
産
は
、
炭
鉱
関
連
施
設
・
機
械
、
歴
史
的
建
造
物
、
鉄

道
関
連
施
設
、
生
活
・
文
化
財
な
ど
１
９
８
件
。
地
域

は
三
笠
、
夕
張
、
岩
見
沢
、
美
唄
、
赤
平
、
滝
川
、
歌

志
内
な
ど
13
市
町
に
お
よ
ぶ
。

炭
鉱
遺
産
に
は
、
往
時
の
炭
住
街
で
よ
く
食
べ
ら
れ

た
「
な
ん
こ
料
理
」
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
馬
の
腸
の

煮
込
み
で
「
鉱
山
、
炭
鉱
文
化
と
し
て
大
切
に
す
べ
き

郷
土
料
理
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。

支
庁
は
「
み
か
さ
・
炭
鉱
（
や
ま
）
の
記
憶
再
生
塾
」

「
シ
ュ
ー
パ
ロ
塾
」（
夕
張
）
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
活
動
す
る
市
民
グ
ル
ー
プ
の
発
足
も
サ
ポ
ー
ト
し

た
。「
三
笠
郷
土
史
を
学
ぶ
会
」
の
会
長
だ
っ
た
解
良

（
け
ら
）
守
さ
ん
（
67
）
は
「
再
生
塾
」
の
リ
ー
ダ
ー

だ
。塾

は
ほ
ぼ
毎
月
「
幌
内
を
歩
こ
う
会
」
を
行
っ
て
い

る
。
草
に
覆
わ
れ
た
坑
口
を
見
、
ズ
リ
山
に
登
っ
て
炭

鉱
遺
産
に
触
れ
る
試
み
だ
。「
地
域
ご
と
の
塾
が
で
き
、

旧
産
炭
地
が
結
び
つ
い
た
」
と
、
高
く
評
価
す
る
。

地
元
の
中
学
生
た
ち
を
連
れ
て
歩
い
た
り
、
学
校
に

出
向
い
て
街
の
歴
史
を
語
る
。「
見
た
こ
と
が
な
い
の

だ
か
ら
『
石
炭
と
は
』
の
話
か
ら
入
る
こ
と
に
な
る
」

「
私
た
ち
の
子
供
の
こ
ろ
は
選
炭
で
ど
の
川
も
真
っ
黒

だ
っ
た
の
に
―
―
」
と
、
苦
笑
す
る
。「
す
ぐ
観
光
資

源
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、芦
別
に
泊
ま
っ
て
三
笠
、

美
唄
な
ど
を
巡
っ
て
も
ら
う
。『
な
ん
こ
』
を
食
べ
な

が
ら
古
老
の
話
を
聞
く
な
ん
て
の
も
い
い
」。
解
良
さ

ん
の
つ
ぶ
や
き
だ
。

◆
住
友
奔
別
炭
鉱

三
笠
市
幾
春
別
の
空
に
浮
か
ぶ
四
つ
の
巨
大
な
滑
車
。

そ
れ
ぞ
れ
に
ワ
イ
ヤ
を
通
し
坑
員
・
職
員
と
石
炭
、
そ
れ

に
資
材
を
並
行
し
て
昇
降
で
き
る
秘
密
だ
。
最
新
鋭
の
設

備
を
誇
っ
た
住
友
奔
別
炭
鉱
立
坑
櫓
（
や
ぐ
ら
）。
51
メ

ー
ト
ル
の
高
さ
は
東
洋
一
だ
っ
た
。

ピ
ー
ク
の
70
年
に
は
１
４
２
万
ト
ン
を
出
炭
し
た
が
、

合
理
化
の
た
め
翌
年
、
閉
山
。
悲
劇
は
さ
ら
に
続
く
。
密

封
作
業
を
終
え
た
ば
か
り
の
立
て
坑
で
、
死
傷
者
が
出
る

ほ
ど
の
ガ
ス
爆
発
が
起
き
た
。
赤
茶
け
た
鉄
骨
は
、
壁
板

を
は
ず
す
な
ど
し
た
事
故
処
理
の
名
残
だ
。

「
夏
草
に
覆
わ
れ
た
壮
大
な
墓
標
の
よ
う
」
と
往
時
の

炭
住
街
を
思
い
出
し
、
顔
を
曇
ら
せ
る
古
老
も
い
る
が
、

今
こ
の
「
炭
鉱
遺
産
」
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。

奔
別
炭
鉱
の
場
合
、
閉
山
後
も
工
場
や
資
材
置
き
場
な

ど
と
し
て
活
用
さ
れ
た
た
め
、
選
炭
工
場
、
原
炭
ポ
ケ
ッ

ト
な
ど
の
石
炭
生
産
シ
ス
テ
ム
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で

残
り
、
産
業
遺
産
と
し
て
の
評
価
が
高
い
。

◆
萱
野
駅

奔
別
の
立
て
坑
か
ら
南
西
に
約
10
キ
ロ
離
れ
た
三
笠
市

萱
野
の
旧
幌
内
線
萱
野
駅
。
今
年
７
月
７
日
、
駅
の
前
庭

に
地
元
町
内
会
や
駅
舎
を
宿
泊
所
と
し
て
利
用
し
た
ラ
イ

ダ
ー
約
１
０
０
人
が
集
合
し
、
焼
き
肉
パ
ー
テ
ィ
ー
で
駅

の
改
修
１
周
年
を
祝
っ
た
。

石
炭
輸
送
の
た
め
に
三
笠
（
幌
内
）
と
小
樽
（
手
宮
）

を
結
ん
だ
道
内
最
古
の
鉄
道
、
幌
内
線
。
途
中
の
萱
野
駅

は
１
９
１
３
（
大
正
２
）
年
に
建
て
ら
れ
、
石
炭
だ
け
で

な
く
炭
住
街
の
主
婦
ら
が
農
作
業
ア
ル
バ
イ
ト
に
訪
れ
乗

降
す
る
駅
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
た
。
同
線
は
87
年
に
廃
止
。

駅
舎
は
窓
を
鉄
板
で
ふ
さ
い
で
廃
屋
同
然
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
地
域
の
住
民
が
雪
下
ろ
し
を
す
る
な
ど
、
建

物
を
維
持
。
そ
し
て
昨
年
、
町
内
会
は
「
往
時
の
姿
を
残

す
貴
重
な
駅
舎
を
残
し
た
い
」
と
し
て
、
積
立
金
の
一
部

を
改
修
費
に
充
て
る
こ
と
を
決
め
た
。
地
元
の
建
設
会
社

も
資
材
を
提
供
。
外
壁
を
張
り
替
え
、
屋
根
を
塗
っ
た
。

ダ
ル
マ
ス
ト
ー
ブ
や
洗
濯
機
な
ど
も
運
び
込
ま
れ
ラ
イ
ダ

ー
ハ
ウ
ス
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

駅
前
に
住
む
会
社
役
員
、
坂
梨
宣
行
さ
ん
（
50
）
が
鍵

を
預
か
る
。
宿
泊
し
た
ラ
イ
ダ
ー
に
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
な
ど

を
ふ
る
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
１
年
間
の
利
用
者
は
70

〜
80
人
に
の
ぼ
っ
た
。
駅
舎
に
置
か
れ
た
１
冊
の
ノ
ー
ト

に
「
あ
つ
い
も
て
な
し
に
感
動
し
ま
し
た
」
と
、
坂
梨
さ

ん
ら
地
域
へ
の
感
謝
の
言
葉
が
あ
ふ
れ
る
。「
遺
産
」
が

よ
み
が
え
り
、
触
れ
合
い
の
輪
が
広
が
っ
た
。

私
と
遺
産い

つ
か
観
光
資
源
に

炭
鉱
遺
産
を
生
か
し
た
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
、
空

知
支
庁
は
98
年
度
「
そ
ら
ち
・
炭
鉱
（
や
ま
）
の
記
憶
」

事
業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
集
約
し
た
管
内
の
炭
鉱
遺

●そらち・炭鉱（やま）のまちからの挑戦事業HP
http:／／www.sorachi.pref.hokkaido.jp／yama／theme／
●お問合せ先
空知支庁地域政策課主査（産炭地振興）

Tel.0126-23-2231
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