
　
　

「
熊
の
沢
」
の
地
名
の
由
来

　
　

は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
ク
マ
が
出
た
か
ら
」
と
か
「
熊

沢
さ
ん
と
い
う
人
が
住
ん
で
い
た

か
ら
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
地
域
は
明
治
十
八
年
に
福

岡
県
か
ら
石い

し

松ま
つ

弥や

七し
ち

と
小こ

ケけ

口ぐ
ち

石い
し

太た

郎ろ
う

が
野
津
幌
川
沿
い
に
入
植
し

た
の
に
始
ま
り
ま
す
。
当
時
は
う

っ
そ
う
と
し
た
森
林
地
帯
で
、
昼

で
も
暗
く
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
巨

木
が
立
て
込
み
、
地
面
に
は
笹
竹

や
カ
ヤ
な
ど
の
植
物
が
生
え
、
人

の
姿
が
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
に
密

生
し
て
い
ま
し
た
。
開
墾
の
手
始

め
は
、
木
を
切
っ
て
炭
を
焼
く
こ

と
で
し
た
。
昼
は
蚊
や
ブ
ヨ
に
攻

め
ら
れ
、
夜
は
蚊
の
群
れ
の
襲
撃

を
防
ぐ
た
め
に
、
背
中
に
ヨ
モ
ギ

を
乾
か
し
た
束
を
背
負
い
、
火
を

付
け
て
い
ぶ
し
な
が
ら
身
を
守
り

ま
し
た
。

　

明
治
二
十
年
代
の
終
わ
り
か
ら

水
田
耕
作
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、仕
事
も
畑
作
・
稲
作
、ま
た
酪

農
へ
と
変
わ
り
、の
ど
か
な
農
村

地
帯
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

あ
つ
べつ
今
昔

「
熊
の
沢
公
園
」

―
も
み
じ
台
地
域

　
　

も
み
じ
台
地
区
は
、
昭
和
四

　
　

十
四
年
か
ら
五
十
五
年
に
か

け
て
札
幌
市
が
造
成
し
た
住
宅
団

地
で
す
。
先
に
建
設
さ
れ
て
い
た

ひ
ば
り
が
丘（
春
）と
青
葉
町（
夏
）

の
命
名
に
な
ら
い
、
秋
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
「
も
み
じ
台
」
と
名
付
け

ら
れ
ま
し
た
。

　

地
域
の
住
民
が
利
用
す
る
地
区

公
園
と
し
て
「
熊
の
沢
公
園
」
が

あ
り
ま
す
。
約
七
万
四
千
㎡
（
札

幌
ド
ー
ム
の
一
・
四
倍
）
も
の
面

積
の
公
園
内
に
は
、
芝
生
公
園
・

植
栽
・
あ
ず
ま
や
・
ト
イ
レ
・
水

飲
み
場
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

開
発
以
前
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
場
所
と
し
て
、
約
三
万
三
千

㎡
も
の
自
然
林
も
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
自
然
林
の
数
カ
所
に
は
、
次

の
よ
う
な
説
明
板
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
森
は
、
シ
ラ
カ
バ
・
ヤ
チ

ダ
モ
・
ツ
リ
バ
ナ
・
ヤ
マ
モ
ミ
ジ
・

メ
イ
ゲ
ツ
カ
エ
デ
等
多
種
の
植
物

が
繁
る
自
然
の
ま
ま
の
森
で
す
。

昭
和
四
十
四
年
札
幌
市
が
も
み
じ

台
住
宅
団
地
の
用
地
と
し
て
買
収

し
、
周
辺
の
住
宅
地
と
調
和
し
た

こ
の
森
林
は
、
熊
の
沢
公
園
と
し

て
今
後
と
も
長
く
昔
の
姿
の
ま
ま

保
存
す
る
も
の
で
す
。　

札
幌
市

　
　

上
野
幌
、

　
　

下
野
幌
、

小
野
幌
、
北
広

島
市
の
西
の
里
、

江
別
市
の
野
幌

は
、か
つ
て「
野

津
幌
（
の
つ
ほ

ろ
）」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
。

語
源
は
、
ア
イ

ヌ
語
の
「
ヌ
プ

・
オ
ル
・
オ
・

ペ
ッ
（
野
の
中
の
川
）」に
由
来

し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
野
津
幌
」
が
「
野
幌
（
の
っ
ぽ

ろ
）」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
こ

の
地
域
の
一
部
が
昭
和
二
十

五
年
七
月
に
札
幌
市
と
合
併
し

て
か
ら
で
す
。
野
津
幌
川
の
上

手
を
「
上
野
幌
」
と
命
名
し
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。　

　

こ
の
地
が
一

大
酪
農
地
帯
と

な
っ
た
の
は
、

大
正
十
三
年
に

宇う

都つ
の

宮み
や

仙せ
ん

太た

郎ろ
う

が
娘
婿
の
出す

い

納と
う

陽よ
う

一い
ち

と
と
も
に

宇う

納の
う

牧
場
を
開

い
た
こ
と
が
き

っ
か
け
で
し
た
。

冷
害
や
凶
作
に

悩
ま
さ
れ
て
い

た
当
時
、
農
業
安
定
の
た
め
に

は
デ
ン
マ
ー
ク
や
ア
メ
リ
カ
の

酪
農
を
模
範
と
し
た
有
畜
農
業

が
有
効
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
野
津
幌
一
帯
は
若
き
酪
農

家
の
研
究
の
実
験
地
で
あ
り
、

北
海
道
で
酪
農
経
営
を
目
指
す

者
た
ち
の
研
修
の
場
と
も
な
っ

て
い
ま
し
た
。

熊の沢公園

今

昔

昔

～
厚
別
中
央
・
厚
別
南
・
も
み
じ
台
～

前
編

もみじ台の水田風景（昭和45年ころ）

開墾の様子（明治中期）

　今月の特集は、北海道の民話を研究
している北星学園大学の阿

あ

部
べ

敏
とし

夫
お

教授
に執筆していただきました。
　次回は６月号を予定し、厚別東、厚
別西、青葉地区の今昔を取り上げます。
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