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青 木 和 弘

天塩川

道北の母なる川　

探訪

�

　

雨
を
予
感
さ
せ
る
、
午
後
の
し
っ
と
り
と
し
た
空
気
に

緑
が
息
づ
い
て
い
る
。
天
塩
川
の
流
れ
は
ゆ
っ
た
り
と
静

か
だ
っ
た
。
音
威
子
府
村
筬お

さ
し
ま島
の
筬
島
大
橋
か
ら
上
流
の

眺
め
で
あ
る
。

　

天
塩
川
は
道
北
の
母
な
る
川
。北
見
山
地
の
天
塩
岳（
標

高
１
５
５
８
㍍
）
を
水
源
に
北
に
流
れ
天
塩
町
で
日
本
海

に
注
ぐ
。
全
長
２
５
６
㌔
㍍
、
石
狩
川
２
６
８
㌔
㍍
に
次

ぐ
日
本
で
４
番
目
に
長
い
川
で
あ
る
。
道
北
に
あ
っ
て
流

域
人
口
が
少
な
く
、開
発
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

だ
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
た
護
岸
が
少
な
く
、
人
を

容
易
に
寄
せ
付
け
な
い
深
い
薮
が
茂
り
、
幻
の
淡
水
魚
イ

ト
ウ
が
生
息
す
る
ほ
ど
自
然
が
残
っ
て
い
る
。
名
寄
市
か

ら
河
口
ま
で
の
１
５
７
㌔
㍍
に
わ
た
っ
て
堰
堤
な
ど
の
構

造
物
が
な
い
の
で
、
長
距
離
の
川
下
り
を
楽
し
む
カ
ヌ
ー

愛
好
家
が
全
国
か
ら
集
う
川
で
も
あ
る
。

　

天
塩
川
は
ア
イ
ヌ
語
の
「
テ
ッ
シ
・
オ
・
ペ
ッ
（
簗や

な

・

多
い
・
川
）」
が
語
源
だ
。
川
に
仕
掛
け
て
魚
を
捕
る
簗

の
よ
う
に
、
細
長
く
岩
が
川
を
横
断
す
る
よ
う
な
地
形
に

由
来
す
る
と
い
う
。
こ
の
「
テ
ッ
シ
」
は
中
流
域
の
、
美

深
町
恩お

ん
ね
な
い

根
内
な
ど
の
橋
の
上
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

水
量
が
多
い
日
は
隠
れ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
日
は
、
わ
ず

か
に
頭
を
出
し
て
い
た
。
ウ
グ
イ
ス
や
カ
ッ
コ
ウ
な
ど
多

彩
な
野
鳥
の
さ
え
ず
り
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
堤
防
を
し
ば

ら
く
歩
い
て
み
た
が
、
川
に
下
り
ら
れ
る
よ
う
な
道
も
踏

み
跡
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
赤
や
黄
や
紫
の
野
草
が
、

堤
防
の
斜
面
い
っ
ぱ
い
に
咲
き
乱
れ
て
い
た
。

　

江
戸
幕
府
の
命
を
受
け
た
冒
険
家
・
松
浦
武
四
郎
が

１
８
５
７
年
６
月
、
天
塩
川
の
流
域
調
査
で
川
を
さ
か
の

ぼ
り
、
そ
の
帰
路
、
音
威
子
府
村
で
、
ア
イ
ヌ
の
長
老
の

話
を
聞
い
て
「
北
海
道
」
の
名
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
。

筬
島
大
橋
か
ら
１
㌔
㍍
ほ
ど
下
流
の
左
岸
に
「
北
海
道
命

名
之
地
」
碑
が
あ
る
。
武
四
郎
が
眺
め
た
天
塩
川
も
こ
の

よ
う
な
姿
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

天
塩
川
は
四
季
折
々
美
し
い
。
一
面
の
緑
に
包
ま
れ
た

夏
は
短
い
。
秋
に
は
木
々
が
黄
色
く
色
づ
き
、
空
は
夕
焼

け
に
染
ま
る
。
長
い
冬
は
川
面
が
結
氷
し
て
白
一
色
に
な

る
。
冷
え
込
ん
だ
朝
、
川
を
囲
む
樹
氷
が
朝
日
に
輝
く
こ

と
だ
ろ
う
。
春
に
な
る
と
川
面
が
解
氷
し
、
砕
け
た
板
氷

が
流
れ
下
る
。
雪
が
消
え
る
と
待
ち
に
待
っ
た
季
節
だ
。

新
緑
が
一
斉
に
川
岸
を
覆
い
尽
く
す
と
初
夏
の
訪
れ
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
北
上
し
て
中
川
町
を
過
ぎ
る
と
、川
は
蛇
行
し
、

あ
ち
こ
ち
に
三
日
月
湖
を
残
す
。
幌
延
町
で
西
に
大
き
く

流
れ
を
変
え
、
国
道
２
３
２
号
の
北
川
口
付
近
か
ら
、
天

塩
川
の
向
こ
う
に
オ
ト
ン
ル
イ
風
力
発
電
所
の
風
車
を
望

む
。
流
れ
は
砂
州
に
導
か
れ
て
南
に
向
か
い
、
８
㌔
㍍
ほ

ど
で
河
口
に
至
る
。

　

南
北
に
延
び
た
砂
丘
に
は
川
口
遺
跡
が
あ
る
。
紀
元
前

３
世
紀
の
弥
生
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
後
期
の
縦
穴
式
住
居

跡
だ
。
狩
猟
採
集
の
民
で
、
北
方
民
と
の
交
易
も
し
な
が

ら
、
海
と
川
の
恵
み
で
暮
ら
し
て
い
た
ら
し
い
。

　

天
塩
町
の
和
人
の
歴
史
も
古
い
。
江
戸
時
代
初
期
に
は

地
元
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
場
所
を
開
設
し
、
松
前
藩
の
役
人

天塩町北川口からオトンルイ風力発電所を望む



19 北海道自治研究 ２０１５年７月（Ｎo.558）

が
常
駐
し
て
い
る
。

　

明
治
以
降
は
道
北
開
拓
の
拠
点
だ
っ
た
、
鉄
道
の
整
備

さ
れ
る
昭
和
10
年
ご
ろ
ま
で
は
、天
塩
川
を
中
川
町
ま
で
、

食
料
や
生
活
物
資
、
農
産
物
な
ど
を
運
ぶ
長
門
船
が
往
来

し
、
木
材
の
搬
送
に
も
川
が
利
用
さ
れ
た
が
、
い
つ
ご
ろ

な
く
な
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
そ
う
だ
。

　

江
戸
時
代
か
ら
知
ら
れ
た
「
天
塩
の
シ
ジ
ミ
」
が
、
ピ

ン
チ
だ
と
い
う
。
パ
ン
ケ
沼
と
ペ
ン
ケ
沼
で
捕
獲
量
が
激

減
し
、
サ
イ
ズ
も
小
さ
く
な
っ
た
と
い
う
。
漁
協
で
は
禁

漁
や
、
漁
獲
制
限
で
資
源
の
回
復
を
目
指
し
て
い
る
が
、

海
水
と
淡
水
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
、
周
辺
の
牧
草
地
化

や
河
川
の
直
線
化
の
影
響
で
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
。
現
代
人
の
活
動
と
自
然
の
営
み
が
微
妙
に
齟そ

齬ご

を

き
た
し
て
き
た
の
が
心
配
で
あ
る
。　

天塩川に近い牧草地で草をはむ放牧された牛たち＝幌延町

音威子府村筬島大橋から緑に包まれた天塩川の上流を望む


