
　
こ
ん
な
時
代
を
知
っ
て
い
る
な
ん
て
、
小
紙
編
集
に
係
わ
っ
て
い
る
人
の
世
代
が

わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
。
そ
れ
に
し
て
も
端
末
機
で
本
が
読
め
る
時
代
と
は
何
と
い

う
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
で
し
ょ
う
。
広
っ
ぱ
に
丸
太
を
二
本
立
て
て
ス
ク
リ
ー
ン
を
張
り
、

そ
こ
に
展
開
す
る
東
映
時
代
劇
。
銀
幕
の
ス
タ
ー
の
名
前
も
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
戦

後
と
い
っ
て
も
ま
だ
ま
だ
娯
楽
の
少
な
い
時
。
街
の
映
画
館
に
も
遠
い
地
域
で
は
、

大
人
も
子
供
も
わ
く
わ
く
し
た
も
の
。
テ
レ
ビ
の
登
場
は
昭
和
二
十
八
年
の
こ
と
で

す
か
ら
、
そ
の
前
後
の
、
夏
休
み
の
一
夜
の
楽
し
み
で
し
た
。
町
内
会
も
子
供
会
も

健
全
に
、
そ
し
て
今
よ
り
も
格
段
に
機
能
し
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
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史
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世
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進
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ス
ピ
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自
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い
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な
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３
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／
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５
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草
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８
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お
そ
ら
く
は
今
よ
り
も
も
っ
と
お
役
人
の
権
力
が
強
く

建
築
当
時
は
い
か
め
し
く
見
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

し
か
し
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
が
ほ
と
ん
ど
の
現
代
に
あ
っ
て
は

そ
こ
へ
行
く
の
も
何
と
な
く
気
持
ち
が
和
ら
ぐ
よ
う
な

木
造
の
、
そ
し
て
パ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
の
建
物
で
す

　
北
海
道
で
は
こ
の
春
か
ら
、〝
歴
史
的
〟

と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
の
新
制
度
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で

の
十
四
支
庁
が
な
く
な
り
、
九
つ
の
総
合

像
さ
れ
ま
す
。

　
浦
河
支
庁
が
日
高
支
庁
と
改
称
さ
れ
る

の
は
昭
和
七
年（
一
九
三
二
）。
同
二
十
九

年
に
新
庁
舎
が
建
築
さ
れ
、
郷
土
博
物
館

と
し
て
利
用
さ
れ
た
後
、
同
五
十
六
年
に

道
開
拓
の
村
に
移
築
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

パ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
に

19
支
庁
時
代
の
面
影
。

旧
浦
河
支
庁
庁
舎 

─
─
大
正
八
年
建
築

に
再
編
さ
れ
、
日
高
国
七
郡
を
管
轄
す
る

浦
河
支
庁
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、
庁
舎

が
大
正
元
年（
一
九
一
二
）の
火
災
で
焼
失
。

同
八
年
に
再
建
さ
れ
た
の
が
今
回
紹
介
す

る
建
物
で
す
。

　
建
設
地
は
太
平
洋
に
接
す
る
浦
河
町
の

市
街
地
中
央
。
漁
業
と
馬
の
飼
育
を
主
産

業
と
す
る
町
に
、
パ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
の
外

観
の
み
な
ら
ず
、
玄
関
ポ
ー
チ
や
窓
周
り
、

軒
周
り
の
装
飾
な
ど
に
凝
っ
た
洋
風
建
築

が
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。

左
右
対
称
の
は
ず
の
正
面
に
左
翼
棟
の
な

い
の
は
予
算
不
足
か
ら
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
が
、
逆
に
そ
れ
が
印
象
を
際
立
た
せ

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
内
部
も
、
階
段
手
す
り
、
腰
壁
の

羽
目
板
張
り
、
壁
の
漆
喰
塗
り
な
ど
に
意

匠
が
凝
ら
さ
れ
て
お
り
、
一
、
二
階
合
わ

せ
て
五
つ
ほ
ど
の
事
務
室
し
か
な
い
部
屋

割
と
は
好
対
照
を
見
せ
て
い
ま
す
。
た
だ

延
べ
面
積
が
百
六
十
四
坪
と
い
う
大
き
な

木
造
建
築
に
し
て
は
ガ
ラ
ス
窓
が
と
て
も

多
く
、
こ
れ
で
は
い
く
ら
日
高
地
方
と

い
っ
て
も
冬
が
大
変
だ
っ
た
の
で
は
と
想

振
興
局
と
五
つ
の
振
興
局
に
改
め
ら
れ
た

こ
と
で
す
。
石
狩
、
空
知
な
ど
従
来
の
名

称
と
所
管
地
域
は
、
網
走
支
庁
が
オ
ホ
ー

ツ
ク
総
合
振
興
局
と
な
っ
た
以
外
は
ほ
ぼ

同
じ
で
す
。

　
支
庁
制
度
が
始
ま
っ
た
の
は
明
治
五

年（
一
八
七
二
）。
札
幌
本
庁
の
ほ
か
に

函
館
、
根
室
、
宗
谷
、
浦
河
、
樺
太
の

五
支
庁
が
置
か
れ
ま
し
た
。
以
来
、
三

県
一
局
、

十
九
支
庁
時
代
な
ど
を
経

て
、

こ
の
ほ
ど
改
め
ら
れ
た
十
四
支

庁
に
な
る
の
が
明
治
四
十
三
年（
一
九

一
〇
）で
す
か
ら
、
実
に
百
年
ぶ
り
の

制
度
改
革
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
さ
て
、
明
治
三
十
年（
一
八
九
七
）十
月
、

郡
区
役
所
を
廃
止
し
て
新
た
に
十
九
支
庁

●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
」

左右対称ではない正面の造りは
予算不足だったからという説も
支庁長室の意外と簡素な室内には
あまり〝権威〟は感じられないが……

内外に意匠が凝らされている割には
広々、大らかだった時代の雰囲気がうかがえる
外観のパステルカラー採用もそれほど決断はいらなかったか
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園
芸
分
野
で
の
伝
統
様
式
の
一
つ
、
盆
栽

こ
れ
ま
で
は
年
配
者
の
楽
し
み
と
い
う
の
が
一
般
的
で
し
た
が

今
や
イ
ン
テ
リ
ア
・
ア
イ
テ
ム
と
し
て
の
注
目
度
が
ア
ッ
プ

ミ
ニ
サ
イ
ズ
の
人
気
が
静
か
に
広
が
っ
て
い
ま
す

　
心
や
す
ら
ぐ
和
の
趣
と
し
て
愛
好
者
も
多
い

盆
栽
。
道
内
で
は
数
軒
し
か
な
い
と
い
う
そ
の

ミ
ニ
盆
栽
専
門
店
を
、坂
野
正
明
さ
ん（
五
　
　
八

）が

引
き
継
い
だ
の
は
昨
年
の
こ
と
。
本
業
の
イ
ン

テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
傍
ら
、趣
味
の
盆
栽
歴

が
二
十
数
年
。
世
界
に
通
じ
る
日
本
の
文
化
と

い
う
確
信
か
ら
、「
行
く
行
く
は
イ
タ
リ
ア
あ
た

り
で
盆
栽
店
を
開
き
た
い
と
考
え
て
い
た
」（
坂

野
さ
ん
）と
は
、
も
は
や
趣
味
を
超
え
た
プ
ロ
。

育てる楽しみ、移動自由のインテリア・アイテム

Ｂ
Ｏ
Ｎ
Ｊ
Ｙ
Ｕ（
盆
樹
）

札
幌
市
北
区
北
二
十
三
条
西
九
丁
目
ニ
─
二
四

電
話（
〇
一
一
）七
一
六
─
一
五
一
四

イ
ン
テ
リ
ア
グ
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
プ

場
所
を
取
ら
ず
、持
ち
運
び
も
自
由
。
で
す
か
ら

グ
リ
ー
ン
イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
、
ま
た
オ
フ
ィ

ス
の
デ
ス
ク
の
オ
ア
シ
ス
と
し
て
、若
い
人
の
需

要
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
種
類
は
大
き
く
分
け
て
四
つ
。
一
つ
は

伝
統
的
な
常
緑

の
松
柏
類（
五
葉

松
や
真
柏
な
ど
）。

そ
し
て
桜
な
ど
の

花
物
、リ
ン
ゴ
や

柿
と
い
っ
た
実
物
、

モ
ミ
ジ
や
カ
エ
デ
、

ブ
ナ
な
ど
の
葉
物

で
す
。
こ
ち
ら
に

は
現
在
、育
成
中
の
も
の

も
含
め
る
と
一
千
点
以
上

あ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の

最
大
の
魅
力
は「
育
て
る

楽
し
み
」（
坂
野
さ
ん
）。
本

格
的
に
や
る
な
ら
そ
れ
な

り
の
約
束
ご
と
も
あ
り
ま

す
が
、伝
統
に
と
ら
わ
れ

ず
に
作
れ
る
と
こ
ろ
が
ミ

ニ
盆
栽
の
良
さ
。

　
購
入
す
る
と
き
の
ポ
イ

ン
ト
は
、自
分
の
第
一
印

象
を
大
事
に
す
る
こ
と
。

二
十
年
も
か
か
る
の
で
す
か
ら「
始
め
る
な
ら

若
い
う
ち
に
」と
坂
野
さ
ん
が
ア
ド
バ
イ
ス
。

　
そ
し
て
店

内
に
た
く
さ

ん
並
べ
ら
れ

て
い
る
の
は

盆
栽
用
の
鉢
。

小
さ
い
の
は

直
径
わ
ず
か

一
㌢
ほ
ど
で
す
が
、
こ
ち
ら
が
ま
た
切
り
の
な

い〝
鉢
合
わ
せ
〟の
魅

力
。
坂
野
さ
ん
に
よ

れ
ば
こ
れ
で
も
ま
だ

数
が
足
り
な
い
そ
う

で
す
か
ら
、ミ
ニ
宇

宙
の
奥
の
深
い
こ
と

で
す
。

　
盆
栽
の
屋
外
展
示

は
十
一
月
一
杯
ま
で
。

雪
の
あ
る
期
間
は
休

業
の
予
定
で
す
。「
お

好
き
な
方
は
何
度
で
も
足
を
運
ん
で
く
だ
さ

い
」と
は
奥
さ
ん
の
喜
久
子
さ
ん
。
花
木
に
詳

し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
は
、自
ら
の
写

真
で
き
れ
い
に
仕
上
げ
た
ブ
ロ
グ
で
も
わ
か
り

ま
す
。
ミ
ニ
盆
栽
教
室
や
山
野
草
の
寄
せ
植
え

教
室
を
随
時
開
催
。

連
休
な
ど
を
利
用

し
て
道
内
各
地
か

ら
の
来
訪
も
多
い

と
聞
き
ま
し
た
。

中
央
区
宮
の
森
か

ら
こ
ち
ら
へ
移
転

し
て
初
め
て
の
本

格
シ
ー
ズ
ン
で
す
。

　
坂
野
さ
ん
が
育

成
、販
売
を
手
が

け
る
の
は
す
べ
て

ミ
ニ
サ
イ
ズ
の
盆

栽
と
山
野
草
で
す
。

木
の
高
さ
は
せ
い
ぜ
い
一
〇
㌢
ほ
ど

し
か
な
く
て
も
、
そ
こ
に
閉
じ
込
め

ら
れ
た
時
間
に
、訴
え
か
け
て
く
る

も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
三
百
円

ほ
ど
か
ら
十
数
万
円
と
い
う
値
段
の

差
に
も
、
そ
の
時
間
の
長
さ
が
反
映

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
幹
が
太

く
な
り
、形
が
整
う
ま
で
に
十
年
も

真柏にハサミを入れる坂野さん

葉
物
の
代
表
、山
モ
ミ
ジ

マ
ツ
ボ
ッ
ク
リ
か
ら
芽
が

メ
イ
ン
は
や
は
り
五
葉
松
や
真
柏
。こ
れ
か
ら
好
み
に
仕
立
て
て
い
く
楽
し
み
が
待
っ
て
い
る

※撮影 /スタジオフェードイン

真柏。高さ約10cmでこの十分な存在感

デザイン事務所の１階が店舗に店内にはたくさんの鉢類を陳列

上：盆栽にできない木は
ないと思われるくらい
手前はグミがなっている
下：盆栽用の超ミニの
鉢のコレクションの一部
手前の500円硬貨と比較を

山モミジの下で
憩う人？

盆栽で遊んでみるのも

生け垣によく見られるイボタ
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札
幌
市
が
平
成
二
十
九
年
度
を
目
標
年

度
と
す
る「
ス
リ
ム
シ
テ
ィ
さ
っ
ぽ
ろ
計

画
」を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
は
同
二
十
年

三
月
。
全
市
挙
げ
て
の
ご
み
の
減
量
に
乗

り
出
し
た
の
で
す
。

　
明
治
初
頭
に
二
戸
、
七
人
の
人
口
？
　

で
ス
タ
ー
ト
し
た
札
幌
。
今
や
そ
の
数
は

百
九
十
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
人
が

集
ま
れ
ば
当
然
ご
み
の
量
も
増
加
。
平
成

二
十
一
年
の
全
市
一
日
一
人
あ
た
り
の
廃
棄

ご
み
量
は
四
九
一
㌘
。
ス
リ
ム
計
画
で
は

こ
れ
を
四
〇
〇
㌘
以
下
に
す
る
目
標
で
す
。

　
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
91『
ご
み
と
リ
サ
イ
ク

ル
』に
よ
り
ま
す
と
、
昭
和
九
年
度
の
同

札
幌
市
が
有
料
化
と
い
う
新
ご
み
ル
ー
ル
を
開
始
し
て
一
年

廃
棄
ご
み
は
昨
年
よ
り
四
〇
％
近
く
減
少
と
か

人
の
暮
ら
し
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
ご
み
の
問
題
で
す

こ
こ
へ
至
る
道
の
り
を
振
り
返
る
の
も
無
駄
で
は
あ
り
ま
せ
ん

ご
み
処
理

も
同
法
に
基
づ

く
規
定
が
定
め

ら
れ
、
ご
み
処

理
は
市
の
義
務

に
。
以
後
、
昭

和
二
十
代
終
わ

り
ま
で
大
き
な

改
正
は
行
わ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

排
出
量
は
七
五
〇
㌘
。
ま
た
同
三
十
六
年

に
は
九
〇
〇
㌘
を
超
え
て
い
た
そ
う
で
す

か
ら
、
そ
の
減
量
に
は
長
い
年
月
が
か
か

る
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
札
幌
市
の
ご
み

処
理
の
歩
み
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
振
り

返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
開
拓
使
が
札
幌
の
市
街
地
に
七
カ
所
の

ご
み
捨
て
場
所
を
指
定
し
た
の
は
明
治
五

年（
一
八
七
二
）の
こ
と
。
続
い
て
同
十
八

年
に「
札
幌
市
街
々
路
掃
除
方
法
」が
公
布
。

掃
除
請
負
人
な
る
役
人
？
　
が
登
場
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
明
治
三
十
三
年
、
わ
が

国
初
の
廃
棄
物
処
理
に
関
す
る
法
律「
汚
物

掃
除
法
」が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
札
幌
で

　
こ
の
間
に
発
生
し
た
新
た
な
問
題
は
、

生
活
の
洋
風
化
に
伴
っ
て
暖
房
方
法
も
変

わ
り
、
石
炭
の
灰（
ア
ク
）の
処
理
が
必
要

に
な
っ
た
こ
と
。
そ
の
灰
が
乾
燥
し
た
馬

糞
と
と
も
に
春
先
の
強
い
風
に
舞
い
、
市

民
生
活
の
悩
み
の
種
と
な
り
ま
し
た
。
今

で
は
懐
か
し
く
も
あ
る
馬
糞
風
。
原
因
は

戦
後
長
ら
く
、
ご
み
の
収
集
・
運
搬
に
馬

車
や
馬
そ
り
の
力
も
借
り
て
い
た
か
ら
で

す
。
馬
の
お
し
め
な
ら
ぬ〝
受
糞
装
置
〟が

義
務
化
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
二
十
九
年
に
新
し
い
清
掃
法
が
制

定
さ
れ
て
以
来
、
徐
々
に
今
日
の
体
制

に
整
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
オ
ル
ゴ
ー

ル
を
取
り
付
け
た
収
集
車
が
回
る
の
は
同

三
十
八
年
。
立
会
不
要
収
集
方
式
、
す

な
わ
ち
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
採
用
が
同

四
十
五
年
。
発
寒
清
掃
工
場
の
完
成
が
翌

年
で
す
。

　
以
後
は
ほ
ぼ
現
在
の
か
た
ち
に
。
市
民

の
ご
み
に
対
す
る
意
識
も
変
化
し
て
き
た

こ
と
は
、
廃
品
回
収
と
い
う
呼
称
が
資
源

回
収
、
リ
サ
イ
ク
ル
へ
と
変
わ
っ
て
き
た

こ
と
で
も
わ
か
り
ま
す
。

ごみ収集車の登場は1963年（昭38）
写真は65年（昭40）、中央区南１西７で

左／共同厨芥容器とは生ゴミ集めか（56年、北区で）
中／共同炭がら箱を製作中。石炭の燃えカス集め（57年）
下／時代も移ってこちらは資源回収風景（77年、東区で）
※上５枚の写真はいずれも札幌市文化資料室提供

子
供
会
で
町
内
の
廃
品
回
収
に
回
っ
た
こ
と
も
懐
か
し
い

そ
れ
も
リ
ヤ
カ
ー
で（
六
一
年
、西
区
琴
似
で
）

発寒清掃工場の完成は71年（昭46）
前年にゴミステーション方式が採用されている

※
参
考
文
献
／
「
ご
み
と
リ
サ
イ
ク
ル
」（
札
幌
文
庫
91
）



5

ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
名
前
の
川
で
す
が
、

地
名
辞
典
を
引
い
て
み
る
と
北
海
道
に
は
一
カ
所
。

「
札
幌
市
と
小
樽
市
を
流
れ
る
二
級
河
川
」
と
あ
り
ま
す
。

そ
う
で
す
、
源
流
か
ら
河
口
ま
で
ひ
た
す
ら
一
直
線
の

あ
の
川
で
す
。
源
流
？
　
は
て
、
ど
こ
で
し
た
っ
け
。

ら
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
―
―
札
幌
市

の
中
央
区
・
北
区
・
西
区
の
境
界
付
近
、

北
海
道
大
学
第
二
農
場
西
側
で
、
琴
似

川
と
、
桑
園
新
川
が
合
流
。
以
後
北
西

方
向
一
直
線
に
流
下
し
、
小
樽
市
銭
函

海
岸
で
石
狩
湾
に
注
ぐ
―
―
新
川
を
は

さ
ん
で
南
北
に
走
る
道
路
の
基
点
付
近
、

シ
ラ
カ
バ
樹
林
の
下
に
細
い
流
れ
を
見

つ
け
ま
し
た
。
川
っ
ぷ
ち
を
車
で
行
き

来
し
て
い
る
限
り
は
わ
か
ら
な
い
桑
園

似
川
が
合
流
。
日
本
海
へ
十
三

　
も
う
少
し
地
名
辞
典
か

の
麓
か
ら
流
れ
て
く
る
琴

荒
井
山
ス
キ
ー
場

す
。
こ
こ
へ

新
川
で

れ
す
る
だ
け
。
水
辺
に
下
る
こ
と
も
で

の
底
深
く
、
細
い
流
れ
が
見
え
隠

ド
リ
と
潅
木
に
覆
わ
れ
た
土
手

　
ま
ず
は
お
び
た
だ
し
い
イ
タ

う
で
す
。

風
情
を
求
め
る
の
は
無
理
な
よ

人
工
河
川
。
い
わ
ゆ
る
川
の

ら
、
あ
く
ま
で
も

の
緑
化
推
進
協
議
会
が
、
平
成
十
年
か

ら
三
年
か
け
て
右
岸
堤
防
七
・
五
㌔
に

七
百
五
十
五
本
を
植
え
ま
し
た
。
清
掃

活
動
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
通
じ
て
住
民

ふ
れ
あ
い
の
場
と
な
り
、
昨
年
度
、
道

の
地
域
貢
献
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
新
川
橋
た
も
と
に
建
つ
力
士

若
勇
の
碑
が
、
か
つ
て
は
畑
作
農
村
だ
っ

た
新
川
の
歴
史
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。

若
勇
は
本
名
を
前
谷
省
三
と
い
い
、
草

相
撲
の
大
関
を
張
っ
た
人
物
。
富
山
県

出
身
で
地
区
の
農
業
の
基
礎
を
作
り
ま

し
た
。

　
一
方
、
流
れ
は
西
区
八
軒
の
下
水
処

理
施
設
、
新
川
水
再
生
プ
ラ
ザ
あ
た
り

か
ら
川
ら
し
く
な
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま

だ
続
く
イ
タ
ド
リ
。
上
を
国
道
五
号
線

が
走
る
琴
似
新
橋
、
札
幌
市
消
防
学
校

の
あ
る
新
川
大
橋
、
さ
ら
に
前
出
の
二

つ
の
川
が
合
流
す
る
西
陵
橋
、
そ
し
て

天
狗
橋
―
―
。

　
よ
う
や
く
イ
タ
ド
リ
か
ら
開
放
さ
れ

る
の
は
手
稲
高
校
付
近
か
ら
で
し
ょ
う

か
。
土
手
も
整
備
さ
れ
、
散
策
路
が
作

ら
れ
、
釣
り
糸
を
垂
れ
る
人
も
い
ま
す
。

日
本
海
へ
一
直
線

完

至
る
と
こ
ろ
イ
タ
ド
リ
の

人
工
河
川
に
風
情
求
め
て
。

㌔
の
旅
で
す
。

　
と
い
っ
て
も
新
川
は
も
と
も
と
明
治

十
九
年（
一
八
八
六
）か
ら
、
人

の
手
で
開
削
さ
れ
た
運
河
を
兼

ね
た
排
水
溝
。
し
か
も
河
川

管
理
上
、
新
川
と
呼
ぶ
の
は
琴

似
川
と
琴
似
発
寒
川
の
合
流

点
か
ら
下
流
と
い
う
の
で
す
か

き
ま
せ
ん
。
こ
の
間
に
、
川
の
流
れ

は
見
え
ず
と
も
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
る

の
は
、
春
の
桜
並
木
で
し
ょ
う
。
地
区

そ
し
て
イ
タ
ド
リ
と
と
も
に
常
に
付
い

て
く
る
手
稲
山
を
、
大
き
く
西
側
に
望

む
こ
と
の
で
き
る
の
が
前
田
森
林
公
園

の
入
口
あ
た
り
。
園
内
の
全
長
六
百
㍍

の
運
河
は
、
両
側
の
ポ
プ
ラ
並
木
と
と

も
に
、
そ
の
頂
へ
向
け
て
壮
大
な
景
観

を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
先
が
、
程
な
く
小
樽
市
銭
函
を

横
切
っ
て
日
本
海
で
す
。
森
林
公
園
橋

か
ら
札
幌
市
方
向
を
振
り
返
る
と
、
駅

周
辺
の
高
層
ビ
ル
が
う
っ
す
ら
シ
ル

エ
ッ
ト
に
。
こ
の
川
の
一
途
な
直
線
を

再
確
認
。

新川上の橋（上）と西陵橋（下）で
このイタドリの旺盛な生命力が
両岸にどこまでも続いていく

地域住民の手による桜並木の造成
イタドリより先に季節到来を告げる

森
林
公
園
橋
の
下
を
流
れ
る
新
川

※
参
考
文
献
／
「
日
本
地
名
辞
典
・
北
海
道
」（
角
川
書
店
）「
札
幌
地
名
考
」（
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
１
）

新川地区の歴史を物語る
力士・若勇の碑
農業の基礎をつくった人

左（山側）から琴似発寒川が流れ込んで
ここから先が本当の新川（西陵橋付近）

前田森林公園の運河の眺望
正面が手稲山とは粋な設計だ

森林公園橋からズームで中心部を遠望。一直線の流れがわかる
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み
抜
き
、
抜ば

っ

染せ
ん

へ
と
移
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

工
程
に
専
門
職
が
い
る
分
業
が
一
般
的
で
す
が
、

太
田
さ
ん
は
こ
れ
を
一
人
で
や
っ
て
の
け
る
の

で
す
。
特
に
不
要
な
色
を
取
り
除
く
抜
染
は
、

ど
う
い
う
色
に
仕
上
げ
る
の
か
を
頭
に
描
い
て

の
作
業
で
す
か
ら
、
経
験
が
物
を
言
い
ま
す
。

　
仕
事
は
さ
ら
に
無
地
染
め
、
型
染
め
、
手
書

き
と
続
き
、
色
止
め
で
完
成
。
こ
こ
で
、
地
を

染
め
変
え
る
作
業
は
素
人
で
も
想
像
は
付
き
ま

太
田
利
盛
さ
　
　
ん

─
小
樽
市
・
結
城
屋
和
服
洗
染
工
場

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
修
行
を
続
け
ま
し
た
。

　
そ
し
て
二
十
五
歳
の
時
、
「
和
服
染

め
の
技
術
で
食
べ
て
い
け
る
」と
自
信

が
付
い
た
の
で
再
び
小
樽
へ
戻
り
、
こ

ち
ら
の
結
城
屋
和
服
洗
染
工
場
に
入
っ

た
の
で
す
。
当
時
出
入
り
し
て
い
た
呉

服
屋
さ
ん
か
ら
す
ぐ
に「
手
が
変
わ
り

ま
し
た
ね（
良
く
な
り
ま
し
た
ね
）」と

い
う
評
判
が
立
っ
た
も
の
で
し
た
。

　
染
め
替
え
の
注
文
を

受
け
て
か
ら
の
太
田
さ

ん
の
作
業
工
程
を
ざ
っ

と
教
え
て
も
ら
う
と
、

ま
ず
は
着
物
を
ほ
ど
い

て
の
洗
い
。
そ
し
て
し

長
で
表
現
す
る
も
の
。
小
樽
と
札
幌
の
水
の
硬

度
質
が
違
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
」。
本
業
の
ほ

か
に
経
産
省
の
人
材
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
講

　
ど
こ
の
お
宅
で
も
タ
ン
ス
に
何
枚
か
は

眠
っ
て
い
る
和
服
や
帯
。
恐
ら
く
は
ほ
と

ん
ど
の
人
が
、
だ
い
ぶ
以
前
に
作
っ
た
も

の
だ
か
ら
も
う
年
に
合
わ
な
い
、
着
ら
れ

な
い
と
あ
き
ら
め
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
紹
介
す
る

太
田
利
盛
さ
ん（
七
　
　
一

）の
手
に
か
か
る
と
、

和
服
の
再
生
加
工
を

一
人
で
こ
な
す

〝
マ
ル
チ
職
人
〟

結城屋和服洗染工場
小樽市花園4丁目20−12
TEL（0134）29−3668

師
を
務
め
た

り
、
主
婦
や

子
供
た
ち
に

教
え
た
り
。

ど
こ
ま
で
も

マ
ル
チ
な
太

田
さ
ん
で
す
。

駄
目
」（
太
田
さ
ん
）と
は
、
ま
さ

に
太
田
さ
ん
の
マ
ル
チ
職
人
た
る

ゆ
え
ん
で
す
。

　
余
談
な
が
ら
太
田
さ
ん
は
水
の

専
門
家
で
も
。
小
樽
で
は
出
る
色

が
札
幌
で
は
出
せ
な
い
―
―
札
幌

か
ら
染
色
を
学
び
に
き
て
い
る
学

生
の
悩
み
で
す
。
太
田
さ
ん
い
わ

く「
染
料
は
絵
の
具
で
は
な
く
、
波

す
が
、
必
ず
入
っ
て
い
る
模
様
の
色
は
ど
う
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。
果
た
し
て
こ
れ
も
太
田
さ

ん
の
手
書
き
で
し
た
。「
友
禅
が
出
来
な
い
と

開
け
て
み
る
と
そ
こ
に
あ
る
の
は
若
い
時
の
着

物
。
太
田
さ
ん
の
再
生
加
工
と
い
う
技
術
の
出

番
が
や
っ
て
き
た
の
で
し
た
。

だ
っ
た
」と
い

う
上
川
町
生
ま

れ
の
太
田
さ

ん
。
こ
の
道
を

選
ん
だ
の
は
必

然
だ
っ
た
の
か
、

高
校
を
出
て
旭

川
で
洗
濯
屋
奉

公
の
後
、
小
樽

こ
れ
が
年
齢
相
応
の
、
注
文
ど
お
り
の
色
に
仕

上
が
る
の
で
す
。

　「
母
親
は
亡
く
な
る
ま
で
和
服
で
通
し
た
人

の
染
物
屋
に
就
職
し
ま
し
た
。
し
か
し
持
ち
前

の
探
究
心
か
ら
や
が
て
本
州
へ
。
金
沢
や
京
都

で
、
身
分
を
隠
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
染
め
物
仕
事

　
二
代
目
を
継
い
で

か
ら
も
、
機
会
を
見

つ
け
て
は
全
国
を
見

聞
し
て
歩
き
ま
し
た

が
、
い
つ
し
か
世
の

中
は
洋
服
全
盛
。
風

向
き
が
変
わ
っ
て
き

た
の
が
不
況
に
な
っ

て
か
ら
で
す
。
業
種

に
よ
っ
て
は
和
服
が

必
要
に
な
り
、
女
性

も
そ
の
良
さ
を
見
直

し
。
で
も
タ
ン
ス
を

加
工
前

加
工
後

加
工
前

加
工
後

加工前 加工後

とても同じ帯とは思えない

帯
の
再
生
に
向
か
う
太
田
さ
ん

模
様
に
ま
で
筆
を
入
れ
ら
れ
る
の
は

若
い
時
に
友
禅
も
修
行
し
た
か
ら

配
色
は
抜
染
前
に
決
ま
っ
て
い
る

上２枚は黒留袖、下は帯の加工前と後
黒留袖は模様にも独自の意匠が加えられている
（加工前後の写真はいずれも太田さん提供）

太田さんの仕事場
分業が普通だが
一人でこなすので
さまざまな機器が
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親
交
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
宮
田
画
伯
か
ら
聞
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
話

な
か
で
も
筆
者
を
驚
か
せ
た
の
は
明
治
・
大
正
期
に
活
躍
し
た

大
物
画
家
や
彫
刻
家
た
ち
と
の
交
遊
。ま
ず
は
札
幌
中
学
時
代
の
話
か
ら

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

し
な
い
中
原
の
こ
と
が
心
配
で
「
英
語
や

国
語
も
や
ら
ん
と
お
前
、
ま
た
落
第
す
る

ぞ
」
と
忠
告
し
た
の
だ
け
れ
ど
彼
は
悠
然

た
る
も
の
。

　
そ
し
て
彼
の
二
度
目
の
落
第
が
決
定
的

に
な
っ
た
あ
る
日
、
中
学
を
中
退
し
本
格

的
に
絵
の
勉
強
を
す
べ
く
上
京
す
る
こ
と

を
聞
か
さ
れ
る
。
そ
の
日
「
か
す
み
会
」

の
九
十
郎
（
志
賀
九
十
郎
）
と
藤
村
操
先

輩
の
「
厳
頭
の
感
」
で
彼
を
送
る
こ
と
に
。

　
厳
頭
の
感
を
残
し
て
華
厳
の
滝
に
消
え

た
藤
村
操
さ
ん
が
、
宮
田
さ
ん
た
ち
に
与

え
た
影
響
は
も
の
す
ご
い
も
の
で
、
ク
ラ

ス
一
番
の
秀
才
永
田
も
絶
対
に
一
高
に
行

く
ん
だ
と
言
っ
て
い
た
ぐ
ら
い
。
そ
し
て

藤
村
さ
ん
が
札
中
の
先
輩
と
い
う
の
も
彼

ら
の
大
き
な
誇
り
だ
っ
た
。

　
豊
平
川
の
水
と
こ
し
え
に
碧
に
し
て
問

え
ど
も
答
え
ず
、
今
我
等
君
を
送
る
。
君

の
前
途
に
幸
あ
ら
ん
こ
と
を
―
―
。
北
大

を
め
ざ
す
小
野
、
慶
応
へ
行
く
中
村
、
一

高
東
大
の
永
田
、
そ
し
て
林
先
生
の
出
た

美
術
学
校
師
範
科
を
め
ざ
す
志
賀
。
彼
ら

に
先
駆
け
て
中
原
が
今
、
札
幌
を
出
て
ゆ

く
の
だ
。
大
い
な
る
悲
観
が
大
い
な
る
楽

観
に
一
致
す
る
世
界
を
求
め
て
。

〈
こ
の
項
続
く
〉

　
自
分
で
は
、
池
内
の
お
ば
さ
ん
よ
り
も

若
く
て
キ
レ
イ
と
思
っ
て
い
た
。

　
あ
る
日
、
お
父
さ
ん
が
写
真
の
道
具
一

式
を
買
い
こ
ん
で
来
た
。
当
時
だ
か
ら
ず

い
ぶ
ん
高
価
だ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、

然
問
題
に
し
て
お
ら
ず
、
ク
ラ
ス
で
は
下

手
の
横
好
き
と
さ
れ
て
い
る
有
様
。
ク
ラ

ス
で
は
宮
田
、
全
校
で
な
ら
二
年
上
の
大

塚
さ
ん
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
由
。

　
ヘ
タ
な
絵
ば
か
り
描
い
て
他
の
勉
強
を

※
１
／
い
ず
れ
も
明
治
か
ら
大
正
・
昭
和
に
か

け
て
活
躍
し
た
洋
画
家

※
２
／
同
じ
く
彫
刻
家

　
写
真
の
プ
リ
ン
ト
を
届
け
て
以
来
、
年

齢
は
ず
い
ぶ
ん
離
れ
て
い
た
の
だ
け
れ

ど
、
な
ぜ
か
気
が
合
い
、
宮
田
さ
ん
の
お

宅
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
行
く
よ
う
に
な
り
、

こ
の
付
き
合
い
は
、
宮
田
さ
ん
が
亡
く
な

る
ま
で
続
い
た
。
私
が
活
字
で
し
か
知
ら

な
い
世
界
を
、
宮
田
さ
ん
は
リ
ア
ル
タ
イ

ム
で
生
き
て
い
た
の
だ
か
ら
、
い
ろ
ん
な

話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。

　
黒※

１

田
清
輝
も
中※
１

村
不
折
も
、
満※
１

谷
国
四

郎
も
石※

１

川
寅
次
も
、
新※
２

海
竹
太
郎
も
荻※
２

原

守
衛
も
、
宮
田
さ
ん
は
じ
か
に
会
っ
て
話

を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
中※

１

村
彝つ
ね

や
中
原

悌
二
郎
、
長
沼
チ
エ
子
と
は
、
夜
を
徹
し

て
語
り
合
っ
た
と
い
う
。

―
　
―
　
―

　
宮
田
さ
ん
の
お
父
さ
ん
は
津
軽
藩
の
勘

定
方
の
家
に
生
ま
れ
た
元
士
族
で
、
明
治

維
新
で
没
落
し
北
海
道
で
一
旗
揚
げ
る
べ

く
、
奥
さ
ん
と
宮
田
さ
ん
を
奥
さ
ん
の
実

家
に
あ
ず
け
て
津
軽
海
峡
を
渡
り
、
運
送

業
で
大
成
功
。
妻
子
を
札
幌
に
呼
ぶ
か
と

思
い
き
や
、
俺
に
は
好
き
な
女
が
で
き
て

今
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
。
二
人
の
間
に

子
供
は
い
な
い
の
で
、
息
子
だ
け
渡
し
て

く
れ
と
い
う
ヒ
ド
イ
話
。

　
今
な
ら
「
と
ん
で
も
な
い
、
そ
ん
な
話

は
聞
け
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
だ
が
、
時

代
は
明
治
。
実
家
と
は
い
え
弟
が
跡
を
継

い
で
肩
身
は
狭
い
。息
子
の
将
来
を
考
え
、

泣
く
泣
く
宮
田
さ
ん
を
夫
の
元
に
送
り
出

し
た
と
い
う
。
継
母
に
な
る
の
で
い
じ
め

ら
れ
な
い
か
と
そ
れ
だ
け
を
心
配
し
て
。

　
新
し
い
お
母
さ
ん
に
初
め
て
会
っ
た
印

象
は
…
…
…
。

　
世
の
中
に
こ
ん
な
キ
レ
イ
な
人
が
い
る

ん
だ
！

　
町
内
で
は
、
金
物
屋
の
池
内
さ
ん
の
奥

さ
ん
と
ど
っ
ち
が
美
人
だ
ろ
う
と
噂
に

な
っ
て
い
た
く
ら
い
だ
っ
た
と
か
。
し
か

も
、
と
て
も
や
さ
し
い
人
で
、
宮
田
さ
ん

は
一
回
も
叱
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
上
、
宮
田
さ
ん
は
津
軽
弁
で
な
ま
っ

て
い
る
の
で
、
他
の
子
供
に
か
ら
か
わ
れ

る
と
か
わ
い
そ
う
と
一
生
懸
命
に
な
ま
り

を
直
し
て
く
れ
た
と
か
。

　
子
供
と
い
う
の
は
現
金
だ
か
ら
、
い
つ

し
か
津
軽
の
お
母
さ
ん
よ
り
も
こ
の
札
幌

の
お
母
さ
ん
に
す
っ
か
り
な
つ
い
て
し

ま
っ
た
。
ど
こ
に
行
く
の
も
一
緒
で
、
銭

湯
も
二
人
で
女
湯
で
、
洗
い
髪
姿
の
母
を

道
行
く
人
が
振
り
返
る
の
で
、
子
供
心
に

誇
ら
し
か
っ
た
由
。

お
父
さ
ん
は
結
局
モ
ノ

に
で
き
ず
投
げ
出
し
て

し
ま
う
。
そ
れ
を
そ
ば

で
見
て
い
た
宮
田
さ
ん

は
、
読
め
な
い
字
は
お

母
さ
ん
に
教
え
て
も
ら

い
、
小
学
生
で
完
全
に

マ
ス
タ
ー
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
。
モ
デ
ル
は

も
ち
ろ
ん
キ
レ
イ
な
お

母
さ
ん
。

　
毎
日
一
緒
に
銭
湯
に

入
っ
て
い
た
の
で
、
お

母
さ
ん
に
も
抵
抗
は
全

く
な
か
っ
た
み
た
い
で
、
ア
ル
バ
ム
が
お

母
さ
ん
の
写
真
で
埋
ま
っ
て
い
っ
た
と
い

う
。
ス
ポ
ン
サ
ー
が
お
父
さ
ん
、
モ
デ
ル

が
お
母
さ
ん
、
カ
メ
ラ
マ
ン
が
息
子
の
宮

田
さ
ん
。
こ
ん
な
世
界
が
明
治
の
札
幌
に

が
お
り
、
お
互
い
絵
が

好
き
だ
か
ら
す
ぐ
に
親

し
く
な
っ
た
。
で
も
絵

に
か
け
る
情
熱
は
自
分

の
比
で
は
な
く
、
休
み

時
間
も
放
課
後
も
ス

ケ
ッ
チ
を
し
て
い
る
状

態
。

　
で
も
中
原
の
絵
は
林

さ
ん
か
ら
ほ
め
ら
れ
る

こ
と
も
、
教
室
に
貼
り

出
さ
れ
る
こ
と
も
な

か
っ
た
と
い
う
。「
か

す
み
会
」
の
仲
間
も
全

あ
っ
た
な
ん
て
奇
跡
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
。

　
小
学
校
を
卒
業
し
、
中
学
に
入
学
。
当

時
札
幌
に
は
中
学
は
こ
の
札
幌
中
学
一
校

の
み
。
図
画
の
教
師
が
ヤ
ギ
と
い
う
あ
だ

名
の
林
竹
次
郎
で
、
こ
の
先
生
に
水
彩
を

ほ
め
ら
れ
、
作
品
を
教
室
に
貼
り
出
さ
れ

た
の
が
き
っ
か
け
で
絵
が
好
き
に
な
り

「
か
す
み
会
」
に
参
加
。
将
来
は
画
家
も

い
い
な
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
か
。
同

じ
ク
ラ
ス
に
中
原
（
悌
二
郎
）
と
い
う
の

宮
田
画
伯
が
撮
影
し
た
札
幌
市
時
計
台（
年
代
不
詳
）
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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
。

　
都
市
、
街
と
い
う
も
の
も
人
と
同
じ
よ
う
に
成

長
し
、
ま
た
年
を
取
っ
て
い
く
こ
と
は
分
か
っ
て

い
て
も
、
見
慣
れ
て
し
ま
う
と
そ
の
変
化
に
は
気

の
付
き
に
く
い
も
の
で
す
。
札
幌
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ

ン
と
し
て
成
長
し
て
き
た
北
広
島
市
の
玄
関
口
、

Ｊ
Ｒ
北
広
島
駅
。
道
営
北
広
島
団
地
の
造
成
着
工

　
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
。

駅 前 広 場・東 西

が
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
で
、
メ
イ
ン
の

西
口
に
太
陽
時
計
が
建
て
ら
れ
た
の
が
同
五
十
五

年
。
そ
の
後
、
高
架
駅
と
な
り
、
周
辺
に
分
譲
マ

ン
シ
ョ
ン
が
建
ち
、
広
場
が
整
備
さ
れ
と
時
を
経

て
、
今
や
東
口
の
ス
マ
ー
ト
な
こ
と
。
駅
前
の
時

計
一
つ
に
も
、
時
代
の
変
遷
が
表
れ
て
い
ま
す
。

デザイン・イラスト／伊藤公修

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

　長年、一つのことに取り組んでい
ると、時どきの作品にその当時の
さまざまな状況が反映されるもの。
五七五のたった十七文字といえども

同じです。まして平成３年から 21
年までの18 年間に詠んだ 392 句を
１冊にまとめたものであれば、来し方
にも感慨がひとしおのはずです。
　作者は昭和 19 年生まれの主婦。
39 歳のときに公民館の俳句講座に
参加したのが句作の始め。本のタイ
トルにもなった「父の咳天眼鏡をは
み出せり」の一句にみられるような、
少し人とは異なった視点からの作品
が特徴のようです。
　お名前はかねがね桃の蜜を拭き
　石鹸に師走つるりと逃げにけり
　六月に包み込まれている目玉
　あめんぼう朝の体操もう済んで
　など、序を寄せた主宰によると「最
短詩型の中に日常感覚を豊かに弾
ませている」ということになります。
一見、自由律俳句のような趣もこの
あたりから出てくるのでしょう。
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