ
ん
。
こ
ん
な

木
の
看
板
へ
の
思
い
が
、
今
で
は
手
彫
り
看
板

だ
け
で
な
く
レ
リ
ー
フ
や
表
札
、
ピ
ク
ト
サ
イ

ン
（
案
内
板
）、
創
作
小
物
へ
と
仕
事
の
幅
を

広
げ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
技
法
の
一
端
を
う
か
が
っ
て
み
る
と
、

文
字
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
浮
か
し
彫
り
、
文
字

の
表
面
を
盛
り
上
げ
る
よ
う
に
彫
る
か
ま
ぼ
こ

使
い
ま
す
。
ま
た
細

か
い
砂
を
吹
き
付
け

て
彫
る
サ
ン
ド
ブ
ラ

ス
ト
エ
ッ
チ
ン
グ
も

お
手
の
物
で
す
し
、

カ
ラ
ー
塗
装
文
字
も
。

　
店
名
や
商
品
名
を
示
す
看
板
。
そ
の
面
白
さ

に
引
か
れ
て
店
の
中
を
の
ぞ
い
て
み
る
こ
と
が

あ
ま
り
な
く
な
っ
た
の
は
、
印
刷
し
た
シ
ー
ト

を
貼
り
付
け
た
だ
け
の
平
ら
な
看
板
が
多
く
な

っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　
ト
タ
ン
板
に
ペ
ン
キ
で
絵
や
文
字
を
書
く
看

板
屋
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
代
に
、
木
の
手

彫
り
看
板
を
作
り
続
け
て
い
る
「
工
房
北
絵
」

の
火
ノ
川
隆
市
さ
ん（
五
　
　
一

）で
す
。
看
板
制
作
に

欠
か
せ
な
い
塗
装
を
覚
え
て
か
ら
こ
の
道
に
入

り
、
三
十
一
歳
で
独
立
し
ま
し
た
。
木
と
の
付

き
合
い
は
、
二
十
歳
を
過
ぎ
た
頃
に
始
め
た
木

版
画
が
き
っ
か
け
。
時
間
を
見
つ
け
て
は
鎌
倉

や
日
光
、
京
都
な
ど
を
歩
い
た
り
し
て
、
独
学

で
木
彫
り
の
技
術
を
磨
い
て
き
ま
し
た
。

　「
金
沢
に
行
っ
た
時
に
、
老
舗
な
の
に
看
板

が
き
れ
い
に
保
た
れ
て
い
る
。
聞
い
て
み
る
と

木
は
古
い
け
れ
ど
、
定
期
的
に
金
箔
を
貼
り
替

彫
り
、
鋭
角
に
彫
り
込
む
V
字
彫
り
な
ど
が
。

道
具
も
彫
刻
刀
だ
け
で
な
く
ノ
ミ
や
カ
ン
ナ
も

〝
技
の
引
き
出
し
〟多
彩
。

木
の
看
板
づ
く
り
、

手
彫
り
を
貫
く
。

て
い
る
ん
で
す
よ

工房北絵
札幌市北区新琴似5条13丁目5-3
TEL（011）765−0402
http://www.k5.dion.ne.jp/~hokue/

ち
ゃ
ん
と
や
っ

テ
ナ
ン
ス
を

し
て
メ
ン

え
た
り

木版画から出発して30年がたつ火ノ川さんの手彫りの技法
彫り方と素材に合わせて使う彫刻刀もいろいろ

上
は
屋
外
に
放
置
し
て
の
耐
候
実
験
サ
ン
プ
ル
。下
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス

研いでは使ううちに
こんなに短くなった

かまぼこ彫りによる看板※

サンドブラストエッチングによる
ウェルカムボード※

（※は火ノ川さん提供写真）
板を切り抜いて
面加工して塗装※

上／かまぼこ彫りの制作例※

下／様々な表札もお手のもの
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久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
大
学
時
代
の
恩
師
は
か
く
し
ゃ
く
と
し
て
い
た

そ
の
先
生
が
読
め
と
勧
め
て
く
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
の
古
典
二
冊

神
田
の
古
書
店
で
な
け
な
し
の
金
を
は
た
い
て
求
め
た
青
春
が
よ
み
が
え
る

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

し
っ
く
り
い
か
な
い
せ
い
と
い
う
う
わ
さ

が
流
れ
て
い
た
。

　
大
学
で
多
く
の
先
生
方
の
講
義
を
聞
い

た
。
今
、
そ
の
内
容
も
先
生
方
の
名
前
も

ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
覚
え
て
は

い
な
い
。
し
か
し
、
先
生
が
学
生
の
頃
か

ら
住
ん
で
お
ら
れ
た
と
い
う
、
あ
の
木
造

三
階
建
て
の
い
ず
み
や
と
い
う
名
前
の
下

宿
。
本
が
廊
下
ま
で
は
み
出
し
、
周
り
の

人
か
ら
床
が
抜
け
る
の
で
は
と
心
配
さ
れ

て
い
た
汚
く
、
乱
雑
な
室
内
。
そ
れ
は
な

ぜ
か
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。
子
供
の

頃
ヤ
ギ
を
飼
っ
て
い
て
、
そ
の
ヤ
ギ
が
死

ん
で
悲
し
か
っ
た
と
話
す
そ
の
顔
も
、
そ

し
て
も
ち
ろ
ん
、
先
生
の
名
前
も
フ
ル
ネ 

ー
ム
で
覚
え
て
い
る
。

　
昔
、
テ
レ
ビ
の
番
組
で
、
お
そ
ら
く
八 

十
歳
は
越
え
て
い
る
だ
ろ
う
数
人
が
出
て

い
た
。
そ
の
中
の
一
人
が
、
小
学
生
の
頃
、

先
生
が
自
ら
作
詞
し
て
教
え
て
く
れ
た
と

い
う
歌
を
フ
ル
コ
ー
ラ
ス
で
披
露
し
た
。

歌
う
老
人
の
目
は
テ
レ
ビ
の
画
面
を
通
し

て
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
幼
き
日
の
少
年

の
眼
で
あ
っ
た
。
レ
ポ
ー
タ
ー
「
そ
の
先

生
の
名
前
ま
だ
覚
え
て
い
ま
す
か
？
」「
は

い
、
も
ち
ろ
ん
で
す
。
い
し
か
わ
は
じ
め

先
生※

で
す
。」

　
私
も
多
分
同
じ
よ
う
に
答
え
る
と
思
う
。

「
は
い
、
岩
田
拓
郎
先
生
で
す
。」
と

で
、
分
厚
い
英
語
の
プ
リ
ン
ト
の
束
を
示

し
、
こ
れ
を
読
め
と
い
う
。「
ツ
ゥ
キ
ュ

デ
ィ
テ
ィ
ス
（T

h
u
kyd

id
es)

の
歴
史
」

（
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
史
）で
あ
っ
た
。
私「
先

生
も
学
生
の
頃
、
こ
れ
を
お
読
み
に
な
っ

た
の
で
す
か
？
」「
ば
か
も
の
」
そ
う
！

先
生
は
英
語
で
は
な
く
原
文
の
ギ
リ
シ
ャ

語
で
読
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
先
生
は
ギ
リ
シ
ャ
の
古
典
で
あ

る
ホ
ー
マ
ー
も
読
め
と
い
う
。
ど
こ
の
本

屋
に
売
っ
て
い
る
の
か
を
聞
く
と
、
本
屋

の
名
前
だ
け
で
な
く
タ
ナ
の
位
置
ま
で
示

し
て
く
れ
た
。

　
先
生
が
教
え
て
く
れ
た
、
神
保
町
の
古

書
店
の
並
び
に
あ
る
、
い
か
に
も
古
そ

う
な
小
宮
山
書
店
の
タ
ナ
の
前
に
立
つ

と
、
そ
こ
に
「
イ
ー
リ
ア
ス
」（Ilias)

と
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」(O

d
ysseia)

が
並
ん
で
あ
っ
た
。
手
に
と
っ
て
見
る
と

ズ
ッ
シ
リ
と
重
く
、
戦
前
の
版
で
、
訳

は
「
荒
城
の
月
」
の
土
井
晩
翠
。
買
っ
て

読
む
だ
け
の
価
値
は

あ
る
。
金
を
た
め
て

買
い
に
来
よ
う
と
思 

っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
千 

八
百
円
、
千
三
百
円

も
し
た
か
ら
。

　
あ
る
日
、
友
が
私

に
言
っ
た
。「
先
生
、

を
歌
っ
た
。
で
も
、
そ
の
輪
の
中
に
決
し

て
入
っ
て
こ
な
い
先
生
方
も
か
な
り
い
た
。

そ
の
訳
を
聞
く
と
「
私
の
母
校
は
帝
大
で

す
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
で
も

先
生
は
い
つ
も
我
々
と
肩
を
組
ん
で
校
歌

を
歌
っ
て
く
れ
て
い
た
。

　
運
動
が
激
し
さ
を
増
し
、
先
生
と
お
会

い
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
あ
る
日
、
私
は
皆
を
引
き
連
れ
、
隊
列

を
組
ん
で
車
道
を
デ
モ
っ
て
い
た
。
す
る

と
向
う
側
か
ら
、
髪
を
オ
ー
ル
バ
ッ
ク
に

し
、
紺
の
背
広
で
黒
の
重
そ
う
な
皮
鞄
を 

お
前
の
こ
と
ほ
め
て
い
た
ぞ
。
こ
の
あ
い

だ
の
試
験
、
ト
ッ
プ
は
東
洋
英
和
か
ら
来

た
あ
の
子
だ
。
な
ん
せ
、
一
日
も
休
ま
ず

い
つ
も
一
番
前
で
聞
い
て
い
る
か
ら
当
然

　
今
月
の
土
曜
日
（
九
月
）
本
当
に
久
し

ぶ
り
に
大
学
の
頃
の
先
生
に
お
会
い
し
た
。

私
が
六
十
五
歳
、
一
緒
に
行
っ
た
同
じ
ク

ラ
ス
の
友
が
六
十
七
歳
、
そ
し
て
先
生
は

七
十
八
歳
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
。

　
食
事
の
代
金
を
、
先
生
は
我
々
の
分
ま

で
払
う
と
言
っ
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
弟
子

の
メ
シ
代
く
ら
い
先
生
が
出
さ
な
く
て
ど

う
す
る
の
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
（
友
は
ベ

ン
ツ
を
こ
ろ
が
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
）。
食
事
の
後
、
お
茶
を
飲
み
に
行
こ

う
と
言
う
。
そ
の
店
ま
で
少
し
距
離
が
あ

る
の
で
、
私
が
「
歩
く
の
大
丈
夫
で
す

か
？
」
と
言
う
と
「
ば
か
も
の
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
頭
は
す
っ
か
り
白
髪
に
な
ら

れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
昔
の
先
生
が
そ

こ
に
い
た
。

　
初
め
て
先
生
と
お
会
い
し
た
の
は
、
私

が
十
八
歳
、
先
生
は
東
大
の
大
学
院
を
出

て
助
手
の
後
、
講
師
と
し
て
赴
任
し
た

三
十
一
歳
の
頃
で
あ
っ
た
。
初
め
の
頃
は

ち
ゃ
ん
と
授
業
に
出
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、

学
生
運
動
に
身
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
は
、
ど
う
し
て
も
出
席
が
悪
く
な
っ
て

く
る
。
た
ま
に
出
る
と
先
生
は
私
の
顔
を

見
て
「
坂
、
日
本
革
命
の
展
望
は
？
」
と

聞
い
て
く
る
。
私
「
権
力
の
壁
が
厚
く
苦

戦
中
で
す
。」ク
ラ
ス
の
皆
が
ど
っ
と
笑
う
。

　
あ
る
日
、
先
生
は
私
を
研
究
室
に
呼
ん

か
。
で
も
、
次
は
お

前
だ
そ
う
だ
。」

　
ち
ょ
っ
ぴ
り
嬉
し

か
っ
た
。
そ
れ
は
二

冊
で
三
千
百
円
払
っ

た
か
い
が
あ
っ
た
と

い
う
だ
け
で
は
な
い
。

友
を
「
ポ
ニ
ー
」（
明

治
大
学
前
に
あ
っ
た

喫
茶
店
）
に
誘
い

「
今
日
は
俺
が
出
す

わ
」
そ
う
言
っ
て
一

杯
五
十
円
（
そ
の
頃
コ
ー
ヒ
ー
は
五
十
円

が
普
通
）
の
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
。
舌
に

染
み
る
甘
い
味
で
あ
っ
た
。

　
当
時
、
学
校
の
行
事
が
終
わ
っ
た
後
な

ど
学
生
と
先
生
が
肩
を
組
ん
で
、
よ
く
歌

か
か
え
た
先
生
が
、

歩
道
を
歩
い
て
こ
ら

れ
た
。
私
は
す
ぐ
に 

先
生
と
わ
か
っ
た
の

だ
が
、
先
生
は
私
に 

気
づ
か
ず
に
す
れ
違 

っ
て
行
か
れ
た
。
ヘ

ル
メ
ッ
ト
と
タ
オ
ル

で
顔
を
お
お
っ
て
い

た
の
だ
か
ら
無
理
も

な
い
。
心
の
片
隅
で
、

先
生
と
は
ぶ
つ
か
り

た
く
な
い
な
ー
と
思
っ
た
。

　
更
に
運
動
が
激
し
く
な
っ
た
頃
、
先
生

は
大
学
を
お
辞
め
に
な
っ
て
、
我
々
の
前

か
ら
去
っ
て
行
か
れ
た
。
詳
し
い
訳
は

知
ら
な
い
。
で
も
帝
大
出
の
主
任
教
授
と

古典2冊と母校の前にあった喫茶ポニーのマッチ

※
石
川
啄
木
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
筆
者
は
、今
で
も
こ
の
先
生
を
啄
木（
本
名
・
石
川
一
）だ
と
思
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
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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
。

　
か
ら
く
り
時
計
の
悲
し
さ
は
、
そ
の
楽
し
い
仕

掛
け
が
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
丁
度
そ

の
場
面
に
居
合
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
ど
ん
な
工
夫

が
施
さ
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
駅
と
い
え
ば
時
刻
表
示
の
た
く
さ
ん

あ
る
場
所
。
中
で
も
最
も
人
の
動
き
の
激
し
い
改

　
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
。

改 札 口

札
口
で
、
こ
の
S
L
時
計
の
音
色
を
知
っ
て
い
る

人
は
ど
の
く
ら
い
い
る
で
し
ょ
う
か
。
定
時
に
な

る
と
か
わ
い
ら
し
い
人
形
が
ロ
ン
ド
ン
フ
ィ
ル
の

伴
奏
で
棒
鈴
を
演
奏
し
、
S
L
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト

に
明
か
り
が
と
も
り
ま
す
。
今
度
の
札
幌
駅
で
の

待
ち
合
わ
せ
は
、
か
ら
く
り
時
計
の
前
で
―
―
。

デザイン・イラスト／伊藤公修

六代目の時代になっているお宅もあ
ります。そんな一家の歴史をまとめ
ることはとても意義深いものです。
　さて、自分では書けないけれど本
を作れるかという質問です。答から

言いますと、どんな本でも可能とい
うことになります。自分や身内に書
ける人がいなければ、外部のライ
ターに依頼すればよいのです。
　やり方としては、どういう内容の
ものを作りたいのか全体像を決めま
す。その後、自分史年表、我が家史
など必要な資料をそのライターに提
供して、様々な補足質問、インタビ 
ューを受けることになります。古い
写真も役に立ちます。それを整理、
原稿にしたものに、依頼主が目を通
してチェック。何度かの修正、補充
を行っていきます。
　本人、家族、親戚など出来るだけ
多くの人と会ってもらえば、より中
身の濃いものになりますし、家族史
だけにしても十分に記念になるもの
が可能です。まずは印刷会社に連絡
して、中身、方法を打ち合わせてみ
ることをお勧めします。

　先祖が道外から移り住ん
できたという道産子は多
く、世代としては五代目、

本にまとめたいのです。よい方法は
ありませんでしょうか。先祖は東北
からきたということもあり、ルーツ
を一緒にできたらと思っています。

　文章を書くのは苦手なの
ですが、どうしても両親と
我が家の歩んできた歴史を

質問箱

書けないけど本を作りたい

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。


