
　
冬
の
伝
統
行
事
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
秋
田
県
の
か
ま
く
ら
。
雪
深
い
地
域

に
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
遊
び
で
す
。
簡
単
な
も
の
な
ら
家
の
傍
で
、
屋
根
か
ら
落
ち

た
雪
を
踏
み
固
め
て
一
人
二
人
が
入
れ
る
横
穴
形
式
に
。
次
は
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
、

か
ま
ど
状
に
積
み
上
げ
た
雪
の
上
に
板
や
む
し
ろ
を
渡
し
て
雪
を
ド
ー
ム
型
に
か
ぶ

せ
ま
す
。
こ
ち
ら
は
掘
る
苦
労
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
格
的
な
の
は
雪
を
小
高
く
積
み

上
げ
て
、中
を
く
り
ぬ
い
て
い
き
ま
す
。
中
は
意
外
と
暖
か
く
、お
し
ゃ
べ
り
や
ゲ
ー

ム
に
時
の
た
つ
の
を
忘
れ
ま
し
た
。
雪
ま
み
れ
に
な
り
な
が
ら
、
崩
れ
て
こ
な
い
よ

う
に
し
っ
か
り
塗
り
固
め
て
い
く
知
恵
も
、
い
つ
し
か
身
に
つ
き
ま
し
た
ね
。

発
行
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歴
史
は
い
つ
も
未
来
へ
の
み
ち
し
る
べ
で
す

世
の
中
の
進
む
ス
ピ
ー
ド
と
自
分
の
生
き
て
い
く
ペ
ー
ス
が

少
し
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
な
と
感
じ
始
め
た
ら

い
つ
か
来
た
道
ま
で
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う

（有）

・
時
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／
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／
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／
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─
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道
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道
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肖
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・
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具
で
道
草
30
年
─
─
─
７

・
時
計
の
あ
る
風
景
─
─
─
８



　　　

2

石
造
建
築
と
い
え
ば
全
国
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
で
す
が
、

実
は
札
幌
や
小
樽
に
多
い
、
珍
し
い
構
造
な
の
で
す
。

そ
れ
は
加
工
し
や
す
い
札
幌
軟
石
を
産
出
す
る
ゆ
え
。

高
く
そ
び
え
る
直
方
体
の
新
聞
社
社
屋
な
が
ら

独
特
の
温
か
み
も
伝
わ
っ
て
く
る
の
が
特
徴
で
す
。

　
ま
ず
北
海
道
の
新
聞
の
歴
史
か
ら
た
ど

り
ま
す
と
、
初
め
て
発
行
さ
れ
た
の
は
明

治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
の
「
函
館
新
聞
」

で
す
。
続
い
て
「
札
幌
新
聞
」
が
同
十
三

年
。
小
樽
で
は
同
二
十
四
年
の
「
北
門
新

　
長
ら
く
民
間
会
社
の
所
有
と
な
っ
て
い

た
こ
の
建
物
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た

の
は
昭
和
四
十
九
年
。
都
市
計
画
道
路
臨

港
線
建
設
（
小
樽
運
河
埋
め
立
て
）
の
た

め
で
し
た
。
北
海
道
開
拓
の
村
へ
の
移
転

は
こ
の
五
年
後
の
こ
と
で
す
。

言
論
の
府
の
威
厳
と

札
幌
軟
石
の
温
か
み
。

旧
小
樽
新
聞
社 

─
─
明
治
四
十
二
年（
一
九
〇
九
）建
築

焼
、
新
工
場
の
建
設
な
ど
を
経
て
、
明
治

四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
九
月
に
市
内
堺

町
に
完
成
し
た
木
骨
石
造
三
階
建
て
の
新

社
屋
が
こ
の
建
物
で
す
。

　
木
骨
石
造
と
は
、
柱
や
梁
な
ど
の
木
の

骨
組
み
の
外
側
に
か
す
が
い
で
石
を
張
り

付
け
た
も
の
で
、
小
樽
運
河
沿
い
の
倉
庫

な
ど
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
石
は
札
幌
の
石

山
で
切
り
出
さ
れ
た
厚
さ
約
一
八
�
の
軟

石
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
札
幌
軟
石
の
特
徴
は
な
ん
と
い
っ
て
も

加
工
し
や
す
い
こ
と
。
正
面
壁
を
四
等
分

す
る
柱
を
模
し
た
突
出
部
、
玄
関
の
ギ
リ

シ
ャ
建
築
に
見
ら
れ
る
ふ
く
ら
み
、
軒
周

り
の
歯
型
の
装
飾
、
屋
上
部
の
半
円
ア
ー

チ
、
北
極
星
の
社
章
な
ど
、
た
く
さ
ん
の

工
夫
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
上
げ
下
げ
窓
、
防
火
防
犯
の
た
め

の
鉄
の
扉
は
報
道
機
関
と
し
て
の
威
厳
を

表
し
て
も
い
る
で
し
ょ
う
。
内
部
の
壁
や

天
井
の
漆
喰
仕
上
げ
、
浮
き
彫
り
装
飾
な

ど
も
見
る
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。

報
」
が
最
初
で
、
創
刊
後
す
ぐ
に
札
幌
に

移
転
し
て
い
ま
す
。

　
小
樽
、
新
聞
と
く
れ
ば
石
川
啄
木
を
連

想
す
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
明
治
四
十

年
、
札
幌
に
来
た
啄
木
が
職
を
得
る
の
が

こ
の
北
門
新
報
で
す
が
、
こ
こ
は
十
日
間

で
辞
め
、
小
樽
で
「
小
樽
日
報
」
の
創
刊

に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　「
小
樽
新
聞
」
は
そ
れ
よ
り
先
の
明
治

二
十
七
年
。
前
年
に
札
幌
で
創
刊
さ
れ
た

雑
誌
「
北
海
民
燈
」
が
小
樽
に
移
転
し
て

発
行
形
態
を
変
え
た
も
の
で
す
。
小
樽
の

商
況
な
ど
を
伝
え
な
が
ら
東
京
、
旭
川
に

支
局
を
開
設
し
、「
北
海
タ
イ
ム
ス
」（
札

幌
）、「
函
館
毎
日
新
聞
」
と
と
も
に
、
北

海
道
の
三
大
新
聞
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
隆
盛
の
中
で
火
災
に
よ
る
社
屋
全

●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　

※
参
考
文
献「
北
海
道
開
拓
の
村
・
開
村
10
周
年
記
念
誌
」

札
幌
軟
石
の
加
工
の
し
や
す
さ
を
生
か
し
て

外
観
に
施
さ
れ
た
多
様
な
デ
ザ
イ
ン

屋
上
部
の
社
章
は
北
極
星
に
鳳
の
よ
う
に
見
え
る

外観同様に内部もシンプルな構造
かつての活版印刷機械や

無数の活字が展示されている
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子
供
の
遊
び
の
歴
史
を
述
べ
て
一
冊
の
分
厚
い
本
が
あ
り
ま
す
が

終
戦
後
か
ら
高
度
成
長
に
か
け
て
の
遊
び
な
ら

瞳
を
輝
か
せ
て
我
こ
そ
は
と
語
り
だ
す
人
の
多
い
こ
と
―
―

こ
こ
へ
来
れ
ば
そ
れ
ら
の�
生
き
証
人
�な
ら
ぬ�
現
物
�が
あ
り
ま
す半

で
し
た
で
し
ょ
う
か
」（
河
野
さ
ん
）。

　
卸
問
屋
で
す
か
ら
ば
ら
売
り
は
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
単
価
は
安
い
も
の
ば
か
り
。
セ
ッ
ト
で

買
っ
て
も
イ
ベ
ン
ト
用
に
数
が
多
す
ぎ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
く
分
け
て
「
駄
菓
子
」

「
く
じ
引
き
」「
景
品
」
そ
し
て
「
縁
日
関
係
」

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
中
か
ら
趣
向
に
合
わ
せ
て

ま
さ
に
よ
り
取
り
見
取
り
で
す
。

　
天
井
近
く
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
商
品

は
数
万
点
。
見
て
回
る
だ
け
で
大
変
で
す
が
、

朝
九
時
の
開
店
か
ら
来
て
午
後
の
二
時
、
三
時

的
な
使
い
道
で
来
る
人
や
、
子
供
の
時
に
は
高

価
で
買
え
な
か
っ
た
も
の
を
求
め
に
来
た
り
。

　
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
新
車
の
展
示
販
売

会
や
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル
ル
ー
ム
で
、

子
供
た
ち
が
飽
き
な
い
よ
う
に
と
買
い
揃
え
る

業
者
た
ち
。
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
お
子
様
ラ
ン
チ

の
景
品
で
す
。

　「
ま
だ
ま
だ
面
白
い
使
い
方
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」
と
、
河
野
さ
ん
は
駄
菓
子
・
玩
具

の
可
能
性
に
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

　
十
二
月
初
旬
。
話
を
お
聞
き
し
て
い
る
代
表

取
締
役
の
河
野
元
幸
さ
ん（
五
　
　
五

）が
、
し
ば
し
ば

レ
ジ
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
お
客

さ
ん
の
入
り
。
多
く
の
人
が
「
領
収
証
く
だ
さ

い
」
と
は
、
会
社
の
忘
年
会
や
ク
リ
ス
マ
ス
を

前
に
し
て
の
幹
事
役
の
人
た
ち
の
よ
う
で
す
。

　
で
も
河
野
さ
ん
い
わ
く
「
六
月
か
ら
九
月
に

か
け
て
は
こ
ん
な
忙
し
さ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。

も
う
身
動
き
取
れ
な
い
ほ
ど
に
お
客
さ
ん
で
ぎ

っ
し
り
埋
ま
る
そ
う
で
す
。
夏
祭
り
か
ら
秋
祭

り
へ
、
そ
れ
は
北
海
道
の
イ
ベ
ン
ト
が
最
も
集

中
す
る
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。

　
先
代
の
創
業
は
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）。

夏場は会社や地域のイベントで〝縁日
〝

の賑わい

中
央
区
南
二
条
東
二
丁
目
の
二
条
市
場
近
く

で
し
た
。
二
代
目
社
長
の
元
幸
さ
ん
は
生
れ

た
と
き
か
ら
駄
菓
子
や
玩
具
に
囲
ま
れ
て
育

ち
、
同
五
十
二
年
頃
か
ら
店
を
手
伝
い
始
め
ま

し
た
。
現
在
地
へ
移
転
し
た
の
は
平
成
二
年

（
一
九
九
〇
）
の
こ
と
。

　
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
子
供
た
ち
の
遊
び
方

が
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
店
に
出
入
り
す
る
露

東 

京 

屋

札
幌
市
中
央
区
北
三
条
東
十
丁
目
十
八—

十
九

電
　
話（
〇
一
一
）二
四
一—

五
〇
六
八

Ｆ
Ａ
Ｘ（
〇
一
一
）二
四
一—

四
三
五
五

玩
具
卸
問
屋

ま
で
粘
っ
て
い
く
お
客
さ
ん
も
い
る
そ

う
で
す
。
ま
た
会
社
の
イ
ベ
ン
ト
で
こ

ち
ら
の
存
在
を
知
っ
て
、
今
度
は
個
人

が
募
り
ま
し

た
。
と
こ
ろ

が
こ
の
頃
か

ら
舞
い
込
ん

で
く
る
の
が

学
校
の
バ
ザ

ー
や
地
域
の

祭
り
、
イ
ベ

ン
ト
で
の
需

要
。「
昭
和

五
十
年
代
後

天
商
の
人
た
ち
の
話
も
、
い
つ
し
か
毎
年
の
よ

う
に
減
っ
て
い
く
売
り
上
げ
の
こ
と
ば
か
り
。

河
野
さ
ん
に
は
「
こ
れ
は
単
に
景
気
の
せ
い
だ

け
で
は
な
い
な
」
と
い
う
先
行
き
へ
の
不
安
感

二
代
目
社
長
の
河
野
元
幸
さ
ん

足
元
か
ら
天
井
近
く
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
た
商
品
の
数
々
。「
あ
っ
、こ
れ
知
っ
て
る
!!
」な
ん
て
い
う
声
も
あ
ち
こ
ち
で

※撮影 /スタジオフェードイン
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で
し
ょ
う
。
空
洞

化
す
る
都
心
部
の

主
役
に
な
る
こ
と

が
待
た
れ
ま
す
。

　
か
つ
て
は
全
国
六
十
五
都
市
で
走
っ
て

い
た
と
い
う
路
面
電
車
。
今
で
は
十
七
都

市
で
し
か
動
い
て
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で

減
っ
た
最
大
の
原
因
は
、
昭
和
四
十
年
代

の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
で
す
。

　
�
健
在
�
と
は
い
え
廃
止
路
線
も
多
い

札
幌
市
電
の
思
い
出
を
語
り
始
め
れ
ば
尽

き
な
い
で
し
ょ
う
。
覚
え
て
い
る
路
線
や

電
停
で
そ
の
人
の
年
齢
が
わ
か
る
と
い
う

も
の
で
す
。

　
す
で
に
廃
止
さ
れ
た
路
線
を
ざ
っ
と
挙

げ
て
い
き
ま
す
と

・
中
島
線
（
松
竹
座
前
―
中
島

公
園
）

・
桑
園
線
（
桑
園
駅
前
―
桑
園

駅
通
）

Ｃ
Ｏ
２

を
排
出
せ
ず
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
ス
ピ
ー
ド
で

環
境
の
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
乗
り
物
と
い
う
と
大
げ
さ
か
も

で
も
全
国
各
地
で
保
存
の
動
き
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
の
は

こ
の
ゴ
ッ
ト
ン
ゴ
ッ
ト
ン
を
愛
す
る
人
の
多
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す

札
幌
市
電

年
、
桑
園
線
が
昭
和

三
十
五
年
に
廃
止
さ

れ
た
ほ
か
は
す
べ
て

地
下
鉄
開
通
に
伴
う

前
―
長
生
園
前
）

・
鉄
北
線
（
新
琴
似
駅
前
―
北
５
西
５
）

・
西
４
丁
目
線（
札
幌
駅
前
―
す
す
き
の
）

　
―
―
の
八
路
線
で
す
。
こ
の
中
で
松
竹

座
と
い
う
の
は
す
す
き
の
に
あ
っ
た
映
画

館
の
こ
と
、
札
幌
西
高
は
か
つ
て
北
三
条

西
十
九
丁
目
に
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
う
ち
中
島
線
が
昭
和
二
十
三

・
豊
平
線
（
す
す
き
の

―
豊
平
８
丁
目
）

・
苗
穂
線
（
道
庁
前
―

苗
穂
駅
前
）

・
北
５
条
線
（
札
幌
駅

前
―
西
高
前
）

・
西
20
丁
目
線
（
西
高

昭
和
四
十
六
年
以
降
の
廃
止
で
す
。

　
路
線
は
消
え
て
も
市
電
の
愛
好
者
は
多

く
、
吹
雪
の
さ
な
か
雪
を
蹴
散
ら
し
な
が

ら
走
る
サ
サ
ラ
電
車
に
出
会
っ
た
り
す
る

と
「
お
っ
、
が
ん
ば
っ
て
る
な
」
と
つ
い

応
援
し
た
く
な
り
ま
す
。

　
環
境
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
く
も
っ
と
多

く
の
人
に
乗
っ
て
も
ら
う
に
は
、
電
停
と

軌
道
の
段
差
を
な
く
し
て
、
お
年
寄
り
や

車
椅
子
が
楽
に
乗
降
で
き
る
よ
う
に
し
た

り
、
路
線
を
延
ば
し
て
ど
こ
か
ら
で
も
乗

れ
る
よ
う
に
し
た
り
と
い
う
工
夫
も
必
要

雪の降る日の市電も風情がある
（札幌観光協会提供）

雪
の
中
を
電
車
を
待
つ
人
た
ち（
西
４
丁
目
。昭
和
三
十
九
年
一
月
）

今
は
車
体
も
い
く
分
ス
マ
ー
ト
に
な
っ
て

左

：

雪
で
立
ち
往
生
す
る
市
電

（
平
成
七
年
十
二
月
）

右

：

冬
が
本
番
の
サ
サ
ラ
電
車

（
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
）

※
写
真
左
上
三
枚
は
札
幌
市
写
真
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
提
供
　
※
参
考
文
献
／
「
市
電
70
年
の
あ
ゆ
み
」（
札
幌
市
交
通
局
）。路
線
図
も
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人
と
川
の
親
密
度
は
河
川
敷
の
利
用
で
わ
か
る
―
―

前
回
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
中
心
に
書
き
ま
し
た

も
う
一
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
今
回

そ
れ
は
「
橋
」
で
す

豊
平
川
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か

な
い
橋
。
そ
れ
は
人
々
の
様
々
な
思
い

や
歴
史
が
交
錯
す
る
場
所
で
も
あ
り
ま

す
。
中
で
も
都
心
部
に
あ
る
橋
に
は
、

行
き
交
う
人
の
数
だ
け
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ

ル
な
シ
ー
ン
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
い
っ

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
例
え
ば
詩
人
と
画
家
の
出
会
い
と
別

流
れ
を
見
な
が
ら
た
た
ず
む
無

名
の
橋
。
た
も
と
に
母
が
迎
え

　
世
界
中
に
あ
る
数
知
れ

験
の
あ
る
、
川
面
に
時
の

誰
で
も
一
度
は
経

ラ
ボ
ー
橋
。

れ
、
ミ

架
け
ら
れ
た
丸
木
橋
に
始
ま
っ
て
、

す
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に

ま
れ
て
い
る
の
は
豊
平
橋
で

含
め
て
最
も
市
民
に
親
し

と
い
わ
れ
た
時
代
も

　
こ
の
う
ち
名
橋

し
ょ
う
か
。

ま
で
で

れ
ほ
ど
の
思
い
出
は
載
っ
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
川
向
の
地
域
と
都
心
部
を
結
ぶ

交
通
動
脈
と
し
て
の
役
割
の
ほ
う
が
大

き
い
よ
う
で
す
。

　
例
え
ば
幌
平
橋
は
、
豊
平
川
下
流
に

は
豊
平
橋
、
一
条
大
橋
、
東
橋
し
か
な

か
っ
た
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
、

河
合
才
一
郎
と
い
う
人
が
札
幌
と
豊
平

を
結
ぶ
橋
と
し
て
、
私
財
を
投
げ
打
っ

て
架
け
た
の
が
始
ま
り
。
そ
の
他
の
橋

も
人
口
の
膨
張
、
交
通
量
の
増
加
に
伴

っ
て
架
け
ら
れ
て
き
た
も
の
が
多
く
見

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
翻
っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
に
人
の

物
語
の
生
ま
れ
る
要
素
は
少
な
い
と
い

う
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
も
う
少

し
中
心
部
の
、
石
山
通
り
あ
た
り
を
豊

平
川
が
流
れ
て
い
た
ら
、
釧
路
市
の
幣

舞
橋
の
よ
う
な
風
情
の
あ
る
橋
が
い
く

つ
も
誕
生
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
余
談
で
す
が
、
北
九
州
市
小
倉
北
区

を
流
れ
る
紫
川
の
、
市
街
地
中
心
部
の

橋
に
は
、
海
の
橋
、
火
の
橋
、
水
鳥
の

橋
、
太
陽
の
橋
、
風
の
橋
な
ど
の
愛
称

の
つ
い
た
十
橋
が
あ
り
、
リ
バ
ー
・
ウ

オ
ー
ク
と
し
て
市
民
や
観
光
客
の
憩
い

の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
北
海
道
ゆ
え
の
ス
ケ
ー
ル
と
い
え
ば

そ
れ
ま
で
で
す
が
、
橋
に
も
う
少
し
親

し
み
を
と
い
う
の
が
現
状
で
し
ょ
う
か
。

橋
の
物
語

三

さ
て
豊
平
川
の
橋
に
は
ど

ん
な
シ
ー
ン
が
よ
み
が
え

役
割
大
き
い
交
通
の
動
脈
に

思
い
出
の
シ
ー
ン
は
い
く
つ
。

て
く
れ
た
通
学
路
の
橋
―
―
。

っ
て
き
ま
す
か
。

　
図
の
よ
う
に
豊
平
川
に
は
現

在
、
上
流
か
ら
下
流
ま
で
大

小
三
十
九
の
橋
が
か
か
っ

て
い
ま
す
が
、
都
心
部

と
い
え
ば
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

大
橋
か
ら
東
橋
く
ら
い

洪
水
の
度
に
架
け
替
え
ら
れ
る
こ
と
数

十
度
。
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に

完
成
し
た
の
が
旧
豊
平
橋
。
現
在
の
橋

は
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
に
架

け
ら
れ
た
も
の
で
す
（
小
紙
二
一
号
）。

　
こ
の
旧
豊
平
橋
へ
の
賛
辞
は
と
て
も

多
く
、
札
幌
文
庫
８
「
札
幌
の
橋
」
に

も
懐
か
し
む
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
豊
平
川
の
そ
の
他
の
橋
に
は
そ

市電も走っていた旧豊平橋（昭和28年）
（札幌市写真ライブラリー提供）

橋の上にちょっとした広場もある幌平橋
交通動脈としての歴史も古い

造形と色彩があざやかな水穂大橋
苗穂と菊水を結ぶ

斜張橋のミュンヘン大橋

五輪大橋のたもと、「花束」の像

※札幌市建設局土木部ＨＰ参考
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る
こ
と
か
ら
。「
ま
だ
描
き
始
め
た
ば
か
り
の

頃
の
も
の
で
下
手
で
す
が
」
と
は
言
う
も
の
の
、

同
知
事
も
出
席
し
た
同
期
会
の
幹
事
を
務
め
た

と
き
の
思
い
出
も
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
が
普
及
し
、
パ
ソ
コ
ン
に

よ
る
精
密
な
肖
像
画
も
あ
る
時
代
に
、
な
ぜ
手

描
き
の
肖
像
画
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
ず
「
若
く
と
い
え
ば
若
く
、
地
味
に
見
え

る
よ
う
に
と
い
え
ば
そ
の
よ
う
に
」
注
文
ど
お

若
林
鳳
推
さ
　
　
ん 

─
─
小
樽
市
・
若
林
肖
像
画
房

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
。

し
て
小
樽
の
都
通
商
店
街
に
肖
像
画
房
の
看
板

を
掲
げ
て
か
ら
、
ま
だ
二
歳
だ
っ
た
鳳
推
さ
ん

が
お
母
さ
ん
に
背
負
わ
れ
て
来
道
。
昭
和
十
一

年
の
こ
と
で
す
。

　
写
真
の
発
達
し
て
い
な
い
時
代
だ
っ
た
だ
け

に
千
峯
さ
ん
の
仕
事
は
重
宝
が
ら
れ
、「
外
交

員
三
、
四
人
で
方
々
に
注
文
を
取
り
に
行
っ
て
、

い
ま
す
か
ら
抵
抗
な

く
画
業
に
。
店
内
に

掲
げ
て
あ
る
石
原
都

知
事
の
肖
像
画
は
、

知
事
と
同
市
稲
穂
小

学
校
の
同
期
生
で
あ

法
で
、
子
孫
に
残
る
肖
像
画
が
出
来
上
が
り
ま

す
。
人
生
の
節
目
に
、
あ
な
た
も
い
か
が
で
す

か
。

　
役
場
や
団
体
事
務
所
の
応
接
室
な
ど
で
見
か

け
る
歴
代
ト
ッ
プ
の
肖
像
画
。
歴
史
の
重
み
が

感
じ
ら
れ
て
つ
い
見
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
の
肖
像
画
を
描
く
こ
と
を
生
涯
の
仕
事
と

し
た
画
家
の
二
代
目
は
眼
鏡
屋
さ
ん
で
す
。
小

樽
市
の
入
船
十
字
街
か
ら
山
側
へ
坂
を
少
し
上

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
「
メ
ガ
ネ
の
若
林
」、
別

名
「
若
林
肖
像
画
房
」。
主
は
若
林
鳳
推
さ
ん
、

七
十
五
歳
で
す
。
実
は
鳳
推
さ
ん
の
父
、
若
林

千
峯
さ
ん
（
平
成
八
年
、
八
十
八
歳
で
逝
去
）

が
す
ご
か
っ
た
。
多
く
の
市
町
村
長
の
肖
像
画

を
手
が
け
て
全
道
に
名
を
馳
せ
、
錦
心
流
の
琵

琶
の
演
奏
者
と
し
て
も
有
名
だ
っ
た
と
か
。

　
若
林
家
は
新
潟
県
佐
渡
の
出
。
幼
い
頃
か
ら

絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
千
峯
さ
ん
は
東

注
文
ど
お
り
の「
顔
」は
、

先
代
・
千
峯
を
受
け
継
ぐ

練
達
の
技
法
で
。

若林肖像画房（メガネの若林）
小樽市入船４丁目６番４号
TEL（0134）34−1588

京
に
出
て

画
を
学
び
、

単
身
、
北

海
道
に
活

躍
の
場
を

求
め
て
や

っ
て
来
ま

し
た
。
そ

十
人
く
ら
い
ま
と
ま
る
と
父
が
そ
こ

へ
出
向
き
、
旅
館
に
長
逗
留
し
て
画

を
描
い
た
も
の
」（
鳳
推
さ
ん
）。
千

峯
さ
ん
が
出
征
し
て
い
る
間
、
空
き

屋
同
然
の
画
房
を
短
期
契
約
で
貸
し

た
時
計
修
理
業
の
人
と
一
緒
に
、
サ

ン
グ
ラ
ス
を
並
べ
て
売
り
始
め
た
の

が
今
の
眼
鏡
屋
の
前
身
で
す
。

　
そ
の
後
は
千
峯
さ
ん
も
戻
っ
て
き

て
「
時
計
は
売
れ
て
も
売
れ
な
く

て
も
よ
い
商
売
」（
鳳
推
さ
ん
）
に
。

画
業
を
通
じ
て
著
名
な
政
治
家
な
ど

と
の
親
交
も
深
ま
り
、
発
展
の
一
途

で
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
画
房
に
も

残
し
て
あ
っ
た
作
品
の
数
々
は
、
平

成
十
七
年
八
月
の
火
災
で
焼
失
。
店

舗
も
現
在
地
に
移
転
し
ま
し
た
。

　
鳳
推
さ
ん
が
本
格
的
に
肖
像
画
を

描
き
始
め
た
の
は
十
五
年
ほ
ど
前
か

う
一
つ
の
長
所
は
、
何
年
た

っ
て
も
色
あ
せ
な
い
こ
と
。

「
地
区
の
会
館
な
ど
に
飾
ら

れ
て
い
る
歴
代
の
役
職
者
の

古
い
肖
像
写
真
は
、
白
く

な
っ
て
よ
く
見
え
ま
せ
ん
」

（
鳳
推
さ
ん
）。

　
写
真
一
枚
あ
れ
ば
、
コ
ン

テ
と
パ
ス
テ
ル
を
使
っ
た
技

り
に
描
け
る
と
い
う
こ
と
。
服
装
を
替
え
た
り

勲
章
を
付
け
た
り
、
ま
た
太
ら
せ
た
り
や
せ
さ

せ
た
り
と
加
工
も
い
ろ
い
ろ
で
す
。
そ
し
て
も

ら
。
や
は
り
小
さ
い
頃
か
ら
絵
が
得
意
で
、
小

学
生
の
時
に
は
北
海
道
庁
長
官
賞
を
も
ら
っ
た

ほ
ど
。
加
え
て
千
峯
さ
ん
の
仕
事
を
見
て
き
て

父
・
千
峯
さ
ん
が
描
い
た
石
川
啄
木

肖像画の制作に絵筆を振るう若林鳳推さん（若林さん提供）

上：石原都知事は鳳推さんと稲穂小同期生
    裕次郎像と共に習作の一つ
下：高島の高台寺住職像は絹地の軸物
    右は鳳推さん（若林さん提供）

メガネ店の店内には
先代の作品を中心に
たくさんの肖像画がある
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戦
友
、同
志
と
呼
び
あ
っ
た
友
の
死
ほ
ど
つ
ら
い
も
の
は
な
い

ま
し
て
世
に
妥
協
せ
ず
自
ら
の
生
き
方
を
貫
き
と
お
し
た
友
で
あ
れ
ば
―
―

彼
が
唯
一
残
し
た
メ
ガ
ネ
を
懐
に
筆
者
は
追
悼
の
旅
に
出
た

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

て
も
型
は
残
っ
た
。
私
が
貰
う
こ
と
に
し

た
。

　
あ
る
日
、
彼
の
メ
ガ
ネ
を
懐
に
、
私
は

汽
車
に
乗
っ
た
。

　
彼
が
見
た
い
と
言
っ
て
い
た
海
を
見
せ

る
た
め
に
（
二
人
と
も
士
別
と
い
う
海
の

な
い
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
た
か
ら
）。
行
き

先
、
今
夜
の
宿
、
そ
ん
な
も
の
は
決
め
て

い
な
い
。
ま
た
決
め
る
気
も
な
い
。
バ
カ

を
通
し
た
彼
を
弔
う
旅
だ
も
の
。
行
き
当

た
り
ば
っ
た
り
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。

　
元
、
北
大
全
共
闘
、
丸
山
充
、
享
年

六
十
三
歳
。

　
士
別
き
っ
て
の
秀
才
と
言
わ
れ
る
も
、

東
洋
大
、
北
大
、
共
に
中
退
、
妻
、
子
持

た
ず
、
残
せ
し
金
銭
な
く
、
ま
た
遺
書
も

ナ
シ
。
お
そ
ら
く
は
墓
も
…
…
。

　
一
人
死
す
　
友
の
遺
品
を
懐
に

　
枯
れ
葉
舞
い
　
落
ち
葉
踏
む
旅
を
行
く

　
こ
よ
い
の
宿
は
い
ず
こ
　

　
こ
こ
は
北
国
　
冬
は
そ
こ
ま
で

へ
戻
っ
て
き
て
す
ぐ
、
も
と
マ
ル
戦
の
友

が
私
を
引
っ
張
っ
て
行
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
関
係
の
事
務
所
に
彼
は
い
た
。
兄
貴

と
、
名
前
の
前
に
バ
を
つ
け
て
バ
加
奈
子

と
呼
ば
れ
て
い
た
三
人
で
。

に
座
っ
て
手
稲
山
口
の
火
葬
場
ま
で
の
車

中
で
、
低
い
声
で
「
同
志
は
倒
れ
ぬ
」
を

口
ず
さ
み
な
が
ら
。

　
そ
う
、
ま
さ
に
彼
の
死
は
私
に
と
っ
て

単
な
る
知
り
合
い
の
死
で
は
な
い
。
同
じ

　
兄
貴
の
名
前
は
よ
く
知
っ
て
い
た
。
士

別
の
小
学
校
時
代
、
そ
の
頃
モ
ー
タ
ー
を

作
っ
た
り
ラ
ジ
オ
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と

が
は
や
っ
て
い
た
。
私
も
そ
の
中
に
い
て

作
っ
た
も
の
を
、
学
校
の
展
示
に
出
し
て

い
た
の
だ
け
れ
ど
、
こ
い
つ
は
自
分
よ
り

一
段
上
だ
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
作
品
を

出
し
て
い
た
の
が
私
と
同
学
年
の
彼
の
兄

で
、
そ
の
二
つ
下
の
弟
が
彼
で
あ
っ
た
。

　
故
郷
も
学
校
も
同
じ
だ
か
ら
話
に
花
が

咲
き
、
あ
っ
と
い
う
間
に
親
し
く
な
り
、

そ
の
彼
が
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
に
行
こ
う

と
い
っ
て
私
を
連
れ
て
い
っ
た
の
が
「
ひ

ら
ひ
ら
」
と
い
う
喫
茶
店
。

　
そ
こ
の
マ
ス
タ
ー
が
言
う
に
は
、
昼
は

自
分
、
で
も
夜
や
っ
て
く
れ
る
メ
ン
バ
ー

が
足
り
な
く
て
困
っ
て
い
る
。
彼
が
私
の

背
中
を
ど
ん
と
押
す
。「
坂
さ
ん
、
や
り

な
！
」。
か
く
し
て
私
は
店
に
客
と
し
て

行
っ
た
そ
の
日
に
、
カ
ウ
ン
タ
ー
の
内
側

に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
水
商

売
の
経
験
ど
こ
ろ
か
、
コ
ー
ヒ
ー
を
落
と

し
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
数
時
間
の
特
訓

だ
け
で
。

　
次
の
日
か
ら
、
終
業
の
ベ
ル
が
鳴
る
と

同
時
に
会
社
を
出
て
「
ひ
ら
ひ
ら
」
に
。

そ
し
て
、
前
掛
け
姿
で
コ
ー
ヒ
ー
を
お
客

に
出
し
て
い
た
。
今
な
ら
も
う
絶
対
に
で

き
な
い
け
れ
ど
、
当
時
は
私
も
四
十
を
少

し
出
た
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
。
そ
し
て
何

よ
り
も
彼
の
オ
ル
グ
が
並
で
な
か
っ
た
か

ら
。
彼
と
は
そ
れ
か
ら
二
十
五
年
の
付
き

合
い
に
な
る
。

　
彼
の
生
き
方
は
…
…
？

　
ず
っ
と
後
、
彼
の
恋
人
だ
っ
た
「
オ
マ

ン
」
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
女
は
今
、

女
の
子
が
一
人
い
て
、
旦
那
は
大
学
の
教

授
だ
と
か
。

　「
坂
さ
ん
、
マ
コ
、
今
ど
う
し
て
い
る

の
？
」

　
私
は
オ
マ
ン
に
今
の
彼
の
こ
と
を
言
う
。

　
オ
マ
ン「
あ
ー
、あ
い
つ
ま
だ
バ
カ
や
っ

て
い
る
ん
だ
！
」

　
私
の
話
を
聞
く
彼
女
の
目
は
、「
マ
コ
」

と
手
を
つ
な
い
で
い
た
頃
の
オ
マ
ン
の
目

に
な
っ
て
い
た
。
で
も
、
そ
こ
に
は
も
う
、

彼
女
も
私
も
戻
れ
は
し
な
い
。

　
彼
の
後
半
生
は
、
オ
マ
ン
の
言
う
バ
カ

を
続
け
と
お
し
た
人
生
で
あ
っ
た
。
う
ら

や
ま
し
く
も
あ
る
。

　
収
骨
の
後
、
入
れ
歯
と
メ
ガ
ネ
は
溶
け

場
の
席
に
座
っ
た
。

葬
式
と
言
っ
て
も
大

概
は
義
理
で
一
時
間

そ
こ
に
い
る
だ
け
の

こ
と
が
多
い
の
だ
け

ど
、
今
回
は
ま
っ
た

く
違
う
。
翌
日
の
告

別
式
も
朝
か
ら
出
か

け
て
行
き
、
彼
の
棺

の
中
に
赤
い
花
を
入

れ
て
私
の
お
別
れ
と

し
た
。
彼
の
棺
の
横

　
夜
、
本
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
た
ら
、

電
話
が
鳴
っ
た
。
そ
れ
は
私
の
二
十
年
来

の
友
人
が
、
今
少
し
前
に
亡
く
な
っ
た
と

い
う
連
絡
で
あ
っ
た
。

　
一
カ
月
程
前
に
お
見
舞
い
に
行
っ
た
時

は
、
結
構
元
気
で
会
話
も
は
ず
み
、
と
て

も
こ
ん
な
に
早
く
亡
く
な
る
よ
う
に
は
見

え
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
。
聞
け
ば
今
回
、

体
調
が
悪
い
と
い
う
の
で
急
遽
入
院
し
、

意
識
が
混
濁
し
、
九
時
四
分
に
亡
く
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
翌
日
が
お
通
夜
。
黒
い
服
を
着
て
葬
儀

分
か
か
る
と
言
わ
れ

た
の
で
、
そ
の
間
、

ロ
ビ
ー
で
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
み
な
が
ら
彼
と

の
こ
と
を
思
い
出
し

て
い
た
。
窓
の
外
に

は
手
稲
の
山
並
み
が

続
き
、
申
し
分
の
な

い
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
る
。

　
東
京
か
ら
こ
っ
ち

時
代
を
生
き
、
そ
し
て
、
命
を
燃
や
し
て

闘
っ
た
、
身
土
不
二
の
石
澤
さ
ん
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
、
か
け
が
え
の
な
い
戦
友
で

あ
り
、
同
志
の
死
で
あ
る
。

　
遺
体
が
骨
に
な
る
ま
で
に
一
時
間
五
十

友の形見となったフレームだけのメガネと10円硬貨

在りし日の友と――右が筆者
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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
。

　
時
と
し
て
氷
の
微
粒
が
降
っ
て
く
る
こ
と
も
あ

る
け
れ
ど
そ
れ
も
ま
た
楽
し
―
―
小
樽
市
入
船
の

メ
ル
ヘ
ン
交
差
点
の
小
樽
オ
ル
ゴ
ー
ル
堂
前
で
、

十
五
分
ご
と
に
水
煙
を
吹
き
上
げ
て
時
刻
を
告
げ

て
い
る
蒸
気
時
計
。
気
温
が
氷
点
下
に
下
が
る
冬

こ
そ
真
価
、
煙
は
そ
の
白
さ
を
濃
く
し
て
い
ま
す
。

　
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
。

交 差 点

地
域
の
ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ
が
平
成
六
年
、
カ

ナ
ダ
・
バ
ン
ク
ー
バ
ー
市
の
ガ
ス
タ
ウ
ン
に
あ
る

時
計
と
同
型
の
も
の
を
輸
入
し
、
こ
こ
に
設
置
し

ま
し
た
。
街
も
店
舗
も
、
そ
し
て
時
計
も
、
ア
ン

テ
ィ
ー
ク
で
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
周
辺
の
施
設
も

含
め
て
第
七
回
小
樽
市
都
市
景
観
賞
を
受
賞
。

デザイン・イラスト／伊藤公修

つくってみませんか
句集・歌集・詩集・小説・随筆集…
自伝・体験記・回想集…画集・写真集

　出版界には多くの�前世もの�が出
回っていますが、興味のない人には
まったく手が伸びないものもありま
す。この本も実はその前世を扱った
もの。しかし他の本と異なるのは、

表紙にもあるとおり横山総合施術院
の患者の体験談ということです。
　埼玉県熊谷市にある同院は、足腰
の痛みや循環器、消化器の病、ある
いは心の病気などを、対症療法では
なく根本の原因を探ることで治癒を
目指している病院です（ＨＰより）。
その治療の過程で、前世の自分と
出会うことで体の具合が良くなり、
まったく新しい人生が開けたという
人たちの話なのです。
　著者の藤原秀次郎氏も患者の一人
で、同院との出会いで人生が変わっ
たということから、それぞれの話の
主にもインタビューを行って、読み
やすい内容になっています。
　前世はドイツやイタリア、デン
マークにいたとか、日本の古代とい
う人など、ちょっとユニークだけど
心がふんわりする話ばかりです。
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