
　
坂
の
町
で
何
が
大
変
と
い
っ
て
、
冬
の
雪
道
の
行
き
来
に
は
往
生
し
ま
す
。
ま
し

て
除
雪
体
制
も
不
十
分
で
ロ
ー
ド
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
な
い
時
代
の
こ
と
、
重
い
荷

を
運
搬
す
る
馬
そ
り
に
は
、
い
さ
さ
か
悲
哀
を
伴
う
思
い
出
も
あ
り
ま
す
。
疲
れ
て

動
こ
う
と
し
な
い
馬
、
ム
チ
を
振
る
う
親
方
─
─
人
馬
の
呼
吸
が
ま
る
で
合
わ
な
い

の
が
坂
道
で
し
た
。よ
う
や
く
意
を
決
し
て
白
い
息
を
吐
き
な
が
ら
歩
み
だ
す
馬
に
、

町
の
人
は
や
さ
し
い
視
線
を
送
り
ま
し
た
。
昭
和
三
十
年
代
の
後
半
に
は
も
う
馬
そ

り
は
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
馬
ふ
ん
風
と
い
う
言
葉
が
最
近
ま
で
残
っ
て
い

ま
し
た
。
雪
が
解
け
て
風
に
舞
う
馬
の
落
し
物
が
、
春
到
来
を
告
げ
て
く
れ
た
の
で
す
。

発
行

：
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）
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編
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道
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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
武
岡
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店
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─
─
２
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／
ボ
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房
─
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３

・
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を
行
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／
勝
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─
─
─
４

・
来
た
道
・
行
く
道
／
河
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太
鼓
工
所
─
─
─
５

・
あ
る
ば
む
レ
ト
ロ
ポ
リ
ス
／
手
稲
駅
─
─
─
６

・
道
具
で
道
草
30
年
─
─
─
７

・
時
計
の
あ
る
風
景
─
─
─
８
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そ
れ
こ
そ
全
国
津
々
浦
々
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ

昔
流
に
い
え
ば
よ
ろ
ず
屋
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か

数
は
少
な
く
交
通
の
要
衝
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら

開
拓
時
代
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
重
宝
さ
れ
ま
し
た

日
高
地
方
の
そ
の
よ
ろ
ず
屋
の
面
影
を
た
ず
ね
ま
し
た

　
近
年
の
市
町
村
合
併
で
な
じ
み
の
町
名

が
消
え
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
今
回
紹
介
す
る
旧
武
岡
商
店

が
店
を
開
い
て
い
た
の
は
日
高
地
方
の
静

内
町
で
す
が
、
現
在
は
隣
の
三
石
町
と
合

影
響
が
及
ん
で
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

住
居
部
玄
関
の
円
弧
状
の
破
風
、
そ
の
ひ

さ
し
を
支
え
る
鉄
棒
、
あ
る
い
は
右
手
の

よ
ろ
い
戸
付
き
の
開
き
窓
な
ど
は
、
従
来

の
和
風
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
。

　
武
岡
商
店
は
そ
の
後
、
店
内
に
郵
便
局

も
開
設
し
て
い
ま
す
か
ら
、
ま
さ
に
こ
の

地
方
の
よ
ろ
ず
屋
と
し
て
の
役
割
が
大
き

く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

居
室
も
七
部
屋
あ
る

日
高
路
の
よ
ろ
ず
屋
。

旧
武
岡
商
店 

─
─
明
治
三
十
一
年（
一
八
九
八
）建
築

年（
一
八
七
一
）に
来
道
し
た
一
行
、
百
三

十
七
戸
五
百
四
十
六
人
の
う
ち
の
一
人
で
、

当
時
十
六
歳
で
し
た
。

　
清
吉
は
二
十
七
歳
か

ら
米
穀
や
雑
貨
、
荒
物

な
ど
を
扱
っ
て
い
ま
し

た
が
、
太
平
洋
に
面
し

た
土
地
柄
、
明
治
も
後

半
に
な
る
と
海
路
に
よ

る
物
資
輸
送
が
増
え
、

町
に
も
豊
富
な
商
品
が

出
回
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
店
舗
兼
住

宅
の
大
き
な
建
物
は
、

そ
ん
な
時
代
の
明
治
三
十
一
年（
一
八
九

八
）に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
木
造
平
屋
で
建
築
面
積
が
二
四
二
平
方

㍍（
七
三
坪
）も
あ
る
の
で
す
か
ら
、
店
舗

を
囲
む
よ
う
に
右
手
の
表
座
敷
に
始
ま
っ

て
中
座
敷
、
奥
座
敷
、
居
間
、
和
室
、
仏

間
、
女
中
部
屋
と
、
居
室
が
七
部
屋
も
あ

り
ま
す
。

　
い
か
に
も
お
金
を
か
け
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
が
、
中
で
も
炉
を
切
っ
て
あ

る
居
間
の
造
り
に
は
目
を
み
は
り
ま
す
。

天
井
に
縦
横
に
組
ま
れ
た
地
元
産
の
カ
ツ

ラ
や
エ
ン
ジ
ュ
の
太
い
こ
と
。
当
時
は
こ

ん
な
木
が
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
れ
だ

か
ら
こ
そ
百
年
以
上
も
持
つ
と
い
う
こ
と

を
教
え
ら
れ
ま
す
。

　
外
か
ら
見
る
限
り
で
は
入
母
屋
柾
屋
根

の
シ
ン
プ
ル
な
構
え
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

細
部
に
は
こ
の
地
方
に
ま
で
洋
風
建
築
の

併
し
て
新
ひ
だ
か
町
と
町
名
を
変
え
て
い

ま
す
。

　
こ
と
さ
ら
旧
町
名
に

こ
だ
わ
る
の
は
、
維
新

に
伴
う
旧
徳
島
藩
の
お

家
騒
動
か
ら
移
住
し
た

同
藩
の
稲
田
邦
植
家
中

が
、
静
内
町
の
礎
を
築

い
た
か
ら
で
す
。
船
山

馨
の
長
編
小
説「
お
登

勢
」を
読
ん
だ
方
は
そ

の
経
緯
を
ご
存
じ
の
は

ず
。
吉
永
小
百
合
主
演

の
映
画「
北
の
零
年
」も

同
様
の
素
材
を
基
に
し
て
い
ま
す
。

　
武
岡
商
店
の
あ
る
じ
、
武
岡
清
吉
は

そ
の
稲
田
家
の
家
臣
の
息
子
。
明
治
四

●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　

入母屋柾屋根のシンプルで大きな構え
正面の半分以上が店舗の間口
右側に住居部分の玄関がある

炉を切ってある広い板敷の居間は、女中も含めて大人数が生活していたことを
物語っている。天井の太い梁も普通の民家ではなかなか見られない

座敷に帳場、棚には生活必需品。いかにも商家の雰囲気
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街
の
基
幹
産
業
を
も
っ
と
身
近
な
も
の
に

そ
し
て
見
る
だ
け
の
観
光
か
ら
体
験
す
る
観
光
へ

ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
が
合
体
し
た
人
形
を

見
た
り
作
っ
た
り
す
る
室
蘭
市
の
工
房
を
た
ず
ね
ま
し
た

　
昨
年
十
一
月
と
十
二
月
の
二
回
に
わ
た
っ

て
、
札
幌
か
ら「
も
の
づ
く
り
体
験
観
光
モ
ニ

タ
ー
ツ
ア
ー
」の
一
行
が
室
蘭
市
を
訪
れ
ま
し

た
。
メ
イ
ン
は
ボ
ル
タ
工
房
で
の
ボ
ル
タ
制
作
。

親
子
連
れ
か
ら
お
年
寄
り
夫
婦
ま
で
幅
広
い
年

齢
層
の
人
が
、
い
ま
売
り
出
し
中
の
こ
の
ボ
ル

ト
人
形
づ
く
り
に
興
味
津
々
の
よ
う
で
、
抽
選

で
選
ば
れ
た
各
四
十
人
が
慣
れ
な
い
手
つ
き
で

挑
戦
し
ま
し
た
。

　
ボ
ル
タ
と
は
、
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
を
ハ
ン
ダ

付
け
し
て
組
み
立
て
た
人
形
の
こ
と
。
そ
も
そ

も
は
、
街
の
基
幹
産
業
な
が
ら
重
厚
長
大
と
い

100ポーズを販売中、楽しく制作体験も

ボ
ル
タ
工
房

室
蘭
市
輪
西
町
一
丁
目
三
二
─
六

電
話（
〇
一
四
三
）四
七
─
八
二
三
三

て
つ
の
ま
ち
ぷ
ろ
じ
ぇ
く
と

う
イ
メ
ー
ジ
が
付

い
て
回
る
鉄
を
、

も
っ
と
身
近
な

も
の
に
し
よ
う

と
立
ち
上
が
っ
た

グ
ル
ー
プ「
て
つ
の
ま
ち
ぷ
ろ
じ
ぇ
く
と
」（
通

称
・
テ
ツ
プ
ロ
）の
活
動
に
始
ま
り
ま
す
。
恒

例
と
な
っ
た
ア
イ
ア
ン
フ
ェ
ス
タ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
、
小
型
の
鉄
の
人
形
の
溶

接
体
験
を
行
っ
た
こ
と
が
ボ
ル

外
か
ら
注
目
の
的
に
。
翌
年
、
制

作
・
販
売
の
拠
点
と
し
て
ボ
ル

タ
工
房
を
開
設
。
現
在
、
十
二
人

の
ス
タ
ッ
フ
が
制
作
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
。

　
ボ
ル
タ
の
大
き
さ
は
高
さ
五
㌢

平
均
。
机
の
上
に
置
い
て
場
所
を

取
り
ま
せ
ん
し
、
お
土
産
や
プ
レ

で
大
ブ
レ
ー
ク
。
マ
ス
コ
ミ
に
も
数
多
く
取
り

上
げ
ら
れ
、
街
づ
く
り
の
お
手
本
と
し
て
道
内

　
二
〇
〇
五
年
十
二
月
の
デ
ビ
ュ
ー

タ
の
展
開
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

テ
ィ
も
登
場
し
ま
し
た
。

　
販
売
店
は
室
蘭
市
内
の
ほ
か
札
幌
市
内
な
ど

に
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
へ
来
れ
ば
全
員
が
勢

揃
い
。
ま
た
ガ
ラ
ス
越
し
に
制
作
風
景
も
見
ら

れ
ま
す
し
、
既
定
の
モ
デ
ル
を
自
分
で
作
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
札
幌
か
ら
体
験
ツ
ア
ー
に
参

ゼ
ン
ト
に
も

最
適
で
す
。

何
よ
り
楽
器

を
演
奏
し
た

り
、
ス
ポ
ー

ツ
し
た
り
と

い
う
ポ
ー
ズ

が
ユ
ー
モ
ラ

ス
で
、
す
で

に
百
種
類
が

完
成
。
女
の

子
版
の
ナ
ッ

加
し
た
人
は
、

「
丁
寧
に
教

え
て
く
れ
て

と
て
も
面
白

か
っ
た
」と

口
を
そ
ろ
え
て
い
ま
し
た
。

　
室
蘭
の
観
光
と
い
え
ば
売
り
出

し
中
な
の
が
夜
景
。
そ
し
て
話

題
の
三
大
グ
ル
メ
に
室
蘭
焼
き

鳥
、
カ
レ
ー
ラ
ー
メ
ン
、
ク
ロ
ソ

イ
。
こ
こ
に
も
う
一
つ
、
ボ
ル
タ

工
房
を
加
え
て
み
て
下
さ
い
。
ボ

ル
タ
の
値
段
は
、
一
個
六
百
円
か

ら（
室
蘭
市
内
）。
制
作
体
験
は
一
人
二
千
百
円

（
小
学
四
年
生
以
上
）。
詳
し
く
は
ボ
ル
タ
工
房

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
を
。

上
＝
花
を
育
て
る
ボ
ル
タ

左
上
＝
ベ
ー
ス
に
う
っ
と
り
の

ボ
ル
タ

ど
こ
か
人
間
味
も
─
─

み
ん
な
初
め
て
の
制
作
体
験
だ
け
ど

ス
タ
ッ
フ
の
説
明
を
聞
く
の
も
楽
し
い

音
楽
隊
の
行
進
？
　
い
え
、楽
器
を
演
奏
す
る
ボ
ル
タ
が
集
合
し
て
い
ま
す
！

わ
が
輩
は
─
─
ま
だ
名
が
な
い
!?

お
気
に
入
り
の
ボ
ル
タ
を
探
し
な
が
ら

ゆ
っ
く
り
歩
い
て
回
れ
る
展
示
ス
ペ
ー
ス

普
段
は
左
手
の
ガ
ラ
ス
越
し
に
ボ
ル
タ
制
作
の
様
子
が
見
ら
れ
る

No.１から始まるさまざまなボルタ

ラジオペンチでプラスネジを曲げる
ハンダゴテもそれほど難しくはない
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勝
納
川
っ
て
ど
こ
を
流
れ
て
い
る
の
？

地
元
の
人
で
な
い
限
り
す
ぐ
に
言
え
る
人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。

フ
ェ
リ
ー
の
発
着
す
る
勝
納
埠
頭
の
あ
る
小
樽
市
で
す
。

橋
上
を
鉄
道
や
国
道
が
走
る
の
に
目
立
た
な
い
川
で
す
が
、

同
市
の
発
展
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
す
が
、
ゴ
ム

や
醸
造
と
い
っ

た
製
造
業
も
古

い
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば

ミ
ツ
ウ
マ
ゴ
ム

や
第
一
ゴ
ム
は
、

広
く
道
産
子
に

は
長
ぐ
つ
で
お

な
じ
み
で
し
ょ

近
く
の
信
香
町
に
か
け
て
は「
小

　
小
樽
市
を
代
表
す
る
産

業
と
い
え
ば
観
光
が
真
っ
先
に
浮
か
び

中
流
部
。
こ
こ
か
ら
河
口

置
く
の
は
勝
納
川

社
が
本
社
を

う
。
両

外
は
あ
ま
り
関
心
も
払
い
ま
せ
ん
。

れ
で
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
市
民
以

て
も
、
川
幅
が
狭
く
目
立
っ
た
流

出
ま
す
。
小
樽
市
街
地
に
至
っ

本
海
・
小
樽
港
へ
と
流
れ

一
〇
・
五
㌔
を
下
っ
て
日

り
の
山
麓
。
そ
こ
か
ら

界
を
接
す
る
辺

販
売
中
。
ミ
ネ
ラ
ル
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く

含
ま
れ
て
い
て
お
い
し
い
と
好
評
で
す
。

ま
た
先
の
北
の
誉
や
信
香
町
の
田
中
酒

造
亀
甲
蔵
で
は
、
酒
づ
く
り
に
そ
の
伏

流
水
を
使
っ
て
長
い
伝
統
を
誇
っ
て
い

ま
す
。

　
お
そ
ら
く
南
樽
市
場
の
賑
わ
い
も
ま

　
そ
の
良

質
と
い
う

点
で
は
、

小
樽
市
水

道
局
が

ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
入
り

の「
小
樽

の
水
」
を

　
前
述
の
工

業
団
地
が
形

成
さ
れ
た
要

因
の
一
つ
は
、

同
川
の
良
質

た
勝
納
川
の

水
と
無
縁
で

は
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

同
市
場
か
ら

で
豊
富
な
水
。「
ゴ
ム
や
硝
子
産
業
に

お
い
て
は
冷
却
水
と
し
て
。
水
産
業
に

お
い
て
は
洗
浄
水
と
し
て
。
菓
子
産
業

な
ど
の
食
品
に
関
し
て
は
商
品
用
と
し

て
」（
関
学
社
会
学
部
・
島
村
恭
則
ゼ

ミ
Ｈ
Ｐ
）利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

南
樽
市
場
そ
ば
を
流
れ
て
海
へ

街
を
う
る
お
す「
小
樽
の
水
」、

ゴ
ム
や
酒
造
り
も
こ
こ
か
ら
。

樽
市
東
部
の
重
要
な
工
業
地
域
」（
角
川

日
本
地
名
大
辞
典
）で
、
銭
函

の
工
業
団
地
に
集
積
が
進
む
ま

で
は
ゴ
ム
、
木
材
、
金
属
加
工
、

食
品
、
醸
造
関
係
の
中
小
企
業

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

　
勝
納
川
の
水
源
は
、
小
樽
市

が
余
市
町
・
赤
井
川
村
と
境

　
ど
こ
を
流
れ
て
い
る
の
か
説
明
す
る

の
に
分
か
り
や
す
い
の
は
、
南
樽
市
場

の
そ
ば
を
流
れ
て
い
る
川
と
い
え
ば
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
左
党
な
ら
北
の
誉
酒

造
の
酒
造
り
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
あ
る
と

こ
ろ
。
さ
ら
に
上
流
の
奥
沢
水
源
地
に

は
行
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

さ
ら
に
下
っ
て
大
小
の
船
が
係
留
さ
れ

た
河
口
に
た
ど
り
着
く
と
、
そ
こ
で
目

撃
し
た
の
は
た
く
さ
ん
の
サ
ケ
の
群
れ
。

街
の
真
ん
中
を
流
れ
る
こ
ん
な
小
さ
な

川
に
も
、
人
を
動
か
し
、
自
然
を
呼
び

寄
せ
る
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
明

で
す
。

（
か
つ
な
い
）

上流部、赤井川国道と交差する
恩根内橋の風情ある眺め

ミツウマ（上）と第一ゴムの本社
東部工業地帯の中心企業

北の誉酒造の酒ミュージアム
勝納川沿いにある
大きな醸造樽が目印市街地を抜ける流れは浅く急で丸い石が多い

小
樽
臨
港
線（
右
手
）の
下
を
く
ぐ
っ
て
日
本
海（
手
前
）へ

小
樽
市
水
道
局
が
販
売
し
て
い
る

「
小
樽
の
水
」が
人
気

小樽市民の台所として賑わう南樽市場
５号線がクロスする高砂橋から

信香町にある田中酒造亀甲蔵
併設の井戸から仕込水を自由に取水できる
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た
革
を
胴
の
両
面
に
張
り
、
鋲
び
ょ
う

で

留
め
て
完
成
で
す
。
こ
の
革
張
り

が
ま
た
大
仕
事
。
や
ぐ
ら
状
に
組

ん
だ
木
の
台
に
綱
で
引
っ
張
っ
て

固
定
し
、
少
し
ず
つ
締
め
上
げ
て

い
き
ま
す
が
、
こ
こ
で
ま
た
河
原

さ
ん
の
職
人
仕
事
の
本
領
で
す
。

「
ジ
ャ
ッ
キ
を
使
う
と
こ
ろ
が
ほ

と
ん
ど
で
す
が
、
う
ち
は
ク
サ
ビ

河
原
敏
治
さ
　
　
ん

─
岩
見
沢
市
・
河
原
太
鼓
工
所

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
。

要
で
す
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
木
の
特
性
が
太
鼓
の

音
に
関
係
し
て
き
ま
す
。

　
胴
作
り
の
第
二
段
階
は
、
曲
面
カ
ン
ナ
で
外

と
内
を
丁
寧
に
削
っ
て
い
く
こ
と
。
独
特
の
丸

み
が
こ
こ
で
生
ま
れ
ま
す
。
外
か
ら
は
見
え
な

い
内
部
も「
歌
の
う
ま
い
人
は
口
の
中
が
大
き

り
ぬ
い
て
あ
る
も
の
で
、

素
材
は
ケ
ヤ
キ
や
セ
ン
、

タ
モ
な
ど
。
太
鼓
に
す

る
に
は
直
径
が
少
な
く

と
も
六
、
七
十
㌢
は
必

湿
気
に
強
く
、
強
じ
ん

で
遠
鳴
り
す
る
、
河
原

太
鼓
の
音
の
秘
密
が
こ

こ
に
あ
る
の
で
す
。

　
円
形
に

切
り
取
っ

に
仕
上
が
る
の
で
す
。

　
太
鼓
の
両
面
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
数
台
一
緒
に
叩
い

て
も
同
じ
音
に
な
る
長
年
の

経
験
と
勘
は
、
「
親
の
仇
を

討
つ
よ
う
に
い
く
ら
力
を
入

れ
て
叩
い
て
も
、
感
動
を
与

え
る
音
に
は
な
ら
な
い
」と
、

音
色
を
聞
き
分
け
る
耳
も
確

か
で
す
。
今
度
太
鼓
を
聞
く
時
に
は
、
じ
っ
と

耳
を
澄
ま
せ
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
祭
り
ば
や
し
や
郷
土
芸
能
な
ど
で
何
気
な
く

聞
い
て
い
る
太
鼓
。
一
体
ど
こ
で
作
ら
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

岩
見
沢
市
で
三
代
に
わ
た
っ

て
和
太
鼓
を
製
造
し
て
い
る

河
原
敏
治
さ
ん（
六
三

）の
話

か
ら
は
、
「
本
物
し
か
作
ら

な
い
」と
い
う
職
人
魂
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。

　
今
年
で
創
業
九
十
三
年
と

い
う
河
原
太
鼓
工
所
。
胴
作

り
、
革
作
り
、
そ
し
て
革
張

り
の
工
程
を
自
家
で
一
貫
し
て
行
っ
て
お
り
、

こ
こ
の
太
鼓
で
な
く
て
は
と
い
う
フ
ァ
ン
が
全

道
各
地
に
い
ま
す
。

　
ま
ず
胴
作
り
か
ら
話
を
聞
き
ま
す
と
、
本
州

か
ら
仕
入
れ
た
粗あ

ら
ど
う胴

と
呼
ば
れ
る
生
の
木
を
、

五
年
か
ら
十
年
以
上
か
け
て
自
然
乾
燥
さ
せ
ま

和
太
鼓
作
り
三
代
、

職
人
魂
を
込
め
て

遠
鳴
り
す
る
音
色
を
。

河原太鼓工所
岩見沢市元町1条西1丁目
TEL（0126）22-0927

で
音
が
変
わ
っ
て
い
く
の
を
確
認
し
な
が
ら
締

め
て
い
き
ま
す
」（
河
原
さ
ん
）。
ジ
ャ
ッ
キ
で

締
め
た
太
鼓
は
ど
こ
を
叩
い
て
も
同
じ
音
。
河

原
太
鼓
は
外
縁
部
が
高
く
、
中
心
部
が
低
い
音

ぞ
れ
二
、
三

㍍
ほ
ど
も
あ

る
そ
れ
を
、

塩
抜
き
し
て

か
ら
毛
を
抜

い
て
い
き
ま

す
。
毛
抜
き

の
作
業
を
や

り
や
す
く
す

る
た
め
に
、

大
方
は
石
灰
水
に
浸
す
の
だ
そ
う
で
す
が
、
こ

れ
だ
と
革
が
白
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
ち

ら
で
は
二
代
目
、
敏
治
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
考

え
た
門
外
不
出
の
製
法
で
、
革
が
あ
め
色
に
。

す
。
太
鼓
の
長

さ
に
合
わ
せ
て

切
断
し
中
を
く

い
よ
う
に
」（
河
原
さ

ん
）、
同
じ
厚
み
に

滑
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
音
が
外
へ
響
き
ま

せ
ん
。

　
次
に
革
で
す
が
、

何
の
革
を
ど
う
や
っ

て
作
る
の
か
。
こ
れ

が
ま
た
一
般
の
人
に

は
思
い
も
よ
ら
な
い

ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
原

皮
。
塩
漬
け
に
し
た

も
の
を
仕
入
れ
て
加

工
す
る
の
で
す
。

　
一
頭
の
牛
を
腹
か

ら
開
い
た
縦
横
そ
れ

独自の製法による革、大小さまざまな道具─
そのすべてを使って魂のこもった太鼓を作る

※上の太鼓の写真は河原さん提供

Ｊ
Ｒ
岩
見
沢
駅
の
す
ぐ
北
側
に
あ
る
作
業
場
兼
倉
庫

い
つ
で
も
注
文
に
応
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
胴
が
待
っ
て
い
る

中をくりぬいた木を自然乾燥させてから内外にカンナをかけていく
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手
稲
駅
の
開
業
は
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）十
一
月
。
こ
の
年
、手
宮（
小

樽
市
）と
幌
内
及
び
幾
春
別（
と
も
に
三
笠

市
）と
を
結
ん
だ
幌
内
鉄
道
の
、
軽
川
駅

と
し
て
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
石
狩
炭
田
の

石
炭
を
小
樽
ま
で
運
ぶ
官
営
鉄
道
で
、
乗

客
の
合
図
が
あ
る
と
き
だ
け
止
ま
る
簡
易

停
車
場
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
明
治
三
十
九
年（
一
九
〇
六
）

に
国
有
鉄
道
の
駅
と
な
り
、
手
稲
駅

に
改
称
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
七
年

街
の
変
容
を
映
し
て
最
も
顕
著
な
の
は
鉄
道
の
駅
で
し
ょ
う

札
幌
駅
が
そ
の
代
表
で
す
が
、地
域
の
駅
舎
に
も
変
遷
が
あ
り
ま
す

以
前
の
手
稲
駅
の
た
た
ず
ま
い
、狭
い
駅
前
の
混
雑
な
ど
は

現
在
の
立
派
な
高
架
駅
か
ら
は
想
像
が
付
き
ま
せ
ん

手

稲

駅

わ
か
り
ま
す
。
北
口
に
は
旧

三
楽
オ
ー
シ
ャ
ン（
現
メ
ル

シ
ャ
ン
）所
有
の
工
場
跡
地

を
利
用
し
て
広
場
も
で
き
ま

し
た
。
手
元
の
資
料
に
よ
り

ま
す
と
、
昭
和
五
十
年
代
前

半
の
手
稲
駅
の
乗
降
客
数
は

一
万
八
千
二
百
人
。
そ
れ

が
現
在
は
乗
車
客
だ
け
で

一
万
四
千
人
に
膨
れ
て
い
ま

（
一
九
五
二
）の
こ
と
で
す
。
上
の
写
真
の

木
造
駅
舎
は
、
昭
和
五
十
六
年
に
三
代
目

の
橋
上
駅
舎
に
な
る
ま
で
使
用
さ
れ
て
い

た
、
昭
和
九
年
建
築
の
二
代
目
駅
舎
で
す
。

丸
太
で
造
ら
れ
た
山
小
屋
風
の
建
物
で
、

三
代
目
に
な
っ
て
も
し
ば
ら
く
は
、
喫
茶

店
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
を
覚
え
て

い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
昭
和
五
十
六
年
の
二
年
前
に
、
西

区
か
ら
手
稲
区
が
分
区
し
て
お
り
、
人

口
の
増
加
に
伴
う
交
代
だ
っ
た
こ
と
が

す
。
こ
の
数
字
は
道
内
で
札
幌
駅
に
次
い

で
二
番
目
。
西
部
の
中
心
地
と
し
て
大
き

く
発
展
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
駅
の
完
成
は
平
成
十
四
年

（
二
〇
〇
二
）。
翌
年
に
そ
の
南
北
を
つ
な

ぐ
自
由
通
路「
あ
い
く
る
」も
で
き
ま
し
た
。

商
店
が
軒
を
連
ね
て
す
っ
き
り
し
た
街
並

み
の
南
口
前
。
そ
し
て
北
口
に
は
区
役
所

や
総
合
病
院
、
大
型
ス
ー
パ
ー
。
各
方
面

へ
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
改
め
て

目
を
み
は
る

手
稲
駅
と
南

北
街
区
の
変

容
ぶ
り
で
す
。

寒風や吹雪に耐えながら列車を待ったころ
跨線橋が見える（昭和54年２月）

冬になれば駅前にうず高い雪（南口）
バスやタクシーで混雑した（昭和52年２月）
木造駅舎が喫茶店になったこともあった（左）
※上４枚はいずれも札幌市文化資料室提供

上は街区整備が行われる前の南口（平成２年）
雑然とはしていたがまだ人のにおいがあった

拠点駅として大きく変ぼうした現在の駅舎（南口）
道内２番目の乗降客数にふさわしい

こちらは北口広場
バス乗り場も整備されて
まるで空港のようでもある
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中
原
悌
二
郎
と
と
も
に
最
悪
の
事
態
を
乗
り
切
る
た
め
に
借
り
た
金

そ
れ
を
何
と
か
返
そ
う
と
絵
に
打
ち
込
む
宮
田
さ
ん

今
度
は
良
き
伴
侶
を
得
て
新
し
い
絵
画
人
生
の
ス
タ
ー
ト
だ

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

つ
け
、
中
を
通
さ
ず
直
に
卸
せ
る
よ
う
に

し
て
く
れ
た
の
だ
。

　
こ
れ
だ
と
一
枚
九
十
銭
に
な
る
。
家
か

ら
の
十
六
円
の
仕
送
り
、
彼
女
も
モ
デ
ル

と
し
て
の
稼
ぎ
が
あ
り
、
東
京
で
二
人
で

十
分
や
っ
て
い
け
る
。
店
に
二
十
枚
納
め
、

そ
の
お
金
を
持
っ
て
飛
ぶ
よ
う
に
彼
女
の

元
へ
戻
り
、
お
金
を
渡
し
た
。
二
人
の
新

し
い
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

　
宮
田
さ
ん
が
三
拝
九
拝
し
て
モ
デ
ル
に

な
っ
て
も
ら
っ
た
女
性
、
そ
し
て
新
し
い

ス
タ
ー
ト
を
切
ら
せ
て
く
れ
た
先
輩
…
…

二
人
の
名
前
は
宮
田
さ
ん
か
ら
聞
い
て
は

い
た
の
だ
け
れ
ど
、
私
も
寄
る
年
波
。
忘

れ
て
し
ま
っ
た
。
文
学
や
絵
画
に
関
心
の

あ
る
人
な
ら
ほ
と
ん
ど
の
人
が
知
っ
て
い

る
名
前
だ
っ
た
と
思
う
が
…
…
。

（
こ
の
項
終
わ
り
）

丸
髷
ば
か
り
じ
ゃ
ダ
メ
だ
。
た
ま
に
は
島

田
や
断
髪
を
描
く
こ
と
も
必
要
。
今
度
、

私
の
と
こ
ろ
に
来
な
い
か
」と
言
う
。行
っ

て
み
る
と
、
彼
は
そ
こ
で
別
に
モ
デ
ル
さ

ん
を
雇
っ
て
絵
を
描
い
て
い
た
。
そ
ん
な

関
係
も
あ
っ
て
、
宮
田
さ
ん
に
も
中
原
に

も
、
研
究
所
に
は
彼
し
か
相
談
で
き
る
人

が
い
な
か
っ
た
の
で
、
例
の
中
村
か
ら
の

借
金
の
件
を
話
し
て
み
た
。

　
彼
い
わ
く
「
ア
イ
ス
の
借
金
は
踏
み
倒

し
て
も
構
わ
ん
。
し
か
し
友
だ
ち
の
借
金

は
そ
う
は
い
か
ん
よ
。
友
情
と
人
間
性
が

か
か
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も

返
す
べ
き
」。
ち
な
み
に
当
時
、
ア
イ
ス

と
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
＝
氷
菓
子
＝
高
利

貸
し
の
こ
と
だ
っ
た
。

※１　性画　一切のデフォルメを排
し、女性の裸体をありのまま
表現した絵

※２　不折さん　中村不折　明治か
ら昭和にかけて活躍した洋
画家、書家。森鴎外や夏目漱
石とも親交が深かった

※３　林（りん）さん　森林太郎（鴎
外）のこと

　
同
じ
教
室
に
、
宮
田
さ
ん
た
ち
よ
り
一

回
り
以
上
年
上
の
人
が
い
た
。
彼
の
描
く

日
本
画
は
と
て
も
美
し
く
、
皆
が
見
と
れ

る
く
ら
い
だ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
普
通

の
画
家
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
日
本
一
の
性
画
家※

１

に
な
る
こ
と

を
目
標
に
、
絵
に
幅
や
厚
み
を
増
す
た
め

洋
画
の
技
術
を
身
に
付
け
る
べ
く
太
平
洋

画
会
に
来
た
と
い
う
。

　
不
折※

２

さ
ん
の
家
に
宮
田
さ
ん
を
連
れ
て

い
っ
て
く
れ
た
の
も
彼
で
、「
よ
う
、
宮

田
君
。
今
度
、
不
折
の
家
に
行
こ
う
や
」

と
誘
わ
れ
て
先
生
の
家
に
行
っ
た
と
い
う
。

宮
田
さ
ん
の
仲
間
内
で
は
不
折
と
呼
び
捨

て
に
し
て
い
て
も
、
面
と
向
か
っ
て
呼
び

捨
て
に
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
、彼
は「
よ

う
、
不
折
。
ち
ょ
っ
と
寄
っ
た
ぜ
。
と
こ

ろ
で
林※

３（
り
ん
）さ
ん
は
来
る
こ
と
あ
る
の

か
い
」と
い
っ
た
調
子
。
不
折
さ
ん
も
そ

う
言
わ
れ
て
も
ま
っ
た
く
怒
る
わ
け
で
も

な
く
、「
よ
く
来
た
。
ま
あ
、
上
が
れ
」と

友
だ
ち
口
調
だ
っ
た
。宮
田
さ
ん
は
、い
っ

た
い
彼
は
ど
う
い
う
人
な
ん
だ
ろ
う
と
不

思
議
だ
っ
た
。

　
研
究
所
で
は
、
午
後
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム

は
若
く
て
綺
麗
な
人
も
い
た
の
だ
が
、
午

前
の
裸
体
モ
デ
ル
は
三
十
過
ぎ
の
、
子
供

が
二
、三
人
は
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
人
が
多
か
っ
た
。
白
馬
会
や
美
術
学
校

に
比
べ
て
設
備
が
格
段
に
落
ち
る
研
究
所

は
モ
デ
ル
さ
ん
に
も
不
人
気
。
売
れ
残
っ

た
人
し
か
来
て
く
れ
な
い
か
ら
丸
髷
を

結
っ
た
お
ば
さ
ん
と
い
う
わ
け
だ
。

　
あ
る
日
、
彼
が
宮
田
さ
ん
に
「
い
つ
も

　
そ
し
て
彼
に
「
と
に
か
く
女
性
自
身
を

描
い
て
こ
い
」と
言
わ
れ
て
、
中
原
は
方

針
転
換
。
当
時
付
き
合
っ
て
い
た
素
人
の

彼
女
を
、
宮
田
さ
ん
は
誰
も
い
な
い
の
で

仲
間
の
女
性
に
「
君
し
か
い
な
い
。
私
の

人
間
性
と
友
情
の
危
機
」と

三
拝
九
拝
し
て
モ
デ
ル
に

な
っ
て
も
ら
い
、
彼
の
元
へ

持
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
で
と
に
か
く

二
人
と
も
何
と
か
合
格
。
彼
の
お
陰
で
中

村
へ
の
義
理
は
果
た
せ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
と
き
、彼
が
言
っ
た
と
い
う
。「
中

原
君
の
絵
は
勢
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
粗

く
て
性
画
に
は
向
か
な
い
。
そ
の
点
、
宮

田
君
の
は
、
丁
寧
で
綺
麗
で
向
い
て
い
る
。

家
も
女
性
に
も
話
は
つ
い
て
い
る
の
で
来

な
い
か
」と
。

　
そ
の
女
性
の
父
は
腕
の
良
い
筆
職
人

だ
っ
た
の
だ
が
、
時
代
の
変
化
で
仕
事
が

減
り
、
お
定
ま
り
の
酒
と
バ
ク
チ
。
借
金

が
か
さ
ん
で
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
一
家
心

中
か
吉
原
か
と
追
い
詰
め
ら
れ
、
も
う
何

で
も
や
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
と
こ
ろ
を
ス

カ
ウ
ト
し
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
宮
田
さ
ん
は
彼
女
を
モ
デ
ル
に
美
人
画

を
描
い
て
い
た
の
だ
が
、
あ
る
日
、
彼
女

に
今
日
は
泊
ま
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
、
あ

な
た
が
好
き
だ
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。
そ

の
日
は
何
と
か
振
り
切
っ
た
の
だ
が
、
次

の
日
も
と
い
う
と
自
信
が

な
い
。
そ
れ
で
こ
の
こ

と
を
彼
に
言
う
と
、
実

は
彼
も
そ
の
女
性
が

好
き
な
の
だ
が
、
彼

女
が
宮
田
さ
ん
を
選

ん
だ
の
だ
か
ら
引
き
下

が
る
し
か
な
い
と
、
二

人
を
祝
福
し
て
く
れ
た
。

　
そ
し
て
、
彼
女
な
し
で
は
こ
の
仕
事
成

り
立
た
な
い
の
で
や
め
よ
う
。
ゆ
く
ゆ
く

二
人
が
一
緒
に
な
る
に
し
て
も
ペ
ン
キ
画

は
大
変
─
─
そ
う
言
っ
て
元
締
め
に
話
を

若き日（20代）の
宮田さん

モ
デ
ル
に
な
っ
て
く
れ
た
女
性

な
か
な
か
の
美
人
だ
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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
。

　
ジ
ョ
ッ
キ
を
持
つ
手
が
い
ま
に
グ
ビ
グ
ビ
や
り

始
め
る
の
で
は
な
い
か
と
た
た
ず
ん
で
い
た
ら
、

向
か
い
の
店
先
の
若
い
女
性
か
ら
「
動
き
ま
せ
ん

よ
」
と
笑
わ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は
札
幌
狸
小
路
に

あ
る
老
舗
の
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
。
以
前
は
動
い
て
い
た

と
い
う
話
も
耳
に
し
た
の
で
中
に
入
っ
て
聞
い
て

　
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
。

商 店 街

み
ま
し
た
が
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
オ
ー
ル
ド
フ
ァ
ン
の
多

い
お
店
、
そ
し
て
古
く
か
ら
の
商
店
街
で
す
。
ど

こ
も
時
代
の
波
に
押
さ
れ
な
が
ら
大
き
く
変
わ
っ

て
い
く
な
か
で
、
昔
懐
か
し
い
雰
囲
気
を
残
し
た

ま
ま
の
賑
わ
い
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

デザイン・イラスト／伊藤公修

想法という治療法があり、その効用
も認められているところ。我が家の
歴史を記録するということは、取り
も直さず過去の記憶をたどることで
すから、案外、お父さんの症状にも

効果があるかもしれません。
　そこで、いずれ本づくりと結びつ
くであろう古い写真の整理を始めて
はいかがでしょうか。押入れのどこ
か奥深くに眠っているたくさんの写
真や、もう何十年も見ていないアル
バムはありませんか。
　それらを家族で年代順に分けて
いったり、一緒に写っている人の名
前を確かめたり、あるいは撮影場所
を記したりして作業を進めていきま
す。そして誰か分からないもの、場
所や年月も不明のものは処分してい
くのです。その一方で、我が家史に
使えそうな写真をピックアップして
おけば、後で必ず役に立つはず。
　その写真だけ並べて説明を入れて
いっても、簡単な我が家史にはなり
ます。少し詳しく記述したいなら、
写真を基に構成（目次）を考えてか
らスタートしてください。

　古い記憶を呼び戻すこと
は脳を活性化させるといい
ます。事実、認知症には回

いえません。そこで、できるだけ早い
機会に我が家の歴史を記録しておき
たいと思います。よい方法がありま
したら教えてください。

　高齢の父に認知症が疑わ
れるようになり、介護をす
る自分もまたもう若いとは

質問箱

写真の整理で脳を活性化

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。


