
　
テ
レ
ビ
も
な
く
お
も
ち
ゃ
類
も
簡
単
に
手
に
入
ら
な
か
っ
た
時
代
。
五
円
か
十
円

の
飴
玉
を
し
ゃ
ぶ
り
な
が
ら
の
紙
芝
居
を
覚
え
て
い
る
世
代
は
、
だ
い
ぶ
年
配
に
な

り
ま
し
た
。
ラ
ジ
オ
と
漫
画
の
中
間
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
無
限
の
想
像
力
を
働
か

せ
て
見
入
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
自
転
車
で
や
っ
て
く
る
お
じ
さ
ん
は
な
ぜ
か
登
山
帽

に
腰
手
ぬ
ぐ
い
。
集
合
の
合
図
は
拍
子
木
で
し
た
か
、
太
鼓
で
し
た
か
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
と
し
て
活
動
し
て
い
る
現
代
の
紙
芝
居
屋
さ
ん
は
、
健
康
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神

の
あ
る
こ
と
が
必
要
と
聞
き
ま
し
た
。
始
め
た
ら
な
か
な
か
や
め
ら
れ
な
い
の
は
子

供
た
ち
の
目
の
輝
き
と
、
い
つ
も
最
後
が「
続
き
は
ま
た
来
週
」で
終
わ
る
か
ら
と
か
。
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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
本
庄
鉄
工
場
─
─
─
２

・
マ
チ
の
博
物
館
／
り
と
る
わ
ん
─
─
３

・
川
筋
を
行
く
／
創
成
川
（一）
─
─
─
４

・
来
た
道
・
行
く
道
／
ひ
ま
わ
り
洋
服
直
し
セ
ン
タ
ー
─
５

・
あ
る
ば
む
レ
ト
ロ
ポ
リ
ス
／
サ
ー
カ
ス
・
見
世
物
─
─
─
６

・
道
具
で
道
草
30
年
─
─
─
７

・
時
計
の
あ
る
風
景
─
─
─
８
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「
村
の
鍛
冶
屋
」
と
い
う
文
部
省
唱
歌
が
あ
り
ま
し
た
。

近
在
の
農
家
の
農
具
や
山
林
用
具
を
作
る
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
音
が

地
方
の
平
和
な
暮
ら
し
を
象
徴
し
て
い
た
も
の
で
す

そ
ん
な
鍛
冶
屋
が
姿
を
消
し
た
の
は
い
つ
ご
ろ
で
し
ょ
う
か

石
狩
市
で
昭
和
五
十
六
年
ま
で
営
業
し
て
い
た
鉄
工
所
で
す

　
昭
和
三
十
年
代
ま
で
は
札
幌
市
内
に
も

あ
っ
た
鍛
冶
屋
。
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
の
記
述

を
借
り
る
と「
さ
ま
ざ
ま
の
農
具
や
山
林

機
具
な
ど
の
生
産
用
の
道
具
か
ら
、
家
庭

で
使
わ
れ
る
マ
サ
カ
リ
な
ど
ま
で
す
べ
て

　
そ
ん
な
仕
事
の
様
子
を
歌
に
し
た
文
部

省
唱
歌「
村
の
鍛
冶
屋
」の
一
番
は
こ
う
で

す
─
─
し
ば
し
も
休
ま
ず
つ
ち
打
つ
響
き

／
飛
び
散
る
火
花
よ
、
は
し
る
湯
玉
／
ふ

い
ご
の
風
さ
え
息
を
も
つ
か
ず
／
仕
事
に

精
出
す
村
の
鍛
冶
屋
。
こ
の
歌
が
す
べ
て

の
教
科
書
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
の
は
昭

和
六
十
年（
一
九
八
五
）の
こ
と
で
す
。

河
口
の
町
の
鍛
冶
屋
、

漁
具
や
農
具
を
製
造
。

旧
本
庄
鉄
工
場  

─
─
明
治
三
十
年（
一
八
九
七
）建
築

（
一
八
九
五
）、
姉
と
と
も
に
石
狩
に
移
住
。

十
一
歳
の
時
に
町
の
鍛
冶
屋
に
弟
子
入
り

し
、
さ
ら
に
岩
見
沢
市
の
農
機
具
専
門
の

鍛
冶
屋
で
修
行
を
重
ね

ま
し
た
。
そ
し
て
大
正

四
年（
一
九
一
五
）に
石

狩
町
で
独
立
し
、
同
十

四
年
に
仕
事
場
を
兼
ね

た
住
居
と
し
て
買
い

取
っ
た
の
が
こ
の
建
造

物
。
建
て
ら
れ
た
の
は

明
治
三
十
年
こ
ろ
と
推

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
間
口
五
・
五
間
、奥
行

き
九
・
五
間
の
木
造
平

屋
建
。切
妻
平
入
り
で
屋
根
は
柾
葺
、外
壁

は
西
洋
下
見
板
張
り
と
な
っ
て
お
り
、建

物
の
前
側
が
工
場
、そ
の
奥
に
住
居
部
分

が
あ
り
ま
す
。

　
鉄
を
打
つ
様
々
な
道
具
や
製
品
が
雑
然

と
並
ぶ
工
場
で
す
が
、
鍛
冶
屋
の
作
業
と

は
ど
ん
な
だ
っ
た
か
、
ち
ょ
っ
と
思
い
出

し
て
み
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
製
造
す

る
機
具
の
大
き
さ
に
切
断
し
た
地
金
や
、

鋼
の
材
料
を
火
床
の
中
に
入
れ
て
加
熱
し
、

取
り
出
し
て
金
敷
の
上
で
た
た
い
て
伸
ば

す
作
業
の
繰
り
返
し
で
し
た
。

　
耳
に
残
る
の
は
、
火
床
の
前
に
い
る
人

と
、
そ
の
助
手
に
当
た
る
人
が
代
わ
る
代

わ
る
ハ
ン
マ
ー
と
槌
を
打
っ
て
い
く
あ

の〝
ト
ン
テ
ン
カ
ン
〟の
音
。
や
が
て
形
が

整
っ
た
ら
油
や
水
の
桶
に
入
れ
て
熱
処
理

し
、
焼
き
入
れ
を
行
い
ま
す
。

手
作
業
で
製
造
し（
中
略
）地
域
の
生
産
活

動
に
結
び
つ
く
仕
事
を
し
て
」い
ま
し
た

（
27「
職
人
物
語
」）。
今
回
の
本
庄
鉄
工
場

は
、
石
狩
川
の
河
口
に

拓
け
た
石
狩
町
の
市
街

地
に
あ
っ
て
、
春
先
に

は
農
具
を
、
夏
か
ら
秋

に
か
け
て
は
サ
ケ
刺
網

漁
に
使
う
錨
や
、
和
船

の
船
釘
を
製
造
し
て
い

た
と
こ
ろ
で
す
。

　
本
庄
鉄
工
場
の
歴

史
を
ざ
っ
と
た
ど
っ

て
み
ま
す
と
、
江
差
町

で
装
飾
鍛
冶
を
営
ん
で

い
た
創
業
者
が
死
亡
し
た
た
め
、
後
に
二

代
目
と
な
る
幼
い
息
子
が
明
治
二
十
八
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　

大型の農機具の出し入れにもラクな
広い間口が特徴の鉄工場

〝村の鍛冶屋〟とは趣きが異なるかも

近在の農家から製造の注文を受けた農機具が並ぶ広い仕事場
コークスが赤々と燃えていた火床、大木を利用した万力……

仕事場の裏側には簡素な居室。炉を切っている

※
参
考
文
献「
北
海
道
開
拓
の
村
・
開
村
10
周
年
記
念
誌
」
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活
字
離
れ
、
本
離
れ
が
い
わ
れ
る
近
年
で
す
が

こ
ん
な
本
の
お
店
が
あ
る
と
ほ
っ
と
し
ま
す

中
に
入
っ
た
だ
け
で
色
が
た
く
さ
ん
、
心
も
う
き
う
き

子
供
た
ち
の
夢
も
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
ま
す

　
自
分
が
小
さ
い
頃
に
ど
ん
な
絵
本
を
読
ん
で

い
た
か
記
憶
し
て
い
ま
す
か
。
自
分
の
こ
と
よ

り
、
わ
が
子
に
買
い
与
え
た
り
、
読
み
聞
か
せ

し
た
り
し
た
本
の
方
を
よ
く
覚
え
て
い
る
親
御

さ
ん
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　「
ぶ
っ
く
は
う
す
・
り
と
る
わ
ん
」の
店
主

の
佐
々
木
正
博
さ
ん（
六
一
）が
、
こ
の
絵
本
の
専

門
店
を
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は
平
成
十
年
。
出
版

社
勤
務
の
間
に
構
想
を
固
め
な
が
ら
、
約
三
千

点
を
そ
ろ
え
て
開
設
に
漕
ぎ
着
け
て
以
来
、
現

在
は
タ
イ
ト
ル
数
だ
け
で
七
千
点
と
い
う
小
さ

く
て
大
き
な
本
屋
に
な
り
ま
し
た
。

　
佐
々
木
さ
ん
に
よ
る
と「
普
通
の
書
籍
だ
と

売
れ
な
い
と
そ
れ
で
終
わ
り
で
す
が
、
絵
本
の

スタンダードから新刊まで色とりどりの7,000タイトル

り
と
る
わ
ん

札
幌
市
白
石
区
本
郷
通
六
丁
目
南
二
─
一

電
話（
〇
一
一
）八
六
〇
─
一
三
二
五

絵
本
と
木
の
お
も
ち
ゃ
の
お
店

販
売
ス
パ
ン
は
と
て
も
長
い
」と
の
こ
と
。
読

ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
も
多
い『
ぐ
り
と
ぐ
ら
』

（
福
音
館
）に
つ
い
て
尋
ね
て
み
る
と
、
「
ず
っ

と
変
わ
ら
な
い
人
気
で
す
」と
。
最
初
に
出
版

さ
れ
た
の
が
昭
和
四
十
二
年
で
す
か
ら
、
も
は

や
絵
本
の
古
典
の
部
類
に
入
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
佐
々
木
さ
ん
も「
あ
の
大
き
な
カ
ス
テ

て
い
ま
す
が
、
近
年
の
傾
向
と
し
て「
絵
そ
の
も

の
が
漫
画
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
す

ラ
の
出
て
く
る
と
こ

ろ
な
ど
は
忘
れ
ら
れ

ま
せ
ん
よ
ね
」と
目

を
細
め
ま
す
。

　
絵
や
作
者
、
訳
者

な
ど
に
気
を
配
り
な

が
ら
新
刊
を
仕
入
れ

同
時
に
大
切
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
基
本
的
に
は

あ
ま
り
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
例
え
ば「
親
子
の
日

常
の
何
気
な
い
会
話
を
動
物
に
置
き
換
え
た
り

し
て
い
る
」そ
う
で
す
。

　
幼
い
と
き
に
見
た
絵
本
の
一
こ
ま
は
い
つ
ま

で
も
心
に
残
っ
て
い
る
も
の
。
と
は
い
え
佐
々

木
さ
ん
が
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
の
は
、
各
家
庭

で
絵
本
に
か
け
る
お
金
。
ゲ
ー
ム
に
比
べ
た
ら

ど
の
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。「
絵
本
の
好
き
な

お
母
さ
ん
な
ら
毎
月
で
も
買
い
ま
す
が
、
そ
う

る
。
個
性
と

い
え
ば
個
性

で
す
が
」と

い
い
、
か
が

く
い
ひ
ろ
し

作
の『
だ
る

ま
さ
ん
』シ

リ
ー
ズ
を
挙

げ
て
く
れ
ま

し
た
。
絵
と

で
な
け

れ
ば
年

一
冊
買

う
か
ど
う
か
」（
佐
々
木
さ
ん
）と
い
う

の
が
現
状
の
よ
う
で
す
。

　
そ
の
絵
本
が
好
き
な
お
母
さ
ん
も
、

子
供
の
た
め
よ
り
自
分
の
た
め
。
読
み

聞
か
せ
の
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
て
活
動
し

て
い
る
人
も
い
ま
す
。
佐
々
木
さ
ん
が

本
業
の
傍
ら
読
み
聞
か
せ
に
赴
く
の
は
本
を
薦

め
る
一
方
で
、
団
塊
の
世
代
な
ど
リ
タ
イ
ア
し
た

後
、
人
の
役
に
立
ち
た
い
と
読
み
聞
か
せ
を
考

え
て
い
る
人
た
ち
へ
の
エ
ー
ル
で
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
佐
々
木
さ
ん
の
活
動
を
支
持
し

て
く
れ
る
友
の
会
会
員
や
固
定
フ
ァ
ン
が
札

幌
市
内
外
に
。「
地
元
に
意
外
と
少
な
い
の
は

共
働
き
や
高
齢
者
が
多
い
せ
い
か
な
」と
、
仕

事
が
休
み
の
日
の
お
母
さ
ん
に
は
気
分
転
換

に
、
お
年
寄
り
に
は
お
孫
さ
ん
へ
の
プ
レ
ゼ

ン
ト
を
探
し

に
き
ま
せ
ん

か
と
呼
び
か

け
て
い
ま
す
。

日
曜
日
も
営

業
し
て
い
ま

す
し
、
毎
週

木
曜
は
午
後

三
時
か
ら
読

み
聞
か
せ
の

イ
ベ
ン
ト
で

す
。

ぶ
っ
く
は
う
す

人
気
の
か
が
く
い
ひ
ろ
し
の
本
を
ま
と
め
て

作
者
別
や
出
版
社
別
な
ど
様
々
に
コ
ー
ナ
ー
分
け
さ
れ
た
店
内
。上
は
今
月
の
お
す
す
め
の
本
コ
ー
ナ
ー

子
供
に
夢
を
─
店
主
の
佐
々
木
正
博
さ
ん

手
前
で
読
み
聞
か
せ
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を

店構えもメルヘン調で
入りやすく

かわいいぬいぐるみは
子供たちへの気配り
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百
九
十
万
人
都
市
の
ど
真
ん
中
に
こ
の
春
、

大
き
く
変
身
し
た
親
水
空
間
が
姿
を
見
せ
る
創
成
川
で
す
。

そ
の
札
幌
市
北
部
ま
で
の
流
れ
を
た
ど
り
ま
す
が
、

初
回
に
鴨
々
川
と
は
、
そ
も
そ
も
鴨
々
川
っ
て
ど
こ
な
の
─
─

そ
ん
な
疑
問
か
ら
始
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

か
の
ぼ
れ
ば
豊

平
川
の
取
水
門

に
行
き
当
た
り

ま
す
。

　
名
も
な
い
小

川
の
よ
う
な
細

り
ま
せ
ん
。
諸
説
が
あ
り
ま
す

　
鴨
々
川
は
、
都
心
部
か

ら
北
区
茨
戸
ま
で
の
創
成
川
一
二
㌔
㍍

の
流
れ
の
う
ち
、
旧
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル

あ
た
り（
中
央
区
南
六
西
一
）か
ら
上
流

の
二
・
五
㌔
㍍
の
呼
称
で
す
。
創
成
川

の
源
流
と
い
え
ば
大
げ
さ
で
す
が
、
さ

う
も
北
海
道
的
で
は
あ

と
い
う
名
前
も
ど

に
、
鴨
々
川

い
流
れ

ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
は
水
面

に
ま
で
木
々
の
枝
が
垂
れ
下
が
っ
て
、

子
供
た
ち
に
は
秘
密
の
遊
び
場
だ
っ
た

う
に
流
れ
る
川
は
昔
と
変
わ
る
と
こ

　
中
島
公
園
の
西
端
を
な
ぞ
る
よ

ま
し
た
。

を
並
べ
て
い
て
風
情
が
あ
り

染
め
物
屋
や
呉
服
屋
が
軒

利
用
し
て
反
物
を
洗
う

は
、
川
の
水
を

き
、
渡
辺
淳
一
文
学
館
の
近
代
的
な
建

物
も
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
昔
の
面
影
を

残
し
て
い
る
と
い
え
ば
豊
平
館
付
近
か

ら
水
天
宮
横
を
通
っ
て
南
九
条
通
り
に

出
る
ま
で
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
か
ら
先

は
ス
ス
キ
ノ
の
ビ
ル
の
谷
間
を
縫
う
よ

う
に
し
て
創
成
川
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。

　
こ
の
間
で
特
に
目
を
引
く
の
は
、
コ

イ
の
放
流
施
設
。
約
千
匹
と
い
わ
れ
る

色
と
り
ど
り
の
ニ
シ
キ
ゴ
イ
が
流
れ
に

ゆ
っ
た
り
と
群
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

造
る
に
あ
た
っ
て
は
萩
市
や
津
和
野
町

鴨
々
川
っ
て
ど
こ
？

豊
平
川
か
ら
取
水
す
る
上
流

京
都
の
風
情
は
も
う
昔
語
り
。

が
、
札
幌
の
街
づ
く
り
は
京
都
を
モ
デ

ル
に
し
て
い
る
の
で
鴨
川
と
付
け
た
と

い
う
説
や
、
昭
和
の
初
め
に
南
一
西
六

に「
鴨
川
」と
い
う
料
亭
が
で
き
て
以
来
、

粋
筋
を
乗
せ
た
人
力
車
が
走
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
と
い

う
説
が
ふ
さ
わ
し

い
よ
う
で
す
。
昭

和
三
十
年
代
ま
で

よ
う
な
場
所
も
す
っ
か
り
整
備
さ
れ
、

明
る
い
都
市
公
園
の
一
部
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
横
は
子
供
た
ち
の

夏
の
水
遊
び
場
に
。
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー

ル
・
キ
タ
ラ
の
西
側
に
は
遊
歩
道
が
で

な
ど
を
参
考
に

し
た
そ
う
で
す

が
、
ど
ち
ら
も

い
わ
ゆ
る
小
京

都
。
あ
く
ま
で

も
鴨
々
川
は
京

都
流
な
の
で
す
。

一

豊平川河川敷にある鴨々川の取水口
いわばここが創成川の源流

テニスコート横の小さな橋

鴨
々
川
に
コ
イ
の
群
れ
が
悠
々
と
泳
ぐ（
南
８
条
橋
付
近
）

堤防をくぐって
ここから市街へ
知らない人が多い

体
育
セ
ン
タ
ー
横
あ
た
り
。都
市
公
園
の
雰
囲
気

上
／
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
・
キ
タ
ラ
、下
／
渡
辺
淳
一
文
学
館

キタラ西側に作られた
情緒のある「ホタル水路」
小魚の素早い動きが見える

重要文化財の豊平館
来年度から工事のため閉館

豊平館隣の日本庭園にある茶室「八窓庵」
こちらも国の重要文化財だ

鴨々川と創成川の合流点？

右の合流点・南６条橋から北方向を望む
ここから北区茨戸までが創成川になる
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は
や
は
り
流
行
に
敏
感
で
す
。「
最
近
は
コ
ー

ト
の
丈
が
短
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
丈
上
げ

の
注
文
が
多
い
で
す
ね
」と
長
尾
さ
ん
。
男
性

は
父
親
か
ら
譲
っ
て
も
ら
っ
た
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の

肩
幅
や
袖
丈
の
直
し
も
多
い
と
か
。
若
い
独
身

男
性
は
Ｇ
パ
ン
の
ウ
エ
ス
ト
や
丈
の
直
し
な
ど

を
持
ち
込
ん
で
き
て
お
し
ゃ
れ
に
積
極
的
で
す
。

古
い
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
体
型
に
合
わ
な
く

て
も
柄
や
デ
ザ
イ
ン
が
気
に
入
っ
た
新
品
を
こ

長
尾
冨
美
子
さ
　
　
ん

─
札
幌
市
・
ひ
ま
わ
り
洋
服
直
し
セ
ン
タ
ー

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
。

円
山
市
場
内
の
先
代
の
店
に
入
る
の
が
三
十
代

半
ば
で
す
。
そ
の
オ
ー
ナ
ー
が
家
庭
の
事
情
で

東
京
へ
去
る
と
い
う
の
で
後
を
引
き
継
ぎ
ま
し

た
。
昭
和
六
十
年
、
五
十
一
歳
の
時
。「
昔
か

ら
好
き
で
し
た
か
ら
ね
」と
長
尾
さ
ん
は
こ
と

も
な
げ
で
す
。

ば
れ
る
と
と
て
も
う
れ

し
い
」と
長
尾
さ
ん
も

顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
ま
す
。

　
男
性
も
女
性
も
体
型

の
変
化
に
よ
る
直
し
は

当
然
と
し
て
も
、
女
性

フ
は
長
尾
さ
ん
の
ほ

か
に
女
性
が
三
人
と
、

在
宅
で
紳
士
物
を
手

が
け
る
男
性
、
そ
し

て
繁
忙
期
の
女
性
ピ

ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
の
五

人
。
ど
な
た
も
息
の

合
っ
た
ベ
テ
ラ
ン
ば

か
り
で
す
。

　
レ
ベ
ル
の
違
い
は
あ
っ
て
も
女
性
な
ら
多
少

の
こ
と
は
こ
な
す
料
理
や
裁
縫
を
、
一
生
の
仕

事
と
し
て
続
け
て
い
く
の
は
大
変
で
し
ょ
う
。

そ
れ
こ
そ「
好
き
だ
か
ら
」

と
、
半
世
紀
以
上
も
洋
裁

に
携
わ
っ
て
い
る
長
尾

冨
美
子（
七
七

）さ
ん
で
す
。

昨
年
春
、
惜
し
ま
れ
て
長

い
歴
史
に
終
止
符
を
打
っ

た
円
山
市
場（
札
幌
市
中

央
区
）。
そ
こ
で
二
十
五

年
間
、
長
尾
さ
ん
が
営
ん

で
い
た「
ひ
ま
わ
り
洋
服
直
し
セ
ン
タ
ー
」も

い
っ
た
ん
閉
店
し
、
市
場
の
東
斜
め
向
か
い
で

再
開
し
て
ち
ょ
う
ど
一
年
と
な
り
ま
し
た
。

　
足
を
悪
く
し
て
学
校
も
満
足
に
行
け
な
か
っ

た
小
さ
い
頃
か
ら
母
親
に
洋
裁
の
手
ほ
ど
き
を

受
け
、
足
の
治
療
で
入
院
し
て
い
る
間
に
親
が

直
し
は
お
ま
か
せ
─
─

 

好
き
だ
か
ら 

と

洋
裁
一
筋
に
半
世
紀
。

ひまわり洋服直しセンター
札幌市中央区大通西23丁目１−14
TEL（011）611-1951

ち
ら
で
注
文
仕
上
げ
と
い
う
の
も
さ
す
が
若
い

人
。

　
こ
の
ほ
か
ペ
ッ
ト
の
洋
服
や
縫
い
ぐ
る
み
を

直
し
た
り
、
入
園
・
入
学
グ
ッ
ズ
を
作
っ
た

り
と
様
々
な
注
文
に
応
じ
て
い
ま
す
。
ス
タ
ッ

で
一
番
忙
し

い
と
い
う
だ

け
あ
っ
て
、

話
を
聞
い
て

い
る
間
に
も

ひ
っ
き
り
な

し
に
お
客
さ

ん
が
き
ま

す
。
そ
の
一

人
ひ
と
り
に
長
尾
さ
ん
が
丁
寧
に
応
対
。
い
か

に
も
ベ
テ
ラ
ン
ら
し
く
や
わ
ら
か
な
言
葉
遣
い

に
、
お
客
さ
ん
も
き
ち
ん
と
仕
事
を
や
っ
て
く

れ
る
と
い
う
安
心
感
を
持
っ
て
い
る
様
子
が
わ

か
り
ま
す
。「
注
文
ど
お
り
に
仕
上
が
っ
て
喜

洋
裁
学
校
の
入
学
手
続
き
を
済
ま
せ
て
い
た
と

笑
う
長
尾
さ
ん
。
洋
裁
一
筋
の
人
生
が
そ
こ
で

決
ま
り
ま
し
た
。
仕
立
て
屋
勤
務
な
ど
を
経
て
、

　
洋
服
直
し
と
い
え
ば

大
方
は
想
像
の
付
く
、

そ
れ
ほ
ど
複
雑
で
は
な

い
作
業
で
す
。
男
性
な

ら
ズ
ボ
ン
の
ウ
エ
ス
ト

を
詰
め
た
り
出
し
た
り
、

上
着
の
肩
幅
な
ど
も
同

様
で
す
。
一
方
、
女
性

の
も
の
な
ら
肩
パ
ッ
ド

を
取
っ
た
り
薄
く
し
た

り
、
サ
イ
ズ
直
し
も
よ

く
あ
る
注
文
。
時
代
を

反
映
し
て
リ
フ
ォ
ー
ム

も
年
々
増
え
て
い
ま
す
。

　
衣
替
え
の
時
期
に
当

た
る
春
と
秋
が
一
年
中

長尾さんを中心に通常は４人の女性で切り盛りしている

どんな注文にも丁寧に応じる長尾さん。固定客も多い
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道
産
子
に
は
お
な
じ
み
だ
っ
た
人
気

サ
ー
カ
ス
団
が
昨
年
十
月
、
姿
を
消
し
ま

し
た
。
昭
和
十
七
年（
一
九
四
二
）に
創
業

し
、
全
国
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
「
キ
グ

レ
サ
ー
カ
ス
」。
札
幌
市
中
央
区
に
事
務

所
を
置
い
て
い
た
と
は
、
案
外
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
道
内
で
の
公
演

も
多
く
、
各
地
に
い
る
フ
ァ
ン
が
来
る
の

を
待
ち
こ
が
れ
て
い
た
も
の
で
す
。

　
札
幌
の
街
に
初
夏
の
訪
れ
を
告
げ
る
札

幌
ま
つ
り
に
見
世
物
小
屋
が
出
た
の
は
か

な
り
古
く
、
明
治
二
十
五
年（
一
八
九
二
）

の
こ
と
。
南
二
東
三
の
現
在
の
頓
宮
付
近

満
開
の
サ
ク
ラ
の
下
で
春
に
浮
か
れ
た
後
は
祭
り
の
季
節
。

よ
さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン
ま
つ
り
に
い
く
ら
か
す
ん
で
し
ま
っ
て
も

札
幌
っ
子
な
ら
札
幌
ま
つ
り
、サ
ー
カ
ス
、見
世
物
─
─

い
や
、こ
ち
ら
も
す
っ
か
り
昔
語
り
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。

サ
ー
カ
ス・見
世
物

オ
ン
な
ど
の
動
物
シ
ョ
ー
。

一
方
の
見
世
物
小
屋
に
は
お

化
け
屋
敷
を
初
め
と
し
て
ヘ

ビ
女
や
犬
の
曲
芸
、
表
の
ま

が
ま
が
し
い
看
板
や
呼
び
込

み
と
は
ま
っ
た
く
違
う
出
し

物
な
ん
て
こ
と
も
。
つ
ま
ら

な
い
シ
ョ
ー
で
も
誰
も
文
句

は
言
わ
ず
、
列
を
作
っ
た
も

の
で
し
た
。

で
し
た
。
そ
の
後
、
見
世
物
小
屋
や
サ
ー

カ
ス
は
南
一
西
一
の
創
成
川
沿
い
に
移
り
、

祭
り
の
賑
わ
い
の
中
心
に
。
そ
し
て
昭
和

三
十
四
年（
一
九
五
九
）、
サ
ー
カ
ス
小
屋

か
ら
火
が
出
て
、
約
五
十
人
の
重
軽
傷
者

の
ほ
か
ラ
イ
オ
ン
や
ト
ラ
な
ど
が
焼
け
死

ぬ
と
い
う
大
惨
事
と
な
り
、
場
所
も
狭
い

こ
と
か
ら
中
島
公
園
に
会
場
が
移
り
ま
し

た
（
中
央
区「
歴
史
の
散
歩
道
」）。

　
サ
ー
カ
ス
の
出
し
物
。
ど
ん
な
も
の
が

あ
っ
た
か
覚
え
て
い
ま
す
か
。
鉄
製
の
籠

の
中
を
走
り
回
る
オ
ー
ト
バ
イ
の
曲
芸
、

空
中
ブ
ラ
ン
コ
、
球
乗
り
、
ゾ
ウ
や
ラ
イ

　
サ
ー
カ
ス
や
見
世
物
小
屋
が
あ
れ
ほ
ど

人
を
引
き
つ
け
た
の
は
、
そ
こ
に
文
明
の

発
達
と
は
無
縁
の
、
生
の
人
間
の
営
み
が

あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
希
薄
に
な
っ
た

人
の
に
お
い
、
声
、
動
き
─
─
現
代
人

の
心
の
奥
底
に
眠
っ
て
い
る
も
の
を
呼
び

さ
ま
し
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。
祭
り
の
広

場
か
ら
テ
ン
ト
や
の
ぼ
り
が
消
え
て
も
、

露
店
の
賑
わ
い
は
ま
だ
ま
だ
健
在
で
す
。

サーカスのメインといえばやはり動物ショー
ゾウやトラの管理・移動には苦労もあったはず
（昭和37年６月15日、中央区中島公園）
※写真６枚とも札幌市文化資料室提供

オートバイの曲芸やお化け屋敷の前の人だかり
（昭和42年６月15日、同上）

札幌まつりの広場として定着した中島公園
（左・平成６年、右・昭和59年いずれも６月15日）
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若
か
り
し
頃
は
多
彩
な
趣
味
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
筆
者

カ
ヌ
ー
に
挑
ん
だ
の
は
愛
好
者
も
ま
だ
数
少
な
い
二
十
年
以
上
前
だ

外
国
製
の
も
の
を
五
十
万
円
ほ
ど
で
手
に
入
れ
て
い
ざ
支
笏
湖
へ

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

ビ
ー
チ
。
そ
れ
は
海
も
同
じ
こ
と
。
生
ま

れ
た
ま
ま
の
姿
の
ペ
ア
を
時
た
ま
見
か
け

た
。
そ
の
時
は
パ
ド
ル
を
あ
げ
て
エ
ー
ル

を
送
っ
た
。
相
手
も
パ
ド
ル
で
答
え
て
く

れ
た
。
知
ら
な
く
て
も
仲
間
だ
。

　
や
が
て
カ
ヌ
ー
が
普
及
し
、
人
口
が
増

え
て
く
る
と
、
私
の
よ
う
な
乗
り
方
を
す

る
人
間
は
肩
身
が
狭
く
な
っ
て
き
た
。
ラ

イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
も
つ
け
ず
カ
ヌ
ー
を
出

す
の
は
自
殺
行
為
だ
と
い
う
。
何
を
お

せ
っ
か
い
な
。
本
場
の
北
や
南
の
人
は
そ

ん
な
も
の
つ
け
て
は
い
な
い
と
思
っ
た
け

れ
ど
、
ガ
キ
ん
子
と
争
っ
て
も
仕
方
が
な

い
。
そ
れ
以
来
、
我
が
カ
ヌ
ー
は
ガ
レ
ー

ジ
で
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。

　
で
も
、
ま
だ
若
さ
の
残
っ
て
い
る
時
に

カ
ヌ
ー
を
知
っ
て
、
本
当
に
よ
か
っ
た
と

今
で
も
思
っ
て
い
る
。

カ
ヌ
ー
が
湖
岸
に
ず
ら
り
と
並
ん
だ
。

　
昼
食
の
あ
と
、
彼
が
櫂か

い（
こ
れ
を
パ
ド

　
趣
味
は
？
　
と
聞
か
れ
て
も
、
今
は
言

葉
に
詰
ま
る
け
れ
ど
、
一
昔
前
な
ら
「
夏

は
カ
ヌ
ー
、
冬
は
山
ス
キ
ー
、
そ
し
て
カ

メ
ラ
と
写
真
の
現
像
か
な
」と
答
え
た
頃

も
あ
っ
た
。

　
そ
の
四
十
代
の
あ
る
日
、
友
人
か
ら
カ

ヌ
ー
の
講
習
会
が
あ
る
か
ら
い
っ
し
ょ
に

行
こ
う
と
誘
い
が
あ
り
、
何
も
い
ら
な
い
、

身
一
つ
、
朝
誘
い
に
行
く
か
ら
、
と
の
連

絡
で
、
彼
の
車
で
支
笏
湖
の
集
合
場
所
へ

出
向
い
た
。

　
そ
こ
に
は
舟
ら
し
き
も
の
は
何
も
な
く
、

い
っ
た
い
ど
ん
な
講
習
会
な
の
だ
ろ
う
と

の
前
に
置
き
、
や
っ
て
み
ろ
と
言
う
。
彼

の
指
導
の
下
、
見
よ
う
見
真
似
で
、
彼
の

よ
う
に
素
早
く
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

そ
れ
で
も
小
一
時
間
ぐ
ら
い
で
人
数
分
の

　
カ
ヌ
ー
は
水
面
を
楽
に
ス
イ
ス
イ
と
進

む
し
、
風
が
肌
に
あ
た
っ
て
と
て
も
心
地

よ
い
。
す
っ
か
り
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

最
後
に
彼
を
囲
ん
で
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
。

　
曰
く
「
カ
ヌ
ー
は
楽
し
い
。
日
本
中
に

普
及
し
た
い
。
し
か
し
、
ま
だ
日
本
製
は

な
く
、
輸
入
し
て
い
る
状
態
な
の
で
と
て

も
高
額
。
一
式
買
え
ば
車
の
半
分
弱（
新

車
一
台
百
二
十
万
の
頃
）。
と
て
も
若
者

に
は
買
え
る
値
段
で
は
な
い
。
か
と
い
っ

て
老
人
で
は
カ
ヌ
ー
を
持
ち
運
び
で
き
な

い
。
そ
こ
で
あ
な
た
方
の
よ
う
な
、
物
好

き
な
中
年
に
的
を
絞
っ
た
」と
言
う
。

　
帰
り
に
伊
藤
温
泉
に
つ
か
り
な
が
ら
、

こ
り
ゃ
一
艘
手
に
入
れ
よ
う
と
語
り
合
っ

た
。

　
店
に
行
き
、
舵
の
つ
い
た
海
に
も
乗
り

出
せ
る
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
と
い
う
の
を
買
っ

た
。

　
店
の
人
が
、
こ
れ
な
ら
国
後
ま
で
行
け

ま
す
と
い
う
や
つ
。

　
底
が
平
ら
で
ス
ピ
ー
ド
は
出
な
い
け
れ

ど
、
ま
ず
ひ
っ
く
り
返
る
こ
と
の
な
い
舟
。

　
パ
ド
ル
は
イ
タ
リ
ア
製
で
二
つ
に
分
解

で
き
る
や
つ
。（
た
ま
た
ま
在
庫
が
こ
れ

し
か
な
か
っ
た
）

　
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
休
み
の
日
は

朝
か
ら
カ
ヌ
ー
の
日
々
。
初
め
の
う
ち
は

ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
し
て
い
た
の
だ
が
、

こ
れ
を
つ
け
る
と
肌
に
風
を
受
け
て
水
面

を
走
る
と
い
う
快
感
が
全
く
そ
が
れ
て
し

ま
う
の
で
、つ
け
な
い
こ
と
に
し
た
。（
当

時
の
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
現
在
の
も
の

に
比
べ
る
と
非
常
に
か
さ
ば
る
不
細
工
な

代
物
だ
っ
た
）

　
そ
れ
に
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
と
い
え
ど
、

私
の
持
っ
て
い
る
も
の
で
浮
力
は
十
時
間

ぐ
ら
い
。
支
笏
湖
は
水
温
が
低
く
、
十
数

分
で
心
臓
マ
ヒ
。
沈
め
ば
木
が
下
に
は
え

て
い
る
の
で
、
ひ
っ
か
か
っ
て
、
ま
ず
浮

か
ん
で
こ
な
い
由
。
上
等
じ
ゃ
ん
と
い
う

わ
け
。

　
休
み
の
日
し
か
乗
れ
な
い
の
で
、
少
々

の
嵐
の
日
で
も
舟
を
出
し
た
。
波
が
わ
っ

と
か
ぶ
さ
っ
て
き
て
舟
は
水
面
の
下
を
走

る
感
じ
。
し
か
し
、
ス
カ
ー
ト
で
カ
バ
ー

し
て
い
る
の
で
水
が
中
に
入
る
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
が
ま
た
楽
し
か
っ
た
。

　
そ
れ
と
道
が
な
け
れ
ば
水
辺
に
は
降
り

ら
れ
な
い
。
し
か
し
水
面
伝
い
な
ら
ど
ん

な
と
こ
へ
で
も
行
け
る
。
道
は
関
係
な
い
。

中
小
の
砂
浜
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、

カ
ヌ
ー
で
し
か
行
け
な
い
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

思
っ
て
い
た
ら
、
時

間
に
な
り
講
師
の
人

が
話
し
は
じ
め
た
。

集
ま
っ
た
人
は
み
な

四
十
以
上
の
中
年
で

若
者
は
一
人
も
い
な

い
。
彼
が
そ
ば
に
積

ん
で
あ
っ
た
荷
物
の

チ
ャ
ッ
ク
を
開
く
と
、

中
に
分
解
さ
れ
た
カ

ヌ
ー
の
骨
組
み
が

入
っ
て
お
り
、
彼
は

そ
れ
を
あ
っ
と
い
う

間
に
組
み
立
て
、
続
い
て
カ
バ
ー
を
張
る

と
た
ち
ま
ち
カ
ヌ
ー
一
艘
の
出
来
上
が
り
。

　
そ
の
間
、
十
五
分
く
ら
い
。

　
彼
は
カ
ヌ
ー
の
入
っ
た
ケ
ー
ス
を
我
々

ル
と
呼
ぶ
の
も
こ
の

時
知
っ
た
）の
使
い

方
を
教
え
て
く
れ
、

い
よ
い
よ
湖
へ
。

　
カ
ヌ
ー
は
と
て
も

軽
く
、
一
人
で
持
て

る
ぐ
ら
い
。
パ
ド
ル

も
公
園
の
ボ
ー
ト
の

櫂
に
比
べ
て
軽
く
、

漕
ぎ
方
も
楽
。
全
く

の
初
心
者
の
我
々
で

も
簡
単
に
進
む
。
湖

の
岸
よ
り
ち
ょ
っ
と

離
れ
た
と
こ
ろ
に
赤
い
旗
が
立
っ
て
お
り
、

こ
こ
ま
で
は
背
が
立
つ
の
で
、
も
し
水
に

落
ち
た
ら
慌
て
ず
立
ち
あ
が
れ
ば
よ
い
と

の
こ
と
。

支笏湖にて。ライフジャケットをつけているので
まだ入門して間もない頃だ（下も）
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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
。

　
写
真
俳
句
と
い
う
の
が
静
か
な
人
気
と
聞
き
ま

す
。
お
気
に
入
り
の
一
枚
の
写
真
に
自
作
の
俳
句

を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
駅
舎
の
改
修
工
事

が
進
ん
で
い
る
小
樽
駅
で
す
が
、
こ
ん
な
ホ
ー
ム

も
、
新
幹
線
が
こ
な
く
て
も
い
ず
れ
な
く
な
り
ま

す
。
そ
こ
で
ふ
と
写
真
俳
句
風
に
添
え
た
く
な
っ

　
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
。

プ ラ ッ ト ホ ー ム

た
一
文
が
「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
き

か
ふ
年
も
又
旅
人
也
」。
言
わ
ず
と
知
れ
た
松
尾

芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
の
冒
頭
部
で
す
。
秒
針
を

刻
む
よ
う
に
、
こ
の
場
所
も
ま
た
幾
多
の
人
が
乗

り
降
り
し
て
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は

様
々
な
年
齢
の
、
様
々
な
職
業
の
旅
人
た
ち
で
す
。

デザイン・イラスト／伊藤公修

能が大きな威力を発揮します。
　原稿を書くときに文章を削除した
り追加したり、書き直したりという
作業は数知れません。これを手書き
でやるとなると昔の文豪の原稿のよ

うに真っ黒に。そのうえ一から清書
では大変な手間です。その点、ワー
プロは添削自由、機械がやってくれ
ますから書きあがったものがそのま
ま〝決定稿〟となります。
　印刷会社もＣＤなどで受け取った
原稿を変換するだけですから、ゲラ
も早く上がりますし、校正も多少の
文章の修正で済むことが多いでしょ
う。ごく少部数にして安く上げたい
なら、原稿を渡してそのまま印刷、
製本に入るということも可能です。
　もう一つ、パソコンの大きな機能
は資料探し。例えば以前に住んでい
た地域の状況を見たり、母校はどう
なっているのか見るのに、インター
ネットで簡単にアクセスできるとい
うことです。資料そのものでなくて
も欲しい資料のあるところなんてい
うのも探すことができるでしょう。
　ぜひ挑戦してみてください。

　文章を書くウエイトが大
きな自分史です。それには
まずパソコンのワープロ機

りはパソコンを使っている人が多く
なり、私もそろそろと思っています。
自分史を作るに当たっての、パソコ
ンの効用とはどんなものでしょうか。

　機械オンチというわけで
もありませんが、年賀状な
どもっぱら手書き。でも周

質問箱

パソコンは強い味方

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。


