
　
ち
ょ
う
ど
四
十
年
前
、
札
幌
市
が
世
界
の
注
目
を
集
め
た
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク（
関

連
記
事
六
ペ
ー
ジ
）。
日
本
が
唯
一
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
ス
キ
ー
ジ
ャ
ン
プ
の
下
地

は
、
こ
ん
な
さ
さ
や
か
な
ジ
ャ
ン
プ
台
？ 

に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。
今
で
こ
そ
下
川
町
や
余
市
町
に
少
年
団
が
で
き
、
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら

コ
ー
チ
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
整
っ
た
台
で
飛
ぶ
こ
と
に
慣
れ
て
い
ま
す
。
ソ
チ
五

輪
女
子
ジ
ャ
ン
プ
の
ホ
ー
プ
、
高
梨
選
手
も
上
川
町
の
ジ
ュ
ニ
ア
チ
ー
ム
所
属
で
す
。

で
も
物
の
な
い
時
代
は
み
ん
な
こ
う
や
っ
て
遊
ん
で
い
た
し
、
お
下
が
り
の
木
の
ス

キ
ー
板
に
カ
ン
ダ
ハ
ー
と
い
う
の
も
定
番
。
こ
れ
で
十
分
楽
し
か
っ
た
も
の
で
す
。

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
八

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
館
四
階

 

　
編
集
工
房 

海
　

内
　
T
E
L
（
〇
一
一
）
六
二
三
ー
六
六
五
二

二
〇
一
二
年 

冬（
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
島
歌
郵
便
局
│
│
│
２

・
マ
チ
の
博
物
館
／
み
つ
る
や 

鶴
の
舞
│
│
３

・
川
筋
を
行
く
／
創
成
川
（完）
│
│
│
４

・
来
た
道
・
行
く
道
／
履
物
の
巴
屋 

い
と
う
│
５

・
あ
る
ば
む
レ
ト
ロ
ポ
リ
ス
／
札
幌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
│
│
６

・
道
具
で
道
草
30
年
│
│
│
７

・
紙
の
話
③
│
│
│
８
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そ
こ
を
の
ぞ
く
だ
け
で
何
か
の
交
流
が
生
ま
れ
る

地
域
の
郵
便
局
の
小
さ
く
て
大
き
な
存
在

ま
し
て
交
通
の
不
便
な
小
漁
村
で
は
な
お
さ
ら
で
す

ニ
シ
ン
漁
の
浮
沈
も
見
て
き
た
百
年
以
上
前
の
建
物
で
す

　「
日
本
地
名
大
辞
典
一
　
北
海
道
」（
角

川
書
店
）で
島
歌
と
い
う
地
名
を
引
く
と
、

一
か
所
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。
所
在
地
は

瀬
棚
町
。
現
在
は
大
成
町
、
北
桧
山
町
と

一
つ
の
宿
直
室
な
ど
は
さ
ぞ
か
し
寒
か
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
建
物
そ
の
も
の
に
こ
れ
と
い
っ
た
特
徴

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
海
岸
線
に
へ
ば
り
つ

く
よ
う
に
漁
家
と
隣
り
合
っ
て
建
つ
姿
を

想
像
す
る
と
、
北
海
道
の
一
つ
の
時
代
が

彷
彿
と
し
て
く
る
よ
う
で
す
。

ニ
シ
ン
景
気
の
頃
は
、

網
元
が
局
長
だ
っ
た
。

旧
島
歌
郵
便
局

年
に
新
し
く
な
っ
た
も
の
。
翌
三
十
六
年

に
は
電
話
事
務
も
開
始
し
て
い
ま
す
。
当

時
は
、
今
や
伝
説
と
な
っ
た
北
海
道
で
最

も
ニ
シ
ン
が
捕
れ

た
時
代
。
島
歌
地

区
一
帯
で
も
ニ
シ

ン
景
気
に
沸
き
ま

し
た
。
各
地
か
ら

人
が
集
ま
り
、
郵

便
物
の
取
扱
量
も

増
加
し
て
い
っ
た

こ
と
は
想
像
に
難

く
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治
二
十
六
年
か
ら
十

六
年
間
、
二
代
目
局
長
を
務
め
た
畑
野
清

治
と
い
う
人
は
、
こ
の
地
ら
し
く
網
元
と

し
て
漁
業
も
営
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

　
局
で
働
く
人
は
局
長
の
ほ
か
事
務
雇
員

三
人
、
集
配
人
二
人
、
逓
送
人
二
人
も
い

た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
今
日
の
市
街
地
の

郵
便
局
と
比
べ
て
も
規
模
は
変
わ
る
と
こ

ろ
は
な
い
よ
う
で
す
。

　
さ
て
木
造
二
階
建
て
の
島
歌
郵
便
局
で

す
。
柾
ぶ
き
屋
根
の
形
が
、
頂
点
か
ら
四

方
八
方
へ
流
れ
る
方

ほ
う
ぎ
ょ
う形
屋
根
と
い
わ
れ

る
寄
棟
の
変
形
。
お
寺
な
ど
に
多
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
て
っ
ぺ
ん
の
尖
塔
の
よ

う
な
も
の
は
、
洋
風
を
気
取
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　
郵
便
業
務
を
行
う
一
階
は
、
公
衆
郵
便

取
扱
所
、
郵
便
事
務
室
、
事
務
員
宿
直
室
、

電
話
室
、
玄
関
兼
集
配
・
逓
送
人
扱
所
お

よ
び
宿
直
室
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
間
取
り
。

二
階
は
物
品
庫
に
な
っ
て
い
ま
す
。
火
鉢

北
海
道
で
は
そ
の
翌
年
、
函
館
に
郵
便
役

所
の
で
き
た
の
が
最
初
で
、
島
歌
に
は
同

十
九
年
に
郵
便
局
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
紹
介
す
る
局
舎
は
明
治
三
十
五

●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　

る
追
分
ソ
ー
ラ
ン
ラ

イ
ン
を
、
せ
た
な
町

市
街
地
か
ら
北
の
茂

津
多
岬
方
面
へ
進
ん

だ
中
間
あ
た
り
に
あ

り
ま
す
。

　
日
本
の
近
代
郵
便

が
始
ま
る
の
は
明
治

四
年（
一
八
七
一
）。

合
併
し
て
せ
た
な
町
と
な
っ
て
い
る
道
南

の
町
で
す
。
島
歌
地
区
は
、
険
し
い
山
系

が
日
本
海
へ
と
落
ち
込
む
崖
に
沿
っ
て
走

明
治
三
十
五
年（
一
九
〇
二
）建
築

こんな建物が荒波寄せる海岸に
漁家と並んでへばりついていた
方形屋根の理由はよくわからない

郵便を受け付ける窓口がオープンカウンターになったのはいつ頃だろうか
基本的な構造は現代とさして変わらないが、宿直室(左下)が珍しい

レプリカだが逓信省からの局長辞令

※
参
考
文
献「
北
海
道
開
拓
の
村
・
開
村
10
周
年
記
念
誌
」
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若
い
人
の
数
が
減
っ
て
結
婚
す
る
カ
ッ
プ
ル
も
少
な
く
な
り

結
納
と
い
う
ゆ
か
し
い
慣
習
も
薄
れ
が
ち
な
昨
今

美
し
い
店
名
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
並
ぶ
結
納
品
の
数
々
は

幸
せ
に
と
二
人
の
女
性
が
心
を
込
め
た
手
作
り
で
す

　
印
刷
し
た
の
し
袋
が
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
、
そ
も
そ
も
水
引
の
飾
り
に
ど
ん
な
意

味
が
あ
る
の
か
さ
え
よ
く
知
ら
な
い
人
が
増
え

た
よ
う
で
す
。
そ
の
水
引
に
最
も
気
を
配
る
結

納
品
を
、
手
作
業
で
作
り
続
け
て
い
る「
み
つ

る
や
　
鶴
の
舞
」。
小
さ
な
店
舗
に
も
三
十
二

年
の
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
。

　
社
長
の
小
林
郁
子
さ
ん
に
よ
り
ま
す
と
、
結

納
品
の
製
造
卸
を
行
っ
て
い
る「
美
鶴
屋
」の
創

業
が
六
十
年
前
。
留
萌
で
ス
タ
ー
ト
し
、
現
在

は
同
じ
入
船
地
区
の
別
社
屋
で
二
代
目
社
長
の

弟
さ
ん
が
切
り
盛
り
し
て
い
ま
す
。
製
造
卸
は

道
内
で
も
こ
こ
一
社
し
か
な
く
、
各
地
の
問
屋

や
小
売
業
も
量
販
店
へ
と
姿
を
変
え
た
た
め
、

手作りで松竹梅、鶴亀のオリジナル

小
樽
市
入
船
一
丁
目
四
│
一
五

（
〇
一
三
四
）三
三̶

三
四
三
一

中
国
な
ど
外
国
製
品
も
多
く
な
り
ま
し
た
。

　
水
引
は
、
和
紙
を
こ
よ
り
状
に
し
て
糊
を
引

き
、
乾
か
し
て
固
め
た
飾
り
紐
で
す
。
色
も
赤
、

白
、
緑
、
金
、
銀
、
こ
は
く
な
ど
三
十
種
以
上
。

和
紙
の
ほ
か
絹
を
巻
い
た
も
の
な
ど
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
紐
で
松
や
竹
、
梅
、
鶴
、
亀
、
海
老
、

鯛
を
作
っ
て
、
贈
答
品
や
封
筒
に
組
み
合
わ
せ

て
飾
り
付
け
て
い
き
ま
す
。
生
産
地
で
有
名
な

の
は
飯
田
水
引（
長
野
県
）や
伊
予
水
引（
愛
媛

時
間
以
上
か

か
る
こ
と

も
」と
小
林

さ
ん
。
日
頃

か
ら
部
品
を

た
く
さ
ん
作

り
置
き
し
て

こ
の
道
四
十
三
年
と
い
う
ベ
テ
ラ
ン
で
す
。
水

引
を
曲
げ
た
り
結
ん
だ
り
し
て「
簡
単
な
も
の

は
十
五
分
く
ら
い
。
ワ
ン
セ
ッ
ト
作
る
の
に
二

大
き
な
も
の
が
主
体
で
し
た
が
、
近
年
は
カ
ラ

フ
ル
に
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
と
い
う
傾
向
と
か
。

松
竹
梅
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
組
み
合
わ
せ
に
し
た

お
い
て
組
み

合
わ
せ
て
い

く
そ
う
で
す
。

　
水
引
に
も

流
行
が
あ
っ

て
、
以
前
は

り
、
色
を
変
え
て
み
た
り
と
、
ア
レ

ン
ジ
に
も
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
流
行
と
い
え
ば
、
水
引
の
需
要
に

も
世
の
中
の
動
き
の
影
響
が
。「
若

い
人
が
減
っ
て
結
婚
し
な
い
人
が
増

え
て
い
ま
す
し
、
結
納
の
し
き
た
り

を
知
ら
な
い
人
や
省
略
し
て
し
ま
う

人
も
い
ま
す
」（
小
林
さ
ん
）。
大
事

な
伝
統
は
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
、
結
納
品

の
長
の
し
や
目
録
を
飾
る
松
竹
梅
の
意
味
を
、

改
め
て
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
松
は
年
中
青
々
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
と
こ

し
え
の
繁
栄
、
竹
は
真
っ
直
ぐ
な
成
長
、
梅
は

寒
い
季
節
に
一
番
に
咲
く
花
だ
か
ら
忍
耐
。
も

ち
ろ
ん
鶴
は
千
年
、
亀
は
万
年
│
│
あ
あ
、

や
っ
ぱ
り
日
本
人
だ
な
と
感
じ
ま
せ
ん
か
。

ん
で
い
る
仕
事
。
も

う
一
人
の
ス
タ
ッ
フ

五
十
嵐
洋
子
さ
ん
も

み
つ
る
や 

鶴
の
舞

祝
儀
用
品
専
門
店

県
）、
加
賀
水

引（
石
川
県
）。

こ
ち
ら
で
は
主

に
伊
予
の
水
引

を
使
っ
て
い
ま

す
。

　
扱
う
商
品
は

結
納
品
を
中
心

に
祝
儀
袋
や
正

月
飾
り
な
ど
、

水
引
が
必
要
な

も
の
全
般
。
女

性
な
ら
で
は
の

細
か
い
手
作
業

で
す
が
、
小
林

さ
ん
に
は
子
供

の
頃
か
ら
親
し

ベテランスタッフの
五十嵐洋子さん

空
に
舞
う
鶴
が
目
印
の
店
舗

豪
華
な
結
納
品
セ
ッ
ト
の
一
部

社
長
自
ら
手
作
り
│
│
小
林
郁
子
さ
ん

こんな祝儀袋をもらうとうれしい

用途や金額に応じて
様々な型がある鶴や亀
細かい手作業をしのばせる

丁度、正月の縁起物を制作中。小林社長は筆文字もお得意

作り置きしておいて組み合わせる 材料となる水引の数々

色
と
り
ど
り
の
水
引
飾
り
が
付
い
た
祝
儀
袋
の
コ
ー
ナ
ー
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街
の
真
ん
中
を
流
れ
る
人
工
河
川
に
も

よ
う
や
く
両
岸
に
緑
が
続
い
て
動
物
の
姿
も
見
ら
れ
る
の
が

Ｊ
Ｒ
学
園
都
市
線
（
札
沼
線
）
を
く
ぐ
っ
た
あ
た
り
か
ら

水
郷
・
茨
戸
へ
と
一
直
線
に
流
れ
込
ん
で
い
き
ま
す

（
国
道
二
三
一
号
）の
両

側
に
広
が
る
の
が
、
左

手
が
屯
田
、
右
手
が
太

平
と
篠
路
と
い
う
町
。

そ
の
両
地
区
を
分
け
る

よ
う
に
創
成
川
に
沿
う

ポ
プ
ラ
並
木
が
ま
ず
目

に
付
き
ま
す
。

　
北
大
の
ポ
プ
ラ
並
木

が
相
次
い
だ
結
果
、
に
わ
か
に
ク

る
新
琴
似
跨
線
橋
か
ら
、

北
に
向
か
っ
て
見
は
る
か
す
石
狩
街
道

〇
四
）の
風
台
風
で
倒
木

成
十
六
年（
二
〇

と
な
り
、
平

が
老
木

　
篠
路
・
太
平
、
屯
田
は
明
治
期
に
屯

田
兵
や
入
植
者
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た

地
区
。
そ
の
功
労
を
今
に
伝
え
る
碑
が

あ
ち
こ
ち
に
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
篠
路
・
太
平
で
代
表
的
な
も
の
は
、

太
平
開
基
百
年
碑（
太
平
公
園
内
）と
篠

け
で
す
。

の
景
観
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
わ

村
人
総
出
の
緑
化
作
戦
が
今
日

の
が
こ
の
ポ
プ
ラ
で
し
た
。

柵
代
わ
り
に
植
え
ら
れ
た

穏
便
に
解
決
し
よ
う
と

た
め
、
こ
と
を

篠
路
兵
村
移
住
記
念
碑
や
屯
田
開
基
九

十
周
年
顕
彰
碑
な
ど
も
。

　
屯
田
兵
顕
彰
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
モ
デ
ル

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
中
隊
長
の
渥
味

直
茂
大
尉
。
ま
た
馬
魂
之
碑
の
礎
石
の

下
に
は
屯
田
地
区
に
あ
っ
た
馬
頭
観
音

や
愛
馬
の
墓
石
を
埋
設
し
て
あ
る
そ
う

で
す
。
い
ず
れ
も
昭
和
六
十
三
年（
一

九
八
八
）、
屯
田
開
基
百
年
を
記
念
し

て
の
も
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
先
人
の
労
苦
で
作
り
上
げ

た
住
宅
地
の
間
を
抜
け
て
、
創
成
川
が

流
れ
着
く
の
が
茨
戸
川
。
西
か
ら
琴
似

札
幌
市
の
最
北
、
茨
戸
ま
で

開
拓
の
労
苦
し
の
ぶ
記
念
碑

太
平
、篠
路
、屯
田
を
流
れ
て
。

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
で
す
が
、

い
つ
誰
が
植
え
た
か
と
な

る
と
知
ら
な
い
人
も
多
い

よ
う
で
す
。

　
こ
れ
は
大
正
初
期
、
篠

路
村
学
田
部
落（
現
・
篠

路
町
太
平
）の
田
畑
が
、

屯
田
兵
村
か
ら
の
牛
馬
の

放
牧
で
荒
ら
さ
れ
て
い
た

徳
島
、
和
歌
山
か
ら
の
、
後
者
は
同
十

六
年（
一
八
八
三
）福
岡
県
報
国
社
の
入

植
を
記
念
し
て
の
も
の
で
す
。

　
ま
た
屯
田
地
区
で
は
屯
田
七
条
七
丁

目
に
、
そ
の
名
の
通
り
の
屯
田
開
拓
顕

彰
広
場
が
あ
っ
て
、「
屯
田
兵
第
一
大

隊
第
四
中
隊
本
部
跡
の
碑
」「
篠
路
兵
村

開
拓
碑
」「
水
田
開
発
記
念
碑
」「
屯
田
兵

顕
彰
之
像
」「
馬
魂
之
像
」な
ど
が
あ
り

ま
す
。
加
え
て
隣
接
の
江
南
神
社
に
は

発
寒
川
、
東
か
ら
伏
籠
川
も
流
れ
込
ん

で
来
て
、
大
き
な
水
郷
地
帯
を
形
成
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
が
札
幌
市
の
最
北
。

茨
戸
川
は
時
折
水
門
を
開
け
ら
れ
て
石

狩
川
に
合
流
し
ま
す
。
そ
の
石
狩
川
は

や
が
て
日
本
海
へ
出
て
行
き
ま
す
。

完

　
Ｊ
Ｒ
線
に
架
か

路
烈
々
布
開

基
百
年
碑

（
篠
路
烈
々

布
会
館
前
）。

前
者
は
明
治

二
十
二
年

（
一
八
八
九
）

上左／馬魂之像、上右／屯田兵顕彰之像
まさに人馬一体となった開拓だった

新琴似跨線橋とＪＲ札沼線が交差してすぐの
北３番橋あたりのポプラ並木（上）

上／篠路烈々布開基百年碑
右／太平開基百年碑
ともに篠路・太平の記念碑

江南神社境内にも歴史を物語る碑がある
左は創成川のゴール、茨戸の水郷風景

下左／篠路兵村開拓碑、下右／水田開発記念碑
（ともに屯田開拓顕彰広場。右２枚も）

北４番橋から茨戸方向を見る

※
参
考
文
献
／
「
北
区
エ
ピ
ソ
ー
ド
史
」「
新
・
北
区
エ
ピ
ソ
ー
ド
史
」（
札
幌
市
北
区
）
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伊
藤
謙
一
さ

　
　
ん

ス
ミ
ヱ
さ

　
　
ん

│
苫
小
牧
市
　
　
　
　

履
物
の
巴
屋
い
と
う

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
。

靴
店
の
進
出
な
ど
で
需
要
も
一
変
し
ま
し
た
。

　「
休
む
の
は
元
日
だ
け
で
、
寝
な
い
で
仕
事

を
し
た
」と
謙
一
さ
ん
が
い
う
の
は
、
企
業
の

接
待
が
盛
ん
だ
っ
た
高
度
成
長
期
。
店
の
近
隣

ん
な
世
情
は
な
ん
の

そ
の
。
専
門
店
と
し

て
の
誇
り
を
持
っ
て
、

明
る
く
お
客
さ
ん
と

接
す
る
毎
日
で
す
。

千
歳
、
札
幌
方
面
、
遠
く
は

稚
内
な
ど
か
ら
も
修
理
が
持

ち
込
ま
れ
ま
す
。

　
伺
う
と
こ
ろ
、
お
子
さ
ん

た
ち
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
後

継
は
定
か
な
ら
ず
。
一
方
で

は
鼻
緒
な
ど
を
作
る
職
人
が

次
第
に
い
な
く
な
っ
て
お
り
、

「
作
る
人
が
先
に
辞
め
る
か
、

　
街
で
和
服
姿
の
女
性
と
す
れ
違
う
度
に
、
つ

い
視
線
が
足
元
へ
。「
草
履
を
見
て
、
あ
あ
、

う
ち
の
お
客
さ
ん
だ
と
、
お
顔
は
覚
え
て
い
な

く
て
も
会
釈
し

て
し
ま
い
ま

す
」と
い
う
ス

ミ
ヱ
さ
ん
。
鼻

緒
を
挿す

げ
て
四

十
年
の
ベ
テ
ラ

ン
で
す
。
小
学

生
の
頃
か
ら
店

を
手
伝
っ
て
い

る
ご
主
人
の
伊

藤
謙
一
さ
ん

（
七
二

）
は
、
鼻

緒
職
人
と
し
て

の
キ
ャ
リ
ア
が
も
う
五
十
年
以
上
│
│
夫
婦
で

「
履
物
の
巴
屋
い
と
う
」三
代
百
三
年
の
の
れ
ん

を
守
っ
て
い
ま
す
。

　
苫
小
牧
に
王
子
製
紙
の
新
工
場
が
で
き
る
と

鼻
緒
挿す

げ
に
職
人
の
技
、

夫
婦
で
守
り
続
け
る

三
代
百
三
年
の
の
れ
ん
。

百
種
類
も
あ
る
鼻
緒
と
台
の
組
み
合
わ
せ
へ
の

ア
ド
バ
イ
ス
も
的
確
で
す
。

　
季
節
を
問
わ
ず
挿
げ
替
え
の
注
文
も
あ
り
、

地
元
は
も
と
よ
り
伊
達
や
室
蘭
、
日
高
、
恵
庭
、

ま
っ
て
い
た
の
で
、
子
供
用
の
下
駄
を
挿
げ
る

だ
け
で
も
何
十
足
と
大
変
で
し
た
。

　
そ
れ
が
今

い
う
の
で
新
潟
か
ら

に
は
割
烹
が
軒
を
並
べ
、

花
柳
界
の
賑
わ
い
が
履

物
の
需
要
を
支
え
ま
し

た
。「
大
み
そ
か
は
深

夜
ま
で
鼻
緒
挿
げ
。
銭

湯
に
行
く
の
は
年
が
明

け
て
朝
二
時
頃
で
し

た
」と
懐
か
し
み
ま
す
。

　
ス
ミ
ヱ
さ
ん
に
よ
り

ま
す
と
、
当
時
は
花
柳

界
の
お
姐
さ
ん
ば
か
り

で
な
く
、
一
般
の
お
宅

で
も
お
盆
と
正
月
は
新

し
い
着
物
に
履
物
と
決

し
た
の
が
明
治
四
十
二
年（
一
九
〇
九
）の

こ
と
で
す
。
以
来
、
街
の
歴
史
と
も
重
な

る
百
年
の
歩
み
。
掘
込
式
の
苫
小
牧
港
が

完
成
し
て
街
の
中
心
が
東
へ
移
り
、
大
型

売
る
人
が
先
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
」

と
お
二
人
で
笑
い
な
が
ら
、
お
客
さ
ん
と
の
履

物
談
義
や
世
間
話
が
ま
だ
ま
だ
楽
し
そ
う
で
す
。

は
ま
さ
に
職

人
芸
。
男
物

の
下
駄
に
女

性
用
の
鼻
緒

を
挿
げ
て
ほ

し
い
と
い
う
、

近
頃
の
若
者

に
感
心
す
る

持
ち
前
の
セ

ン
ス
で
、
何

や
っ
て
き
た
祖
父
が
、

現
在
の
幸
町
で
創
業

や
下
駄
も

草
履
も
区

別
が
つ
か
な

く
な
り
、
鼻

緒
も
ヒ
モ
と

い
わ
れ
る
世

の
中
。
履
物
店

と
し
て
は
ず
い

ぶ
ん
生
き
に
く
い

時
代
の
よ
う
で
す

が
、
お
二
人
に
は
そ

　
何
よ
り
の
看
板
は
、

下
駄
も
草
履
も
す
べ

て
自
分
た
ち
で
鼻
緒
を

挿
げ
る
と
い
う
こ
と
。
足

の
大
小
や
甲
の
高
低
に
合
わ

せ
て
ぴ
た
り
と
調
節
す
る
技

和装はきもの専門店
履物の巴屋　いとう
苫小牧市大町1丁目1の7
TEL（0144）32-2606

色とりどりの履物が並ぶ店内。選ぶのが楽しい
国道36号線に面している店舗

下
駄
の
台
を
み
が
く
道
具

植
物
繊
維
の
ブ
ラ
シ
や

ロ
ウ
石
な
ど〝
現
品
限
り
〞

上
は
蒔
絵
入
り

下
右
は
津
軽
塗
り

下
左
は
鎌
倉
彫
り
の
雪
下
駄

も
は
や
残
り
少
な
い
貴
重
品
だ

草履も下駄もすべてここで鼻緒を挿げる職人の技

昭和10年頃の店舗。ご主人もここで誕生

桐下駄の台には
当店の紋が入る

鼻緒を挿げる道具一式
「小山」は旭川にあった履物問屋
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札
幌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
記
憶
と
し
て
一

番
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
七

〇
㍍
級
ジ
ャ
ン
プ
で
の
笠
谷
、
金
野
、
青

地
三
選
手
の
表
彰
台
独
占
で
す
が
、
こ
こ

で
は
ま
ず
当
時
の
街
の
様
子
か
ら
。

　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
目
指
し
て
急
ピ
ッ
チ
で

進
め
ら
れ
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
う
ち
、
最

大
の
も
の
は
地
下
鉄
と
地
下
街
の
建
設
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
地

下
鉄
は
開
幕
前
年
の
昭
和
四
十
六
年
十
二

月
、
南
北
線
北
二
十
四
条̶

真
駒
内
間

が
開
通
。
雪
国
に
ふ
さ
わ
し
い
交
通
機
関

と
し
て
、
そ
の
後
も
延
伸
、
新
線
の
敷
設

が
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
四
十
年
前
の
昭
和
四
十
七
年（
一
九
七
二
）二
月
と
い
え
ば

七
十
代
、八
十
代
の
人
で
も
ま
だ
記
憶
は
鮮
明
で
し
ょ
う

ア
ジ
ア
で
初
め
て
の
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
地
と
な
っ
た
札
幌
市

世
界
中
の
注
目
を
集
め
、国
際
都
市
へ
と
発
展
す
る
契
機
と
も
な
り
ま
し
た
。

札
幌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

目
立
っ
た
活
躍
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
も
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
で
尻
も

ち
を
つ
い
て
三
位
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の

ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
リ
ン
選
手
や
、
ス
ピ
ー
ド

　
人
口
の
増
加
も
急
で
、
札
幌
招
致
が
決

ま
っ
た
昭
和
四
十
一
年
に
は
八
十
三
万
人

だ
っ
た
の
が
、
同
四
十
五
年
に
は
も
う
百

万
人
を
突
破
し
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
に

政
令
指
定
都
市
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
世

界
で
半
年
間
も
降
雪
の
あ
る
百
万
人
都
市

は
札
幌
ぐ
ら
い
で
、
雪
ま
つ
り
な
ど
と
合

わ
せ
て
国
際
都
市
と
し
て
の
成
長
も
こ
の

時
代
に
約

束
さ
れ
た

と
い
え
ま

す
。

　
さ
て
競

技
の
方
は
、

日
本
人
の

メ
ダ
ル
獲

得
は
先
の

三
つ
以
外

に
は
な
く
、

ス
ケ
ー
ト
男
子
で
四
種
目
の
う
ち
三
つ
の

金
メ
ダ
ル
を
取
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ル

ト
・
シ
ェ
ン
ク
選
手
な
ど
、
世
界
の
冬
の

ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
を
存
分
に
楽
し
め
た
十

一
日
間
で
し
た
。

　
各
種
目
の
会
場
と
な
っ
た
真
駒
内
の
屋

内
外
競
技
場
や
月
寒
、
美
香
保
の
両
体
育

館
、
大
倉
山
と
宮
の
森
の
ジ
ャ
ン
プ
競
技

場
な
ど
は
今
日
で
も
メ
モ
リ
ア
ル
施
設
と

し
て
十
分
に
機
能
し
て
い
ま
す
し
、
選
手

村
も
拡
大
を
続
け
る
札
幌
の
住
の
受
け
皿

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
あ
れ
か
ら
四
十
年
が
経
過
し
て
札
幌
市

の
人
口
は
二
百
万
人
を
目
前
。
道
民
の
三

人
に
一
人
は
札
幌
市
民
と
い
う
時
代
で
す

が
、
増
加
ス
ピ
ー
ド
は
当
時
と
比
べ
て
格

段
に
遅
く
な
っ
て
い
ま
す
。
雇
用
や
就
学

ば
か
り
で
な
く
、
便
利
な
都
市
機
能
を
求

め
て
く
る
人
も
多
く
、
そ
れ
だ
け
高
齢
化

も
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
。
東
京

都
の
よ
う
に
、
も
う
一
度
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

を
と
い
う
機
運
は
盛
り
上
が
る
の
で
し
ょ

う
か
。

昭和47年（1972）２月３日、今でも鮮明な開会式
２人の聖火最終ランナーは辻村いずみさんから高田英基君へ
（写真５枚とも札幌市文化資料室提供）

大
通
公
園
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
案
内
板

街
中
に
熱
気
が
漂
っ
て
い
た

２月13日の閉会式は真駒内アイスアリーナで
あれから40年が経過した……

札幌オリンピック記念の花電車（昭和44年４月）
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晩
秋
の
日
、庭
の
落
ち
葉
を
集
め
な
が
ら
の
止
め
ど
な
い
思
い

命
を
絶
や
さ
な
い
た
め
の
自
然
の
仕
組
み
に
感
心
し
な
が
ら

人
間
世
界
は
映
ら
な
い
は
ず
の
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
が
映
る
不
思
議
さ

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　「
つ
げ
」の
樹
が
玄
関
の
左
側
に
あ
る
。

そ
れ
も
最
初
は
南
の
ほ
う
に
枝
を
伸
ば
し

て
行
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
邪
魔
に
な
る
の

で
切
っ
た
と
こ
ろ
、
今
度
は
邪
魔
に
な
ら

な
い
北
の
方
に
枝
を
伸
ば
し
て
い
る
。

「
つ
た
」も
、「
つ
げ
」も
、
彼
等
な
り
に
考

え
、
あ
る
じ
と
調
和
し
て
生
き
よ
う
と
し

て
い
る
の
だ
と
思
う
と
、
い
じ
ら
し
く
な

り
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。

　
七
月
、
Ｔ
Ｖ
が
地
デ
ジ
化
さ
れ
た
。
テ

レ
ビ
の
画
面
で
は
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
し
て
、

早
く
地
デ
ジ
対
応
の
テ
レ
ビ
を
買
え
と
日

夜
Ｐ
Ｒ
。
我
が
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
に
あ
る

昔
の
木
調
の
テ
レ
ビ
。
電
気
屋
さ
ん
に
聞

く
と
こ
れ
は
初
期
の
も
の
で
、
差
し
込
む

ジ
ャ
ッ
ク
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
チ
ュ
ー

ナ
ー
も
使
え
ず
ダ
メ
と
言
う
。
レ
ト
ロ
は

い
ろ
ん
な
人
が
来
る
の
で
再
度
聞
い
て
み

る
と
、
地
デ
ジ
用
の
電
波
を
ア
ナ
ロ
グ
に

変
換
す
れ
ば
ジ
ャ
ッ
ク
は
必
要
無
い
、
映

る
と
言
う
。
そ
う
し
て
も
ら
い
旧
型
テ
レ

ビ
は
今
も
映
っ
て
い
る
。

　
晩
秋
の
陽
は
暮
れ
や
す
く
、
そ
し
て
寒

い
。
家
の
中
に
入
り
、
ス
ト
ー
ブ
の
薪
に

火
を
つ
け
考
え
て
み
た
い
。
窓
の
外
に
は

果
て
な
い
闇
ば
か
り
が
広
が
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
…
…
。

　
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
砂
漠
へ
た
だ
た

だ
進
ん
で
行
く
我
が
街
。
そ
う
思
う

と
、
落
ち
葉
を
集
め
て
ゴ
ミ
と
し
て

出
す
の
は
や
め
る
こ
と
に
し
た
。

　
代
わ
り
に
、
割
と
暖
か
い
の
で
庭

の
テ
ー
ブ
ル
に
お
茶
と
お
つ
ま
み
を

並
べ
、
し
ば
し
物
思
い
に
耽
る
。

　「
散
り
て
な
を
　
庭
を
飾
れ
る
花

紅
葉
　
小
春
日
和
の
青
空
の
下
」

　
生
存
競
争
に
勝
ち
、
あ
ら
ゆ
る
生

物
の
上
に
君
臨
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

他
の
生
き
物
に
対
し
て
何
を
し
て
も

良
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　
冬
が
近
づ
く
と
我
が
家
の
小
さ
な
庭
の

木
樹
も
、
一
斉
に
葉
を
落
と
し
て
冬
支
度

を
し
て
い
く
。

　
落
ち
葉
が
何
層
に
も
積
も
り
、
地
面
が

全
く
見
え
な
く
な
る
。
ま
だ
緑
色
を
し
た

葉
や
、
茶
色
に
枯
れ
た
も
の
、
そ
し
て
な

お
赤
く
鮮
や
か
な
紅
葉
の
葉
。

　
ビ
ニ
ー
ル
の
大
き
な
袋
を
取
り
出
し
て
、

落
ち
葉
を
集
め
て
ゴ
ミ
に
出
そ
う
か
と
思

い
、
落
ち
葉
の
塊
を
め
く
っ
て
み
た
。
す

る
と
地
面
の
窪
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
な
ん
と

「
か
ま
ど
う
ま
」が
二
匹
並
ん
で
い
た
。
も

う
寒
い
の
で
動
き
が
鈍
く
な
っ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
と
も
天
井
代
わ
り
の
落
ち
葉
が

い
き
な
り
無
く
な
っ
た
の
で
、
驚
い
て
動

け
な
い
の
か
、
飛
び
跳
ね
も
せ
ず
私
の
ほ

う
を
見
つ
め
て
い
る
。
さ
ら
に「
む
か
で
」

が
あ
わ
て
て
落
ち
葉
の
下
に
潜
り
込
み
、

「
わ
ら
じ
虫
」も
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

迷
惑
そ
う
。

　
人
間
に
と
っ
て
は
ゴ
ミ
で
し
か
な
い
落

ち
葉
も
、
庭
の
虫
た
ち
に
と
っ
て
は
、
越

冬
の
た
め
の
大
切
な
住
居
の
屋
根
代
わ
り
。

裸
で
は
い
く
ら
虫
で
も
凍
え
て
し
ま
う
。

そ
し
て
地
面
に
落
ち
、
腐
れ
ば
大
地
を
豊

か
に
す
る
天
然
の
肥
料
。
虫
た
ち
も
、
死

ね
ば
樹
木
に
と
っ
て
は
大
切
な
動
物
性
タ

ン
パ
ク
。
地
表
を
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
覆
い

尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
枯
葉
は
腐
ら
ず
、

風
に
舞
う
だ
け
の
ゴ
ミ
、
昆
虫
も
生
き
て

ゆ
け
な
い
。
ひ
い
て
は
そ
れ
を
餌
に
し
て

い
た
小
鳥
た
ち
も
、
餌
不
足
で
姿
を
消
し

て
行
く
。

ぶ
な
つ
り
し
」小
川
も
埋
め
立
て
ら
れ
て

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
道
路
と
な
り
、
も

は
や
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
我
々
は
故

郷
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
代

わ
り
に
何
を
得
た
の
だ
ろ
う
。

　
亡
き
母
が「
タ
イ
ソ
ウ
花
」と
呼
ん
で
い

た
濃
い
ピ
ン
ク
の
花
を
咲
か
せ
る
花
が
あ

る
。
花
が
咲
い
て
種
が
で
き
、
そ
れ
が
地

面
に
落
ち
て
ま
た
芽
を
出
し
て
と
い
っ
た

繰
り
返
し
で
、
一
年
に
何
回
も
咲
く
花
で

あ
る
。
普
段
は
三
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
な

ら
な
い
と
花
は
咲
か
な
い
の
だ
け
れ
ど
、

こ
の
時
期
と
て
も
そ
れ
ま
で
待
っ
て
は
い

ら
れ
な
い
と
ば
か
り
、
十
セ
ン
チ
く
ら
い

で
花
を
つ
け
種
を
作
る
。
花
も
自
分
の
子

孫
を
残
す
べ
く
、
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
い
る

　
だ
が
現
実
は
人
間
の
や
り
た
い
放
題
。

童
謡「
ふ
る
さ
と
」に
唄
う「
う
さ
ぎ
お
い

し
」か
の
里
山
も
、
崩
さ
れ
造
成
さ
れ
て

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
築
群
と
化
し
、「
小

の
だ
。

　
植
え
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
ど
こ
か

ら
か
種
が
飛
ん
で
き
て
う
ち
に
住
み
つ
く

こ
と
に
な
っ
た「
つ
る
」（
名
前
は
知
ら
な

い
）が
あ
る
。
少
し
ず
つ
大
き
く
な
り
、

始
め
は
陽
の
あ
た
る
南
の
方
に
つ
る
を
伸

ば
し
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
巻

き
つ
く
物
が
何
も
無
い
。
ど
う
す
る
の
だ

ろ
う
と
眺
め
て
い
た
ら
北
の
方
に
つ
る
を

方
向
転
換
し
た
。
そ
こ
に
は
石
の
柱
が
あ

り
、
最
初
の
一
本
が
巻
き
つ
く
や
、
次
か

ら
つ
る
は
南
で
は
な
く
全
て
北
の
柱
を
目

ジャックなしでも見事に映る！！
レトロスペースの面目躍如だ

何万点あるのか、数えることも不可能なコレクション
その一つに下の木製家具調のカラーテレビがある

※
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
・
坂
会
館
／
札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
三
条
七
丁
目

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ（
〇
一
一
）六
三
二
│
五
六
五
六
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●
記
念
誌
で
歴
史
を
残
す

●
小
紙
を
お
送
り
し
ま
す

デザイン・イラスト／伊藤公修

　
企
業
や
団
体
が
二
十
年
、
三
十
年
と

歴
史
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
人
が
変

　
自
分
史
な
ど
本
を
つ
く
り
た
い
と
考

え
て
い
る
人
の
た
め
に
、
印
刷
担
当
者

と
編
集
者
が
お
伺
い
し
て
ア
ド
バ
イ
ス

い
た
し
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
で
も
ど
う
ぞ
。

お
気
軽
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
慌
し
い
毎
日
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
で
す
。
ご
希
望
の
方
に
無

料
で
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
印
刷
紙
工

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

わ
っ
た
り
資
料
が
散
逸
し
た
り
し
ま
す
。

節
目
の
年
に
記
念
誌
の
制
作
は
い
か
が

で
す
か
。
企
画
、
編
集
、
印
刷
、
ど
の

段
階
か
ら
で
も
ご
用
命
を
承
り
ま
す
。

●
出
前
で
ア
ド
バ
イ
ス
を

洋紙とは、コウゾやミツマタなどにネリを加えて作る
和紙以外の紙の総称です。普通は紙と呼ばれて、
機械で大量生産するもので、用途で大きく「紙」と「板紙」に分けられます。

【紙】
１．新聞巻き取り紙＝新聞紙
２．印刷・情報用紙＝印刷用紙、
葉書、複写原紙、感光紙など
３．包装用紙＝クラフト紙など
４．衛生用紙＝トイレットペー

　洋紙は木材や古紙のパルプ
（繊維）から作ります。木材パル
プは、針葉樹や広葉樹を小片
（チップ）化し、化学処理してパ

　原材料として使われる木材パ
ルプと古紙とではどちらが多い
のかというと、2003年以降、
古紙がずっと60％台を占めて
います。日本の古紙回収率は世
界第３位。印刷物によく表示し
てある「再生紙」ですが、紙の多
くは古紙をリサイクルして作っ

パー、ティッシュペーパーなど
５．雑種紙＝書道用紙、たばこ
の葉巻など
【板紙】
１．紙器用板紙＝菓子箱など
２．ダンボールの原紙など

ルプを抽出。漂白、薬品添加な
どを経て、機械にかけて抄きま
す。古紙も水に溶かしてから化
学処理などを行っていきます。

た再生紙ということになります。
省資源から再生紙利用は望まし
いことには違いありませんが、
長期保存という点では、木材パ
ルプで作られた紙が適している
ようです。古紙には様々な紙の
混入が考えられ、耐久性も確か
められていないからです。

ろ。やはりどうやって探せばということに

なります。

　そこで第一歩は自分の戸籍謄本と除籍簿

を取り寄せることです。本籍地の役所に請

求すればすぐにできます。それでわかる祖

父母のことをたよりにさらに戸籍をさかの

ぼっていけば、新しい展開があるはずです。

親戚筋などに問い合わせてみて、知ってい

屯田兵だったのか、それとも北の大地に憧

れて来たのかというところでしょう。でも

ルーツはそれ以前の家系や住んでいたとこ

　ルーツ、つまり根っこですね。

例えば北海道限定でしたら、大方

のお宅は古くは開拓入植で来たか、

　自分史づくりに取り掛かろうと

構想を練っているうちに、我が家

の先祖はどこに住んでいたのか、

両親から何も聞かされていないことに思い

当たりました。それならいっそルーツ探し

から始めてみようと思うのですが、どんな

ことをすればよいのか教えてください。

我が家のルーツを探したい

 「紙」といえば洋紙のこと３

新聞紙から包装用紙、衛生用紙まで

木材や古紙から作る

紙の60％は再生紙

●パルプ材の原料ソース別構成比（2010） （％）※資料：日本製紙連合会

天然林低質材 29.7人工林低質材 23.8製材残材 36.1

天然林低質材 2.8

パルプ

古紙・その他

人工林低質材 5.6

00年 02 04 06 08 10

製材残材 1.3天然林低質材 0.6

天然林低質材 7.9製材残材 10.7

人工林低質材 0.5古材 6.4

製材残材 0.6

広葉樹 30.9針葉樹 69.1

広葉樹 83.1針葉樹 16.9

人工林低質材　73.9

国産材
4,955
千ｔ

輸入材
11,769
千ｔ

●製紙原料の
消費推移

を訪ねて話を聞きながら、さらに系図を固

めていきます。菩提寺がわかればぜひ訪ね

てみて、過去帳から関係者の没年月、続柄

などがわかれば大きなヒントになります。

ること、思い当たる

ことを聞くのもよい

でしょう。

　こうしてある程度

進んだら、次は機会

を見つけての“現地

調査”。本家や旧家

42.8
％ 40.2 39.5 39.3 38.0 37.4

57.2
％

31.7百万ｔ

59.8

30.7

60.5

31.0

60.7

31.2

62.0

31.0

62.6

27.9

※資料：経済産業省
　「紙・パルプ統計」


