
「
？
」ば
か
り
の

初
訪
問
ノ
ー
ト

　

適
切
な
た
と
え
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
東
川
町
は
「
重
箱
に
入
っ
た

お
せ
ち
料
理
」
の
よ
う
な
町
だ
。
パ
ッ

と
見
た
だ
け
で
は
何
が
ど
う
す
ご
い
の

か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ざ
蓋
を
開

け
て
み
る
と
、
伊
達
巻
、
い
く
ら
、
か

ま
ぼ
こ
と
い
っ
た
色
と
り
ど
り
の
料
理

（
取
り
組
み
）
が
ぎ
ゅ
っ
と
詰
ま
っ
て
い

る
。
し
か
も
重
箱
の
ご
と
く
重
層
的
に
。

「
こ
ん
な
時
代
に
人
口
が
増
え
て
い

る
？
」
「
お
し
ゃ
れ
な
カ
フ
ェ
が
あ
ち

こ
ち
に
あ
る
っ
て
」
「
地
下
水
だ
け
で

暮
ら
し
て
い
る
ら
し
い
」
「
写
真
に
力

を
入
れ
て
い
る
ん
だ
っ
て
」
。
そ
ん
な

評
判
だ
け
を
耳
に
し
て
東
川
町
へ
行
く

と
面
食
ら
う
。
企
画
段
階
の
リ
サ
ー
チ

で
訪
ね
た
と
き
が
そ
う
だ
っ
た
。

　

旭
川
空
港
か
ら
レ
ン
タ
カ
ー
に
乗
っ

て
10
分
ほ
ど
で
東
川
町
に
着
く
。
中
心

市
街
地
を
目
指
し
て
東
に
向
か
う
。
少

し
店
が
出
て
き
た
な
と
思
っ
た
ら
、
す

ぐ
町
は
ず
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
Ｕ

タ
ー
ン
し
て
道
の
駅
ひ
が
し
か
わ
「
道

草
館
」
へ
。
店
内
は
賑
わ
っ
て
い
た
が
、

外
に
出
る
と
中
心
部
な
の
に
人
影
が
あ

ま
り
な
い
。
カ
フ
ェ
は
１
軒
１
軒
が
離

れ
て
い
る
し
、
地
下
水
は
見
え
ず
、
カ

メ
ラ
を
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
人
も
い
な
い
。

初
め
て
東
川
町
を
訪
ね
た
そ
の
日
の
記

録
ノ
ー
ト
は
「
？
」
で
埋
ま
っ
た
。

自
分
の
言
葉
で
話
す

自
治
体
職
員

　

こ
の
町
は
ち
ょ
っ
と
違
う
―
―
そ
う

思
っ
た
の
は
２
日
目
だ
。
施
策
に
つ
い

て
聞
く
た
め
に
東
川
町
役
場
を
訪
ね
、

税
務
定
住
課
の
吉
原
敬
晴
さ
ん
、
産
業

振
興
課
の
朝
倉
祥
貴
さ
ん
、
企
画
総
務

課
の
竹
田
慶
介
さ
ん
と
お
会
い
し
た
。

　

実
は
、
初
日
に
公
園
で
犬
と
遊
ん
で

い
た
男
性
か
ら
「
中
心
市
街
地
か
ら
遠

い
宅
地
に
は
ま
だ
ま
だ
空
き
が
あ
る
」

と
い
う
情
報
を
得
て
い
た
。
人
口
が
増

え
て
い
る
な
ら
宅
地
が
が
ら
空
き
な
の

は
お
か
し
い
。
そ
う
疑
問
を
ぶ
つ
け
る

と
、
「
空
い
て
い
て
い
い
ん
で
す
。
新

し
い
人
た
ち
が
一
気
に
入
る
と
、
み
ん

な
揃
っ
て
歳
を
と
る
の
で
バ
ラ
ン
ス
が

悪
い
。
ぽ
つ
ぽ
つ
売
れ
れ
ば
十
分
で

す
」
と
吉
原
さ
ん
は
笑
っ
た
。

　

中
心
市
街
地
な
ら
す
ぐ
に
買
い
手
が

つ
く
の
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
町
内
４

つ
の
小
学
校
の
児
童
数
が
偏
ら
な
い
よ

う
に
宅
地
造
成
を
行
な
っ
て
い
る
と
明

か
す
。
そ
し
て
、
こ
ち
ら
の
し
つ
こ
い

質
問
に
も
「
私
は
こ
う
思
う
」
と
、
誰

の
顔
色
も
窺
わ
ず
即
答
す
る
こ
と
に
も

驚
い
た
。
３
人
と
も
だ
。
こ
う
い
う

人
々
が
住
む
東
川
町
に
俄
然
興
味
が
湧

い
た
。

　

ま
ず
は
開
拓
以
来
の
歴
史
を
『
東
川

町
史
』（
１
９
７
５
）
と
『
東
川
町
史 

第

二
巻
』（
１
９
９
５
）
か
ら
振
り
返
り
た
い
。

米
づ
く
り
専
門
の

純
農
村
と
し
て

　

東
川
町
の
入
植
開
始
は
１
８
９
５
年

（
明
治
28
）。
屯
田
移
住
で
は
な
く
、
民

間
植
民
移
住
だ
っ
た
。
香
川
団
体
30
戸
、

富
山
団
体
20
戸
、
愛
知
団
体
14
戸
、
徳

島
団
体
８
戸
な
ど
が
入
地
。
１
８
９
７

年
（
明
治
30
）
12
月
、
旭
川
村
か
ら
分
轄

し
て
東
川
村
が
設
け
ら
れ
た
。

「
古
老
の
昔
話
」
と
し
て
佐
々
木
戌も
り

秀ひ
で

さ
ん
は
こ
う
語
る
。

「
入
植
当
時
に
も
っ
と
も
困
っ
た
こ
と

は
食
料
が
な
い
こ
と
。
ヒ
エ
や
ア
ワ
を

食
べ
て
、
コ
メ
は
ぜ
い
た
く
品
だ
っ
た
。

（
中
略
）
熊
も
恐
ろ
し
か
っ
た
が
、
道
路

を
つ
け
に
来
て
い
る
囚
人
の
方
が
怖
か

っ
た
。
看
守
が
何
人
も
殺
さ
れ
た
り
、

民
家
に
入
っ
て
き
た
り
し
た
の
で
、
入

植
者
が
鉄
砲
を
も
っ
て
自
衛

4

4

4

4

4

4

4

4

し
た
こ
と

も
あ
る
」

　

分
割
新
設
当
時
の
東
川
村
は
主
に
畑

作
だ
っ
た
。
北
海
道
の
北
限
に
近
い
上

川
地
方
に
稲
作
は
適
さ
な
い
と
さ
れ
て

い
た
か
ら
だ
が
、
頼
み
の
綱
の
畑
は
連

作
障
害
に
よ
っ
て
虫
害
、
霜
害
な
ど
が

起
き
、
転
出
す
る
農
家
が
相
次
ぐ
。
た

ま
た
ま
東
旭
川
村
（
当
時
）
と
村
内
の

富
山
団
体
が
水
田
試
作
に
成
功
し
、
稲

作
地
帯
へ
の
道
が
開
け
た
。

　

１
０
０
年
前
の
第
１
回
国
勢
調
査

北
の
大
地
の
小
さ
な
町
で

「
未
来
への
開
拓
」進
む

【文化をつくる】

40水の文化 67号　特集　みずからつくるまち

編
集
部



西暦 和暦 出来事

1895 明治28 殖民地貸付始まる。香川、富山、愛知、徳島県人などが入植。戸数80戸、
人口472人

1897 明治30 旭川村から分轄して「東川村」が新設
1899 明治32 東川小学校開設
1903 明治36 東川村土功組合設立
1909 明治42 独立した二級町村「東川村」となる
1912 大正元 農家戸数が1268戸。本質的な農村へ
1927 昭和2 旭川電気軌道（電車）開通
1934 昭和9 大雪山一円が国立公園に指定される
1943 昭和18 水温上昇施設（遊水地）着工
1947 昭和22 大洪水で開村以来の大被害となる
1948 昭和23 東川村農業協同組合が発足
1959 昭和34 町制施行で「東川町」に
1968 昭和43 旭岳ロープウェイが全線開通
1970 昭和45 米過剰による生産調整始まる
1972 昭和47 旭川電気軌道（電車）が廃止
1975 昭和50 農村総合整備モデル事業、道営水質障害対策事業に着手
1979 昭和54 北海道神宮の神饌米指定を受ける
1982 昭和57 開拓記念「羽衣公園」、郷土館オープン
1985 昭和60 「写真の町」宣言を行なう。第１回東川町国際写真フェスティバルなど開催
1987 昭和62 木彫看板第１号製作（東川町商工会議所青年部）

1994 平成6
第１回全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園」開催
人口が7000人を下回る（3月末）
「東川町開拓100年記念式典」開かれる

2002 平成14 「美しい東川の風景を守り育てる条例」制定

2003 平成15
町の合併問題検討委員会が答申。賛否割れ、両論併記
町長選で松岡市郎氏が初当選
移住・定住支援策を拡充。アパート新築助成や起業時最大100万円など

2004 平成16
幼児センターが幼保一元化特区に
「大雪旭岳源水公園」がオープン

2005 平成17 東川町が景観法により定義される景観行政団体となる

2006 平成18
「グリーンヴィレッジ東川」分譲開始
「君の椅子」初めての贈呈式

2007 平成19
忠別ダム竣工式が行なわれる
JAひがしかわが水稲種籾の温湯殺菌消毒施設を導入

2008 平成20
機構改革で「写真の町課」を新設
「写真の町」ひがしかわ株主制度がスタート

2010 平成22 第2回地下水サミットを東川町で開催。11自治体が参加

2011 平成23
地下水の大量取水を条例で制限。ニセコ町に次ぐ道内２例目
不妊治療費の自己負担分を町が全額助成

2012 平成24 「東川米」が道産米として初の地域団体商標登録

2013 平成25
「大雪旭岳源水」のボトリング工場が稼働開始
「大雪旭岳源水」が地域団体商標登録。飲料水の地域ブランドは全国初
「ひがしかわ写真少年団」発足。初の撮影会

2014 平成26
旭川福祉専門学校の日本語学科で授業開始
「写真文化首都」宣言を行なう
42年ぶりに人口が8000人台に回復

2015 平成27 写真甲子園の海外版「高校生国際交流フェスティバル」スタート

2018 平成30 町内の幼・小・中・高校で異文化理解を深める新教科「Globe（グローブ）」
の授業開始

2020 令和2 岐阜県から三千櫻酒造が移転。日本でも珍しい公設民営型の酒蔵誕生

■東川町略年表

樹林地を鋸や斧で伐木する開拓民　提供：東川町

参考文献：『東川町史』（1975）、『東川町史 第二巻』（1995）、
『東川町史 第３巻』Web版（2020）

（
調
査
日
＝
１
９
２
０
年
10
月
１
日
）
は
１
３

６
０
戸
、
８
０
０
９
人
。
戸
数
は
約
３

分
の
１
だ
が
、
人
口
は
今
と
ほ
ぼ
同
じ
。

１
９
３
８
年
（
昭
和
13
）
の
村
勢
要
覧
で

は
、
総
戸
数
１
３
８
８
戸
の
う
ち
約
78

％
が
農
家
だ
。
戦
後
、
過
疎
対
策
を
兼

ね
て
企
業
誘
致
に
乗
り
出
し
、
旭
川
木

工
団
地
東
川
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
誘
致
す

る
が
、
基
本
的
に
は
忠
別
川
の
水
を
簡

易
的
に
導
水
し
、
施
設
費
や
維
持
費
を

少
額
に
抑
え
て
水
田
経
営
を
続
け
る
純

農
村
だ
っ
た
。

議
論
し
決
め
た
ら
即
行
動

そ
の
共
通
基
盤
は
？

　

東
川
町
は
水
に
恵
ま
れ
て
い
た
う
え
、

１
９
０
３
年
（
明
治
36
）
に
東
川
村
土
功

組
合
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
水
争

い
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
忠
別
川
と

倉
沼
川
は
頻
繁
に
氾
濫
し
た
。
戦
時
中

に
国
策
と
し
て
建
設
さ
れ
た
水
力
発
電

所
か
ら
流
れ
る
冷
た
い
水
で
冷
害
に
見

舞
わ
れ
た
こ
と
は
何
度
も
あ
る
（
そ
の

後
、
水
を
温
め
る
た
め
の
遊
水
地
を
整
備
）。

　

高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
中
心
市
街

地
の
人
口
が
増
え
た
影
響
で
生
活
汚
水

が
農
業
用
水
路
に
流
れ
込
み
、
農
業
用

水
路
下
流
の
水
田
に
被
害
が
出
た
。
そ

こ
で
興
味
深
い
の
は
、
全
道
町
村
に
先

4

4

4

4

4

4

駆
け
て

4

4

4

東
川
町
が
１
９
７
５
年
（
昭
和

50
）
に
道
営
水
質
障
害
対
策
事
業
と
、

農
村
総
合
整
備
モ
デ
ル
事
業
の
集
落
排

水
事
業
を
採
択
し
、
用
排
水
路
を
分
離
、

汚
水
浄
化
処
理
施
設
を
速
や
か
に
設
け

よ
う
と
動
い
た
こ
と
だ
。

　

純
農
村
で
飲
み
水
を
地
下
水
に
頼
る

東
川
町
で
土
と
水
は
生
命
線
。
だ
か
ら

そ
れ
を
脅
か
す
こ
と
が
あ
れ
ば
自
分
た

ち
で
動
き
、
す
ぐ
に
解
決
す
る
。
社
会

学
者
の
山
下
祐
介
さ
ん
は
『
限
界
集
落

の
真
実
』（
筑
摩
書
房 

２
０
１
２
）
で
「
古

く
か
ら
続
く
村
落
型
（
農
山
漁
村
）
と
開

拓
村
型
は
、
農
地
や
山
林
、
村
の
文
化

な
ど
継
承
す
べ
き
も
の
が
あ
る
分
、
議

論
は
し
や
す
い
」
と
記
す
が
、
東
川
町

の
継
承
す
べ
き
も
の
は
土
と
水
な
の
か
。

　

も
ち
ろ
ん
全
国
の
稲
作
主
体
の
農
村

は
ど
こ
も
そ
う
だ
が
、
決
定
的
な
違
い

は
「
町
民
全
員
が
地
下
水
で
暮
ら
し
て

い
る
」
と
い
う
点
。
昔
は
井
戸
、
今
は

電
動
ポ
ン
プ
で
地
上
か
ら
は
見
え
な
い

水
を
飲
む
。
そ
れ
は
公
が
保
障
し
な
い

自
己
責
任
の
行
為
な
の
で
、
一
人
ひ
と

り
が
規
範
を
守
り
、
水
源
な
ど
に
お
か

し
な
こ
と
が
な
い
か
目
を
配
る
。
そ
れ

が
連
帯
感
を
生
み
、
自
分
た
ち
の
土
地

の
課
題
に
関
心
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。

住
み
た
い
と
望
む
人
を

受
け
入
れ
る
た
め
に

　

今
、
都
市
部
か
ら
地
方
へ
の
移
住
が

注
目
さ
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ふ
る

さ
と
回
帰
支
援
セ
ン
タ
ー
（
東
京
）
の
発

表
に
よ
る
と
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
２
０

１
９
年
で
も
相
談
件
数
は
前
年
比
約
20

％
増
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
が
実
を
結

41 北の大地の小さな町で「未来への開拓」進む



昼夜間人口比率とは夜間人口100人
当たりの昼間人口割合で、100を超える
と他の市町村から通勤・通学などで人が
集まっているといえる。
東川町は昼間人口が夜間人口を上回
る。町外からの通勤・通学者が多いこと
がわかる。上川町は層雲峡温泉など有
名な観光地を抱えるため、観光産業従
事者が多いと思われる。
出典：平成27年国勢調査「従業地・通
学地集計　従業地・通学地による人
口・就業状態等集計」（総務省統計局）

■東川町周辺自治体の夜間人口と昼間人口

夜間人口 昼間人口 昼夜間人口比率

旭川市 339605 341732 100.6 

鷹栖町 7018 6136 87.4 

東神楽町 10233 8408 82.2 

当麻町 6689 6052 90.5 

比布町 3777 3362 89.0 

愛別町 2976 2948 99.1 

上川町 4044 4293 106.2 

東川町 8111 8201 101.1 

美瑛町 10292 10206 99.2 

び
、
外
か
ら
人
を
引
き
入
れ
る
こ
と
に

成
功
し
た
東
川
町
に
と
っ
て
、
さ
ら
な

る
人
口
増
が
望
め
る
チ
ャ
ン
ス
と
普
通

は
考
え
る
が
、
宅
地
造
成
の
件
で
も
わ

か
る
よ
う
に
、
む
や
み
に
人
を
呼
び
込

も
う
と
は
し
て
い
な
い
。

　

お
か
し
な
こ
と
を
す
る
人
間
は
一
定

程
度
い
る
の
で
、
地
下
水
で
つ
な
が
っ

て
い
る
町
に
そ
ん
な
人
が
も
し
も
入
っ

て
き
た
ら
自
分
た
ち
の
生
活
が
乱
れ
て

し
ま
う
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
の
予
防

線
を
張
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

店
舗
に
関
し
て
は
概
論
で
鈴
木
輝
隆

さ
ん
が
語
っ
た
よ
う
に
、
空
き
店
舗
は

町
が
あ
る
程
度
管
理
し
、
見
込
ん
だ
人

に
貸
す
こ
と
も
あ
る
。
一
軒
家
を
建
て

て
移
り
住
も
う
と
す
る
人
に
は
「
東
川

風
住
宅
設
計
指
針
」
を
示
す
。
こ
れ
は

景
観
と
街
並
み
を
つ
く
る
た
め
の
協
力

を
求
め
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
東
川
町

の
価
値
観
や
哲
学
を
提
示
し
「
う
ち
の

町
は
こ
う
い
う
町
で
す
が
、
そ
れ
で
も

住
み
ま
す
か
？
」
と
一
種
の

選
択
を
迫
っ
て
い
る
と
見
え

な
く
も
な
い
。
賛
同
で
き
る

人
な
ら
ば
、
移
り
住
ん
で
も

き
っ
と
お
か
し
な
こ
と
に
は

な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

２
０
１
４
年
か
ら
始
ま
っ

た
「
地
方
創
生
」
は
、
東
京

一
極
集
中
の
是
正
と
地
方
の

担
い
手
不
足
に
対
処
す
る
も

の
だ
。「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
本
部
」
の
Ｈ
Ｐ
に

「
地
方
創
生
関
係
交
付
金
は
、

自
治
体
の
自
主
的
・
主
体
的

な
取
り
組
み
で
、
先
導
的
な

も
の
を
支
援
」
と
あ
る
。
東

川
町
は
自
分
た
ち
に
必
要
な

人
材
や
施
策
が
わ
か
っ
て
い

る
の
で
「
ほ
ん
と
う
に
必
要

な
ら
ば
遠
慮
は
い
ら
な
い
」

と
事
業
費
を
加
減
せ
ず
申
請

す
る
。
そ
の
結
果
、
道
内
で

は
札
幌
市
に
次
ぐ
規
模
の
交

付
金
を
獲
得
し
た
と
さ
れ
る
。

硬
化
し
た
今
の
社
会
を

揺
さ
ぶ
る
辺
境
の
町

　

こ
う
書
く
と
、
東
川
町
は
深
謀
遠
慮

な
人
の
集
ま
り
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

実
態
は
ま
る
で
違
う
。
写
真
通
り
に
お

お
ら
か
で
友
好
的
な
、
ま
た
会
い
た
い

と
思
う
よ
う
な
人
ば
か
り
で
あ
る
。

「
東
川
町
は
わ
か
り
に
く
い
」
と
冒
頭

に
記
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
ち
ら
が
古
い

考
え
に
捉
わ
れ
て
い
た
か
ら
。
従
来
の

ま
ち
づ
く
り
は
一
つ
の
「
売
り
」
を
つ

く
ろ
う
と
し
が
ち
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が

コ
ケ
た
ら
お
し
ま
い
だ
。
東
川
町
は
職

員
自
ら
各
地
を
回
っ
て
い
る
か
ら
、
そ

れ
が
わ
か
っ
て
い
る
。「
写
真
の
町
」
の

企
画
会
社
が
倒
産
し
、
自
分
た
ち
で
や

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
経
験
が
、

今
に
生
き
て
い
る
。

　

廃
止
案
も
あ
っ
た
「
写
真
の
町
」
を

続
行
し
、
平
成
の
市
町
村
合
併
を
蹴
飛

ば
し
自
立
の
道
を
選
び
、
水
道
網
は

「
い
ら
な
い
」
と
決
め
た
東
川
町
の
人

た
ち
。
課
題
が
浮
か
ぶ
と
役
場
の
職
員
、

農
業
者
、
木
工
職
人
、
商
店
主
な
ど
一

家
言
あ
る
人
た
ち
が
膝
を
つ
き
合
わ
せ

て
夜
な
夜
な
語
り
合
っ
た
と
聞
く
。
ま

る
で
自
分
た
ち
の
地
域
を
自
ら
の
手
で

治
め
て
い
た
江
戸
時
代
の
農
村
の
よ
う

で
は
な
い
か
。
開
拓
時
代
、
鉄
砲
を
手

に
自
衛
し
た
先
人
の
姿
と
も
重
な
る
。

　

タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た

「
写
真
の
町
」
宣
言
か
ら
36
年
。
今
も

東
川
町
は
多
面
的
な
魅
力
を
つ
く
ろ
う

と
人
脈
を
広
げ
、
新
た
な
事
業
に
投
資

を
続
け
る
。
そ
の
一
つ
が
、
実
る
ま
で

に
長
い
年
月
を
要
す
る
教
育
だ
。
東
川

町
は
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
力
を
入
れ
、

留
学
生
も
多
数
受
け
入
れ
て
い
る
。

「
留
学
生
が
東
川
町
に
留
ま
る
の
は
職

場
数
か
ら
限
度
が
あ
り
ま
す
が
、
隣
町

で
就
職
す
れ
ば
そ
の
町
の
人
の
役
に
立

ち
、
ひ
い
て
は
日
本
全
体
の
た
め
に
な

り
ま
す
」
と
松
岡
町
長
は
語
る
。
東
川

町
が
、
自
分
の
地
域
と
日
本
の
未
来
を

見
据
え
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　

歴
史
学
者
の
故
・
増
田
四
郎
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
古
代
が
滅
ん
で
中
世
と
い

う
新
し
い
世
界
が
生
ま
れ
た
理
由
を
探

る
な
か
で
、
あ
る
社
会
が
次
の
段
階
へ

発
展
す
る
と
き
は
、
そ
の
中
心
部
か
ら

少
し
ず
れ
た
周
辺
や
辺
境
地
区
に
新
し

い
力
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
基
点
と
な
っ

て
変
化
さ
せ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
を

見
出
し
、「
辺
境
変
革
論
」
と
名
づ
け
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
や
り
方
が
通
用
し
な
い

今
、
延
長
線
上
に
は
な
い
新
た
な
社
会

像
が
必
要
だ
。
課
題
ば
か
り
の
日
本
で

あ
き
ら
め
に
も
似
た
感
情
を
抱
く
人
は

多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
残
業
を
重
ね

な
が
ら
も
生
き
生
き
と
働
く
職
員
た
ち
、

自
分
の
夢
を
キ
ラ
キ
ラ
し
た
目
で
語
る

住
民
た
ち
に
会
っ
て
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が

ら
突
破
口
が
見
え
た
気
が
す
る
。

　

東
川
町
を
辺
境
と
言
う
と
怒
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
北
海
道
出
身
者
も

正
確
に
そ
の
場
所
を
言
い
当
て
ら
れ
な

い
よ
う
な
小
さ
な
町
で
、
「
未
来
へ
の

開
拓
」
が
今
日
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
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