
　
長
か
っ
た
雪
の
季
節
が
終
わ
り
、
春
の
日
差
し
を
楽
し
み
な
が
ら
家
の
近
く
を
の

ん
び
り
歩
い
て
い
ま
す
。
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
上
に
チ
ョ
ー
ク
で
描
か
れ
た
子
供
た
ち

の
絵
を
見
つ
け
た
り
す
る
と
、
自
分
の
そ
の
こ
ろ
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
舗
装
な
ん

て
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
土
に
釘
で
う
ね
う
ね
と
線
を
引
い
て
ケ
ン
パ
ー

や
ニ
ク
ダ
ン
。
ゴ
ム
跳
び
、
ビ
ー
玉
、
パ
ッ
チ
ン
、
コ
マ
な
ん
か
も
や
り
ま
し
た
ね
。

外
で
何
を
し
て
遊
ん
で
い
た
か
聞
け
ば
、
だ
い
た
い
年
が
わ
か
り
ま
す
。
子
供
た
ち

が
外
で
遊
ば
な
く
な
っ
た
原
因
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
ま
ず
は
車
が
増
え
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
続
い
て
学
習
塾
、
フ
ァ
ミ
コ
ン
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、
少
子
化
な
ど
が
思
い
当

た
り
ま
す
。
地
域
だ
け
で
な
く
学
級
ま
で
崩
壊
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
ら
、
子
供

た
ち
の
遊
ぶ
姿
は
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
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８
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春
の
限
ら
れ
た
期
間
だ
け
口
に
で
き
る
生
ニ
シ
ン

数
の
子
が
入
っ
て
丸
々
と
太
っ
た
姿
に

幻
の
魚
の
復
活
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

そ
の
大
漁
時
代
を
し
の
ぶ
の
が
ニ
シ
ン
番
屋

沿
岸
部
に
さ
え
数
少
な
く
な
っ
た
貴
重
な
遺
構
で
す

の
か
─
─
。

　
記
録
に
よ
り
ま
す
と
、
北
海
道
全
体
の

漁
獲
高
は
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
の

九
七
万
ト
ン
を
最
高
に
、
明
治
か
ら
昭
和

初
め
に
か
け
て
は
四
〇
万
ト
ン
〜
七
〇
万

ト
ン
。
こ
れ
で
は
想
像
が
つ
き
に
く
い

の
で
、
一
昨
年
の
ホ
タ
テ
の
漁
獲
高
が

三
九
万
ト
ン
、
同
じ
く
サ
ケ
が
一
八
万
ト

ン
と
い
え
ば
、
そ
の
黄
金
時
代
が
わ
か
る

で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
漁
師
の
親
方
だ
か
ら

こ
そ
の
、
こ
の
豪
勢
な
造
り
で
す
。

　
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
場
所
請
負
制

度
の
廃
止
に
伴
い
、
ニ
シ
ン
漁
場
が
民
間

に
分
け
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
山
形
県
か
ら

来
た
青
山
家
の
初
代
留
吉
が
、
小
樽
市
祝

津
で
建
網
漁
場
を
開
い
た
の
は
明
治
九
年

の
こ
と
。
以
来
、
最
盛
期
に
は
小
樽
沿
岸

　
ニ
シ
ン
御
殿
と
か
ニ
シ
ン
大
尽
と
か
い

う
言
葉
が
残
る
く
ら
い
で
す
か
ら
、
綱
元

は
相
当
の
金
持
ち
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
水
揚
げ
が
あ
っ
た
も

あ
り
ま
す
が
、
関
係
者
の
努
力
が
実
っ
て

徐
々
に
復
活
の
ニ
ュ
ー
ス
も
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
ん
な
御
殿
は
建
た
な
い
ま
で

も
、
ご
く
普
通
に
食
卓
に
上
る
魚
に
な
っ

て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
　

母
屋
の
漁
夫
が
寝
泊
り
す
る
板
の
間
は

天
井
部
分
の
梁
の
組
み
方
に
圧
倒
さ
れ
る

大
黒
柱
の
な
い
西
洋
式
は
空
間
が
広
く
見
え
る

●北海道開拓の村　所在地 / 札幌市厚別区厚別町小野幌50-1　電話（011）898-2692　

ニ
シ
ン
の
黄
金
時
代
、

 

贅
を
尽
く
し
て

旧
青
山
家
漁
家
住
宅  

─
─
大
正
八
年（
一
九
一
九
）建
築

母屋の隣りに文庫倉、石倉、板倉と
いずれもお金をかけた瓦ぶき

青山家は最盛期には祝津（小樽市）に
大小100の建物を所有していた

に
十
六
カ
統
（
一

カ
統
は
約
三
十

人
）
の
権
利
を
有

し
て
い
ま
し
た
。

　
誰
も
が
目
を
見

張
る
母
屋
は
、
火

災
で
消
失
し
て
大 

正
八
年
（
一
九
一 

九
）
に
再
建
さ
れ

た
も
の
で
す
。
中

央
の
土
間
を
は
さ

ん
で
右
が
親
方

の
住
ま
い
。
左
が

五
十
人
ほ
ど
の
漁

夫
が
寝
泊
り
す
る
生
活
の
場
に
。
玄
関
も

別
に
な
っ
た
親
方
家
族
の
住
ま
い
は
、
茶

の
間
や
座
敷
が
あ
る
豊
か
な
暮
ら
し
。
一

方
、
漁
夫
が
寝
る
の
は
一
、二
階
に
回
し
て

造
ら
れ
た
寝ね

だ
い台
。
一
畳
が
一
人
分
と
分
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
天
井
部
分
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
長
短
の

梁
に
圧
倒
さ
れ
て
、
見
落
と
し
が
ち
な
の

が
大
黒
柱
の
な
い
こ
と
で
す
。
木
造
一
部

二
階
建
て
百
二
十
坪
も
あ
る
の
で
す
か
ら
、

空
間
を
広
く
使
う
と
同
時
に
、
頑
丈
な
構

造
と
す
る
た
め
洋
風
建
築
の
技
術
を
使
用

し
た
の
で
し
ょ
う
。

　
母
屋
の
ほ
か
、
明
治
二
十
年
代
に
建
て

ら
れ
た
と
い
う
文
庫
蔵
、
石
倉
、
板
倉
、

米
倉
は
当
時
の
ま
ま
で
す
。
あ
れ
か
ら
ニ

シ
ン
は
ど
こ
へ
…
…
と
い
う
歌
の
文
句
が
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デ
ザ
イ
ン
、色
、サ
イ
ズ
─
─
各
種
揃
っ
た
ボ
タ
ン
が
天
井
ま
で
届
く
引
き
出
し
の
中
に

ダ
イ
マ
ツ
お
お
た
き

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
西
一
六
丁
目

電
話（
〇
一
一
）六
二
一
｜
九
二
三
二

ファスナーや糸など洋裁付属品なら何でもあり!

　「
お
そ
ら
く
何
千
個
と
か
何
万
個
と
か
い
う

数
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。
様
々
な
洋
裁
付

属
品
が
雑
然
と
並
ぶ
店
内
の
、
ボ
タ
ン
の
入
っ

た
引
き
出
し
が
天
井
近
く
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ

て
い
る
コ
ー
ナ
ー
で
こ
う
語
る
の
は
、
店
長
の

大
滝
深
雪
さ
ん
（
四
　
　
四

）
で
す
。

　
札
幌
市
中
心
部
に
あ
っ
た
洋
裁
用
品
の
店

「
ダ
イ
マ
ツ
」
で
修
行
し
た
父
が
、
の
れ
ん
分

け
で
独
立
し
た
の
が
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六 

六
）
と
い
い
ま
す
か
ら
、
す
で
に
創
業
四
十
二

年
の
専
門
店
。
札
医
大
病
院
前
と
い
う
立
地
に

首
を
傾
げ
て
い
た
ら
、
大
滝
店
長
が
「
ド
レ
メ

に
近
い
と
い
う
こ
と
で
」
と
。（
北
海
道
ド
レ

ス
メ
ー
カ
ー
女
学
院
。
中
央
区
南
四
西
一
六
）

　
そ
の
先
見
ど
お
り
、
ボ
タ
ン
の
販
売
だ
け
で

店
が
成
り
立
っ
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が

様
変
わ
り
。
洋
裁
を
た
し
な
む
人
が
め
っ
き
り

減
っ
て
、
今
や
既
製
服
の
時
代
で
す
。
扱
う
商

品
も
、
裏
地
や
糸
、
フ
ァ
ス
ナ
ー
、
接
着
芯
の

ボ
タ
ン
＆
裏
地
の
洋
裁
専
門
店

一
個
な
く
し
た
と
き
の
悔
し
い
経
験
は
ど
な
た
も
お
持
ち

色
や
形
で
印
象
が
が
ら
り
と
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
ボ
タ
ン
で
す
が

洋
裁
を
す
る
人
が
減
り
、
既
製
品
の
全
盛
で
ど
こ
へ
行
っ
た
か
専
門
店

頑
固
に
「
私
だ
け
の
ボ
タ
ン
」
に
こ
だ
わ
る
人
は
ぜ
ひ
こ
こ
へ

ボタンとは切っても切り離せない糸。こちらも色とりどり

　撮影/スタジオ フェードイン

ほ
か
洋
裁
全
般
に
拡
張
し
ま
し
た
。

　
と
は
い
う
も
の
の
「
た
か
が
ボ
タ
ン
、
さ
れ

ど
ボ
タ
ン
」。
洋
裁
の
プ
ロ
は
も
ち
ろ
ん
、
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
屋
さ
ん
、直
し
屋
さ
ん（
リ
フ
ォ
ー

ム
）、
う
わ
さ
を
聞
き
つ
け
て
は
店
を
訪
ね
て

く
る
お
客
さ
ん
な
ど
頻
繁
で
す
。
中
に
は
新
品

の
既
製
服
を
持
っ
て
き
て
、
こ
ち
ら
で
気
に

入
っ
た
ボ
タ
ン
と
そ
っ
く
り
取
り
替
え
る
人
も

い
る
と
か
。
高
い
も
の
は
一
個
数
千
円
も
し
ま

す
か
ら
か
な
り
の
買
物
で
す
が
、「
お
客
さ
ん

の
服
に
合
う
ボ
タ
ン
を
探
し
て
差
し
上
げ
て
、

後
か
ら
と
て
も
気
に
入
っ
た
と
言
わ
れ
る
と
う

れ
し
い
で
す
ね
」（
大
滝
店
長
）。

　
そ
し
て
札
幌
で
は
こ
ち
ら
で
し
か
や
っ
て
い

な
い
の
で
は
と
い
う
の
が
、
ボ
タ
ン
ホ
ー
ル
の

加
工
（
穴
か
が
り
）
で
す
。
二
階
の
作
業
場
に

四
百
種
の
か
が
り
糸
を
常
備
し
て
、
二
台
の
ド

イ
ツ
製
専
用
ミ
シ
ン
が
三
十
年
以
上
も
軽
快
に

動
い
て
い
ま
す
。

　
場
所
柄
、
医
大
病
院
に
来
た
つ
い
で
に
店
を

の
ぞ
い
て
い
く
年
配
の
女
性
客
も
多
く
、
き
め

の
細
か
い
品
揃
え
と
親
身
な
対
応
で
す
。
ボ
タ

ン
一
個
五
円
か
ら
な
ん
て
、
こ
れ
だ
け
で
も
気

軽
に
入
れ
ま
す
よ
。

２代目店主の大滝深雪さん（正面）と
２人の女性スタッフがきめ細かいサービスを

加工で唯一行っているのが穴かがり
年代もののドイツ製の２台のミシンで
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狸
小
路
の
場
合
、
軸
は
東
西
に
あ
り
、

こ
こ
を
通
っ
て
ど
こ
か
に
行
く
流
れ
に

な
っ
て
い
な
い
だ
け
に
、
ゾ
ー
ン
対
ゾ
ー

ン
の
魅
力
で
は
、
新
し
い
と
こ
ろ
は
常
に

強
敵
で
す
。

　
先
の
魚
町
で
は
、
丁
目
で
そ
れ
ぞ
れ
オ

フ
ィ
シ
ャ
ル
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
開
設
し
て
、

独
自
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
行
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。
何
年
か
前
、
四
国
の
と
あ
る
商

店
街
で
は
、
ミ
ス
テ
リ
ー
を
Ｆ
Ｍ
な
ど
で

一
定
期
間
流
し
て
、
犯
人
は
そ
の
商
店
街

に
く
れ
ば
わ
か
る
と
い
う
よ
う
な
催
し
を

や
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

伝
で
若
い
人
向
け
に
流
行
の
ケ
ー
タ
イ
ミ

ス
テ
リ
ー
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
　

流
れ
が
地
下
へ
、
札
幌
駅
前
ゾ
ー
ン
へ
と

シ
フ
ト
し
ま
し
た
。

　
続
い
て
訪
れ
た
の
が
、
住
宅
地
の
外
延

化
に
よ
る
本
州
資
本
大
型
店
の
郊
外
立
地
。

都
心
ま
で
出
て
こ
な
く
て
も
十
分
に
モ
ノ

を
調
達
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
狸
小
路
に
限
ら
ず
昔
か
ら
の
地
域
商

店
街
も
同
様
で
、
い
わ
ゆ
る
シ
ャ
ッ
タ
ー

通
り
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　
起
死
回
生
の
一
手
、
昭
和
五
十
七
年
の

開
閉
式
ア
ー
ケ
ー
ド
建
設
も
今
で
は
か
す

ん
で
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
最
初
に

商
店
街
を
屋
根
付
き
に
し
た
の
は
、
北
九

州
小
倉
北
区
の
魚
町
銀
天
街
（
昭
二
六
）

で
す
が
、
こ
ち
ら
は
今
で
も
人
通
り
の
絶

え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
大
き
な

原
因
は
、
魚
町
は
Ｊ
Ｒ
駅
近
く
か
ら
南
北

に
延
び
て
お
り
、
商
店
街
か
ら
枝
分
か
れ

す
る
よ
う
に
大
手
デ
パ
ー
ト
な
ど
他
の
商

業
施
設
に
行
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
多
く
の
フ
ァ
ン
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
狸

小
路
の
老
舗
そ
ば
店
が
先
ご
ろ
、
百
十
六

年
続
い
た
の
れ
ん
を
下
ろ
し
ま
し
た
。
狸

小
路
の
始
ま
り
は
明
治
六
年（
一
八
七
三
）

こ
ろ
、現
在
の
狸
小
路
二
丁
目
に
「
東
座
」

と
い
う
芝
居
小
屋
が
開
か
れ
て
以
来
と
い

い
ま
す
か
ら
、
ほ
ぼ
同
時
代
を
歩
ん
で
き

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
商
店
街
の
盛
衰
に
は
、
世
の
中
の
様
々

な
事
情
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
が
、

終
戦
後
、
札
幌
市
へ
の
人
口
集
中
で
繁
栄

の
一
途
に
あ
っ
た
狸
小
路
に
と
っ
て
、
最

も
大
き
な
転
機
は
地
下
鉄
の
開
通
と
札
幌

地
下
街
が
で
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
人
の

近
ご
ろ
、
狸
小
路
を
歩
き
ま
し
た
か
。
こ
こ
で
何
年
買
い
物
を
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

　う
ー
ん
、
そ
う
い
え
ば
」
と
思
い
当
た
る
人
ば
か
り
で
し
ょ
う
。

何
か
復
活
の
良
い
手
立
て
は
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

狸
小
路

昭和36年（1961）12月
狸小路３丁目の歳末大売出しの賑わい
田舎から出てきた人も多かったことだろう

開閉式アーケードに狸大明神
通りはきれいになったが
御利益のほどはなかなか

上／昭和27年（1952）６月の５丁目
下／札幌オリンピックのときの３丁目

（上３枚は札幌市写真ライブラリー提供）

「
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道
内
唯
一
の
美
浦
渡
船（
浦
臼
町
産
業
建
設
課
提
供
）

な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
最
後
の
一
カ
所
が
美
唄
市 

中
村
地
区
と
浦
臼
町
晩
生
内
地
区 

を
結
ぶ
美
浦
渡
船
で
す
。
明
治
中 

期
か
ら
一
帯
の
開
拓
に
当
た
っ
た 

北
越
殖
民
社
の
私
設
渡
船
「
関
谷 

渡
船
」
と
し
て
開
設
さ
れ
た
の
が 

大
正
五
年（
一
九
一
六
）。
昭
和
三 

十
五
年
か
ら
は
美
唄
市
と
浦
臼
町

の
共
同
運
行
と
な
り
、
名
称
も
美

浦
渡
船
と
変
わ
り
ま
し
た
。

　
渡
船
場
近
く
で
建
設
中
の
美
浦

大
橋
の
完
成
（
平
成
二
二
）
が
迫 

っ
て
き
て
、
一
度
は
休
止
の
話
も

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
丸
木
舟
に
始
ま
っ
て

和
人
が
物
資
や
人
を
送
り
込
ん
だ
汽
船
に
至
る
ま
で

北
海
道
開
拓
と
船
と
は
深
い
関
わ
り
が
あ
り
ま
し
た

中
で
も
近
年
ま
で
都
市
近
郊
に
残
っ
て
い
た
渡
し
船
に
は

そ
の
存
廃
に
い
つ
も
賛
否
両
論
が
行
き
交
い
ま
し
た

か
ら
九
月
上
旬
ま
で
の
土
日
・
祝
祭
日

だ
け
、
一
日
三
便
運
行
し
て
い
ま
す
。

渡
し
守
は
四
代
目
の
国
田
忠
英
さ
ん
で

す
。

　
浦
臼
町
産
業
建
設
課
の
話
に
よ
り
ま

す
と
昨
年
の
乗
船
者
は
三
百
人
。
中
に

財
団
発
行
の『
石
狩
川
舟
運
史
』（
平
成

一
五
）
に
よ
り
ま
す
と
、
昭
和
十
八
年 

（
一
九
四
三
）
の
北
海
道
全
域
の
渡
船

場
数
は
百
四
十
五
カ
所
。
そ
れ
が
同

四
十
八
年
に
は
十
六
カ
所
に
減
り
、
現

在
は
石
狩
川
に
一
カ
所
を
残
す
だ
け
と

　
渡
船
と
い
え
ば
ど
こ
も
惜
し
ま
れ
て

廃
止
と
な
る
の
が
常
で
す
が
、
こ
こ
ほ

ど
惜
し
ま
れ
た
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
と

い
う
の
が
、
石
狩
川
河
口
の
石
狩
渡
船

で
し
ょ
う
。

  

石
狩
町(

現
・
石
狩
市
）
本
町
と
八
幡 

町
を
結
ん
だ
も
の
で
、
遠
く
江
戸
時
代 

か
ら
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
私
設
渡
船 

と
な
っ
た
の
は
明
治
五
年(

一
八
七
三
）。 

そ
の
後
、
町
営
有
料
船
、
国
道
昇
格 

(

二
三
一
号)

に
よ
る
町
委
託
、
フ
ェ
リ 

ー
就
航
と
い
っ
た
変
遷
が
あ
り
ま
し
た
。

　
渡
船
場
に
続
く
国
道
に
長
い
列
を
作 

っ
て
乗
船
を
待
つ
車
。
自
転
車
や
リ
ヤ 守る会会員募集の案内

江別の重兵衛渡し（昭和41年。札幌市南区鈴木弘氏提供）

　
美
浦
渡
船
に
乗
る
に
は
予
約
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
浦
臼
町
産
業
建
設
課
、

電
話
０
１
２
５
─
６
８
─
２
１
１
３
ま

で
。

数
代
に
わ
た
っ
て
変
わ
っ
て
も
こ
の
名

称
で
続
き
ま
し
た
。

　
廃
止
の
前
年
に
乗
っ
た
こ
と
が
あ
る

と
い
う
『
え
べ
つ
百
話
』（
ユ
オ
ベ
ツ

選
書
）
の
著
者
、
藤
倉
徹
夫
氏
は
「
片

道
二
十
円
。
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
八
十
円
の

頃
」
だ
っ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

　
廃
止
の
原
因
は
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
発
達
も
あ
り
ま
す
が
、
大
き
い
の

は
治
水
工
事
に
よ
る
対
岸
の
部
落
の
移

転
。
平
成
十
七
年
、
少
し
上
流
部
に
美

原
大
橋
が
完
成
し
た
こ
と
は
、
渡
し
の

場
所
が
昔
と
変
わ
ら
ず
交
通
の
要
所
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
石
狩
渡
船
も
重
兵
衛
渡
し

も
、
冬
の
間
は
川
が
結
氷
し
て
運
行
休

止
。
人
々
は
氷
橋
を
歩
い
て
渡
り
ま
し

た
。
そ
の
川
の
水
が
汚
れ
て
凍
ら
な
く

な
っ
た
の
が
昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら

四
十
年
代
に
か
け
て
。
時
代
が
ス
ロ
ー

で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

望
む
声
が
高
ま
り
、
六
月
中
旬

　
財
団
法
人
石
狩
川
振
興

産
で
あ
る
こ
と
か
ら
存
続
を

域
の
貴
重
な
文
化
遺

で
す
が
、
地

出
た
の

よ
う
で
す
。

は「
確
実
に
増
え
て
い
る
」（
同
課
）

会
員
が
現
在
八
十
人
。
フ
ァ
ン

ま
た
同
渡
船
を
守
る
会
の

団
体
も
あ
る
と
の
こ
と
。

時
に
大
型
バ
ス
の

か
ら
の
人
や
、

は
道
外

カ
ー
、
札
幌
へ
通
勤
や
通
学

ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
に
。
同

四
十
六
年
の
廃
止
ま
で
、
船
頭
が

に
利
用
す
る
人
々
。
対
岸
に
渡
っ
て
す

ぐ
に
戻
っ
て
く
る
観
光
客
─
─
最
盛
期

に
は
一
日
四
、五
千
人
、
車
二
千
台
を

運
ん
だ
、
実
に
の
ん
び
り
し
た
時
代
で

し
た
。

　
国
道
一
二
号
を
江
別
市
街
か
ら
東
方

向
に
抜
け
て
、
製
紙
会
社
を
左
に
し
な

が
ら
石
狩
川
に
沿
っ
て
曲
が
る
辺
り
。

こ
こ
か
ら
発
着
し
て
い
た
重
兵
衛
渡
し

を
覚
え
て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）、
武

田
重
兵
衛
と
い
う
人
が
始
め
た
も
の
で
、

昭
和
二
十
八
年
に
手
漕
ぎ
か
ら
デ
ィ
ー

　
渡
船
場
か
ら
少
し
上
流
に
石
狩
河
口

橋
が
完
成
し
て
、
渡
船
の
フ
ィ
ナ
ー
レ

は
昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
一
日
。
札

幌
な
ど
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
フ
ァ
ン
が

駆
け
つ
け
ま
し
た
。
釣
り
情
報
欄
に
は

今
で
も
旧
渡
船
場
と
表
記
さ
れ
る
一
帯
。

ぶ
ら
り
と
歩
け
ば
か
つ
て
の
船
着
場
跡

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

昭和35年頃の冬の石狩渡船場
（「石狩市21世紀に伝える写真集」から複写）

唯
一
残
る「
美
浦
渡
船
」

夏
場
の
土
曜
休
日
運
行

車
も
一
日
二
千
台
運
ん
だ

片
道
20
円
、い
ま
美
原
大
橋

石
狩
渡
船

重
兵
衛
渡
し

渡
船
今
昔

四
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紋
章
上
絵
の
作
業
は
、
ま
ず
家
紋
の
型
彫
り

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
日
本
に
伝
わ
る
紋
章
は
六 

か
ら
い
ず
れ
色
あ
せ
る
で
し
ょ
う

が
、
せ
め
て
購
入
す
る
と
き
に
手

描
き
か
ど
う
か
く
ら
い
は
確
か
め

て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
千
葉
さ
ん
は
今
、
上
絵
だ
け
で

は
な
く
シ
ミ
抜
き
や
京
染
め
な
ど

の
仕
事
も
一
緒
に
続
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
い
ち
ば
ん
力
を
入
れ
て
い

る
の
は
、
次
の
世
代
に
技
術
を
伝

え
る
こ
と
。
北
海
道
職
人
義
塾
大

く
製
版
、
印
刷
さ
れ
た
も
の
を
、
消
費
者
が
見

分
け
る
の
も
ま
た
難
し
い
こ
と
。
イ
ン
ク
で
す

の
切
り
抜
く
部
分

が
逆
に
な
り
ま
す
。

　
い
ず
れ
の
場
合

も
型
ど
お
り
に
刷

毛
で
染
め
た
後
、

細
い
筆
で
す・
・べ

（
術
）
を
入
れ
る

の
が
ま
た
熟
練
の

要
る
仕
事
。
残
っ

た
線
を
消
す
、
あ

ド
で
は
ま
ず
無
理
で
す
。
や
は
り
そ
の
道
の
人

は
考
え
る
も
の
。
コ
ン
パ
ス
に
筆
先
を
取
り
付

け
れ
ば
よ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
の
木
製

の
「
分
ま
わ
し
」
と
い
う
道
具
が
、
型
を
描
い

た
り
染
め
た
り
す
る
と
き
に
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　
こ
ん
な
苦
労
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
手
描
き
の

紋
は
生
き
て
い
る
。
印
刷
の
紋
は
死
ん
で
い
ま

す
」
と
千
葉
さ
ん
。
そ
れ
は
、
眼
を
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
馬
や
蝶
な
ど
の
紋
を
考
え
れ
ば

わ
か
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
家
紋
帳
か
ら
難
な

学
が
主
催
す
る
体
験
学
習
の
講
師
と
し
て
、
小

中
学
生
に
上
絵
の
方
法
を
教
え
た
り
、
市
内
の

和
服
関
連
の
技
術
者
を
集
め
て
小
樽
染
紋
塾
を

主
宰
し
た
り
し
て
い
ま
す
。「
紋
章
は
日
本
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
し
か
な
い
も
の
。
貴
重
な
文
化

遺
産
な
の
で
す
」。千
葉
さ
ん
の
熱
い
思
い
で
す
。

手
描
き
の
家
紋
は

「
貴
重
な
文
化
遺
産
」

技
術
残
す
こ
と
に
腐
心

千
葉
　
豪
さ
　
　
ん 

─
─
小
樽
市
・
千
葉
忠
紋
店

様
々
な
先
達
が
い
る
か
ら
こ
そ

二
十
一
世
紀
が
あ
る
ん
だ
よ
─
─

ス
ロ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
。

来
た
道
、

行
く
道
。

本
欄
へ
の
自
薦
、他
薦
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

千
種
。
お
宅
の
家
紋
は
と
聞
か
れ
て
す
ぐ
に
答

え
ら
れ
る
人
、
う
ろ
覚
え
の
人
、
あ
る
い
は
新

し
い
の
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
人
そ
れ
ぞ

れ
で
す
。
先
代
の
と
き
は
渋
紙
に
、
豪
さ
ん
は

自
分
で
見
つ
け
た
ホ
ワ
イ
パ
ー
と
い
う
紙
に
カ 

ッ
タ
ー
で
切
り
抜
い
て
い
き
ま
す
。
大
き
さ
は

直
径
二
〜
三
セ
ン
チ
。反
物
の
石こ

く
も
ち持(

紋
を
入
れ 

る
白
い
円
形
部
分)

に
描
き
入
れ
る
場
合
と
、無 

地
の
も
の
に
色
を
入
れ
て
行
く
場
合
と
で
、
型

つ
仕
上
げ
る
の
に
一

時
間
は
か
か
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
紋
に
付

き
物
の
円
。
こ
の
線

は
ど
う
や
っ
て
描
く

の
か
、
フ
リ
ー
ハ
ン

代
表
的
な
日
本
の
家
紋

紋
の
型
の
切
り
抜
き
。こ
の
上
か
ら
染
め
て
い
く

円
を
描
く
と
き
に
使
う

〝
分
ま
わ
し
〟

工
房
は
子
供
の
勉
強
部
屋
ほ
ど
の
広
さ
。下
は
入
念
に
術（
す
べ
）を
入
れ
て
い
く
千
葉
さ
ん

千葉忠紋店
小樽市花園３−６−６
TEL（0134）22−9394

（
七
　
　
五

）
は
「
娘
三
人
で
後
継
者
は
い
な
い
」
と

言
い
な
が
ら
も
、
上
絵
の
技
術
を
残
す
こ
と
に

一
生
懸
命
で
す
。

　
千
葉
忠
紋
店
の
創
業
は
大
正
十
一
年
（
一
九 

二
二
）。
仙
台
市
の
紋
章
店
で
修
行
を
積
ん
だ

父
の
忠
さ
ん
が
、
当
時
景
気
の
良
か
っ
た
小
樽

市
に
新
天
地
を
求
め
て
の
開
業
で
し
た
。
豪
さ

ん
は
高
校
を
出
て
す
ぐ
弟
子
入
り
。
昭
和
三
十

年
頃
か
ら
店
を
手
伝
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

る
い
は
必
要
な
線
を
入
れ
る—

—

根
を
詰
め

た
修
正
作
業
は
、
簡
単
な
絵
柄
の
も
の
で
も
一

　
和
服
を
着
る
人
が
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
た

近
年
、
関
連
の
伝
統
技
術
の
後
継
者
も
次
第
に

い
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
話
を

耳
に
し
ま
す
。
紋
付
に
手
描
き
で

家
紋
を
入
れ
る
上
絵
師
も
そ
の
一

つ
。
印
刷
紋
の
増
加
に
も
押
さ
れ

て
、
職
人
の
存
在
が
忘
れ
ら
れ
が

ち
で
す
。
小
樽
市
の
千
葉
豪
さ
ん
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た
ま
た
ま
寄
っ
て
み
た
道
北
の
鍾
乳
洞
の
前
の
土
産
物
店

主
の
老
婦
人
が
持
っ
て
い
っ
て
く
れ
と
言
う
一
片
の
鍾
乳
石
に
は

こ
こ
を
発
見
し
た
亡
き
夫
と
の
美
し
い
想
い
出
が
光
っ
て
い
た

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

　
ち
ょ
っ
と
息
が
抜
き
た
く
な
っ
て
北
の

方
に
出
向
い
て
み
た
。
旭
川
を
越
え
て
し

ば
ら
く
行
く
と
、
鍾
乳
洞
の
看
板
が
目
に

入
っ
た
。
北
海
道
に
鍾
乳
洞
は
珍
し
い
の

で
、
寄
っ
て
み
よ
う
か
と
思
い
、
し
ば
ら

く
行
く
と
小
山
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
こ
が
鍾

乳
洞
の
入
口
だ
っ
た
。
入
場
料
を
払
い
中

に
入
っ
て
み
た
。

　
岩
手
の
入
水
鍾
乳
洞
や
奥
多
摩
の
日
原

鍾
乳
洞
と
違
い
、
と
て
も
こ
じ
ん
ま
り
と

し
た
鍾
乳
洞
。
龍
が
住
ん
で
い
た
と
い
う

伝
説
が
あ
る
と
説
明
の
看
板
に
書
い
て

あ
っ
た
が
、
ち
ょ
っ
と
狭
く
て
住
み
づ
ら

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
帰
り
に
お
土
産
物

屋
さ
ん
が
並
ん
で
い
た
の
で
、
手
前
の
一

軒
に
入
っ
て
み
た
。
お
湯
を
注
ぐ
と
文
字

が
浮
き
出
て
く
る
湯
呑
み
を
二
個
買
っ
た
。

小
柄
だ
け
ど
言
葉
遣
い
が
何
と
な
く
粋
で

モ
ダ
ン
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
丁
寧
に
対
応

し
て
く
れ
た
。

　
翌
年
ま
た
近
く
ま
で
行
っ
た
の
で
、
例

の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
店
に
寄
っ
て
み
た
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
な
ぜ
か
私
の
こ
と
を
覚

え
て
お
り
、「
鍾
乳
洞
は
見
た
？
」
と
聞

く
の
で
、
見
な
い
で
こ
の
ま
ま
行
く
つ
も

り
と
答
え
る
と
、
無
料
の
入
場
券
を
私
に

く
れ
て
、
せ
っ
か
く
来
た
の
だ
か
ら
入
っ

て
き
た
ら
と
言
う
。
こ
れ
が
私
と
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
の
付
き
合
い
の
始
ま
り
で
あ
る
。

い
」。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
「
い

い
ん
だ
よ
。
近
々
私
も
あ
の

人
に
会
い
に
行
く
。
そ
し
た

ら
言
う
さ
。
私
た
ち
の
こ
と

を
わ
か
っ
て
く
れ
た
人
に
あ

の
石
は
あ
げ
て
来
た
と
言
う

か
ら
」。
私
「
あ
り
が
と
う
。

そ
れ
な
ら
も
ら
っ
て
行
く
ね
。

町
に
も
ま
だ
当
時
の
い
き
さ

つ
を
知
っ
て
い
る
人
は
い
る

と
思
う
。
ダ
ン
ナ
さ
ん
の
看

板
く
ら
い
建
て
て
も
バ
チ
は

あ
た
ら
な
い
と
言
っ
て
や
る

べ
き
だ
」。

　
去
り
ぎ
わ
、
ば
あ
ち
ゃ
ん

は
店
を
出
て
ず
っ
と
手
を

振
っ
て
私
を
見
送
っ
て
く
れ

た
。

し
た
後
、
行
政
側
は
約
束
を
守
ら
な
か
っ

た
ん
だ
ね
。
だ
っ
て
同
じ
よ
う
な
お
店
が

何
軒
も
並
ん
で
い
る
」。

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
「
話
を
聞
い
て
く
れ

て
あ
り
が
と
う
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
」

と
言
っ
て
、
奥
か
ら
一
枚
の
鍾
乳
石
を

持
っ
て
き
て
私
に
く
れ
る
と
言
う
。
こ
の

石
は
初
め
て
鍾
乳
洞
を
見
た
と
き
、
そ
し

て
山
が
ま
だ
ダ
ン
ナ
さ
ん
の
持
ち
山
だ
っ

た
と
き
採
っ
て
き
た
一
枚
だ
と
い
う
。

　
私
「
そ
ん
な
大
切
な
も
の
を
も
ら
え
な

　
そ
の
後
訪
れ
た
時
に
は
、
シ
ー
ズ
ン
中

に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
女
の
店
は
シ
ャ
ッ

タ
ー
が
下
り
て
い
た
。
隣
の
店
の
人
に
聞

く
と
、
今
年
に
な
っ
て
か
ら
時
々
開
く
こ

と
は
あ
る
け
れ
ど
、
こ
こ
し
ば
ら
く
閉
じ

た
ま
ま
と
の
こ
と
。
洞
の
入
口
ま
で
行
く

と
、
彼
女
の
ダ
ン
ナ
さ
ん
の
こ
と
を
書
い

た
金
属
の
プ
レ
ー
ト
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。

　「
や
っ
た
な
！
　
ば
あ
ち
ゃ
ん
！
」

　
も
う
こ
こ
に
来
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
。

さ
よ
う
な
ら
、
当
麻
鍾
乳
洞
。

言
葉
も
出
な
か
っ
た
と
言
う
。
そ
れ
は
そ

う
だ
ろ
う
。
多
く
の
観
光
客
が
出
入
り
し

て
汚
し
た
今
で
も
そ
れ
な
り
に
綺
麗
な
の

だ
か
ら
、
人
の
目
に
初
め
て
触
れ
た
時
の

美
し
さ
は
想
像
で
き
る
。

　
彼
「
こ
ん
な
美
し
い
洞
は
私
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
と
思
う
。
今
後
の
生
活
も
あ

る
こ
と
だ
か
ら
自
分
一
人
で
は
決
め
ら
れ

な
い
が
、
も
し
お
ま
え
が
い
い
と
言
っ
て

く
れ
る
な
ら
町
に
山
ご
と
寄
付
し
よ
う
と

て
し
ま
う
。
後
で
文
句
を
言
わ
れ
て
も
非

難
さ
れ
て
も
、
そ
ん
な
に
価
値
の
あ
る
も

の
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
学
者
で

も
な
い
一
介
の
山
師
に
そ
ん
な
こ
と
言
わ

れ
て
も
…
で
通
し
て
し
ま
う
。
妻
と
の
生

活
を
守
っ
て
何
が
悪
い
の
だ
。
私
た
ち
も

カ
ス
ミ
を
食
べ
て
生
き
て
い
く
わ
け
に
は

い
か
な
い
の
だ
か
ら
と
。
ダ
ン
ナ
さ
ん
も

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
き
っ
と
す
ご
い
ロ
マ
ン

チ
ス
ト
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
山
を
寄
付

　
あ
る
時
、
彼
女
が
半
生
を
話
し
て
く
れ

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
あ
の
鍾
乳
洞
の
あ

る
山
は
も
と
も
と
亡
く
な
っ
た
彼
女
の
ダ

ン
ナ
さ
ん
の
持
ち
山
で
、
彼
は
そ
こ
で
セ

メ
ン
ト
の
材
料
の
石
灰
を
掘
っ
て
い
た
の

だ
と
言
う
。
そ
し
て
ま
っ
た
く
の
偶
然
に

鍾
乳
洞
に
行
き
当
た
っ
た
の
だ
と
言
う
。

ダ
ン
ナ
に
呼
ば
れ
て
初
め
て
見
た
洞
の
美

し
さ
は
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
く
、
声
も

思
う
の
だ
が
」。

　
若
き
日
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
即
座
に

「
い
い
よ
」
と
返
事
を
し
た
と
言
う
。
そ

の
時
、
町
と
の
約
束
で
、
二
人
は
生
活
の

糧
を
失
う
わ
け
だ
か
ら
土
産
物
屋
を
こ
こ

で
独
占
的
に
開
く
権
利
を
保
証
さ
れ
た
の

だ
と
言
う
。

　
私
「
普
通
の
人
な
ら
ど
ん
な
に
美
し
い

鍾
乳
洞
に
ぶ
つ
か
っ
て
も
黙
っ
て
つ
ぶ
し

鍾乳石をくれたおばあさんと
筆者40代のころ

夫が初めて鍾乳洞を
見つけたときに
持ってきたという鍾乳石
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何
か
に
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
過
ぎ
て
い
く
毎
日
。

い
つ
も
そ
こ
に
あ
る
時
計
に
、

足
を
止
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
百
八
十
五
万
人
だ
っ
た
人
口
が
百
八
十
九
万
人

に
増
え
ま
し
た
。
オ
ー
プ
ン
が
直
接
の
原
因
で
は

な
い
に
し
て
も
、
こ
の
五
年
間
で
さ
ら
に
一
極
集

中
が
進
み
、
道
民
の
三
・
三
人
に
一
人
が
札
幌
市

民
と
い
う
時
代
で
す
。
駅
周
辺
の
開
発
に
弾
み
を

つ
け
、
大
通
り
地
区
の
み
な
ら
ず
小
樽
市
や
苫
小

　
企
業
や
団
体
の
十
年
を
一
区
切
り
と

す
る
創
立
周
年
。
二
十
周
年
、
三
十
周

年
と
歴
史
を
重
ね
て
い
く
度
に
そ
の
歩

記
念
誌
は
未
来
へ
の
道
し
る
べ

　
自
分
史
な
ど
本
を
つ
く
り
た
い
と
考

え
て
い
る
人
の
た
め
に
、
出
前
の
本
づ

く
り
セ
ミ
ナ
ー
を
承
り
ま
す
。
三
人
以

上
の
お
集
ま
り
で
会
場
を
ご
用
意
い
た

だ
け
れ
ば
、
日
時
を
ご
相
談
の
上
、
印

刷
担
当
者
と
編
集
者
が
お
伺
い
し
て
い

ろ
い
ろ
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ご
自
宅
の
居
間
で
も
結
構
で

す
よ
。
も
ち
ろ
ん
無
料
で
す
。

居
間
で
本
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
を

み
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
資
料
が

散
逸
、
功
績
の
あ
っ
た
人
も
物
故
し
て

い
き
ま
す
。
未
来
へ
の
道
し
る
べ
、
歴

史
は
き
ち
ん
と
ま
と
め
て
お
き
た
い
も

の
で
す
。
企
画
、
編
集
、
印
刷
、
ど
の

段
階
か
ら
で
も
ご
用
命
を
承
っ
て
お
り

ま
す
。

小
紙
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す

　
慌
し
い
時
の
流
れ
に
、
ほ
っ
と
一
息

つ
け
る
話
題
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と

願
っ
て
い
る
小
紙
。
ご
希
望
の
方
に
は

無
料
で
定
期
的
に
お
送
り
し
て
お
り
ま

す
。
印
刷
紙
工
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

北 都 の 貌
かお

牧
市
な
ど
近
隣
都
市
に
ま
で
商
圏
の
変
化
を
も
た

ら
し
て
、
次
な
る
エ
ポ
ッ
ク
は
北
海
道
新
幹
線
の

乗
り
入
れ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
北
都
の
貌
・
Ｊ
Ｒ

札
幌
駅
で
「
星
の
大
時
計
」
も
同
じ
時
間
を
刻
ん

で
き
ま
し
た
。
星
に
は
ほ
ん
の
瞬
き
に
し
か
過
ぎ

な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
街
の
変
化
は
足
早
で
す
。
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