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▲多忙な作家活動の中、ふるさと歌志内にエールを送り続けた高橋さん（平成７年札幌市の自宅書斎にて撮影）。

高
橋
揆
一
郎
　
逝
く

芥
川
賞
作
家
・
名
誉
市
民

　

本
市
出
身
の
芥
川
賞
作
家
で
歌
志

内
市
名
誉
市
民
で
あ
る
高
橋
揆
一
郎

さ
ん
が
１
月　

日
、
肺
炎
の
た
め　

３１

７８

歳
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

葬
儀
は
２
月
２
日
と
３
日
に
札
幌

市
内
の
葬
儀
場
で
営
ま
れ
、
文
学
界

や
報
道
関
係
、
そ
し
て
親
交
の
深
か

っ
た
多
く
の
か
た
が
た
が
参
列
。
本

市
か
ら
も
、
村
上
助
役
や
梶
議
長
、

故
人
と
交
友
の
あ
っ
た
皆
さ
ん
が
参

列
し
、
最
後
の
お
別
れ
を
し
ま
し
た
。

　

式
場
内
に
は
、
北
海
道
知
事
や
札

幌
市
長
を
は
じ
め
と
す
る
た
く
さ
ん

の
供
花
が
並
べ
ら
れ
、
作
家
活
動
の

ほ
か
、
北
海
道
文
学
館
理
事
、
北
海

道
文
化
財
団
理
事
、
鹿
追
町
神
田
日

勝
記
念
館
の
館
長
な
ど
、
多
く
の
役

職
を
務
め
ら
れ
た
生
前
の
ご
功
績
が

改
め
て
し
の
ば
れ
ま
し
た
。

　

葬
儀
委
員
長
を
務
め
ら
れ
た
日
本

放
送
作
家
協
会
北
海
道
支
部
長
の
朝

倉
賢
さ
ん
の
お
話
で
は
、
高
橋
さ
ん

は
痴
ほ
う
性
疾
患
を
患
い
、
５
年
ほ

ど
前
か
ら
札
幌
市
内
の
病
院
に
入
院
。

病
状
は
少
し
ず
つ
進
行
し
て
い
っ
た

も
の
の
、
昨
年
中
ま
で
は
お
元
気
な

よ
う
す
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
肺
炎
を

発
症
し
、
遂
に
不
帰
の
旅
路
に
立
た

れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
奥
さ
ん
の

澄
さ
ん
も
同
時
期
か
ら
体
調
を
崩
さ

れ
て
入
院
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の

状
況
を
知
る
の
は
ご
く
身
近
な
親
族

の
方
の
み
で
あ
り
、
高
橋
さ
ん
と
長

年
に
わ
た
り
お
つ
き
あ
い
を
さ
れ
て

き
た
朝
倉
さ
ん
も
、
突
然
の
訃
報
に

驚
か
れ
た
そ
う
で
す
。

　

３
日
の
告
別
式
、
高
橋
さ
ん
が
入

会
し
て
い
た
同
人
誌
く
り
ま
の
お
仲

間
で
、
ご
家
族
ぐ
る
み
で
親
し
く
お

つ
き
あ
い
が
あ
っ
た
倉
島 
齊 
さ
ん
が

せ
い

弔
辞
を
読
ま
れ
ま
し
た
。

　

倉
島
さ
ん
は
、
小
学
校
教
諭
で
あ

っ
た
奥
さ
ん
が
修
学
旅
行
の
引
率
か

ら
２
日
ぶ
り
に
戻
る
日
、
倉
島
さ
ん

宅
を
訪
れ
た
高
橋
さ
ん
が
５
分
と
お

か
ず
に
自
宅
に
電
話
を
繰
り
返
し
、

よ
う
や
く
奥
さ
ん
の
帰
宅
が
確
認
さ

れ
た
と
た
ん
、
乗
っ
て
き
た
自
転
車

を
置
い
た
ま
ま
飛
び
出
し
て
い
っ
た

こ
と
な
ど
、
高
橋
さ
ん
ご
夫
婦
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
い
く
つ
か
語
ら
れ
、「
澄

さ
ん
。
そ
し
て
小
説
を
書
く
こ
と
。

こ
の
二
つ
が
、
揆
一
郎
さ
ん
に
と
っ

て
何
も
の
に
も
代
え
難
い
大
事
な
宝

物
で
し
た
」
と
、
入
院
中
で
葬
儀
へ

の
参
列
が
か
な
わ
な
か
っ
た
奥
さ
ん

に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、
高
橋
さ
ん

の
死
を
惜
し
ま
れ
ま
し
た
。

　

作
家
高
橋
揆
一
郎
こ
と
、
本
名
高

橋
良
雄
さ
ん
は
、
昭
和
３
年
４
月　
１０

日
に
上
歌
の
炭
鉱
長
屋
で
出
生
。
札

幌
市
内
の
夜
間
中
学
を
卒
業
後
、
母

校
歌
志
内
小
学
校
の
代
用
教
員
と
し

て
２
年
間
勤
め
た
後
、
住
友
石
炭
鉱

業
㈱
上
歌
志
内
砿
に
入
社
し
ま
し
た
。

こ
の
間
、
文
学
サ
ー
ク
ル
を
中
心
に

数
々
の
同
人
誌
を
発
刊
、
執
筆
し
ま

す
が
、
札
幌
市
に
あ
る
北
海
道
支
店

へ
の
転
勤
を
機
に
文
学
活
動
を
中
断

歌
志
内
な
く
し
て
わ
が
文
学
な

歌
志
内
な
く
し
て
わ
が
文
学
な
しし

さ   ん
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道
内
在
住
の
作
家
と
し
て
初
の
受

賞
と
い
う
快
挙
以
上
に
市
民
を
喜
ば

せ
た
の
は
、
歌
志
内
生
ま
れ
で
生
粋

の
歌
志
内
育
ち
の
芥
川
賞
作
家
の
誕

生
で
し
た
。
祝
賀
会
は
本
市
で
も
盛

大
に
催
さ
れ
、
そ
の
席
上
高
橋
さ
ん

は
、「
生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と
か

ら
は
抜
け
出
せ
な
い
。
わ
た
し
の
本

質
は
歌
志
内
の
風
土
そ
の
も
の
だ
」と

語
っ
て
い
ま
す
。

　

次
い
で
平
成
３
年
に
は
、
炭
鉱
で

働
く
坑
夫
を
主
人
公
と
し
た
自
伝
的

小
説
『
友
子
』
で
第　

回
新
田
次
郎

１１

文
学
賞
を
受
賞
。
数
々
の
文
学
賞
を

受
賞
す
る
郷
土
が
生
ん
だ
作
家
の
偉

業
を
た
た
え
よ
う
と
同
５
年
、
公
民

館
裏
の
歌
志
内
公
園
に
高
橋
揆
一
郎

文
学
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

し
、
新
た
な
勤
務
地
で
は
、
時
事
漫

画
の
制
作
に
活
動
を
移
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和　

年
に
同
社
を
退

４５

職
。
翌　

年
に
同
人
誌
く
り
ま
に
入

４６

会
し
、
本
格
的
に
執
筆
活
動
に
打
ち

込
み
ま
し
た
。
こ
の
と
き
高
橋
さ
ん

は　

歳
。「
３
年
間
だ
け
小
説
を
書

４３
か
せ
て
く
れ
」
と
い
う
高
橋
さ
ん
の

志
を
、
奥
さ
ん
が
経
済
的
そ
し
て
精

神
面
か
ら
支
え
ま
し
た
。
そ
の
才
能

は
２
年
後
に
花
開
き
、
昭
和　

年
に

４８

『
ぽ
ぷ
ら
と
軍
神
』で
第　

回
文
学
界

３７

新
人
賞
を
受
賞
。
同　

年
に
は
『
観

５２

音
力
疾
走　
 
木
偶 
お
が
み
』
で
第　

で
く

１１

回
北
海
道
新
聞
文
学
賞
を
受
賞
。
そ

し
て
翌
年
、『
伸
予
』
で
第　

回
芥
川

７９

賞
に
輝
き
、
作
家
と
し
て
の
地
位
を

確
立
し
ま
し
た
。

碑
に
は
高
橋
さ
ん
の
直
筆
で
、「
歌

志
内
な
く
し
て
わ
が
文
学
な
し
」
と

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

後
日
、
高
橋
さ
ん
か
ら
届
け
ら
れ

た
お
礼
の
手
紙
に
は
、「
ふ
る
さ
と

の
深
い
情
を
一
心
に
受
け
て
い
る
わ

た
し
を
、
亡
き
父
母
、
長
兄
、
次
兄

ら
は
ど
ん
な
思
い
で
見
て
く
れ
た
こ

と
か
。
わ
た
し
も
ま
た
歌
志
内
に
生

ま
れ
て
よ
か
っ
た
、
ヤ
マ
で
育
っ
て

よ
か
っ
た
と
し
か
言
葉
が
あ
り
ま
せ

ん
。
わ
た
し
を
培
っ
て
く
れ
た
の
は

神
威
岳
を
仰
ぐ
歌
志
内
の
地
で
あ
り
、

そ
れ
な
く
し
て
わ
た
し
の
文
学
は
な

か
っ
た
か
ら
で
す
」
と
、
心
か
ら
の

喜
び
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
質
の
高
い
作
品
を
発
表

し
た
高
橋
さ
ん
は
、
最
後
ま
で
北
海

道
に
根
を
下
ろ
し
、
生
ま
れ
育
っ
た

歌
志
内
の
、
ま
た
庶
民
の
生
き
ざ
ま

を
通
し
て
、
人
間
の
根
元
的
な
姿
を

一
貫
し
て
書
き
続
け
ま
し
た
。

　

札
幌
市
に
居
を
構
え
た
後
も
歌
志

内
に
対
す
る
思
い
は
強
く
、
多
忙
な

作
家
活
動
の
か
た
わ
ら
本
市
振
興
に

積
極
的
に
関
わ
ら
れ
、
昭
和　

年
に

６２

は
自
ら
が
会
長
と
な
っ
て
札
幌
歌
志

内
会
を
設
立
。
会
員
相
互
の
親
睦
と

交
流
、
企
業
情
報
を
は
じ
め
と
す
る

情
報
交
換
な
ど
の
活
動
に
取
り
組
ま

れ
ま
し
た
。
平
成
９
年
に
は
、「
閉
山

に
沈
み
が
ち
な
ま
ち
を
元
気
づ
け
た

い
」
と
旗
揚
げ
さ
れ
た
歌
志
内
市
民

劇
団
の
た
め
に
『
神
威
岳
春
秋
』
の

原
作
を
書
き
下
ろ
し
、
２
月
に
行
わ

れ
た
公
演
に
は
高
橋
さ
ん
ご
自
身
も

特
別
出
演
し
、
市
民
に
感
動
を
与
え

て
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
地
域
活
性
化
に
対
す
る

熱
心
な
支
援
と
文
壇
で
の
活
躍
に
対

し
、
市
は
同
年
、
名
誉
市
民
の
称
号

を
高
橋
さ
ん
に
贈
呈
し
ま
し
た
。

　

色
と
り
ど
り
の
花
で
飾
ら
れ
た
祭

壇
中
央
の
ご
遺
影
は
、
た
ば
こ
を
片

手
に
熱
く
何
か
を
語
る
高
橋
さ
ん
の

お
顔
。
精
悍
な
風
貌
と
飾
ら
ぬ
素
朴

さ
を
合
わ
せ
持
っ
た
人
柄
で
、
多
く

の
ひ
と
び
と
を
魅
了
し
た
方
で
し
た
。

　

こ
こ
に
、
故
人
の
残
さ
れ
た
ご
功

績
と
数
多
く
の
優
れ
た
作
品
を
称
え
、

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま

す
。

　

高
橋
揆
一
郎
さ
ん
、
安
ら
か
に
お

眠
り
く
だ
さ
い
。

　郷土館ゆめつむぎでは現在、高橋揆一郎
氏の業績を振り返る特別展を開催中です。
　芥川賞受賞作「伸予」の直筆原稿や名作
「観音力疾走」を特別に書き下ろした自筆イ
ラストの展示、平成１１年当時の高橋氏のあ
いさつビデオ上映などにより、ふるさと歌
志内を愛した作家の姿が浮かび上がります。
葛期　間　３月３１日（土）まで
葛会　場　ゆめつむぎ館内ホール
葛問い合わせ　郷土館(緯４３～２１３１)

高橋揆一郎さんの足跡

昭和３年４月　上歌志内無番地に出生。
同１８年（１５歳）　昼は北海道庁給仕、夜は夜間中

学に通うため札幌で下宿生活を
始める。

同２１年（１８歳）　歌志内小学校に代用教員として
赴任。発行責任者となって同校
の教師たちと同人誌「白楊」を発
刊。

同２３年（２０歳）　歌志内住友砿業所上歌志内砿に
入社。上歌砿の文学サークルを
中心にさまざまな同人誌を発刊、
執筆。

同２６年（２２歳）　木村澄と結婚。
同４０年（３７歳）　北海道支店への転勤のため札幌

市に転出。
同４５年（４１歳）　同社を退社し、イラストレータ

ーとなる。
同４６年（４３歳）　同人誌くりまに入会。
同４８年（４５歳）　『ぽぷらと軍神』第３７回文学界新

人賞受賞。
同５２年（４９歳）　『観音力疾走　 木偶 おがみ』第１１

でく

回北海道新聞文学賞受賞。
同５３年（５０歳）　『伸予』第７９回芥川賞受賞。札幌

市民文芸賞受賞。
同６２年（５９歳）　札幌歌志内会設立。初代会長に

就任。
平成３年（６３歳）『友子』第１１回新田次郎文学賞受

賞。北海道文化賞受賞。
同５年（６５歳）　地域文化功労文部大臣賞受賞。
同６年（６６歳）　神田日勝記念館（十勝管内鹿追

町）館長に就任。
同９年（６９歳）　歌志内市名誉市民の称号贈与。
同１０年（７０歳）　郷土館ゆめつむぎ名誉館長に就

任。

高橋揆一郎追悼展


