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町 章

1920年 （大正 9年） に制定されたもので、 円の中央は片仮名の イを

4つ組合せ ”イシu まわりの右側は、 片仮名の”力、、 の変型、 左側

は片仮名の ハ八、で、 これらによ り、協力の意妹を表現しています0

市 章

石狩の頭文字 「 i 」 を型ど りながら、 同時に市民と、 その速帯、 伸

ぴゆく未来を指さす手を表します。 また、 全体では木、 花、太陽を

表現し、 さらに石狩川と広がりゆく街を表現しています。
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昭
和
四
十
七
年

『
石狩
町
誌

•
上
巻
』
を
発
行
し
て
か
ら
、
既
に
四
半
世
紀
を
越
え
る
歳
月
を
費
や
し
、
こ
こ
に
最
終
巻
の
発
刊
と
な

り

ま
し

た

。

石
狩
は
昨
年
九
月

一
日
の
市
制
施
行
に
ょ
り

石
狩
市
と
な

り

ま
し

た

が
、
こ
の
た
び
の
巻
は
前
三
巻
の

『
石狩
町
誌
上
巻
、

中
巻

一
.
二j

に
続
く
も
の
で
、r
石
狩
町
誌
下
巻j

と
し
て
編
凝
し
ま
し
た
。

市
民
が
待
ち
望
ん
で
い
た

「
石狩
市
誕
生
」
に
伴
っ
て
、
先
人
の
足
跡
を
迎
り
、
そ
の
歴
史
の
上
に
今
日
が
あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
ぅ

た
い
へ
ん
良
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
記
念
事
業
の
石
狩
歴
史
野
外
劇
は
感
動
的
な
市
民
の
共
感
を
い
た
だ
き
、
ま
た

『
石狩
百
話j

の

刊
行
は
新
し
く
石
狩
に
移
っ
て
こ
ら
れ
た
多
く
の
方
々
の
'
郷
土
を
愛
す
る
市
民
意
識
の
醸
成
に
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

こ
ぅ

し

た

と
き
に
市
民
の
皆
様
に
通
史
と
し
て
全
四
卷
を
お
届
け
で
き
ま
す
こ
と
を
た
い
へ
ん
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

本
巻
は

「社
会
•文
化
編
」
と
し
て
、
石
狩
を
舞
台
と
し
た
開
拓
時
代
の
水
運
や
幻
の
計
画
と
な
っ
た
鉄
道
か
ら
消
防
、
医
療
、
郵
便
、

学
校
な
ど
の
身
近
な
出
来
事
、
石
狩
の
明
治

•
大
正
時
代
の
心
の
息
吹
を
伝
え
る
文
芸
等
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

何
時
の
世
に
も
人
は
糧
を
求
め
る
の
み
に
生
き
る
の
で
は
な
い
と
の
例
え
の
と
お
り
、
厳
し
い
辛
い
時
代
に
、
こ
ん
な
に
も
心
豊
か
な

時
を
も
っ
た
先
人
に
文
化
の
原
点
を
見
い
だ
す
と
同
時
に
、
豊
か
な
物
質
文
明
の
時
代
に
生
活
す
る
私
た
ち
が
、
生
き
る
こ
と
と
は
何
な



の
か
を
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
に
本
誌
の
編
®
に
あ
た
り
、
初
巻
よ
り
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
河
野
本
道
さ
ん
を
始
め
、
郷
土
の
歴
史
研
究
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
さ

れ
、
執
筆
は
元
よ
り
膨
大
な
資
料
の
ご
提
供
を
頂
い
た
田
中
実
さ
ん
、
生
涯
を
か
け
て
取
り
組
み
を
さ
れ
た
石
狩
俳
句
資
料
の
ご
提
供
を

頂
く
な
ど
し
た
昨
年
ご
他
界
の
前
川
道
寛
さ
ん
ほ
か
、
多
く
の
方
々
か
ら
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
改
め
て
皆
様
に
感

謝
し
心
よ
り
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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旧石狩町役場庁舎/ 平成 5 年 7 月25日撮影

旧石狩町役場庁舎/ 平成 5 年 7 月25 日撮影



「辨財天」篇額（木額)/1811[文化8]年/石狩辨天社所蔵資料

攀tf塔

4纖 鰐口/1814[文化II]年/石狩辨天社所蔵資料







「石狩」を記した通信事業創始五+ 年記念スタンプの押印されている絵葉書 /

「大正十年四月二十日」の日付入りスタンプ付 / 中島勝人所蔵資料



伊藤整著「石狩」（1937)■本庄陸男著「石狩川」（1339)•船山馨著「石狩平野」

(1967_1968)/河野本道所蔵資料
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キャンベル リバ一 （バンク一バ一島）に姉妹都市提携を記念して建立された 「石

狩」の表札のある鳥居



『石狩J/1896[明治29]年/陸地測堡部刊



- - - - sri_
只 ：£ - 分 万 五

「石狩」 （五万分之一尺， 札幌第九号， 北海道仮製五万分之一図） 1896[明治29]

年製版， 1909 [明治42 ] 年部分修正測図， 19 10 [明治43 ] 年改 版 /13 10 [明治

« ] 年 12月15日発行/陸地測量部刊





札榥

「石狩」 （I :50,000)/ 19 16 [大正 5 ] 年測童，1968 [昭和43] 年編集,

年修正/ 1973 [昭和48] 年 4 月30日発行/国土地理院刊
1972 [昭和47]
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ニ
六
六

第

一

節

農
民

組
織

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ニ
六
六

第
二

節

労
働

組
合

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ニ
七
ニ

第

七

章

教

育

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

二
八
五

第

I

節

教
育
行
政

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

二
八
五

第
二

節

学
校

教
育

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ニ
九

一

第
三

節

文
化

団
体

•
体
育
団
体.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

三〇

九

第I

項

文
化
団
体

第
二
項

体
育
団
体

第

八

章

学
芸

•
趣
味

•

楽

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

三

一
九

第

一

節

文

学

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

三

一
九



第I

項

序
論

第

二
項

俳
句

第
三
項

短

歌

第
四
項

詩

第
五

項

小
説

•
記
録

文
学

•
随

筆

•
童

話
等

第
二ー

五
項
関
係
付
表1

¥

石
狩
町
出
身
者

.
居
住
者

の
主
な
文
学
書I

覧

第
二
〜
五
項
関
係
付
表2

¥

石
狩
が
描
か
れ
て
い
る
主
な
文
学
書

一
覧

第
六
項

昭
和

ニ
ーー

四
八
年
ま
で
の
主
な
文
芸
活
動

第
七
項

現
在
の
文
学
活
動

第
二

節

美

術

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

三
六
四

第

一
項

書
道

第
二
項

絵

画

第
三
項

彫
刻

•
造

形

•
工
芸

*
金

工

•
陶

芸

.
写
真

第
三

節

音

楽

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

三
七
四

第

四

節

舞

踊

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

三
七
九

第
五

節

趣
味

•

楽

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

三
八I

第
一
項

娯
楽
施
設



第
二
項

囲
碁
等

第
三
項

映
画

.
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン

第
八
章
関
係
付
表
/
石
狩
町
文
化
協
会
加
盟
団
体

I

覧

「第
八
章
学
芸

•
趣
味

•
娯
楽
」
付
編¥

諸
資
料

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

三
八
九

第

九

章

宗

教

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

四
◦

一

第
一

節

神
道
系
諸
組
織

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

四
◦

一

第
二

節

仏
教
系
諸
組
織

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

四

一
五

第

三

節

キ
リ
ス
ト
教
系
諸
組
織.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

四
ニ
九

r

第
九i
n
T
r
:

救
」
付
編¥

諸
資
料

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

四
三
三





社

会

文

化

編





社会

•
文化

編

第

一
章

交
通

•
運
輸

第
一

節

石
狩

川

水
運

第

一
項

序論

明
治
期
以
前
に
つ

い
て
み
る
と
、
上
巻
に
述
べ
た
通
り
、
石
狩
川

(
支
川
を
含
む
〕
が
唯

一
の
内
陸
交
通
路
と
な

っ
て
い
た
と

言
え
よ
ぅ
。
石
狩
河
口
の
市
街
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
明
治
期
に
入
り
、
開
拓
使
の
札
幌
本

府
経
営
や
石
狩
川
筋
の
開
発
が
始
ま
る
と
、
石
狩
港
は
客
貨
集
散

の
水
駅
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
石
狩
川
を
利
用
し
た
船
便
の
往

来
で
賑
わ

っ
た
。
そ
し
て
、
石
狩
川
水
運
の
沿
革
に

つ
い
て
は
、
後
記

の
主
要
参
考
資
料
中
の
各
史
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、

r

江
別
市
史
一
『
殖
民
公
報j

第
十
四
號
に
と
く
に
詳
し
い
。
こ
れ
ら
を
基
本
文
献
と
し
、
各
種
既
存
資
料
、
史
書
お
よ
び
新
調
査

資
料
に
よ
り
石
狩
川
水
運
の
沿
革
概
要
を
以
下
に
記
述
す
る
。
明
治
初
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
僅
か
六〇

有
余
年
の
石
狩
川
水
運

で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
札
幌
本
府
建
設
や
石
狩
川
流
域
の
開
発
初
期
に
果
し
た
そ
の
役
割
は
実
に
大
き
い
。

ま
た
、
バ
ス
運
行
に
替
わ
る
ま
で
石
狩
市
街
̶
札
幌
間c

茨
戸
)

の
唯
一
の
定
期
交
通
路
で
あ
っ

た
水
運
に
つ
い
て
、
こ
こ
に

社会

•
文化

編

一

一



社
会

•
文
化

編

初
め
て
そ
の
沿
革
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

ニ
|

第
二
項

明
治
期

の
石
狩
川
水
運

年

月

日

I

八
七一

(明
治
四
)
•
五

"

-

九

I

八
七
ニ
?

五
)
•

ニ

|八
七
四？
七
)
-
ニ

で

き

ご

と

開
拓
使
が
英
国
製
の

レ
ッ
サ
号
を
購
入
し
、
辛
未
丸
と
改
称
。

開
拓
使
が
石
狩
国
篠
路
村
早
山
清
太
郎
に
小
舟
ニ
隻
を
下
附
し
、
篠
路
村
ょ
り
篠
路
川
に
従

っ
て

石
狩
に
至
る
渡
舟
を
担
当
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
渡
船

一
人
永
三
五o

文
'
物
資
五
貫
目
毎
に
半
人

分
の
賃
銭
を
徴
収
さ
せ
た
。

開
拓
使
札
幌
本
庁
が
石
狩
̶
篠
路
太
間
に
脬
船
を
浮
か

べ
て
汽
船
を
も
っ
て
曳
か
せ

る
計
画
を
た

て
'
回
漕
会
社
の
木
村
万
平
に
こ
の
回
漕
方
を
命
ず
る
と
と
も
に
、
六
0
石
の
脖
船
ニ
〇
隻
の
製

造
を
請
負
わ
せ
た
。

開
拓
使
が
帆
船
安
渡
丸
を
斗
南
藩
ょ
り
、
汽
船
石
明
丸
を
回
漕
会
社

(
本
社¥

東
京
、
支
店¥

凾

館

•
福
山
、
頭
取¥
木
村
万
平
〕
か
ら
購
入
し
、
石
狩
川

運
漕
用
に
供
し
た
。
そ
し
て
、
木
村
万

平
が
こ
れ
を
扱
い
、
六0

石
積
の
脬
船
五
隻
を
石
狩
に
廻
し
て
使
用
し
た
。
ま
た
、
石
狩
.小
樽
.

篠
路
の
官
庫
を
借
受
け
、
大
竹
作
右
衛
門
が
運
送
を
担
当
し
た
(
石狩
川
汽
船
航
行
の
始
め
)
。
(
開

拓
使
付
属
船

の
旗
色
が

「蒼
色
五
稜
形
」
と
定
め
ら
れ
た
。
)

C

こ
の
年
、
後
志
国
高
島
郡
手
宮
港
が
小
樽
港
と
改
称
さ
れ
た
。
〕

C

石
明
丸
を
森
̶
室
蘭
間
の
定
期
航
路
に
航
行
さ
せ
た
。
)



I

八
七
五
(
々

八
)
*
五

/
/

•
九

ク

二〇

一
八
七
六(

，
，
九
)
>
七
*
五

〃
-

八

ガ

ニ
ニ

一
八
七
七
(二
〇
).
三

V,
■
〇

ニ
四

i

八
七
八
(
ニ
ー
)
•
七

社会

■
文化

編

開
拓
使
が
弘
明
丸
を
小
樽
̶
石
狩
̶
篠
路
太

(茨
戸
)
間
の
航
行
に
従
事
さ
せ
、
人
お
よ
び
荷
物

は
当
分
の
間
無
賃
と
定
め
た
。
〔資
料

I
〕

開
拓
使
が
海
軍
省
汽
船
を
購
入
し
て
豊
平
丸
と
命
名
し
た=

そ
し
て
、
こ
れ
を
札
幌
本
庁
に
属
さ

せ
、
小
樽
港
回
漕
事
務
本
庁
民
事
局
勧
業
課
管
理
と
し
て
、
小
樽
̶
石
狩
丨
篠
路
太
̶
札
幌
太
間

を
航
行
さ
せ
た
。

弘
明
丸
の
器
械
が
破
損
し
た
た
め
東
京
に
回
送
し
修
理
し
た
。

開
拓
使
が
海
軍
省
よ
り

入
の
汽
船
の

一
隻
を
空
知
丸
と
命
名
し
、
小
樽
̶
石
狩
、
石
狩
̶
篠
路

太
間
の
航
行
に
充
て
た
。

開
拓
使
が
弘
明
丸

.
豊
平
丸
の
小
樽
、
石
狩
、
篠
路
方
面
航
海
乗
客
お
よ
び
貨
物
運
賃
を
仮
定
し

た
。
〔資
料
ニ
〕

小
樽
̶

凾
間
の
道
路
建
設
が
着
手
さ
れ
、
車
馬
の
通
行
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
弘
明
丸
、
豊
平

丸
が
こ
の
区
間
を
航
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
毎
五
日
間

一
回
は
岩
内
̶
篠
路
太
回
航
と
定

め
ら
れ
た
。

弘
明
丸
の
機
関
が
修
理
さ
れ
た
。

開
拓
使
が
札
幌
管
内
沿
海
市
在
区
戸
長
に
浦
役
人
を
乗
務
さ
せ
た
。

開
拓
使
が
後
志
国
銭
凾
住
人
白
濱
園
松
に
小
廼
船
ニ
隻
を
下
付
し
、
銭
凾
お
よ
び
小
榑
丨
石
狩
間

の
運
送
を
取
り
扱
わ
せ
た
。

本
庁
エ
業
局
所
轄
豊
平
丸
を
物
産
局
管
理
と
し
た
。

ニ
ニ
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一
八
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九
(二
二
)

-
二

|八
八
〇
(

ニ
ー
-

1)

ー
八
八ー
フ

ー
四
) ニ

ー
六七

*
八

八九
ニ
五

開
拓
使
が
、
沖
®
丸
を
石
狩
定
繫
と
し
、
石
狩
川
測
量
及
び
小
樽
、
対
雁
、
茨
戸
方
面
の
運
輪
に

充
て
た
。

開
拓
使
が
東
京
築
地
川
崎
造
船
所
で
製
造
し
、
第
一
石
狩
丸

•
第
二
石
狩
丸
と
名
付
け
た
帆
船
ニ

隻
に
つ
い
て
小
樽
定
繫
と
し
、
石
狩

.
増
毛

•
岩
内
方
面
の
航
海
に
充
て
た
。

小
樽
̶
銭
凾
間
の
車
道
竣
工
し
、
札
幌
間
の
小
貨
物
は
多
く
馬
車
に
ょ
っ
た
た
め
、
石
狩
川
経
由

札
幌
行
き
の
貨
物
が
減
り
、
船
の
航
行
回
数
が
減
じ
た
。

石
狩
定
繫
の
沖
縻
丸
が
小
樽
定
繫
と
な
っ
た
。

開
拓
使
が
東
京
築
地
川
崎
造
船
所
で
製
造
し
、
第
三
石
狩
丸

•
第
四
石
狩
丸
と
名
付
け
た
帆
船
ニ

隻
に

つ
い
て
、
小
樽
定
繫
と
し
た
。

(
手宮
̶
札
幌
間
の
鉄
道
落
成
。
)

明
治
天
皇
の
本
道
巡
幸
の
際
、
随
行
の
参
議
伊
藤
博
文
、
同
井
上
馨I

行
が
、
石
狩
川
沿
岸
の
拓

殖
状
況
視
察

の
た
め
石
狩
郡
花
畔
村
か
ら
三
半
船
に
乗
り
、
石
狩
川
を
遡
行
し
て
幌
向
村

(
現
江

別
太
)
に
上
陸
し
た
。

C

樺
戸
集
治
監
開
庁
̶
在
監
囚

一
、
ニ〇

〇
〇

人
の
施
設
。
同
ニ
ニ
年
か
ら
は
ニ
、
三〇

〇

人
以

上
の
施
設
と
な
る
。
)

樂
産
商
会

(
明
治

一
三
年
創
立
、
資
本
金¥

三
万
円
、
本
店¥

東
京
、
支
店¥凾

舘
)

が
集
治
監

用
達
と
し
て
石
狩
|
江
別
|
樺
戸
間
の
運
輸
に
充
て
る
た
め
支
店
を
樺
戸
に
置
き
、
汽
船
第
ー
樺

戸
丸

•
第
二
樺
戸
丸
を
運
行
さ
せ
る
が
'
浅
瀬

•
流
木

•
埋
木
な
ど
航
行
の
障
害
物
多
く
坐
礁
や



一
八八
ニ
(
ニ

五
)
•
一

11
一
八八
三("

1

六
)
*

ニ

I

八
八
四
(
ニ

七
)
*

五秋

転
®
に
悩
ま
さ
れ
る
。

開
拓
使
廃
使

0

一月
八
日
布
告
〕
に
ょ
り
、
沖

丸
、
石
狩
丸
四
隻
が
農
務
省
に
、
弘
明
丸
、
空

知
丸
、
豊
平
丸
の
三
隻
が
札
幌
県
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八

C

札
幌
̶
幌
内
間
の
汽
車
試
運
転
が
行
わ
れ
た
。
同

|

六
年
九
月I

七
日
、
幌
内
鉄
道
開
通
式
が

札
幌
で
挙
行
さ
れ
た
。
)

石
狩
川
河
道
維
持
の
た
め
、
樺
戸
集
治
監
囚
人
七〇

|

八0

人
が
ニ
力
月
に
亘
り
出
役
し
、
流
木
、

川
床
整
備
に
就
労
し
た
。

樺
戸
集
治
監
が
内
務
省
に
陳
情
し
て
い
た

「
石
狩
川
汽
船
運
行
の
必
要
に

つ
い
て
」
で
、
新
船
ニ

隻
製
造

の
許
可
が
下
り
た
の
で
、
直
ち
に
そ
れ
を
石
川
島
造
船
所
に
発
注
し
た
。

札
幌
県
が
月
形
村
樂
産
商
会
の
石
狩1

樺
戸
間
の
汽
船
航
行
に

一
力
月
五0

円

の
補
助
金
を
交
付

し
た
。

石
;1|
島
造
船
所
で
製
造
中
の
新
船
ニ
隻
が
完
成
し
た
の
で
'
樺
戸
集
治
監
の
寺
島
謙
太
郎
看
守
長

ら
三
名
が
出
張
し
回
航
し
た
。
な
お
そ
れ
ら
の
船
名
は
神
威
丸
と
安
心
丸

(
石狩
川
初
の
官
用
鉄

船
)
と
名
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
請
負
人
は
村
山
治
兵
衛
で
あ
る
。

須
部
都
太
河
畔
に
監
獄
波
止
場
が
設
置
さ
れ
た
。

月
形
̶
石
狩
間
の
石
狩
川
浚
泄
工
事
が
実
施
さ
れ
た
。
樂
産
商
会
が
産
物
販
売
等
の
損
失
を
重
ね

破
産
状
態
と
な

っ
た
。

社
会

•
文
化

編

I

五
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一
八八
七
(
"
二〇

)
-

一
-
四

(
樺
戸
集
治
監
が
樺
戸
監
獄
所
と
改
称
さ
れ
た
。
)

ク

大
倉
組
手
代
土
田
政
次
郎
が
樂
産
商
会

の
汽
船
を
譲
り
受
け
、
殖
民
会
社
と
協
同
し
て
石
狩
川
運

送
業
を
経
営
し
た
。

一
八八
九
(
"
一三
)
■

ニ
*

一五
有
限
責
任
石
狩
川
汽
船
会
社

C

大
倉
系
)
が
月
形
村
に
設
立
さ
れ
た
。c

発
起
人¥

実
相
寺
利
氏
.

小
塩
清
作

.
土
田
政
次
郎
な
ど

一◦
名
〕
。

"
.

三

北
海
道
庁
が
石
狩
川
汽
船
会
社
の
月
形
̶
江
別
間
の
石
狩
川
運
航
に
充
て
る
た
め
、
上
川
丸

•
空

知
丸
の
ニ
隻
を
建
造
す

る
こ
と
と
し
、
石
川
島
造
船
所
に
発
注
し
た
。

か

•
八

北
海
道
庁
が
新
造
船
上
川
丸
の
試
運
転
を
小
樽
港
内
で
行

っ
た
。

K

九〇
(
〃

ニI

一一)

■
-
?

I
北
海
道
庁
の
河
川
航
通
船
規
則
が
施
行
と
な

っ
た
。

I

八
九I

(
V,

ニ四
)

石
狩
川
汽
船
会
社
が
江
別
丨
樺
戸
間
の
航
路
を
空
知
太
ま
で
延
長
し
た
。

"

■
六

北
海
道
庁
が
五
月
、
西
田
守
信

(
鹿
児
島
県
人

•
元
道
庁
通
信
課
長
)

の
願
い
を
容
れ
、
大
月
に

官
船

の
上
川
丸
、
空
知
丸
及
び
神
威
丸

(
春
風
丸
の
説
も
あ
る
)
の
三
船
を
払
い
下
げ
、
石
狩
川

運
送
業
に
従
事
さ
せ
た
。
西
田
は
西
田
汽
船
組

(
本拠
は
江
別
)
と
称
し
て
、
同
月
か
ら
石
狩
̶

空
知
太
間
の
営
業
を
開
始
し
た
。
な
お
、
西
田
は
江
別
川
新
航
路

C

江
別
̶
漁
太
間
)
を
も
開
い

た
。

一
八九
一一
(
"
ニ
五
)
•

ニ
•

一

(
北
海
道
炭
礦
鉄
道
会
社
線
砂
川
̶
空
知
太
間
の
営
業
が
開
始
さ
れ
た
。
)

"

•
四

石
狩
川
汽
船
会
社
が
資
本
金
を

一
万
五
千
円

(
払
込
み

一
万
ニ
千
円
〕
と
し
'
本
社
を
江
別
村
に

移
し
た

(
委
員
長¥

土
田
政
次
郎
、
所
有
船
/
河
蒸
気
船

三
隻

•
淀
川
船

一
二隻
〕
。



1八
九
三
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ニ
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九
七
(
ニ
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)
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九
八
(
"
1=
)
.
舂

ク

•

六

I八
九
九
(二
三
)二

一一

/
/
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九

(
北
海
道
炭
礦
鉄
道
会
社
が
岩
見
沢
丨
輪
西
間
の
営
業
を
開
始
し
た
。
)

西
田
汽
船
組
が
廃
業
し
、
石
狩
川
汽
船
会
社
土
田
政
次
郎
が
こ
れ
を
譲
り
受
け
て
大
倉
組
汽
船
部

(
本
拠
は
江
別
)
を
設
置
し
、
営
業
を
継
続
し
たc

独
占
路
線
と
な
る
)
。
し
か
し
'
こ
の
年
以
降
、

鉄
道
の
開
通
、
道
路
の
整
備
に

ょ
り
航
路
の
乗
客
、
貨
物
が
減
り
収
支
が
厳
し
く
な
っ
た
。
(
な
お
、

こ
れ
以
降
、
寄
航
地
、
便
数
の
減
少
な
ど
で
対
処
し
た
。
)

大
倉
組
汽
船
部
が
大
損
失
の
た
め
、
休
航
状
態
と
な
り
解
散
し
た
。
こ
の
た
め
石
狩
川
沿
岸
住
民

に
不
安
が
強
ま
っ
た
。

江
別
村
大
河
原
文
藏
ほ
か
四
名
が
資
本
金
五
万
円
を
も
っ
て
石
狩
川
運
漕
汽
船
株
式
会
社
を
設
立

し
、
大
倉
組
汽
船
部
所
有
の
汽
船
四
隻(

苫
前
丸
、
空
知
丸
、
上
川
丸
、
神
威
丸
)
を
譲
り
受
け
、

営
業
を
継
続
し
た
が
、
こ
の
年

の
大
洪
水
の
た
め
営
業
は
不
振
。

石
狩
川
運
漕
汽
船
株
式
会
社
が

、
空
知
丸
に
ょ
る
千
歳
川
航
路
を
試
航
し
た
。

石
狩
川
運
漕
汽
船
株
式
会
社
が
解
散
し
た

(
老
朽
船
の
修
理
費
大
、
三〇

年
八
月
の
大
火
災
で
事

務
所
、
倉
庫
焼
失
、
三I

年
九
月
の
大
洪
水
で
被
害
甚
大
な
ど
の
た
め
)。

大
河
原
文
藏
ほ
か
ニ
名
が
、
資
本
金

一
万
五
千
円
の
石
狩
川
汽
船
合
資
会
社
(
所
在
地¥

江
別
村
、

社
長¥

大
河
原
文
蔵
)
を
設
立
し
、
上
川
丸
、
空
知
丸
の
ニ
隻
で
営
業
を
始
め
た
が
、
予
期
し
た

収
入
が
な
い

た
め
、
道
庁
補
助
を
要
請
し
た

(
三
ニ
年
度
純
益
四
六
円
余
。
三
三
年
度
百
五

一
円

余
)
。

社
会

.
文

化

編

一
七
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I

九0
U

こ11

四
)
-

三

北
海
道
庁
が
石
狩
川
航
路
を
定
期
補
助
航
路
と
し
て
指
定
し
た

C

三
四
年
よ
り
補
助
金
を
交
付
の

た
め
)
。

グ

-
-
0

石
狩
川
汽
船
合
資
会
社
が
経
営
回
復
の
一
法
と
し
て
旅
客
運
賃
を
二
割
五
分

(
ニ
五
%
)
引
上
げ

た
が
、
社
運
益
々
窮
地
に
陥
り
、
殆
ん
ど
挽
回
絶
望
と
な

っ
た

(
三
四
年
度
損
失
ニ
五
五
八
円
八

ニ
銭
ニ
厘
。
こ
の
損
失
は
空
知
丸
が
損
傷
し
、
上
川
丸
の
み
し
か
使
用
し
な
か

っ
た
こ
と
や
、
同

年
の
大
洪
水
の
た
め
空
船
の
状
態
が
多
か

っ
た
た
め
な
ど
に
よ
り
生
じ
た
)
。

北
海
道
庁
は
石
狩
川
汽
船
合
資
会
社
に
補
助
金
の
交
付
を
計
る
が
で
き
な
か

っ
た

(
帝
国
議
会
の

条
件
の
中
に

「
石
狩
川
線
に
使
用
す
べ
き
船
舶
は
当
該
契
約
者
専
属
の
汽
船
に
限
るJ

と
あ
り
、

同
社
使
用
船
の
上
川
丸
、
空
知
丸
が
会
社
債
務
の
た
め
大
倉
組
頭
大
倉
喜
八
郎
の
所
有
に
属
し
て

い
た
た
め
〕。

V,

ニ
ニ•
̶

八

北
海
道
庁
長
官
男
爵
園
田
安
賢
が
、
「
明
治
三
十
五
年
四
月

ョ
リ
明
治
三
十
九
年
三
月
二
日
至
ル

四
箇
年
間
郵
便
物
遞
送
及
旅
客
貨
物
運
搬
ノ
爲
メ
石
狩
川
補
助
定
期
航
行

ハ
之
ヲ
大
倉
祖
頭
大
倉

喜
八
郎
11
命
令
シ
タ
リ
」
と
の
北
海
道
庁
告
示
を
な
し
た
。
そ
の
契
約
要
領
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
江
別
、
石
狩
間
は
四
月
二
回
、
五
月
よ
り
十

一
月
迄
毎
月
四
回
の
航
行
を
な
し
'
往
復
航
と

も
茨
戸
、
ビ
ト
ィ
、
当
別
太
に
寄
航
す

る
事
。

一
、
江
別
、
月
形
間
は
四
月
四
回
、
五
月
よ
り
十
一
月
迄
毎
月
八
回
の
航
行
を
な
し
、
往
復
航
と

も
幌
向
、
下
達
布
、
上
達
布
、
美
唄
達
布
、
美
唄
、
狐
森
に
寄
航
す

る
事
。

一
、
月
形
、
札
的
内
間
は
四
月
二
回
、
五
月
よ
り
十

一
月
迄
毎
月
四
回
の
航
行
を
な
し
、
往
復
航



と
も
札
比
内
、
晩
生
内
に
寄
航
す
る
事
。

一
、
使
用
船
舶
は
総
噸
数
三
十
噸
以
上
最
強
速
力I

時
間
六
浬
以
上
の
汽
船
ニ
隻
及
び
補
助
と
し

て
淀
川
船
十
隻
小
廻
船
三
隻
を
用
え
る
。
航
路
哩
程
七
十
八
浬
、I

力
年
航
行
度
数
百
二
十
回
。

補
助
金
年
額
千
二
百
円
。

I
、

移
住
民
で
法
令
の
定
め
る
乗
船
割
引
券
を
有
す
る
者
の
旅
客
運
賃
及
び
携
帶
品
運
賃
は
定
額

運
賃
の
五
割
以
上
減
。
各
地
よ
り
運
出
す
る
農
産
物
の
運
賃
は
定
額
運
賃
の
二
割
以
上
減
。

一
九

〇
|ー
(
_|1
五
)

•
四
*
九

北
海
道
庁
命
令
航
路
石
狩
川
線
の
航
行
が
開
始
さ
れ
た

C

石
狩
川
線
の
三
五
年
営
業
状
況
の
詳
細

に
つ
い
て
は
後
記
資
料
)
。
同
線
の
三
五
年
度
事
業
成
績
に
よ
れ
ば
、
月
形
、
札
比
内
間
の
欠
航

一

〇
回(

渴
水
の
た
め
)
、
上
達
布
そ
の
他
に
寄
港
し
な
い
こ
と
ニ
四
回
、
航
行
総
延
長
三
四
三
五
浬

(
一
航
行
平
均
浬
程

八̶
浬
六
ニ
五
)
、
補
助
金
支
給
額
年
額

ニI

◦
◦
円U

航
行
に
付
き

一〇

円
、

一
浬
に
付
き
三
四
銭
九
厘
三
四
五
)。
〔
資
料
三
〕

I

九0
11

一(
"
1
11六
)*
0
-
九

北
海
道
庁
が
同
線
の
寄
港
地
航
行
度
数
を
次
の
通
り
変
更
し
た
。
す
な
わ
ち
、
江
別
̶
月
形
間
は

四
月
八
回
、
五
月
よ
り
十
一
月
迄
月

一
三
回
と
し
、
同
区
間
の
中
間
寄
航
地
の
ぅ
ち
に
枯
木
を
追

加
し
た
。

"

前
項
に
関
す
る
こ
の
年
の
航
行
成
績
は
航
行
度
数

一
三〇

回
の
ぅ
ち
欠
航

c

渴
水
の

た
め
)

二
三

回
、
航
行
浬
程
総
延
長
七
八
四
三
浬
、
最
長
七
三
浬
'
最
短
五
四
浬
。

"

ニ
ニ
ニ

ニ

東
京
市
京
橋
区
銀
座
ニ
丁
目七

番

地
大
食
喜
八
郎
が
汽
船
神
威
丸

(
総噸
数
拾
六
噸
参
拾
五
、
登

録
噸
数
拾
武
噸
七
拾

五
、
船
籍
港
江
別
川
)
に
つ
い
て
拾
春
月
拾
九
日
に
抹
消
登
記
を
申
請
し
た

社
会

•
文
化

編

一
九



の
に
対
し
'
札
幌
区
裁
判
所
江
別
出
張
所
が
こ
の
日
付
で
船
舶
登
記
抹
消
通
知
書
を
出
し
た
。

石
狩
川
線
の
三
六
年
度
航
運
成
績
は
収
入
が
乗
客
賃
四
三0

円

七
七
銭
、
貨
物
運
賃
六
四三

〇

円

九I

、
道
庁
補
助
金

一二0
0
円

、
合
計
八〇

六

一
円
六
八
銭
。
ま
た
、
支
出
が
八
三〇

七
円

八
◦
銭
で
、
差
引
三o

九
円I
〇

銭
の
損
。

北
海
道
庁
命
令
航
路
石
狩
川
線
を
阿
部
久
四
郎
が
受
命
し
、
江
別
汽
船
部

(
福
山
米
吉
主
任
〕
が

経
営
を
担
当
し
た

(注
¥
r

阿
部
久
四
郎
翁
』
(
一
九
二
ニ
〕
に
よ
る
と
、
「
大
倉
組
大
倉
喜
八
郎

か
ら
譲
受
け
た

の
は
明
治
三
十
五
年
」
と
あ
る
)
。
〔資
料
四
〕

な
お
、
石
狩
川
線
の
三
七
年
成
績
は
航
海
度
数

一
五〇

回
、
補
助
金
総
額

一
一
六
九
円

一銭
ニ
厘

(
一
航
海
毎
に
付I

ニ
円I

八
銭
六
厘
、
一
浬
に
付

一
八
銭
三
厘
〕
、
欠
航
が
往
復
五
回
の
ほ
か
日

時
の
変
更
、
寄
港
を
欠
く
こ
と
し
ば
し
ば

(
天
候
不
良
の
た
め
)
で
、
汽
船
は
上
川
丸

•
空
知
丸

の
ニ
隻
で
あ
っ
た

(
注¥

月
锻

、
札
的
内
間
は
流
木
の
川
底
に
沈
没
す
る
も
の
も
多
く
、
渴
水
、

水
害
の
た
め
八
月
下
旬
よ
り
九
月
中
旬
ま
で
休
航
し
た
。
な
お
、
そ
の
た
め
北
海
道
庁
土
木
部
殖

民
部
で
は
出
張
し
て
該
流
木
状
況
を
調
査
し
た
)。

阿
部
組
江
別
汽
船
部
主
任
が
、
阿
部
久
松
に
代
わ

っ
た
。

石
狩
川
線
の
契
約
が
満
期
と
な
り
、
さ
ら
に
札
幌
区
の
阿
部
久
四
郎
が
受
命
し
て
航
行
に
従
事
し

た
。
(
契
約
要
領
の
変
更
と
し
て
、
江
別
、
月
形
間
の
寄
航
地
に
砂
濱
が
追
加
さ
れ
て
い
る
)
。

三
九
年
度
上
半
期
間
の
業
務
報
告
に
よ
る
と
、
「
航
行
開
始
は
四
月
十
日
、
江
別
'
石
狩
間
は
毎
月

四
回
航
行
す
る
も
こ
の
期
間
の
運
送
貨
客
は
貨
物
五
十
七
箇
船
客
九
名
の
み
。
月
形
、
札
的
内
間



I
九0

七
?

510
)

一
九

〇
九
7

四
ニ
)

(
不
詳
)

|九
0
了

四
三
)

は
毎
月
四
回
航
行
す
る
も
貨
客
は
殆
ど
皆
無
」
と
さ
れ
て
い
る
。

阿
部
組
汽
船
部
で
事
務
主
任
が
山
ロ
源
ニ
郎
、
会
計
主
任
が
若
杉
条
吉
と
な

っ
た
。

こ
の
年
四
月

一
日
ょ
り
四
三
年
三
月
三

一
日
に
至
る
三
力
年
の
石
狩
川
線
の
補
助
航
海
を
、
札
幌

区
阿
部
久
四
郎
が
受
命
し
た
が
、
契
約
要
領
は
従
前
通
り
で
あ
っ
た
。

四o

年
度
の
成
績
は
上
川
丸
が
就
航
、
空
知
丸
は
使
用
さ
れ
ず
、
航
行
度
数
が
江
別
、
石
狩
間
三

〇

回
、
航
行
浬
数
が
江
別
、
石
狩
間

一
六
ニo

浬
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
そ
の
会
計
内
容
は
収
入

一

万
一
三〇

五
円
三I

銭

(
旅
客
賃
金
九
九
六
円
ニ
七
銭
五
厘
、
貨
物
賃
金
九o

九
六
円

一〇

銭
五

厘
、
補
助
金

1
1

ニ
ニ

円
九
三
銭
、
支
出

一
万
六
三
七
円
七
銭
九
厘
、
益
金
六
六
八
円

一
三
銭

一

厘
で
あ

っ
た
。

石
狩
川
線
の
四
ニ
年
度
の
成
績
は
、
上
川
丸

一
隻
が
就
航
、
航
行
度
数
が
江
別
̶
石
狩
間
三〇

回
、

水
害
の
た
め
石
狩

一
回
、
茨
戸

•
ビ
ト
ィ
各
二
回
不
航
行
、
航
行
浬
数
は
江
別
̶
石
狩
間

一
六
ニ

〇

浬
、

一
航
程
五
四
浬
、
補
助
金

I

一
二

ニ
円
九
九
銭
。

r

阿
部
久
四
郎
翁』

に
ょ
る
と
、
江
別
汽
船
部
事
務
主
任
山
ロ
源
ニ
郎
辞
任
後
は
阿
部
組
本
店
運

営
と
な
り
'
上
川
丸
は
船
長
が
八
幡
定
吉
、
機
関
士
が
尾
杉
豊
吉
で
あ
り
、
月
形
扱
店
は
鶴
田
藤

士
ロ
、
石
狩
扱
店
は
岩
本
源
三
が
担

っ
た

(注
/
石
狩
扱
店
所
在
地
は
、
石
狩
町
大
字
船
場
町九

番

地
田
中
伍
幣
旧
宅
で
あ

っ
た
)。

石
狩
川
線
月
形
̶
札
的
内
間
の
航
行
が
廃
止
さ
れ
た
。

社
会

•
文
化

編

ニI



社
会

•
文
化

編

ニ
ニ

i

九1
1

一(

大
正

元
〕

受
命
者
阿
部
久
四
郎

の
使
用
船
舶
上
川
丸

の
成
績
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
契
約
航
度
数

一
二
九
、

実
行
総
度
数

一
二〇

、

航
海
浬
数
八〇

九
九
浬
運
輸
状
況
は

旅
客
七〇

四
六
人
、
貨
物
計

一
万
一

六

一
八
噸
(
内
訳
、
農
産

五
ニ
ー
八
噸
、
水
産
四

一
四
噸
、
其
他
五
九
八
六
噸
)
。
ま
た
、
寄
港
地

は
江
別
、
砂
濱
、
幌
向
、
下
達
布
、
上
達
布
、
美
唄
達
布
、
美
唄
'
狐
森
'
上
新
篠
津
、
上
北
村
、

枯
木
、
月
形
、
當
別

太
、
ビ
ト
ィ
、
茨
戸
、
石
狩

の

一
六
力
所
。
旅
客
の

寄
港

総
数
'
乗
降
数
は

次
の
通
り
で
あ

っ
た
。

計
降

船

乗

船 / 地

四

七
六
九

四
五人

江

別

四 七
九

六

砂

濱

四

竞 〇
七

三
幌

向

五

m
%
九

下

達

布

五
六
五

六
六

云
九

上
達
布

% 八
ニ

達美

布唄

六
六 云

美

唄

四人
九 六

九人

狐

森

七
八 四

四
四

上
新
篠
津

〇
A

六

上
北
村

六
〇 O

四
〇

枯

木

g 六 八
〇

月

形

m
云 ニ

當
別

A 三

ビ
卜
ィ

四 1

茨

戸



一
九一111

7

一

D
.
四
-

一
̶

(
不詳
)

I

九
一
四("

5 a
五
六人

七
四人

石

狩

七

〇
m

五

7=：

五

計

へ

民
公
報

第
八
十

備

號
/

九

四
年

月
七
日

考

S

四
月

|

日
よ
り
同
四
年
三
月
三

一
日
ま
で
の
石
狩
川
線
受
命
者
は
阿
部
キ
ク
で
あ
っ
た
。
そ
の
航

海
度
数
、
四
月

一〇

回
、
五
月
よ
り

一
一
月
ま
で
毎
月

一
七
回
。
ま
た
、
航
海
期
間
は
四
月
よ
り

I
i

月
ま
で
。
使
用
船
名
お
よ
び
噸
数
は
上
川
丸
が
、
七o

噸
、
空
知
丸
が
三
ニ
噸
で
、
こ
の
ほ

か
に
淀
川
船

一〇

隻
、
小
廻
船
三
隻
が
使
わ
れ
た
。
寄
港
地
は
江
別
̶
石
狩
間
が
茨
戸
、
ビ
ト
ィ
、

當
別
太
、
ま
た
、
江
別1

月
形
間
は
砂
濱
、
幌
向
、
下
達
布
、
上
達
布
、
美
唄
達
布
、
美
唄
、
狐

森
、
上
北
村
、
枯
木
。
航
海
浬
数
は
江
別
̶
月
形
間
四
ニ

•
五
、
江
別
̶
石
狩
間
ニ
七
。

北
海
道
庁
命
令
航
路

一
覧
表
に
よ
る
と
'
石
狩
川
線
の
使
用
船
舶
淀
川
船

一
〇

隻
を
七
隻
と
し
、

小
廻
船
を
削
除
と
変
更
さ
れ
た
。

『
阿
部
久
四
郎
翁
』
に
よ
る
と
、
「
整
理
の
都
合
上
三
井
物
産
會
社
へ

(
江
別
汽
船
部
を
)
譲
渡
し

た
り
」
と
あ
る
。

石
狩
川
線
受
命
者
が
江
別
町
藤
原
由
蔵
と
な

っ
た
。

社
会

•文
化

編

二
三



社
会

*
文
化

編

一
九

I

五
(
"

四
)

一九1

六(
"

S
*

四
-

I

1九
ニ
五
(
ニ
©

一九
二六
(
ニ
五
)•
四

ニ
四

石
狩
川
線
運
賃
の
割
引
に

つ
い
て
は
、
乗
船
賃
割
引
券
を
有
す
る
移
住
民
の
乗
船
賃
金
お
よ
び
其

携
帯
品
運
賃
は
定
額
の
二
割
以
上
減
、
各
地
よ
り
輸
出
す
る
農
産
物

の
運
賃
は
定

の
二
割
以
上

減
、
そ
の
他
特
定
物
品

(
内
訳
は
略
)
の
運
賃
は
定
額
の
三
割
以
上
減
と
な
っ
た

(
注¥

こ

の
年

度
始
て
の
変
更
か
ど
ぅ
か
は
不
詳
)
。

北
海
道
庁

の
大
正
四
年
度
土
木
事
業
概
況
に

よ
る
と
、
石
狩
川
線
航
路
寄
港
地

等
変
更
の
概
要

に
'
新
篠
津
寄
港
開
始
と
さ
れ
て
い
る
。

四
月

一
日
よ
り
同
七
年
三
月
三

一
日
に
至
る
ニ
力
年
間
の
北
海
道
庁
補
助
航
路
石
狩
川
線
の
受
命

者
が
江
別
町
藤
原
由
蔵
と
な

っ
た
。

石
狩
川
線
の
国
庫
補
助
航
路
が

こ
の
年
ま
で
継
続
さ
れ
た
。
江
別
̶
石
狩
間
は
上
川
丸
を
使
用

し
、
四
月
二
回
、
五
月
か
ら

一
一
月
ま
で
毎
月
六
回
航
海
し
、
江
別
̶
月
形
間
は
千
代
丸
を
使
用

し
、
四
月
八
回
、
五
月
か
らI

I

月
ま
で
毎
月I

三
回
航
海
し
た
(
『
大
正十
四
年
道
庁
土
木
部
道

路
課
道
路
概
況』

〕
。

北
海
道
庁
命
令
航
路
石
狩
川
線
は
命
令
期
間
が
大
正

一
五
年
四
月
に
始
ま
り
昭
和
四
年
三
月
ま
で

で
、
受
命
者
は
藤
原
由
藏
で
あ
っ
た
。
そ
の
使
用
船
舶
は
、
総
噸
数
五〇

噸
以

上

*
最
強
速
力

I

時
間
六
海
里
以
上
お
よ
び
総
噸
数

ニ
五
噸
以
上

.
最
強
速
力

一
時
間
六
海
里
以
上

の
汽
船
各

I

隻
。
江
別
̶
石
狩
間
は
四
月
二
回
、
五
月
よ
りI

I

月
ま
で
毎
月
六
回
発
船
し
、
往
復
と
も
茨
戸
、

ビ
ト
ィ
、
當
別
太
に
寄
港
し
た
。
江
別
̶
月
形
間
は
四
月
八
回
、
五
月
よ
りI

I

月
ま
で
毎
月

I

三
回
発
船
し
、
往
復
と
も
砂
濱
、
幌
向
、
下
達
布
、
上
達
布
、
美
唄
達
布
、
美
唄
、
新
篠
津
、
狐



森
、
上
北
村
、
枯
木
に

寄
港

し
た
。
(
『
北
海
道樺
太
南
部
沿
岸

水
路
誌
』
第
一
巻
/

一
九
二
八
)

i
二

(昭
和

六
〕
-

芄
ニ

八

石
狩
川
生
振
新
水
路
が

三

•
七
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
通
水
し
た

(
大
正
七
年
着
工
、
旧
河
道

一
八
•
ニ

キ

ロ
メ
ー
ト
ル
；一。
な
お
、
こ
れ
に

ょ
り
茨
戸
は

航
路
か

ら
外
れ
た

。

I

九
三̶

七)

■

八

石
狩
川
が
九
月
に

か
け
て

明
治

三

一
年
以
来
の

大
洪
水

と
な
っ
た
。
そ
の
た
め

江
別
̶
月
形
間
の

定
期
船

上
川
丸

C

株
式
会
社

藤
原
汽
船
所
属

の
外
輪
船
)

が
、
救
助
物
資
や
避
難
民
の

船
付
き
場

と
し
て

上
幌
向
駅
ホ

ー

ム
に
横
付
け

さ
れ
た
。

ま
た
、
新
篠
津
市
街
へ

行
く
進
路
は

ほ
と

ん
ど

直

線
航
路
で
あ
っ

た

(
和
田
実

『
石
狩
川
治
水
小
史J

)
。

I

九
一

il

五(
"
|〇
)

•

一

藤
原
汽
船
部
が
廃
止

さ
れ
た
。

資
料I

明
治
八
年
五
月
第
六+

六
號
布
逵

弘
明
丸

小
搏
石
狩
篠
路

太
の
間
航
海
中
、
便
乞
人
並
積
荷
物
等
、
當
分
無
賃
を
以
差
許

航
海
定
日

(

但
雨
日
の
節
は
順
延
)

篠
路
太

出
帆

ニ
五
八
の

日

午
前

十
時

石
狩
に

往
来

共

I

時
間

小
樽
出
帆

三
六
九

の
日

午
後

七
時
三
十

分

資
料

̶

明
治
九
年
七
月
五
日
弘
明
豊

平
両
船
小

樽
篠
路
太

ノ
間
航
海
附
塔

及

ヒ
貨
物
裝
載
貨
金
規
則

ヲ
仮
定

ス

米
百

石
金
六
十
円
、
雑
穀

百
石
金
五
十
円
、
搏
物
十
六
貫
目
金
三
十
錢
、
莛
類

一
束
金
十
錢

、
薄
縁

一
束
十
二

錢
五
厘
、
盤

社
会

.
文
化

編

ニ
五



社
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•
文
化

編

ニ
六

表

I

束
十
錢

、
疊
床

一
疊
金

十
二
錢
五

厘
、
凾
箇
物

十
貫
目
金
廿

八
錢
但

綿
蒲

團
夜
具
著
類
紙
類
帳
面

洋
品
類
等

一
切

麥

粉
石
炭
蠣
灰

ノ
類
十
貫
目
金
三
十
錢
、
鍋
釜

額
戸
物
硝
子

ノ
類
十
貫
目
金
三
十
錢
、
荒
太
物
類
十
貫
目
金
三
十

五
錢
但
楠
盥

膳
椀
曲
物
苫

草
鞋

麻
藁
縄
鋼
木
瓜
明
松
箒
駄

鞍
鋤
嘴

連
鎌
鉈
鍤

十
能
鳶D

其
外
総
テ
重
張
物

建
具

類

一
間
金
十
九
錢
五

厘
、
征
短

一
丸
金
十
錢

、
鐡
物

類
十
貫
目
金

二
十

ニ
錢
、
大
函

風
呂

一
才
金
四
錢
六
厘

五
毛
、
大
長
持

一
棹
金
九
十
錢
但
中

ハ
大

ノ
二
割
減
小

ハ
中

ノ
二
割
減
、
兩
掛

明
荷
葛
籠
金
三
十
七
錢
、
重
目
三
十
貫
以
上

ハ
二
割
増
五
十
貫
目
以
上

三
割
増
七

十
貫
以
上

四
割
増

百
貫
目
以
上

五
割
増

但
前

記

ノ
物
品

破
壊

濡
損
等

之

ア
ル
節

ハ
現
品

ヲ
辨
償

ス
附
當

地

-一
テ
購
求

ス
可

ラ
サ
ル
物
品

ハ
代
價

ヲ
以
テ
辨
償

ス

其
他
札
幌
太

ヨ
リ
石
狩
小
樽
迄
歸
船
運

貧
左

ノ
如

シ

前
記

/
乗
客

賃
金

総
テ
四
割
値
下
ケ
ス

諸
荷
物

等
上

1

1

同
シ
但
別
仕
立

ノ
時

ハ
定
價

-1

同

シ

前
記

ノ
物
品

容
赦

ス
ル
左

ノ
如

シ

小
樽

ヨ
リ
札
幌
迄
米

及
雑
穀
共
四
斗
容
赦

一
升_

一
止

ル

小
樽

ヨ
リ
石
狩
迄
同
三
合U

止

ル

小
樽

ヨ
リ
篠
路
太

迄
同
六
合

二
止

ル

小
樽

ヨ
リ
札
幌
迄
同
五
合

=
止

ル

石
狩m

リ
札
幌
迄
同
七
合

11

止

ル

石
狩m

y

札
幌
太

迄
同
ニ
合

二
止

ル

石
狩

ヨ
リ
篠
路
太

迄
同
三
合

-一
正

ル

札
幌
太

ヨy

篠
路
太

迄
同

|

合

-

1

止

ル

篠

路
太

ヨ
リ
札
幌
太
迄

同
四
合

二
止

ル

札
幌
太

ヨ
リ
札
幌
迄
同
五
合

ニ
止

ル

小
搏

ヨ
リ
札
幌

迄
塩

|

貫
目
同
三
十

ニ
匆

-1

止

ル

同
上
味
噌

醬
油
総

テ
樽
物

一
貫
目
同
二
十
四
勿

̶
止

ル

但
此
兩

ロ
小
搏
札

幌

ノ
間
各
所
へ

運
輸

ノ
節

ノ
容
赦

ハ
上

文
米
及
雑
穀

ノ
部

ノ
如

シ

附
減
縮
之
ア

ル
時

ハ
現
品

ヲ
以
テ

辨
償

ス

前
記

ノ
物
品

運
賃
左

ノ
如

シ

小
樽

ヨ
リ
石
狩
迄
三
分

小
搏

ヨ
リ
札
幌
太
迄

五
分

小
樽m

y
篠
路

迄
六
分

小
樽

ヨ
リ
札
幌
迄
十
分

石
狩

m
y

札
幌

太
迄

二
分

石
狩

ヨ
リ
篠
路

迄
三
分

石
狩

ヨ
リ
札
幌
迄
七

分

札
幌
太

ヨ
リ
篠
路
迄

一
分

札
幌
太

ヨ
リ
札
幌

迄
五
分



篠
路

m
y

札
幌
迄

四
分
但

乗
客

ノ
分

モ
割
合

右

一

i

準

ス

當
使

附
属
船

||

テ
総
テ
ノ
物
品

小
樽
石
狩
廻y

札
幌
太

11

テ
陸

揚

ノ
節
百
石

_

金
三
円
ノ
陸
揚
賃

ヲ
給

ス

色
附
澤
手

ノ
分
辨
米
差
出
方
左

ノ
如

シ

色
附
迄

-I

テ
入
實

へ
濡
滲

ラ
サ
ル
分

ハ
清
俵
ト
同

シ
ク
桝
立

テ

一
俵

〗〗
辨
米
ー

合
入
實

ヘ
濡
透

ル
分

ハ
凡

一
升
八
合
迄

ハ
毎

俵
澤
手

ノ
桝
数

一一
應

シ
辨
米
出
サ
ス
ヘ

シ

凡

一
升
九
合
以
上

ノ
分

ハ
都
テ
大
濡
ト

ス

但
澤
手

俵

ハ
別
段
桝
廻

シ
ヲ
爲

シ

其
餘
大
濡

ノ
分

ハ
船
方

へ
下
附

シ
容
赦

ヲ
差
引
キ

辨
米

ス
附
雑
穀

モ
亦
同

シ

C
料
¥
f

北
海
道
志J

卷
之
二
十
八
)

な
お
、
小
樽
札
幌
太
間
の
乗
客
は
三
0
銭
で
、
四
歳
か
ら
ー
ニ
歳
ま
で
は
半
額
、
三
歳
以
下
無
賃
、
手
荷
物
は
無
賃
で
あ

つ
た
。

資
料
三

石
狩
川
線
の
営
業
狀
況
明
治

三
十
五
年

昨
三
十

五
年

の
營
業
狀
況
を

記
さ
ん
に
同
四
月
十
七

日
初
航

以
来
定
期

航
行
は

順
雨
融
雪

の
爲

に
便
利
を

得
た

る
も
、
七

月
十
五

日
以
後
は

旱
天

打
ち

續
き
、
爲
め

に
河
水

非
常
に

涸
渴
し
同
月
末
に
は

江
別
月
形
間
の

航
行

困
難
を

極
め

'
竟

に
月

形
上
流

札
的
内
間
は
水
量

ニ
尺
五
寸

ま
て
に

減
し
、
到
底
航
行
し
得
へ
か

ら
さ
る
狀
況

に
立
至
り
し
を
以
て

、
受
命

者
は

情

を
具
し
許
可
を

得

て
定
期

航
行
を

中
止
せ

り
。

其
原
因
は

沿
岸
の

樹
林
を

濫
伐

し
た
る
ょ
り
毎
年

土
砂

流
出
し
て
河
底
を

埋
め
、
又
流
木

の
河
床
に

横
は

る
も

の
夥
多
な

る
に
あ
り
。
是
故
に
流
沈
床
木
と
衡
突
し
て
船
底

破
損
す

る
こ
と

二
回
、
又
外
輪
及
ひ

r

シ
ャ
フ

ト」

を
破
壊
す

る
こ
と
數

社
会

*
文
化

編

ニ
七



社
会

■
文
化

編

二
八

回
に
及
へ
り
。

斯
く
の
如
く
し
て
江
別
ょ
り
上
流
は
、
十
月
中
旬
に
至
る
迄
樺
戸
郡
月
形
市
街
を
距
る
川
路
約
八
丁
の
下
流
な
る
瀬
干
に

停
船
し
、
貨
物
は
脬
舟
を
以
て
輸
漕
す
る
の
繁
雑
を
見
、
随
て
人
夫
の
雇
賃
等
の
冗
費
を
要
し
而
も
貨
物
を
滿
載
し
て
航
行

す
る
を
得
さ
る
ょ
り
運
賃
の
収
入
も
亦
例
年
に
比
し
著
し
き
減
少
を
來
し
た
る
の
み
な
ら
す
、
農
産
物
不
作
の
結
果
貨
物
少

な
く
し
て
其
影
響
を
蒙
る
こ
と
夥
し
か
り
き
。
去
れ
は
流
木
の
排
除
は
勿
論
北
村
地
内
美
唄
達
布
大
曲
、
月
形
村
地
内
字
枯

木
及
旱
瀬
の
如
き
は
制
水
工
事
を
施
し
て
通
船
の
便
を
圖
る
は
目
下
の
急
務
な
り
。

航
路
浬
程
は
左
の
如
し
。

江

茨

戸

八

〇

別

石

狩

間

ビ
卜
ィ

ニ

6

五

〇

當
別
太

六

五

八

五 五

江

別

石

6

九

6

四

〇

〇

五

/ 從

石

狩

ビ
卜

ィ
別
太



石
狩
川
補
助
航
路
浬
程
表

C

江
別
札
的
内
間
〕

幌

向

下

逮

布

上

违

布

m
1

|
命

美

唄

m

森

月

形

札

比

内

晚

生

内

札

的

内1
八

五 五 6 五 五

云

五

與

五 ◦

還

6 6

江

別

四

〇

八

五

四

6

六

6

九

6

X
6

三

I
I
五

四

五

瓶

向

四

五

5

6 〇

五

〇 〇

云

i u

三

五 五

下
達
布

五

~J L

七 5

五

九

1L 6

云

6

m

〇

上
達

〇

•j t

6 〇

七

五 五

X 達美

布职

プL
6 五 五

兵

五

美

九

〇 五

六

-J X. 1

狐

森

=

五

七

-J L

四

五

月

形

四

6 〇

札
比
内

七

〇

晚
生
内

右
命
令
航
路
の
外
、
月
形
よ
り
奈
井
江
迄
は
農
産
物
収
穫
の
時
に
際
し
て
は
特
に
航
行
し
て
貨
物
の
撣
載
を
な
す
。
又
水
量

多
き
時
に
は
上
流
に
あ
る
瀧
川
、
深
川
邊
ま
て
は
航
進
し
得
へ
し
と
云
ふ
。

偖
て
又
其
航
路
に
於
け
る
乘
客
貨
物
運
賃
は
左
表

の
如
し
。

cii
l

位
/
厘
)

穿
巧

f

错

M
1

1

麻

A
通

1

品

0

仝
個 ォ

ォ

近

g 六
5

仝江
常別
別幌
太向

八 八
5

ム f l :

8 1 g
茨每
戸 5

〇 § I
江
別

8 §
四

江
別
狐
森

六
1 g

企江
別

石栉
狩戸

ス
〇 1

五
五

札江

比

内別

§ §
六

晚江

生

内別

8

四

S 六
五

札江

的

内別

% 5 四

札樺

比

内戸

六
〇 § A

晚硌

生

内戸

さ
六

札樺

的

内戸
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三〇

t

聲
ろ

资 亞
寐麻

nn
s 百
以 以
下 下

m
m 野谢
菜装mr lt
£3豸
斗
入敦
一 免

其a

f米

1
;雑
:毅

:四
斗

め

得 杷

十

f 全
依

1 四
五
三
五

四 五
五

g 五 五
〇

§ 屋 g 七

七
〇 % 七

〇
八
H

1 六 八
8

1 八
五

九
〇
三
〇

§ 九 八
五
〇 m
〇

ニ

S 空 〇
五
〇

1 § d 六
〇

〇
芎 云 § 四

五

i =r
X 三 i 五

〇

1 m 1 四
五

備

考
•

移
住
民
に
限
り
乘
客
賃
金
及
ひ
貨
物
運
賃
は
定
額
賃
金
の
五
割
を
減
す

•

江
別
札
的
内
間
及
江
別
石
狩
間
の
各
地
ょ
り
輪
出
の
農
産
物
は
定
額
運
賃
の

割
を
減
す

•

貨
物
は
江
別
停
車
場
波
止
場
間
の
馬
車
賃

一
個
に
付
金
夸
銭
貳
厘

石
狩
川
汽
船
乗
客
貸
金
表

幌

向

下

タ

プ

上

タ

ブ

1
タ
y

美

唄

狐

森

樺

戸

札

比

内

晚

生

內

扎

的

内 y
並
等 1

上
等 馨1 1 i-馨 馨1 1 者 馨1 筆 j

§
〇 1 1

%
〇 1 1 1 1 8

六

8 8 義 1
六

8 § 1 S
江

別

i1 1 言 1 1 1 1 1
六
八 1 1 1 1

六

8
幌

向

1 1 1
X
〇 1 1 1

憂
〇 1

六
八
8 1 1 1

ッ下

プ タ

i雪 1 1 1 1 1 1 1
六
八
8 1

ッ上

プ タ

§ 1
— r

% 〇 1 1 雲1 8
六

§

タ美美

プ唄唄

§1 1 1 1 1 1 1

狐

森

1 1 1 1 1 1
樺

§ 1 1 S
オし
比
内

0 S
晚
生
内



當

契

ビ
h
ィ

茨

戸

石

狩7
/ 從

並上
等等

並占
等等

並上
等等

二三

8 8

三四
〇五
〇〇

三五

0 〇

五七
〇五
〇〇

江

別

〇〇 〇〇

四六
〇〇
〇〇

1
太

. ̶

五雲
〇〇

三四
〇五
〇〇

ビ
卜
ィ

〇〇
◦ 〇

茨

戸

(资
料
/
『
殖

民
公
報
」
第
十
四
號
¥
|九
〇

三
)

資
料

四

阿
部
久
四
郎
翁
の
経
営
せ
る
事
業

の
槪
要
を
掲
ぐ
れ
ば
左
の
如
し

一
、
江
別
木
工
場

本
木
工
場
は
元
福
山
米
吉
、
藤
原
由
藏
、
藪
惣
七
等
の
共
同
経
営
な
り
し
を
明
治
三
十
五
年
頃
之
れ
を
讓
受
け
し
が
不
況

の
爲
め
三
十
九
年
十
月
三
井
物
産
會
社
に
讓
渡
し
た
り

讓
受
け
當
時
は
福
山
米
吉
主
任
た
り
し
が
三
十
八
年I

月
以
降
阿

部
久
松
之
れ
に
代
は
れ
り

一
、
江
別
汽
船
部

本
汽
船
部
は
北
海
道
廳
命
令
航
路
た
る
石
狩
川
上
流
札
的
内
ょ
り
下
流
石
狩
港
に
航
行
す
る
汽
船
を
取
扱
ふ
も
の
に
し
て

元
大
倉
組
大
倉
喜
八
郎

の
経
営
な
り
し
を
明
治
三
十
五
年
之
れ
を
讓
受
け
後
ち
整
理
の
都
合
上
三
井
物
産
會
社
へ
讓
渡
し
た

社会

■
文化

編

三

一
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三
ニ

り

経
営
當
時
の
槪
況
を
記
せ
ん
に
初
め
札
的
内
を
上
流
寄

港
地
と
爲
せ
し
も
淺
瀬
を
生
じ
且
つ
同
方
面
の
貨
物
減
少
し

た
る
を
以
て
月
形
を
上
流
寄
港
地
と
せ
り

而
し
て
江
別
よ

り
上
流
は
砂
濱
、
幌
向
、
下
達
布
、
上
逹
布
、
美
唄
達
布
、

美
唄
、
狐
森
、
枯
木
に
寄
港
し
て
月
形
に
達
し
、
下
流
は
當

別
太
、
茨
戸
に
寄
港
し
て
石
狩
に
達
す

航
行
は
上
流
は
隔

日
下
流
は
毎
月

一
の
日
三
回
と
す

汽
船
は
上
川
丸
の
外
補

助
船
と
し
て
空
知
丸
あ
り

貨
物
は
淀
川
船
に
積
込
み
之
れ

を
汽
船
に
て
曳
け
り

貨
物
の
多
き
は
月
形
の
日
用
品
雜
貨

上
達
布
の
雜
穀
等
な
り

讓
受
け
當
時
は
福
山
米
吉
主
任
た

り

三
十
八
年

一
月
阿
部
久
松
之
れ
に
代
り
四
十
年

一
月
よ

り
山
ロ
源
ニ
郎
事
務
主
任
、
若
杉
条
吉
會
計
主
任
た
り
し
が

後
山
ロ
源
ニ
郎
辭
し
て
よ
り
は
阿
部
組
本
店
直
営
と
爲
り
船

長
は
八
幡
定
吉
、
機
関
士
は
尾
形
豊
吉
、
月
形
扱
店
は
鶴
田

藤
吉
、
石
狩
扱
店
は
岩
本
源
三
な
り
き

(資
料
/

r

阿
部
久
四
郎
翁j

¥
i

九
ニ
ニ

(
十
三
回
忌
の
編
集
配
布

本
)
)



付
記

阿
部
久
四
郎

の
略
歴

と
主
な

請
負
工
事

名

一
八
四
九

(
嘉
永
ニ
)
年

I
I

月
二
日
、
越
後
国
西
浦
原
郡
間
瀬
村
に
生
れ
る
。

I

八
七I

C

明
治
四
)
年
に
単
身
北
海

道
に
渡
り
、
凾
館
に
お
い
て
大
工
を
業
と
す
る
。

一
時
青
森
に
移
る
。
畠
山
組
に
入
り
再
渡
道
、
請
負
業
、
酒
造
業
、
大
倉

組
下
請
け
を
経
て
独
立
し
請
負
業
。
札
幌
区
消
防
部
長
。

I

九〇
五
(

同
三
八
)
年
札
幌
区
会
議
員
、
常
設
土
木
委
員
、I

九

一〇
(
同
四
三
〕
年
四
月
三〇

日
没
。
主
な
請
負
工
事
と
し
て
は
、
釧
路
硫
黄
山
鉄
道
、
陸
軍
省
鉄
道
院
、
富
士
製
紙
会

社
江
別
工
場
、
王
子
製
紙
㈱
苫
小
牧
工
場
、
支
笏
湖
発
電
所
、
手
宮
札
幌
間
復
線
、
旭
川
偕
行
社
、
旅
順
海
軍
省
工
作
廠
、

拓
銀
本
店
等
々
。

資
料
五

石
狩
川
水
運
で
使
用
さ
れ
た
船
舶
一
覧
(稿
)

控 祐 弘 空 盟 石 荧

石 石 阴 知 平 明 迎

ゴL メL 丸 プL

船

名

̶ ̶ 明 不
ニ ニ 三 ニ治

年 蹄

製

碧年
̶ ̶ ̶ ̶ 八 五明
̶ S ィ 戸 治

六 六 四 九 二 月 水 •

ス ス ス ス ス
ク ク タ ク タ

ふ ふ ふ ふ ふ
ノ レ ノ レ ノ レ ノ レ ノ レ

船

形

五 五 五 六 。
五 五 五 三五尺

三 三
• • ̶> ̶ ニ
五 五 O 0 ̶ 尺

福

六 六 六
深

̶ ̶ ̶•_ ̶ 1 i

1 1 异 „ ニ

む七 六 屯

Ttl

数

八 〇

1 1 § ニ 1 力

三 ニ 、 A = q S

III I.
価

格

同 崎朿造横 同 造束戸讲 不

前 證 |碧1 前 | g g i 評.
唧 免

製

迪

所

同 一 百 一 同 一

葦 专 牽 棻
前 @ Jし前 热

1
1 | 1
碑 4

淼

i

備

社
会

，
文
化

編

三
三



社

会

•
文
化

編

三
四

千

代

丸

空 上

知 川

九 九

安

心

九

祌

威

九

§

m
m
S

沖

鹰

丸

碧
狩
丸

1
狩
丸

̶V

- 六
又 九 三 三

八

〇 〇 〇

六

三

六

柰 i
a 誌

鉄引
船船
用
外
輪

鉄引
給船
用
外
輪

ス

ロ

フ

ス

1
ネ
，レ

ス
ク

ネ
ノレ

ス
ク
1
ネ
ノレ

益

̶ ：

六

主

四

0 5

七

ヨ

五

六

五

六

1 1 1 一 - ニ

m

忑

三 六
五 〇 六

- -

三 ̶

八

同 碧 ！
前 所谅

船H
所石
J I I

岛

同

前

同

前

ノ
V

昭速和速

黩 5 空
習ノ年ノ

配 宾

る。昭

中主

1

I
靈
記

さ元
れつ
てば
いめ
た丸
とと
いい
うぃ
。隅
田
川
で
使
用

同

前

同

前

同

前

c

注¥
r

北
海
道
志j

r

開
拓
使
®
業
報
告j

r

北
海
道
勧
業
月
報j

r

滝
川
市
史j

に
よ
る
。
苫
前
丸
に

つ
い
て
は
不
詳
)

資
料

六

石
狩

(
港
)
船
舶

出
入
表

H

本

型

船
形
別

/i
六 出 Ai
六 入

年

出
九

S 入
年

?
出

$

1 入

§
出

一

三
五

入
年

四
出

¥四
四
六

入

1 出

1七

三
入

八
出

覃
要
五

入



型 洋 西

風g
船

汽

船

_

一

一

ニ _

三 _

六
̶

五
六

(
注¥

r

開
拓
使
琪
業
報
告j

第
四
編

一
八
八
五
)

主
要
#

考
資
料

(
文
中
記
載

分
を

除
く
)

r

北
海

道
志
,-

大
罾
⑩

一
八
八
四

r

開
拓
使
亊

業
報
告j

I

八
八
五

久
松
義

典

「
開
拓
指

北
海
道

通
覧
,-

一
八
九
三

r

殖
民

公
報
1-

ー
夂
°
ーーー丄

れ
ー
九

梅
木
通
徳

『
北
海
道

交
通
史
』

北
方

書
院

一
九
五〇

「札
幌
市
史

概
説

年
表j

札
幌
市

一
九

五
五

『
北
村
村
史j

北
村

一
九
六〇

r

滝
川

市
史j

滝
川

市

一
九
六
ニ

『

岩

澤
市
史j

岩
見
沢
市

一
九
六
三

「江
別
市
史

』

下
巻

江
別
市

一
九
七o

『新
北
海
道

史j

第
四

卷

北
海
道

一
九
七
一
-

r

野
幌
兵
村
史j

長
谷
部
舂
立

一
九
八
ニ

へ
®
刻
)

r

月
形
町
史j

月
形
町

一
九
八
五

田
中

実

『
石
狩
町
年
表
,-
増
補
改
訂
版

(
稿
)

社
会

i

化

編

三
五



社
会

.
文
化

編

三
六

第
三
項

石
狩
町
の
水
運

石
狩
港
は
前
述
の
通
り
、
明
治
初
期
か
ら
石
狩
川
水
運
の
起
終
点
と
し
て
重
視
さ
れ
、
札
幌
本
府
の
建
設
、
石
狩
川
中
流
部
の

開
発
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
が
、
陸
運
が
次
第
に
活
発
に
な
っ
て
も
、
道
路
の
整
備
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
、
貨
物
、
人
員
の
安

定
大
量
輸
送
に
は
船
便
が
安
定
し
て
い
た
こ
と
な
ど
の
点
か
ら
、
石
狩
町
内
の
水
運
は
昭
和
初
期
ま
で
盛
業
で
あ
っ
た
。

と
く
に
、

一
九

一
◦
C

明
治
四
三
〕
年
六
月

一〇

日
に
、
『札
北
馬
鉄
株
式
会
社
〗C

同
四
五
年

『
札
幌
軌
道
株
式
会
社
』

と
改

称
)
が
札
幌
、
茨
戸
間
の
馬
車
軌
道
の
営
業
を
開
始
し
た
の
で
、
町
内
か
ら
の
接
続
の
便
を
設
け
る
た
め
、r

石
狩
川
汽
船
株
式
会

社
』
が
創
立
さ
れ
た
。

そ
の
設
立
当
時
の
沿
革
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

r

社
名

石
狩
川
汽
船
株
式
会
社

一
、
創
立

明
治
四
十
五
年

(
I

九

ニ
ー
〕I
月
十
六
日

一
、
資
本
金

有
万
円
ぅ
ち
拂
込
金

五
千
円
、
借
入
金

ニ
千
六
百
円

一
、
本
店

石
狩
郡
石
狩
町
大
学
横
町三

〇
番

地

一、
目
的
石
狩
港

を
基
点
と
し
汽
船
を
以
て
石
狩
川
流
域
及
ぴ
厚
田
郡
厚
田
、
浜
益
郡
浜
益
並
び
に
小
樽
港
を
巡
航
し
、
旅
客
、

貨
物
の
運
送
を
な
す
を
目
的
と
す
。

蓋
し
本
社
の
創
立
せ
ら
れ
た
る
主
旨
は
、
此
年
本
町
の
衰
頹

日
々
甚
だ
し
く
町
勢
ま
た
昔
日
の
如
か
ら
ず
。
是
れ
が

挽
回
を
期
せ
ん
と
せ
ば
勢
ひ
交
通
の
便
を
開
か
ざ
る
可
ら
ず
と
し
、
高
橋
儀
兵
衛

.
鈴
木
逸
平
氏
等
先
づ
図
り
當
町
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に
関
係
の
井
尻
静
藏

.
佐
藤
松
太
郎

.
遠
藤
又

兵
衛

•
麻
里
英
三
等
の
助
力
を
求
め
、
在
町
有

力
者

と
共
に
本
社
の
創
立
を
見
た
り
。
然
れ
ば

單
り
営
利
を
主
と

せ
ず
地
方
事
業
の

一
と
し

以

上
の
沿
岸
を
周
航
連
絡
し
、
兼
て
貨
客
を
本
港

に
集
散
し
て
聯
か
発
展
に
資
せ
ん
と
す

る

に
あ

、
本
社
の
役
員

第

一
期
役
員
に
選
任
せ
ら
れ
た
る
も
の

左
の
如

し

取
締
役

社
長

高
橋
儀
兵
衛
、
専
務
取
締
役

鈴
木
逸
平
、
取
締
役

長
野
徳
太
郎
、
監
査
役

藤
田
利
兵
衛
、
堀
部
銀
蔵
。

第
二
期

(
大
正
三
年
十
二
月
十
五
日
)
同
上
全

部
重
任
。
大
正
五
年
三
月
二
日

一
部
の
更
任
を

爲
す

左
の
如
し
。

取
締
役

社
長

佐
藤
松
太
郎

、
専
務
取
締
役

麻
里
英
三
、
取
締
役

高
橋
儀
兵
衛
、
鈴
木
逸

平
、
監
査
役

藤
田
利
兵
衛
'
堀
部
銀
蔵
。



社
会

*
文
化

編

三
八

、
営
業
成
績

合

計
四
年 單

大
正

率

大四
正十
元五
年年

年 ノ度 /

/ 科い

五

6

5

五

八
六
八

七
五

七
〇
五

〇

四
八
ニ

九
四
〇

五

五
〇
七
• 円

〇
四
五;®

総

益

金

云

主

〇
四
五

七

〇
九
八

四
〇

六

〇

六

6
九
〇

六

〇
七
四

四

屋

七

九
八
七
. 円

X
On

総

損

金

〇
九
八

五

云

A
九

〇

〇

四
〇
九

五
〇
五

円

西

純

益

金

七
〇
九

五
〇
〇

九

四
八

? 円

五孤

純

損

金

六

〇

k
七
五 成

差

引

損

金

一
、
運
輸
槪
況

明
治
四
十
五
年
一
月
本
社
の
創
立
成
る
や
直
ち
に
第
一
期
計
画
と
し
て
汽
船
葉
山
丸
貳
九
屯
八
0
を
元
石
狩

汽
船
組
合
ょ
り
購
入
し
、
其
年
三
月
石
狩
港
解
纜
近
海
鰊
枠
曳
に
從
事
し
、
畢
て
五
月
帰
港
、
石
狩
川
沿
岸
札

幌
郡
篠
路
村
字
茨
戸
太

(
本
町
ょ
り
十
二
浬
上
流
に
あ
り
)
に
於
て
札
幌
区
を
発
す
る
札
幌
軌
道
株
式
会
社

の

馬
車
鉄
道
と
接
續
し
、
札
幌
、
本
町
間
旅
客

*
貨
物
の
船
車
連
絡
輸
送
を
な
し
、
更
に
航
路
を
厚
田
に
延
長
し

に
石
狩
、
茨
戸
間
は

一
日
二
回
乃
至
三
回
の
定
期
、
厚
田
は
不
定
期
航
路
と
し
本
日
に
及
べ
り
*

今
、
創
業
已
来
運
輸
の
統
計
を
示
せ
ば
左
の
如
し



合

計
四
年 1

1

年

大四
正十
元五
年年

V

/ ?

四
四 〇

九

五

〇

五

八

〇 2
九
九 人

旅

客

人

員

五、

六

四

-.t-
̶五
七
四
、屯

四

一五
六

七
屯

通

常

貨

数

量

四

九
八
〇

、

五

四 ノヽ石

木

材

数

量

、

石 八
九 九

四
六
九

五
四
五 设

曳

船

隻

数

燕本
麥期
輪通
送常
せ貨
ず物
にの
依減
るし
た
る
は

砂曳
利船
曳数
船の
あ多
り ぎ
し は
に治
依水
るエ
事
の

摘

要

こ
の
ょ
ぅ
に
し
て
石
狩
と
茨
戸
太
と
の
運
輸
交
通
の
便
が
開
け
た
が
、
冬
季
石
狩
川
は
氷
結
し
て
航
行
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ

と
、
雑
穀
類
な
ど
の
大
量
貨
物
が
陸
運
に
代

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
会
社
の
収
支
は
償
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め

「
大
正
五
年
札

幌
軌
道
会
社
が
石
油
発
動
機
船
を
充
当
し
た
。」
と
の
別
資
料
が
注
目
さ
れ
る
。

『
石狩
川
汽
船
株
式
会
社J

が
い
つ
ま
で
経
営
し
た
か
を
証
す
る
資
料
は
現
在
ま
で
見
当
た
ら
な
い
が
、
札
幌
軌
道
株
式
会
社

に
移
譲
さ
れ
た
の
は
、
大
正
五
年
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
年
で
あ
ろ
ぅ
。
な
お
、
「
同九
年
四
月
に
厚
田
̶
石
狩
間
定
期
航
海
の
た

め
石
油
発
動
機
船
三
共
丸
が
運
航
さ
れ
た
。」
と

『
石狩
町
沿
革
史
』
に
あ
る
の
は
、
大
正
五
年
の
船
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、

一
九
二
三

(
大
正
ニI〕

年
に
は
、
新
造
客
船
の
茨
戸
丸
が
石
狩
市
街
、
茨
戸
間
の
旅
客
お
ょ
び
貨
物
の
輸
送
を
開
始

C

毎
日
ニ
往
復
〕
し
た
。
そ
し
て
、

一
九
二
五

(
同
一
四
)
年
に
は
札
幌
丨
茨
戸
間
の
馬
車
鉄
道
が
ガ
ソ
リ
ン
車
に
代
っ
た
。

さ
ら
に
、
翌

一
五
年
八
月

一
五
日
か
ら
新
造
客
船
の
皐
月
丸

0

三

•
九
屯
〕
が
石
狩
̶
茨
戸
間
に
就
航
し
、
毎
日
三
往
復
し

社
会

•
文
化

編

三
九



社
会
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文
化

編

四〇

た
の
で
、
冬
季
間
を
除
く
と
石
狩
̶
札
幌
間
の
交
通
は

I

層
便
利
に
な
っ
た
。
車
月
丸
は

一
九
三
四

(
昭
和
九
)
年
に
は
、
毎
日

五
往
復
し
た

(
『
生振
村
百
二
十
年J

〕

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
八
年
に
札
幌
̶
石
狩
間
に
乗
合
バ
ス
が
運
転

(
『札
幌
軌

道
会
社J

経
営
)
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
町
住
民
な
ど
に
よ
る
そ
の
利
用
は
絶
え
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
皐
月
丸
の
終

航
は
定
か
で
は
な
い
が
、
航
路
の
河
川
工
事
か

ら
推
察
し
て
同
九
年
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
皐
月
丸
に
関
わ
る
話
と
し
て
、
大
暴
風
雨

の
激
浪
で
繫
船
中
に
沈
没
し
た
り
破
損
を
し
た
り
し
た
こ
と

や
、
川
の
結
氷

で
航
行
不
能
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
官
公
吏
の
出
迎
え
見
送
り
の
際
な
ど
に
船
付
場
で
石
狩
川
の

風
物
詩
を
構
成
し
た
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
。

さ
ら
に
以
上
の
■ほ
か
、
石
狩
川
の
水
運
と
し
て
、
昭
和
三
年
か
ら
同
八
年

の
間
、
茨
戸
よ
り
札
幌
治
水
事
務
所
美
登
位
工
場
ま

で
、
発
動
汽
船

の
ヵ
モ

メ

丸
が
一
日

ニ
往
復
し
て
い
た
。

な
お
、
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
川
船
に
よ
る
貨
物

の
運
送
も
盛
ん
で
、
船
も
年
と
と
も
に
大
型
化
し
、
雑
穀
、
雑
貨
を

取
扱

っ
て
い
た
。
ま
た
、
石
狩
市
街
に
は
、
千
歳J[l

流
域
や
江
別
か
ら
木
炭
、
石
炭
な
ど
が
昭
和
ニ〇

年
頃
ま
で
運
ば
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦

敗
戦
後
は
ト

ラ
ッ
ク

輸
送
が
こ
れ
に
替
わ
り
、
水
運
は
急
激
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。



第
二
節

道
路

•
陸
運

第

I

項

道
路

明
治
期
に

お
け

る
道
路

状
況
か

ら
締
く
と
、
北
海
道

庁
札
幌

支
庁
編
の

r

札
幌

支
庁
管
内

要
覧
』
(
一
九
二
ニ
〕
に
次
の

ょ
ぅ
に

記
述

さ
れ
て
い
る

。

道
路開

拓

時
代

̶
於
テ
國
縣
道

ヲ
定

メ
札
幌
區

ヲ
中
心

ト
シ
テ
各
方

面

>一

分
岐

開
繫

セ
ラ

ル
。
當
町

ハ
北

ハ
厚
田

、
濱
益

-!
、

東

ハ
當
別

-!
、
南

ハ
錢
函

等

-

1
通

ス
ル
要
路

ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
夙

二
假
定

縣
道

ヲ
設

ヶ
ラ
ル
。
即
チ
、
明
治
八
年

ニ
ハ
當
別

こ

至
ル
四
里
ニ
十
町
、
同
ニ
十
年
-|
ハ
輕
川
-1
至
ル
四
里
、
同
三
十
五
年
錢
凾
ニ
至
ル
五
里
十
町
、
同
三
十
七
年
_
ハ
高
岡
五

ノ
澤

-I

至
ル
-一
里
八
町

ノ
道
路

ヲ
開
繫

セ
ラ
レ
タ
リ
。
現
今

準
地
方
費
道
札
幌
留
萌

線

ハ
篠
路
村

ョ
リ
花
畔
及
石

狩

ヲ
經
海

岸

ヲ
北
進

シ
テ
厚
田
村

ニ
至

ル
。
同
石
狩
輕
川

停
車
場
線

ハ
、
花
畔

〗

！
於
テ
札
幌
留
萌
線
ョ
リ
分
岐
シ
樽
川
ヲ
經
テ
手
稲
村

輕
川

二
至
リ
國
道
四
號

線

-

1

合

シ
、
以
テ
本
町

ノ
幹
線
道
路

ヲ
成

ス
。

町
村
道

ノ
重

ナ
ル

モ
ノ

ハ
、
花
畔

ヲ
起
點

ト
シ
テ
大
字
樽
川
村

ヲ
經
手

稲
村

山

ロU

通
ズ
ル

花
畔

運
河
街
道

、
生
振
原
野

ヲ
東
西

-一
貫
通
シ

テ
當
別
村

>一

通
ズ
ル
生
振
南

ニ
號
線

街
道

及
(

ビ
〕
生
振
北

一
號
街
道

竝
ナ
ラ
ビ
㈡
石
狩

ヲ
起
點

ト
シ
テ

生
振
原
野
ヲ
南
北
11
貫
通
シ
テ
篠
路
村
ニ
通
ズ
ル
生
振
北
八
號
、
北
九
號
及
(
ビ
)高
岡

ヲ
經
テ
當
別
村
ー1
通
ズ
ル
當
別
街

道
等
ト
ス
。

社
会

•
文
化

編

四

一



社
会

*
文

化

編

四
ニ

明
治
、
大
正
期
に
お
け
る
こ
の
地
方
の
道
路
の
概
況
は
、
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
地
方
に

つ
い
て
は
、
そ
の
よ
り
以

前
か
ら
の
歴
史
が
あ
り
、
以
下
で
は
本
市
域
の
主
要
幹
線
道
路
に

つ
い
て
、
方
面
別
に
成
立
の
経
緯
と
変
遷
を
述
べ
る
こ
と

に
す

る
。

一、札幌方
面
へ
の
道
路

㈠
石

狩
̶
茨
戸
̶
札
幌
方
面
の
道
路

明
治
期
以
前
の
石
狩
か
ら
札
幌
方
面
へ
の
交
通
路
に

つ
い
て
は
、
前
節
で
も
触
れ
て

い
る
が
、
石
狩
川
か
ら
伏
籠
川

(
元
フ
シ

n

サ
ッ
ポP

川
)
、
発
寒
川
を
経
由
し
た
水
運
が
主
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
陸
路
に

つ
い
て
は
、
伏
籠
川
沿
い
の
通
路
が
利

用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か

っ
た
が
、
幕
末
期

(
安
政
年
間
)

に
石
狩
役
所
調
役
の
荒
井
金
助
が
膝
路
に
農
民
を
移
住
さ
せ
て
、
専
ら

開
墾
を
樊
励
し

一
八
六
六

(
慶
応
ニ
〕
年
に
元
村
で
大
友
亀
太
郎
が
御
手
作
場
を
経
営
し
て
か
ら
、
こ
の
通
路
は
次
第
に
改
修
さ

れ
、
石
狩
丨
札
幌
間
連
絡
の
幹
線
道
路
と
な
っ
て

い
っ
た
。

I

八
六
九

C

明
治
ニ
〕
年
に
開
拓
使
が
設
置
さ
れ
、
や
が
て
本
格
的
に
札
幌
経
営
が
始
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
直
後
の
募
集
移
民

は
、
主
と
し
て
花
畔
、
丘
珠
、
元
村
、
苗
穂
に
入
植
し
た
の
で
、
こ
の
道
路
は
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
移
民
.や
、
石
狩
、
勇
払
方
面

往
来
の
人
々
に
よ
っ
て
よ
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
開
拓
使
は
同
三
年
、
札
幌
̶
石
狩
間
の
道
路
開
削
に
着
工
し

た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
地
元
民
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は

一
八
七
三

(
同
六
)
年
に
早
山
清
太
郎
が
移
住
民
を
誘
導

し
て
、
札
幌
̶
篠
路
間
の
小
径
を
改
修
し
、
翌
七
年
に
篠
路
か
ら
茨
戸
太
ま
で
の
新
道

一
八
町
余
に

つ
き
、
自
費
ニ
五〇

円
で
切

り
開
い
て
開
拓
使
か
ら
賞
状
を
受
け
て

い
る
な
ど
の
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
早
山
清
太
郎
は
、
引
き
続
き
新
道
開



削
を
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
同
年

一
一
月
に
茨
戸
太
丨
花
畔
間
を
請
負

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
花
畔
村
内
に
つ
い
て
は
村
民

(
南
部団
体
移
民
)
が
工
事
を
担
当
し
て
お
り
、
費
用
は
官
民
が
折
半
し
て
い
る
。
さ
ら
に
'
早
山
は
同
七
年
八
月
に
、
花
畔
村

字
サ
ッ
ナ
ィ
川
か
ら
石
狩
原
野
ま
で
の
約

一
里

一
五
丁
、
幅
ニ
間
の
新
道
を
開
設
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
石
狩
市
街

(
石狩
港
)
と

札
幌
間
の
道
路
が
連
結
し
'
両
者
を
繫
ぐ
道
路
が

「
石狩
街
道
」
と
称
さ
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
同
一

一
年
に
は
石
狩

か
ら
札
幌
に
至
る
馬
車
道
工
事
が
始
っ
た
。
開
拓
使
の
道
路
里
程
測
量

(
明治

一
二
年
)
に
札
幌
̶
石
狩
間
七
里
と
あ
り
、
同
ニ

五
年
現
在
に
お
け
る
全
道
馬
車
道

一
◦
線
の

一
つ
と
し
て
、
札
幌
丨
石
狩
間
五
里
ニ
四
町
五
四
間
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何

れ
も
こ
の
篠
路
、
丘
珠
経
由
の

「
石狩
街
道
」
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
同
一
九
*
一〇

年
に
は
、
創
成
川

(
明
治
七
年
に
札
幌
の
吉
田
堀
.大
友
堀
を
合
し
て
命
名
〕
と
寺
尾
堀

(
明治
三
年
/

北
六
条
̶
旧
琴
似
川
間
)
に
続
け
て
、
琴
似
川
か
ら
茨
戸
ま
で
が
直
線
的
に
堀
削

C

琴
似
新
川
)
さ
れ
た
の
で
、
一二

年
に
そ
れ

に
沿
っ
て
幅
四
間
の
茨
戸
新
道
が
開
削
さ
れ
た
。
こ
れ
が
後
の
「
石狩
街
道
」
'
二
級
国
道
札
幌
留
萌
線
、
現
在
の
国
道
二
三
一
号

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
北
垣
道
庁
長
官
の
時
代
の
同
二
八
年
に
は
、
水
運
に
供
す
る
た
め
札
幌

(
篠
路
ロ
〕
か
ら
茨
戸
間
の
長
さ
三
里
、
幅

四
間
の
堀
削
が
着
手
さ
れ
、
数
力
所
に
水
門
が
設
け
ら
れ
て
、
三0

年

一〇

月
に
完
成
し
た
(
現
在
の
創
成
川
下
流
部
)。
こ
れ
に

よ
り
茨
戸
新
道
も
追
々
改
修
さ
れ
、
旧
来
の

「
石狩
街
道
」
は
何
時
の
間
に
か

「
丘
珠街
道
」
ま
た
は

「
篠
路街
道
」
と
呼
ば
れ

る
よ
ぅ
に
な
り
、
創
成
川
沿
道
路
、
茨
戸
新
道
等
を
総
称
し
て
「
石
狩
街
道
」
と
言
わ
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
明
治
ニ
一
年
に
開
通
し
た
(
新
〕「
石狩
街
道
」
は
、
札
幌
、
石
狩
、
留
萌
方
面
を
連
絡
す
る
主
要
路
線
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
ま
も
な
く
県
道
西
海
岸
線
の

一
部
に
認
定
さ
れ
、
大
正
八
年
の
道
路
法
の
発
布
に
よ
り
翌
九
年
四
月
に
準
地
方
費
道
札

幌
留
萌
線
と
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
が
戦
後
の
昭
和
二
八
年
に
は
二
級
国
道
二
三
一
号
に
昇
格
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

社
会
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社
会

•
文
化

編

四
四

こ
の
国
道
の
町
内
沿
革

の
一
部
に

つ
い
て

『
石
狩
町
誌
』
中
巻I

.

中
巻
ニ
に
記
述
し
て
お
り
、
そ
の
部
分
に
関
し
て
は
省
略

す
る
が
、
幾
ら
か
の
点
を
以
下
に
補
記
し
て
お
く
。

r
1

八
九
ニ

(
明
治
ニ
五
〕
年
九
月¥

花
畔
村
内
の
石
狩
街
道
が
大
破
損
し
、
人
馬
往
来
が
困
難
に

つ
き
、
村
中
協
議
の
上
、

I

戸I
名
宛
の
人
夫

(
計
六
二
人
)
を
募

っ
て
該
地
を
修
繕
し
た
。

一
、

一
八
九
五

C

同
二
八
〕
年
三
月¥

石
狩
川
の
洪
水
に
ょ
り
、
茨
戸
か
ら
花
畔
村
北
五
線
の
間
が
欠
壊
し
、
往
来
が
危
険
と
な

っ
た
た
め
、
居
住
者
六
戸
が
移
転
し
た
。
ま
た
、
土
地
流
失
の
恐
れ
が
あ

っ
た
の
で
、
工
事
着
手
方
を
花
畔
村
総
代
ょ
り
願
出
た

(
そ
の
後
、
こ
の
区
間
の

I

部
は
三
回
道
路
を
変
更
し
て
い
る
)
。

一
、

一
九
五
七

(
昭
和
三
ニ
〕
年
/
石
狩
̶
花
畔
間
の
盛
土
工
事

(
北
三
線
〜
五
線
間
〕
が
完
成
し
、
以
後
茨
戸
̶
石
狩
間
も
そ

れ
を
実
施
し
た
。

I
、

一
九
六I

C

同
三
六
)
年i
1
九
六
四

(
同
三
九
)
年¥

石
狩
市
街
か
ら
茨
戸
間
の
舗
装
工
事
を
実
施
し
た
。

一
、

一
九
六
八

C

同
四
三
〕
年¥石

狩
河
ロ
橋
の
エ
事
が
起
エ
と
な
り
、
ー
九
七
ニ
(
昭
和
四
七
〕
年
七
月
ニ
〇
日
に
開
通
し
た

(
五
一
年
に
全
橋

(
長
さ

一'四
ニ
ーキロ
メー
ト
ル
、
幅

一o

メー

ト
ル
)
完
成
〕
。
ま
た
、
同
年
七
月
三

一
日
、
河
口
渡
船
場

フ
ェy

1

ボ
ー
ト
が
廃
止
さ
れ
た
。

一
、

一
九
六
九

(
同
四
四
〕
年

一
一
月¥

国
営
石
狩
河
口
渡
船
場
が
町
営
に
移
管
さ
れ
た
。

I
、

一
九
七
八

C

同
五
三
)
年
三
月
三

一
日¥同

渡
船
終
航
会
が
催
さ
れ
た
。

I
、

一
九
八〇

(

同
五
五
〕
年¥

石
狩
放
水
路
橋
が
開
通
し
た
。

一
'

一
九
九O

C

平
成
ニ
)
年¥

茨
戸
大
橋
、
花
畔
大
橋
、

一
般
国
道
石
狩
湾
新
港
関
連
道
路
が
開
通
し
た
。



㈡

花
畔
市
街
丨
札
幌
市
手
稲
区
方
面
の
道
路

現
道
道

「
石狩
手
稲
線
」
で
、
長
い
間
通
称

「津
軽
道
路
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

こ
の
区
間
の
道
路
は
、
排
水
工
事
と
と
も
に
、

一
八
八
八

C

明
治
ニI

>

年
に
起
工
と
な
り
、
翌
年
八
月
に
竣
工
し
た
。
そ
の

工
費
と
し
て
は
、

一
万
四

一
六
三
円
七
四
錢
九
厘
を
要
し
た
。
ま
た
'
そ
の
工
事
内
容
はf

札
幌
區
史
』
(
一
九I

I
)

に
よ
る
と
、

「
花畔
よ
り
軽
川

(
注¥

下
手
稲
村
〕
に
至
るI

直
線
の
排
水
渠
に
し
て
、
延
長
四
五
三
九
間

一
尺
、
幅
三
間
五
尺
乃
至
四
間
五

尺
餘
、
深

一
間
餘
乃
至I

間

一
尺
餘
、
全
線
を
甲
乙
丙
三
區
と
し
、
甲
は
軽
川
よ
り
東
流
し
小
樽
内
排
水
渠
に
注
ぎ
'
乙
は
丙
の

境
よ
り
西
向
し
、
同
く
小
樽
内
排
水
渠
に
注
ぎ
、
丙
は
乙
の
境
よ
り
東
流
し
、
花
畔
に
至
り
石
狩
川
に
入
る
。

ま
た
、
道
路
は
延
長
四
七
八
九
間

一
尺
、
幅
三
間
、
排
水
溝
に
沿
ひ
て
築
造
し
'
片
側
に
幅
七
尺
乃
至
九
尺
の
下
水
を
設
け

C

る
)。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
橋
梁
は
ニ
つ
で
、
長
さ
四
ニ
尺
と
五〇

尺
、
幅
は
各

ニ
ー
尺
で
あ
っ
た
。

こ
の
道
路
は
小
榑
丨
石
狩
間
を
連
絡
す
る
要
路
で
、
開
通
と
同
時
に
貨
物
運
搬
旅
人
の
通
行
が
す
こ
ぶ
る
頻
繁
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
区
間
の
大
半
は
泥
炭
地
で
あ
っ
た
た
め
、
毎
年
夏
季
に
は
乾
燥
し
て
野
火
の
類
焼
を
被
む
っ
て
は
通
行
が
絶
た
れ
、
春
秋
に

は
ぬ
か
る
み
が
深
く
て
人
馬
の
通
行
に
困
難
を
極
め
る
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
開
通
直
後
の
同
二
三
年
に
、
石
狩
、
小
樽
、

下
手
稲
、
花
畔
お
よ
び
厚
田
等
の
有
力
者
の
寄
附
金
を
募
り
、
そ
の
ニ
六
五
円
四o

錢
を
も
っ
て
修
繕
し
た
が
効
果
は
少
な
く
、

翌
年
の
人
馬
の
通
行
は
甚
だ
困
難
で
あ
っ
た
。
な
お
、
村
費
で
も
そ
の
多
額
の
負
担
を
し
切
れ
な
い
の
で
、
道
庁
に
よ
り
修
繕
し

て
欲
し
い
と
の
願
い
が
、
ニ
五
年
に
下
手
稲
村
惣
代
人
芹
野
藤
三
郎

•
村
上
藤
吉
、
花
畔
村
惣
代
山
本
多
蔵

*
金
子
精

一
郎
か
ら

札
幌
外
九
郡
長
林
悦
郎
宛
に
提
出
さ
れ
て
い
る

(
惣代
金
子
精

一
郎¥

『
石狩
郡
花
畔
村
記
録

C

控
〕J

に
よ
る
)
。
ま
た
、
こ
の

関
連
資
料
を
次
に
示
し
て
お
く
。

社
会

•
文
化

編

四
五



社
会

■
文
化

編

四
六

北
海
道
石
狩
國
石
狩
郡
本
町
中

島
房
藏

明
治
二
十
四
年

I

月
中
石
狩
國
石
狩
郡
花
畔
村

ヨ
リ
札
幌
郡
下
手
稲
村
字
輕
川

-一
達
ス
ル
道
路
修
繕
費

ノ
内

一
金
五
圓
寄
附
候

段
苛
特
候
事

明
治
二
十
五
年
七
月
二
十
日

北
海
道
廳
長
官
從
四
位
賊
三
等
渡

邊
千
秋

國

ー

r

そ
の
後
、
こ
の
道
路
は
改
良
工
事
が
進
め
ら
れ
、

一
九I

一c

明
治
四
四
〕
年
に
は

r

石
狩
馬
車
組
合j

の
名
称
で
、
軽
川
̶

石
狩
間
の
馬
車
運
賃
値
下
げ
の
広
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
道
路
は
ま
た
、

I

九
ニ〇

(
大
正
九
〕
年
に

「
石
狩
軽
川
停
車
場

線
」

の
名
称
で
準
地
方
費
道
に
昇
格
、
大
正

一
一
年
に
は
前
述
の
通

り
馬
車
鉄
道
が
そ
こ
に
敷
設
さ
れ
て
い

る
。

第
二
次
世
界
大

戦
後
は
、
札
幌
市
北
西
部
の
都
市
化

の
伸
展
に
#
な
い
、
こ
の
道
路
の
利
用
が
増
大
し
た
の
で
、

一
九
六

一(

昭

和
三
六
〕年
に
盛
土h

事
が
実
施
さ
れ
'
そ
れ
に
ょ
り
冬
季
間
の
車
の
利
用
が
可
能
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
沿
線
の
市
街
地
化
と
、

石
狩
湾
新
港
開
発
地
域
へ
の
幹
線
と
し
て
の
重
要
性
か
ら
、
こ
の
道
路
は

「
都
市
計
画
路
線
石
狩
手
稲
通
」
と
し
て
、
全
区
間
が

拡
幅
さ
れ
、
歩
道
も
設
置
さ
れ
た
。

㈢
樽
川

村

•
花
川
地
区
か
ら
新
琴
似
方
面

の
道
路

|九
七
五

(
昭
和
五
0
)年
三
月
三
ー
日
に
道
々
「樽
川
篠
路
線
」
に
昇
格
し
、
花
川
地
区
か
ら
札
幌
市
の
地
下
鉄
麻
生
駅
方

面
に
至
る
こ
の
道
路
は
、
そ
の
後
札
幌
市
内
へ
の
通
勤
通
学
な
ど
の
幹
線
道
路
と
し
て

交
通
量
の
増
加
が
著
し
い
。

こ
の
道
路
は
、
道
々

「
石
狩
手
稲
線
」
か
ら
、
樽
川
村
東
四
線

(
逋
称
南
四
線
)
を
経
て
札
幌
市
界

(
発寒
川
〕
に
至
る
ま
で



の
約

一
、〇

〇
〇

メ
̶
ト
ル
が
町
域
で
あ
る
。
こ
れ
に
接
続
す

る
札
幌
市
域
の
道
路
開
削
に

つ
い
て
は
、
『
琴似
町
史J

C

札
峴
市

役
所¥

一
九
五
六
)
に
詳
し
い
。
す
な
わ
ち
、
通
称
新
琴
似四

番

通
は
、

一
八
八
六

(
明
治I

九
)
年
度
に
開
削
さ
れ
、
翌
ニo

年
五
月
ニ〇

日
、
屯
田
兵

一
四
六
戸
が
こ
の
道
路
周
辺
に
配
備
さ
れ
た
。
こ
れ
が
新
琴
似
兵
村
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
ニ

一
年
に

は
七
四
戸
の
後
続
者
た
ち
が
移
住
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
に

つ
い
て
み
る
と
、
『
新琴
似
町
史J

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。「新

琴
似
兵
村四

番
通
り
を
石
狩
町
の
樽
川
に
通
ず
る
道
路
は
明
治
三
十
五
年
、
兵
村
会
の
手
で
道
路
開
削
す
る
こ
と
を
謹

決
し
た
が
、
兵
村
会
だ
け
の
経
費
だ
け
で
は
容
易
に
着
工
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
精
密
な
予
算
案
を

つ
く
っ
て
補
助
金
の

下
附
を
江
頭
庄
三
郎
が
代
表
と
な

っ
て
、
時
の
吉
原
兵
次
郎
戸
長
と
連
署
の
上
に
申
請
し
た
が
、
官
庁

の
形
式
の
た
め
に
何

度
か
却
下
さ
れ
た
が
、
つ
い
に
三
十
九
年

(
I

九〇
六
〕

六
月
総
予
算
金
ニ
千
九
十
八
円
八
十
八
錢
で
着
工
、
九
月
に
至

っ

て
延
長

一
千
五
百
間

(
ニ
、
七0

0
メー

ト
ル
〕
の
俗
に
い
う
樽
川
道
が
完
成
し
た
。
こ
の
完
成
に
は
予
算
額
の
半
額
が
補

助
金
と
し
て

交
付
さ
れ
た
だ
け
な
の
で
、
各
組
か
ら
延

一
千
人
の
賦
役
が
参
加
し
て
、
汗
の
協
力
の
結
果
が
結
実
し
た
も
の

で
あ
る
。
」

樽
川
村
と
新
琴
似
兵
村
が
こ
の
道
路
に

よ
っ
て
連
結
さ
れ
、
「
石
狩
街
道
」
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
発
寒
川

の
周
辺
は
泥
炭
地

の
上
、
排
水
が
不
良
の
た
め
、
人
馬
の
通
行
は
困
難
を
極
め
た
。
そ
の
悪
路
改
修
作
業
は
'
樽
川
、
新
琴
似
の

住
民
に
よ
っ
て
、
木
材
を
敷
い
た
り
'
紅
葉
山
砂
丘
の
西
側
か
ら
掘
り
出
し
た
玉
石
を
投
入
し
た
り
、
側
溝
の
水
吐
き
に
当
た

っ

た
り
す
る
な
ど
し
て
、
実
に
昭
和
三〇

年
代
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

社
会

•
文
化

編

四
七



社
会

.
文
化

編

四
八

同
四〇

年
代
初
頭
か
ら
は
、
町
域
の
南
線
地
区

(
現
花
川
南
〕
に
大
規
模
住
宅
団
地
が
造
成
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
こ
の
悪
路
区

間
を
開
発
業
者
が
補
修
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
こ
れ
に
次
い
で
、
花
畔
団
地
が
開
発
さ
れ
、
こ
の
道
は
生
活
道
路
と
し
て
の
重
要

性
が
高

ま

り

、

五o

年
に
は
道
々
に
昇
格
さ
れ
た
。

㈣
花
畔

村

•
花
川
地
区
か
ら
新
琴
似
方
面
の
道
路

新
琴
似
か
ら
篠
路
屯
田
兵
村
を
経
由
し
て
発
寒
橋
を
通
り
、
花
畔
村
の

「
石
狩
街
道
」

に
至
る
道
路

(
南花
畔
通
)
は
、

一
八

九〇

(
明
治
二
三
)
年
に
屯
田
兵
に
ょ
っ
て
開
削
さ
れ
た
大
排
水
路

(
安
春
川
)
に
沿

っ
て
設
け
ら
れ
た
。

ニ
、
當
別
方
面
へ
の
道
路

一
八
七

一C

明
治
四
〕
年
、
シ
ッ
プ

(現
厚
田
村
大
字
聚
富S

に
入
地
し
た
仙
台
の
旧
岩
出
山
藩
主
伊
達
邦
直
と
そ
の
家
臣

は
、
こ
の
地
が
開
墾
に
不
適
な
た
め
、
当
別
に
拝
借
地
を
願
出
て
、
開
拓
使
の
許
可
を
得
た

の
で
、
新
道

の
測
量
と
開
削
と
に
着

手
し
た
。
そ
の
測
量
は
、
六
月
ニ
ニ
日
に
開
始
さ
れ
た
。
「
測
置
係
は
火
煙
を
揚
げ
て
方
位
を
定
め
、
其
路
線
を
実
測
し
」
(『
當
別

村
史J

)
、

幅
六
尺
内
外
に
伐
開
し
て
進
み
、
七
月
三
日
に
そ
の
作
業
を
終
え
て
シ
ッ
プ
に
帰
着
し
た
。
そ
れ
に
続
け
て
七
月
ニ〇

日
か
ら
は
、

一
七
歳
以
上
の
男
女
総
人
数
が
、
道
路
開
削
工
事
に
従
事
し
た
。
そ
れ
は
石
狩
物
揚
場

0
R

石
狩
川
河
口
渡
船
場

の

右
岸
桟
橋
下
流
〕
を
工
事
起
点
に

し
て
、
二
三
日
高
岡
の
丘
陵
地

(
現
生
振
村

一
三
線
北
八
号
附
近
〕

に
、
ニ
六
日
シ
リ
ァ
ツ
ヵ

y

沢
に
、
ニ
九
日
、
材
木
沢
へ
と
仮
宿
し
な
が
ら
進
み
、
着
手
以
来

一

一
日
を
要
し
て
五
里
七
町
余

(
約
ニ
一
キu

メー

ト
ル
)

の
小
径
を
開
き
当
別
に
達
す
る
と
い
ぅ
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
石
狩
丨
当
別
間
道
路
の
始
ま
り
で
あ
る
。
ま
た
、
邦
直
は
明
治

七
年
に
当
別
村
費
を
も
っ
て
石
狩
̶
当
別
間
の
新
道
を
開
削
し
た

(
後
に
官
費
が
支
出
さ
れ
た
)。
さ
ら
に
翌
八
年
に
は
、
早
山
清



太
郎
が
開
拓
使
に
命
ぜ
ら
れ
て
、
「
石狩
八
幡
町
若
生
御
藏
脇
よ
り
當
別
村
迄
、
凡
四
里
余
、
幅
ニ
間
」
の
新
道
を
開
削
し
た
(奥

山
亮

『
早山
清
太
郎
伝J〕

。
そ
の
後
は
ま
た
、
当
別
高
岡
、
当
別
太
(
現当
別
町
美
登
江
〕、
獅
子
内
が
開
拓
地
と
さ
れ
た
の
で
、
三I

年
に
石
狩
̶
獅
子
内

̶

材
木
沢
̶
当
別
間
の
「
石狩
街
道
」
と
呼
ば
れ
た
新
道
が
開
削
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
従
来
の
石
狩
̶
当
別
間
の
道
路
は
、
「
石

狩
旧
道
」
と

な
っ

た
。

石
狩
か
ら
獅
子
内
経
由
の
新
道
は
、
道
々
当
別
石
狩
線
、
国
道
三
三
一
号
と
呼
称
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

三
、
厚
田
方
面
へ
の
道
路

厚
田
方
面
へ
の
道
が
、
松
前
藩
時
代
か
ら
西
蝦
夷
地
沿
岸
唯I

の
通
行
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
多
く
の
紀
行
記

や
史
書
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
石
狩
元
場
所
の
所
在
地
で
あ
っ
た
石
狩
川
河
口
を
丸
木
舟
で
渡
り
、
石
狩
川
右
岸
に

沿
っ
た
道
を
約I

里
北
上
し
て
シ
ッ
プ
川
に
達
し
、
厚
田
領
に
入
る
と
い
ぅ
経
路
を
迎
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
期
以
降
に
つ
い
て
は
、

前
記
の
通
り
札
幌
̶
石
狩
̶
厚
田
̶
浜
益
丨
増
毛
̶
留
萌
方
面
を
連
絡
す
る
県
道
西
海
岸
線
と
し
て
認
定
さ
れ
、
準
地
方
費
道
札

幌
留
萌
線
を
経
て
、
現
在
の
国
道
二
三
一
号
と
な
っ
た
。
石
狩
町
域
に
つ
い
て
は
一
九
七
六C

昭
和
五
一
)
年
の
石
狩
河
口
橋
の

完
成
に
よ
り
、
路
線
が
現
在
の
よ
ぅ
に
変
更
さ
れ
た
。
ま
た
、
八
幡
町
望
来
間
に
つ
い
て
は
、
大
正
時
代
か
ら
石
狩
町

•
厚
田
村

共
願
で
植
民
道
路
開
削
を
請
願
し
た
結
果
、
海
岸
沿
い
か
ら
現
在
の
路
線
と
な
っ
た
。

四
、
銭
函

•
小
榑
方
面
へ
の
道
路

明
治
中
期
ま
で
の
銭
函
̶
石
狩
間
の
通
行
は
、
石
狩
湾
の
砂
丘
に
沿
っ
た
小
径
で
あ
っ
た
。
幕
末
期
の
紀
行
記
に
は
、
こ
の
路

社
会

.
文
化

編

四
九



社
会

•
文
化

編

五〇

の

ハ
マ
ナ
ス

原
と
フ
ン
べ

ム
ィ

の
小
休
所
が
度
々
出
て
く
る
。
ま
さ

に
こ
の
間
は
ハ
マ
ナ
ス

P

丨
ド
で
あ

っ
た
。
そ
の
後

I

九〇

五

(
明
治
三
八
)
年
に
花
畔
̶
銭
函
間
排
水
運
河
工
事
が
起
工
さ
れ
、
三
力
年
で
完
成
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
数
年
間
舟
運
に

利
用
さ
れ
た
が
'
石
狩
川
の
水
を
導
入
で
き
な
い
た

め
、
小
樽
内
川
̶
花
畔
間
は
専
ら
大
排
水
路
と
し
て
の
効
用
を
果
し
た
。
ま

た
、
こ
の
堀
削
土
を
盛
土
し
て
排
水
運
河
に
添

っ
た
道
路
が
開
通
さ
れ
、
主
要
幹
線
と
し
て
大
い
に
利
用
さ
れ
た
。
こ
れ
が
現
在

の
国
道
三
三

一
号
の
始
め
で
あ
る
。

一
方
、
「
石
狩
街
道
」
の
矢
臼
場
か
ら
分
岐
し
て
、
海
岸
保
安
林
内
を
横
断
し
、
樽
川
村
の
十
線
浜

(
宿
泊
所
•馬
宿
が
あ

っ
た
〕

を
経
て
、
小
樽
内
か
ら
銭
函
に
至
る
通
称

r

錢
凾
道
路
」
は
、
明
治
初
期
に
開
削
さ
れ
、
水
産
物
、
生
活
物
資
輸
送
の
ほ
か
銭
函

方
面
へ
の
短
絡
道
路
と
し
て
ょ
く
利
用
さ
れ
た
。
そ
の

一
部
区
画
は

一
九
五
七

(
昭
和
三
ニ
)
年
に

「
石
狩
樽
川
線
」
と
し
て
町

道
に
認
定
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
矢
日
場
か
ら
の
ご
く

一
部
分
だ
け
，か
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

五
、
町
域
内
主
要
幹
線
道
路

町
域
内
の
道
路
網
が
設
定
さ
れ
た
の
は
、

一
八
九
三

(
明
治
ニ
六
)
年
の
軽
川
原
野
、
花
畔
原
野
、
生
振
原
野
の
殖
民
地
選
定

に
伴
ぅ
区
画
測
設
に
ょ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
当
時
は

「
里
道
」
と
称
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
併
せ
て
、
風
防
林
、
大

排
水
な
ど
の
位
置
も
定
め
ら
れ
た
の
で
、
貸
付
地
に
は
団
体
、
単
独
の
入
地
者
が
次
第
に
増
加
し
、
こ
れ
に
伴
な
っ
て
刈
分
道
(
下

草
と
立
木
を
伐
り
払

っ
た
だ
け
の
、
地
形
の
ま
ま

に
起
伏
し
た
道
路
)
が
造
ら
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
以
後

の
改
修
改
良
工
事
の
促
進
方
と
道
路
新
設
、
橋
梁
架
設
な
ど
に

つ
い
て
、
各
行
政
機
関
へ
の
陳
情
、
請
願
が
相

次
い
だ
。
こ
の
地
の
行
政
上
で
も
、
そ
れ
ら
は
最
大

の
懸
案
事
項
で
あ
り
、
土
木
事
業
で
あ

っ
た

Q

石
狩
町
誌
』
中
巻

一
.
一
一参



そ
し
て
前
記
の
生
振
村
幹
線
道
路

(
町
道
)
の
う
ち
、
当
別
太
と
若
生
町
か
ら
生
振
原
野
を
経
て
篠
路
村
に
至
る
道
路
は
、
石

狩
川
の
新
水
路
工
事

(
I

九

I

八
年
〜

一
九
三

一
年
〕
に
よ
っ
て
断
た
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
道
々

「
矢
臼
場
札
幌
線
」
が

村
内
を
貫
通
し
、
加
え
て
、
石
狩
湾
新
港
地
域
の
開
発
等
に
伴
う
「道
央
新
道
」
、
国
道
二
三

一
号
の
村
内
通
過
に
よ
り
、
こ
の
地

は

一
躍
交
通
の
要
地
と
な

っ
た
。

な
お
、
花
畔
村
お
よ
び
花
川
北

•
南
は
、
石
狩
湾
新
港
地
域
の
開
発
、
大
規
模
住
宅
団
地
の
形
成
に
よ
り
、
都
市
計
画
道
路
の

整
備
が
著
し
い
。

六
、
石
狩
川
右
岸
地
域
の
道
路

北
生
振
地
区
に
は
、
国
道
三
三
七
号
か
ら
分
岐
し
、
美
登
位
を
経
て
当
別
町
方
面
に
向
う
広
域
農
道
が
貫
通
し
て
い
る
。
ま
た
、

生
振
原
野
の
農
地
開
発
事
業
に
よ
り
、
こ
の
地
区
の
道
路
が
整
備
さ
れ
た
。

高
岡

•
五
ノ
沢
地
区
の
幹
線
道
路
で

あ
る
高
岡

一
号
線
、
同
二
号
線
、
同
三
号
線
、
同
四
号
線
は
'
何
れ
も

一
九
二〇

(
大
正

九
〕
年
に
町
道
に
認
定
さ
れ
、
改
良H

事
が
実
施
さ
れ
た
。
現
在
、
高
岡

一
号
線
の
う
ち
、
五
ノ
沢I

春
別
間
と
地
蔵
沢
貯
水
池

経
由
当
別
町
界
ま
で
の
町
道
が
、
道
々

「
望
来
当
別
線
」

の

一
部
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
現
在
で
は
厚
田
村
大
字
望
来
村
か
ら
大
字
聚
富
村
を
経
て
、
高
岡
上
台
を
通
過
し
、
当
別
町
高
岡
方
面
に
至
る
広
域
農

道
が
開
通
さ
れ
て
い
る
。

七
、
近
時
に
お
け
る
所
管
別
道
路
内
容

一
九
八
六

(
昭
和
六I

)

年
四
月

一
日
現
在
で
、
所
管
別
に
本
市
域
関
係
道
路
の
延
長
な
ど
を
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

社
会

.
文
化

編

五
一



社
会

.
文
化

編

五

二

石
狩
市
域
関
係
所
管
別
道
路
内
容

総
数

町
道

同 同 同 同 同 同 同
道
A 同 同

国
道

区

分
計

花atticFp
札
幌
線

岩
見
沢
石
狩
線

雲
篇
線

小
榑
石
狩
線

矢
臼
場
札
幌
線

樽
川
篠
路

石
狩
手
稲
線

計 1 号

七 七

七 ニ

路

線

四
七

八

四

A
五

六 四
〇

六
A
〇

九

三
〇
八

四
四
九

>

六

五

〇

六

〇

九

七

1
七
四
九

実

延

長

m

五 四
九

6
七
八

六

〇0 〇
〇

九

八
七

四

七
六

六

〇
〇

〇0 8 8
舗
装
率

%
一

九
〇

五
〇
六

八 i 四
四
四 1

五
〇 九

八

橋
梁

長

m

(
町
都
市
計
画

課¥

『
石
狩

の
都
市
計
固J

)



ま
た
、

一
九
八
五

(
昭
和
六o

〕

年
度
末
の
都
市
計
画
道
路
は

一
八
路
線
で
'
そ
れ
ら
の
路
線
名
を
挙
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ

る
。

西
五
丁
目
樽
川
通

.
石
狩
手
稲
通

.
花
川
通

•
南
花
畔
通

.
若
葉
通

•
中
央
通

•
北
陽
通

.
紅
葉
山
通

•
創
成
川
通

•
港
通

.

石
狩
通

•
道
央
新
道

•
小
樽
石
狩
通

•
流
通
通

•
搏
川
中
央
通

•
花
畔
埠
頭
通

•
花
畔
中
央
通

•
花
川
南
五
条
通

さ
ら
に
、I

九
八
五

(
昭
和
六o

)

年
現
在
の
町
道
橋
梁
数
は
五
九
、
同
年
の
町
道
除
雪
路
線
数
は
六
五〇

と
な

っ
て
い
る
。

八
、
町
内
の
渡
船
場

北
海
道
第
ー
の
長
流
石
狩
川
は
、
本
市
域
を
還
流
し
て
日
本
海
に
注
い
で
い
た
。
そ
し
て
、
石
狩
川
(
旧
本
流
で
あ
っ
た
茨
戸

川
、
眞
勲
別
川
を
含
む
)
で
分
断
さ
れ
た
各
地
区
を
結
ぶ
渡
船
場
は
、
こ
の
地
方
の
人
々
に
と
っ
て
'
か
つ
て
は
重
要
な
交
通
手

段
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
河
口
の
渡
船
場
は
、
近
世
末
期
か
ら
昭
和
五
三
年
に
至
る
ま
で
の
約
ニ〇

〇

年
近
い
歴
史
を
有

し
、
国
道
の
渡
船
場
と
し
て
名
を
広
く
に
知
ら
れ
て
い
た

(
中巻
ニ
参
照
)
。

し
か
し
、
か
つ
て
八
力
所
あ

っ
た
渡
船
場
は
、
す
べ
て
廃
止
さ
れ
て
今
は
な
い
。
そ
れ
ら
各
渡
船
場
の
位
置
、
期
間
な
ど
は
次

の
通
り
で
あ
っ
た
。
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江
戸
時
代
末
期
丨
昭
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三
年

昭
和
三
七
年
〜
同
四
七
年

明
治
三
三
丨
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四
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同

三
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〜

同

四
九

同
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七
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同
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大
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昭
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〜
昭
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江
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時
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安
政
五
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治
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治
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発
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機
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船
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人
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C

エ
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馬

船
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C

石
狩
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田

ス
エ
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石
石
太
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井
利
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進

外
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伊
平
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架橋同

前

利
用
者
減

同

前

締
切
堤
防

利
用
者
減

同
前

架
橋

同

前

石
狩

(河
口
〕

同

前

花
畔
市
街
地

花
畔i

一
線

茨

戸

生
振
八
線

生
振
基
線

小
樽
内
川

茨

戸

石

狩

川

同

前

石

狩

川

C
茨
戸

川
；}

同

前

同

前

同

前

石

狩

川

小
撙
内
川

発

寒

川

若
生
町

同
前

生
振
村

同

前

生
振
村

生
振
村

美
登
位

小
樽
内

茨
戸
太

社
会

*
文
化

編

渡
船

場

一
覧

五
四

渡
船
場
名

川

名

位

置

右岸

左岸

期

間

渡
船

種
類

最
終
担
当
者

廃
止
の
理
由

c

注¥

小
搏
内
川
の
橘
は
度
々
流
失
し
て

い
る
の
で
、
渡
船
は
明
治
初
期
ま
で
あ

っ
た
(
古
荖
談
)
。
ま
た
、
渡
船
史
に

つ
い
て
は
、r

い
し
か
り
渡
船

場
物
語j

c

石
狩
町
郷
土
研
究
会¥

一
九
九0

〕

に
詳
し
い
。
)

第
二
項

自
動
車

の
旅
客

•
貨
物
運
輸

大
正
九
年

一
◦
月
三
日
に
'
石
狩
町
の
大
越
利
平
が
石
狩
札
幌
軽
川
間
を
自
動
車
に
ょ
っ
て
旅
客
運
送
を
開
始
し
た
が
、
翌
ー

◦
年
八
月
ニ
九
日
に
営
業
を
廃
止
し
た
。
ま
た
、
同
一
四
年

1
0

月
に
石
狩
町
の

『
稗
田
自
動
車
部J

が
花
畔
石
狩
間
の
自
動
車

運
転
を
毎
日
五
往
復
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
時
代
に
は
、
茨
戸
̶
石
狩
間
に
定
期
客
船
が
就
航
し
、
札
幌
へ
の
連
絡
が
良
か

っ
た



の
で
、
自
動
車
に
よ
る
営
業
は
経
営
的
に
苦
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

加
え
て
、
同|

五
年
六
月
か
ら
石
狩
！
厚
田
間
に
貸
切
自
動
車
が
運
転
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
昭
和
三
年

一
二
月一

〇

日
に
、
石
狩
町
大
字
八
幡
町
の
堀
江
寅
吉
が
、
石
狩
と
当
別
間
の
乗
合
自
動
車
路
線
の
許
可
を

得
て
、
毎
日

一
往
復
の
運
航
を
し
た
。
さ
ら
に
同
人
は
、
同
五
年
七
月

一
七
日
に
石
狩
̶
厚
田
間
の
貨
物
自
動
車
路
線
許
可
を
、

さ
ら
に
六
年
四
月
九
日
に
、
石
狩
•江
別
管
内
乗
合
お
よ
び
貨
物
貸
切
許
可
を
得
た
。
同
八
年
四
月

一
四
日
に
は
、
『
石狩
自
動
車

運
輸
合
資
会
社
』
の
社
員
田
中
松
次
郎

(
大字
船
場
町
)
に
貨
物
貸
切
運
輸
営
業
が
許
可
さ
れ
た
。

ま
た
、
同
年
七
月
ニ〇
日
、
稗
田
繁
藏
経
営
のr

石
狩
茨
戸
間
乗
合
自
動
車
運
輪j

営
業
が

r

札
幌
軌
道
株
式
会
社j

に
譲
渡

さ
れ
た
。
そ
の
車
輛
は
ニ
ニ
人
乗
り

一
台
、I

八
人
乗
り

一
台
で
あ
っ
た
。
稗
田
は
ま
た
、
同
九
月
ニ
九
日
に
、
石
狩
町
大
字
花

畔
村
市
街
地
よ
り
小
撙
郡
朝
里
村
錢
凾
駅
前
に
至
る
一
二
籽
九
二
三
メ
ー
ト
ル
八

一
の
乗
合
自
動
車
営
業
の
許
可
を
得
て
い
る
。

そ
し
て
、
昭
和
八
年IO

月

ニ
四
日
付
の

『
北
海タ
ィ

ム
スJ

は
、
札
幌
丨
石
狩
間
の
乗
合
バ
ス

運
転
に
つ
い
て
、
次
の
よ
ぅ

に
報
じ
て
い
る
。
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札
幌
、
石
狩
間
に
乘
合
パ
ス
運
轉

厚
田
方
面
と
連
絡

石
狩
國

に
於
け

る
僻
陬

の
地
で
あ
る

石
狩
、
厚
田
の
海
岸
方
面
は

從
来
茨
戸
か

ら
小
蒸
気
船
に

ょ
り
辛
ぅ
じ
て
交
通

の
便

を
圖

っ
て
ゐ
た
が
今
回
札
幌
軌
道
會
社
で

は
犧
牲
を
拂
ひ

シ
ボ
レ
ー
二
十

一
人
乘
自
動
車

ニ
奎
を
購
入
し
乘
合
バ

ス
を
開
始

し
同
方
面

の
連
絡
を

と
る

こ
とk

な

っ
た
が
其
時
刻
左
の
如
く
で
あ
る
。

A
下
り

茨
戸
着

茨
戸
発

石
狩
着

八
四
五

前
九

0
〇

I
〇

三O
九
四
五

一〇
〇
o

1
〇

四〇

一
一
四
五

M
IO
O

一I

一四〇

ニ
四
五

後

三o
〇

三
四
五

四
四
五

五〇
〇

六

一〇

五
四
五

六0
0

六
四
0

札
幌
発

lr

八0
0

九〇
〇

ニ

〇
o

後

ニ8四〇
〇

五〇
〇

A

上

前
六0
0

八8

二

o
〇

後

ニ〇
〇

三o
〇

後

七〇
0

八
四〇

一
四o

ニ
四〇

四

一
〇

八〇
〇

九〇
〇

ニ

1
0
0

後

三〇
0

五〇
〇

八
四
五

九
四
五

ニ
四
五

三
四
五

五
四
五

接
続
地

厚
田

石
狩

厚
田

同
石
狩

石
狩

発
厚
田

石
狩

厚
田

石
狩

厚
田
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五
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五
八

五〇
o

五
四
〇

六o
〇

六
四
五

石
狩

な
お
、一

〇

月

一
三
日
付
の
同
紙
に
、
「
秋
の
石
狩
川
へ

漁
見
物
の
一
日

本
社
小
撙
支
局
の
催
し
」と
い
ぅ
見
出
し
の
記

事
が
所
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と

(
期
日
はI

◦
月

一
五
日
)
そ
のn

丨
ス
は
、
「
南小
搏
̶
札
幌

(汽
車
〕

札
幌
̶

茨
戸

(
ガ
ソ
リ
ン
ヵ
ー
)

茨
戸
̶
石
狩

(
機船
往
復
ど

と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、

こ
れ
を
読
む
と
、

札
幌
丨
石
狩
間
の
交
通
機

関
は
、
翌
九
年

一
一
月
ニ〇

日
に

軌
道
営
業
が
中
止

(
廃
止
は
一〇

年
三
月

一
五
日
)
さ
れ
る
ま
で
、
ガ
ソ
リ
ン
力ー

と
機
船
と

に
よ
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
同

一o

年
四
月
二
日
付
の
同
紙
は
、
「
石狩
太
美
間
バ
ス
開
通
」
の
見
出
し
で
、
「札
沼
線
石
狩
太
美
駅
と
石
狩
町
八

幡
町
間
の

『堀
江
自
動
車
商
会
バ
ス
』
が
、
十
八
日
よ
り
運
轉
を
開
始
。
始
発
車
時
間
は
石
狩
発
午
前
九
時
、
午
後
十
二
時
、
太

美
発
は
午
前
九
時
三
十
分
、
午
後|
時
。
料
金
は
金
五
十
錢
と
な
っ
た
。
尚
五
月

一
日
よ
り
は
四
往
復
と
な
る
箸
」
と
報
じ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
り
前
年

一
一
月
ニ〇

日
に

、
札
幌
駅
か
ら
石
狩
当
別
駅
間
が
開
通
し
た
札
沼
線
と
石
狩
町
間
を
連
絡
す
る
新
た
な

交
通
路
線
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

同|

◦
年
四
月
、
『
札幌
軌
道
株
式
会
社j

は
、
社
名
を

『札
幌
軌
道
バ
ス
株
式
会
社j

と
改
め
て
、
バ
ス
営
業
に
転
換
し
た
。

そ
の
当
時
の
車
輛
は
シ
ボ
レー

六
台
と
ダ
ッ
チ
ブ
ラ
ザI

一
台
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
同
会
社
は

「
水
郷茨
戸
」
の
宣
伝
に
努
め

る
と
と
も
に
、
札
幌
市
北
七
条

一
丁
目
と
茨
戸
間
の
路
線
の
ほ
か
に
、
茨
戸
̶
生
振
間
、
茨
戸
̶

路
間
を
延
長
し
た
。
ま
た
、

同
社
は
社
名
を
さ
ら
に

『
札幌
観
光
バ
ス
株
式
会
社J

(代
表
¥

村
田
不
二
三
•安
達
力
)
と
変
更
し
、
バ
ス
事
業
の
ほ
か
、
同
社

所
有

(
一
部国
か
ら
借
用
)
の

『
水郷
茨
戸
』
(
一
一年
造
成
)
に
遊
覧
船
を
入
れ
る
な
ど
し
て
観
光
事
業
に
も
力
を
入
れ
た
。

こ
の
当
時
の
同
社
案
内
を
見
る
と
、
当
町
内
に
関
し
て
、
釣
魚
場
の
茨
戸
湖
、
生
振
の
勢
至
觀
音
堂
、
「
は
ま
な
す
の
花
薰
る
石
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狩
の
海
濱
」
'
ア
キ
ア
ジ
の
綱
引
き
を
挙
げ
て
い
る
。

昭
和

一
五
年
に
は
、
『
厚
田
自
動
車
合
名
会
社J

が
設
立
さ

れ
た
。
こ
の
会
社
は
、
宮
本
大
助
、
宮
本
正
美
、
柴
田
栄

一

ら
が
、
石
狩
町
の
堀
江
寅
吉
と
厚
田
村
の
竹
本
知
太
郎
が
そ

れ
ぞ
れ
経
営
し
て
い
た
バ
ス
事
業
を
譲
り
受
け
、
資
本
金

一

万
ニ〇

◦〇

円
で
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
営
業
所
は

厚
田
村
に
置
か
れ
た
。

そ

し
て

、

バ
ス

五
台

と

ハ
ィ

ヤー
1

台
に
ょ
り

、

石
狩
八

幡
町
と
太
美
間
、
厚
田
村
と
石
狩
八
幡
町
間
で
バ
ス

営
業
が

始
め
ら
れ
た
。

同I

七
年
三
月
、
鉄
道
省
が
地
方
長
官
会
議
で
パ
ス
事
業

の
統
合
、
再
編
成
を
断
行
す

る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と

か
ら
、
道
内
に
お
い
て
も
バ
ス
統
合
の
調
査
研
究
が
進
め
ら

れ
て
い
た
が
、
七
月
六
日
に
北
海
道
庁
警
察
部
か
ら
道
内
七

地
区
の
統
合
案
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
ょ
り
、
こ
の
統
合
を
具

体
的
に
進
め
る
地
区
委
員
会
が
設
置
さ
れ
'
企
業
合
併
に
向

け
て
大
き
く

一
歩
を
踏
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
し

て
、
幾
多
の
迂
余
曲
折
を
経
た
結
果
、
バ
ス
事
業
の
戦
時
統

五
九
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六〇

合
に
よ
っ
て
、
札
樽

•
石
狩

•
空
知

•
後
志
地
区
の

ニI

業
者
が
対
等
合
併
し
、
『
北
海
道
中
央
乗
合
自
動
車
株
式
会
社j

が
誕
生

し
た
の
は
'
昭
和

一
八
年
三
月

一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
同
社
は
本
社
を
小
樽
市
、
支
社
を
小
撙
市
と
札
幌
市
に
置
き
、
資
本
金
が

一
三
五
万
円
で
、
取
締
役
社
長
に
は
杉
江
仙
太
郎
が
選
出
さ
れ
た
。

同
社
は
ま
た
、
三
月

一
日
か
ら
仮
営
業
を
開
始
し
、

一
二
月

一
日
付
で
運
輪
通
信
省

(
鉄
道
省
を
改
組
)
か
ら
事
業
経
営
譲
渡

認
可
を
得
、
翌

一
九
年

一
月
二
七
日
に
小
樽
区
裁
判
所
で
会
社
設
立
の
登
記
を
完
了
し
た
。

次
に
昭
和
ニ〇
年
代
か
ら
同
三
◦
年
代
前
半
ま
で
の
石
狩
̶
花
畔
間
の
冬
季
間
旅
客
輸
送
に

つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

昭
和
ニ〇

年
代
に
な

っ
て
も
、
馬
橇
が
唯

I

の
旅
客
お
よ
び
貨
物
輸
送
手
段
で
あ
っ

た
。
バ
ス
が
本
町
市
街
の
終
点
ま
で
運
行

す
る
の
は
、
融
雪
状
態
に
も
よ
る
が
、
四
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ニ〇

年
代
の
石
狩
港
は
鰊
の
荷
揚
地
で
賑
わ

っ
て
お
り
、
食
糧
難
の
当
時
に
お
い
て
は
、
速
か
に
札
幌
市
に
搬
送
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
た
め
ニ
ニ
年
の
三
月
に
、
『
石狩
町
漁
業
会I

、

『
北
海
道
中
央
乗
合
自
動
車
株
式
会
社J

等
の
関

係
者
に
よ
り
、
札
峴
丨
石
狩
間
の
除
雪
が
実
施

(
以
後
毎
年
実
施
)
さ
れ
た
の
で
、
大
型
バ
ス
の
運
行
も
そ
の
お
蔭
を
受
け
て
早

ま
っ
た
。
と
い
っ
て
も
、
市
街
地
は
除
雪
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
バ
ス
は
市
街
入
口
ま
で
の
運
行
で
あ

り

、

終
点
ま
で
入
っ
た
の

は
三
◦
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
八
年
五
月
に
準
地
方
道
札
幌
̶
留
萌
線
が
二
級
国
道
二
三

一
号
に
指
定
さ
れ
た
が
、
石
狩
̶
花
畔
間
の
道
路
は
両
側
の

路
肩
よ
り
低
い
た
め
に
、
地
吹
雪
や
大
雪
で
す
ぐ
に
埋
ま
り
、
雪
溜
り
が
所
々
に
生
ず
る
状
態
は
変
ら
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
『
北

海
道
中
央
バ
ス
株
式
会
社J

札
幌
地
方
営
業
部
は
、
札
幌
市
、
石
狩
町
、
石
狩
漁
業
協
同
組
合
な
ど
と
協
力
し
て
春
先
の
雪
割
り

に
力
を
入
れ
、
バ
ス
の
運
行
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
札
幌
市
民
に
新
鮮
な
鰊
を
供
給
す

る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た。

I

方
、
北
海
道
開
発
局
札
幌
開
発
建
設
部
は
、
二
八
年

一
二
月I

日
か
ら
翌
年
二
月

|

七
日
ま
で
、
札
幌
市
郊
外c

石
狩
町
内
)



で

雪
試
験
を
実
施
し
た
。
そ
の
延
長
は
九
キ

ロ
メー

ト
ル
で
あ
り
、
プ
ル
ト
ー
ザ1

D
50

と
ト
ラ
ク
タ̶

T
•
D
.
9

に
タ
イ

ヤ
ー
ロI

ラ
ー
を
牽
引
さ
せ
て
そ
れ
.か
な
さ
れ
た
。
タ
イ
ヤ

ロ
ー
ラ
の
重
量
は
、
六
ト
ン
か
ら
始
め
、
雪
の
固
結
す
る
に
つ
れ
て

八
〜

1
0

ト
ン
ま
で
漸
増
し
て
い
っ
た
。

|
〇

ト
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
牽
引
可
能
限
界
の
積
雪
深
は
、
大
体四

〇
セ

ン
チ

メー

ト
ル

で
あ
っ
た
。
転
圧
は
原
則
と
し
て
、
毎
日
午
前
と
午
後
に

一
往
復
ず

つ
で
あ
っ
た
が
、
長
時
間
降
雪
に
充
分
な
効
果
を
上
げ
る
に

は
、
ニ
キp
メー

ト
ル
に
一
台
の
割
で
|3
|
ラ
ー
を
配
置
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
し
、
融
雪
時
に
は
全
然
効
果
が
な
く
な
る

な
ど
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
圧
雪
試
験
は
花
畔1

石
狩
間
で
実
施
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
の
試
験
を
注
視
し
て
い
た

『
北
海
道
中
央
パ
ス
株
式
会
社J

は
、
造
材
運
搬
用
の

「
パ
チ
」
と
称
す
る

一
種
の
馬
橇

を
車
輪
代
り
に
使
い
、
そ
の
上
に
札
幌
整
備
工
場
で

製
作
し
た
簡
易
ボ
デー

の
約
ニ〇

人
乗
り
の
バ
ス
を
乗
せ
、
旧
陸
軍
の
九
五

式
軽
戦
車
で
牽
引
し
、
圧
雪
し
た
道
路
を
走
ら
せ
て
'
乗
客
や
荷
物
を
運
ぶ
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
ニ
九
年

ニ

一月
二
三
日
に

雪
上
パ
ス
の
試
運
転
を
行

っ
た
が
'
雪
が
少
な
く
て
石
狩
行
を
中
止
し
、
試
験
運
行
は
翌
年
に
延
期
さ
れ
た
。

な
お
、
牽
引
に
使
用
し
た
九
五
式
軽
戦
車
は
、
昭
和

一
◦
年
に
制
式
決
定
さ
れ
た
旧
陸
軍
の
主
力
軽
戦
車
で
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
事

件
に
初
出
動
し
、
太
平
洋
戦
争
中
に
南
方
各
方
面
の
戦
闘
で
盛
ん
に
使
わ
れ
て
お
り
、

K
V

ジ
ン
は

ニ

IO

馬
力
空
冷
デ
ィ
ー
ゼ

ル
.
ユ
ン
ジ
ン
で
、
重
量
は
七

•
四
ト
ン
、
最
高
速
度
が
時
速
四〇

キ
ロ
メI

ト
ル
な
ど
の
性
能
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
雪
上
バ
ス
は
、
圧
雪
調
査
結
果
や
試
運
転
の
結
果
を
も
と
と
し
て
改
良
さ
れ
、
三

一
年

一
月

一
六
日
か
ら
石
狩
線
の
花
畔

I

石
狩
間
の
運
行
に
登
場
し
た
。
牽
引
車
に
定
員

ニ
五
名
の
座
席
を
も
つ
客
車
を

つ
け
た
ト
レ
̶
ラー

の
ょ
ぅ
な
も
の
で
、
時
速

八
〜
ニo

キa

メ
̶
ト
ル
位
で
走
行
し
た
。
地
元
の
人
は
そ
れ
を

「
そ
り
バ
ス
」
と
呼
ん
で
利
用
し
た
。
花
畔
丨
石
狩
間
は

一
日

五
往
復
、
料
金
は

一
五0

円

位
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
雪
上
バ
ス
は
、
吹
雪
で
視
界
の
き
か
な
い
日
に
は
す
ぐ
運
休
し
た
の
で
、

客
は
馬
橇

(
定
員
四
名
位
)
に
集
ま
る
が
、
あ
ふ
れ
た
人
は
歩
か
ね
ぱ
な
ら
な
か

っ
た
。

社
会
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文
化
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一
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そ
し
て
、
三I

年

ニ

一月
か
ら
の
雪
上
バ
ス
は
、
三〇

人
乗
り
の
客
車
に
改
造
さ
れ
、
暖
房
付
き
と
な
っ
た
。

馬
橇
も

r

客
馬
橇
組
合j

を
つ
く
り
、
料
金
を
統
一
し
て
運
行
し
た
。
し
か
し
、
吹
雪
の
時
に
は
雪
上
車
の
運
行
が
連
日
続
い

て
、
客
は
花
畔
か
ら
札
幌
に
引
き
返
し
た
り
、
馬
橇
で
寒
さ
に
震
え
な
が
ら
、
な
ん
と
か
石
狩
市
街
ま
で
通
行
す
る
と
い
ぅ
状
態

が
翌
年
三
月
ま
で
続
い
た
。

三

一
年
一
月
に
石
狩
町
謹
会
に
交
通
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
同
委
員
会
は
町
と
と
も
に
石
狩
̶
花
畔
間
の
国
道
土
盛
工
事
に
つ

い
て
、
北
海
道
開
発
局
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関

へ
猛
運
動
を
展
開
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
年
夏
か
ら
花
畔
ニ
線
̶
六
線
間
の

部
分
改
良
工
事

(
延
長約

一
.
八
キ
ロ
メI

ト
ル
、
巾
六

•
五
メ
̶
ト
ル
、
高
さ

一•0

五
メー

ト
ル
)
が
着
手
さ
れ
、
三
ニ
年

ま
で
そ
れ
が
継
続
さ
れ
た
。

こ
の
土
盛
工
事
と
、
ブ
ル
トー
ザ
ー
三
台
に
よ
る
茨
戸
̶
石
狩
間
の
常
時
除
雪

c

北
海
道
開
発
局
)
実
施
に
よ
り
、
三
三
年
の

冬
か
ら
は
、
花
畔
̶
石
狩
間
ま
で
バ
ス
が
運
行
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
「
前
年冬
ま
で
雪
上
バ
ス
を
運
行
さ
せ
、
乗
客

一
人
当
り
四
.

五
十
円
の
赤
字
を
出
し
て
い
た
会
社
は
大
喜
び」

と
報
じ
ら
れ
た
。

こ
ぅ
し
て
、
石
狩
の
雪
原
を
ニ
冬
疾
走
し
た
雪
上
バ
ス
は
車
庫
に
入
り
'
鈴
の
音
を
響
か
せ
て
数
十
年
駆
け
続
け
た
馬
橇
も
な

く
な
っ
た
。

な
お
、
昭
和
ニ〇

年
以
降
の

『
北
海
道中
央
バ
ス
株
式
会
社
』
の
当
町
関
係
路
線
に
つ
い
て
の
主
要
記
事
に
よ
る
と
左
記
の
通

り
で
あ
る
。

昭
和
ニ
四
年
三
月

一
五0

¥

花
畔
線

(
五
番館
横
丨
新
琴
似

•
南
四
線
経
由1

花
畔
〕
の
北
ニ
四
条
東
一
丁
目
〜
花
畔
間
免

許
。
軽
川

.
石
狩
線

(軽
川
駅
丨
石
狩
)
の
軽
川
駅

(
現
在
の
手
稲
駅
〕
〜
南
四
線
間
免
許
。

社
会

■
文
化

編

六
三



社
会

*
文

化

編

六
四

昭
和
ニ
五
年
石
狩
発
札
幌
行
は

一
日
七
便

•
石
狩
発
花
畔
行
はI

日
六
便
。

昭
和
三
ニ
年
五
月

I

日¥

生
振
線

C

日
劇
前
〜
生
振
経
由i

石
狩
〕
の
茨
戸
〜
矢
臼
場
間
免
許
。

昭
和
三
三
年
度¥

札
幌
〜
石
狩
間
往
復
貸
切
バ
ス
料
金
が
、
三
九
人
以
下
九
千
八
百
円
、
四〇

～

四
九
人

一
万
二
百
円
、
五

〇

人
丨
五
九
人

I
万
六
百
円
。

昭
和
三
七
年

一
一
月
四
日¥
樽
川
線
開
通
。

昭
和
四o

年
三
月

一
日¥

生
振
線
の
生
振
観
音
〜
矢
日
場
間
を
廃
止
。

昭
和
四
一
年
一
二
月

一
日¥

新
札
幌
団
地
線
開
通
。

昭
和
四
一
年
一
二
月

一
五
日¥新

タ
ー
ミ
ナ
ル

(
札幌
市
大
通
東

一
丁
目
〕
営
業
開
始
。

昭
和
四
七
年
五
月

一
六
日¥

札
浜
線

(
札幌
タ
ー
ミ
ナ
ル
ー
浜
益
幌
)
、
当
石
線

(
当別
タ
！
ミ
ナ
ル
〜
高
岡
局
丨
石
狩
渡
船

場
)
の
石
狩
三
線
〜
札
来
内
間
お
ょ
び
厚
田
〜
濃
昼
間
免
許
。



昭
和
四
八
年¥

樽
川
線
中
止
。

昭
和
四
九
年
九
月
二
八
日
/
石
狩
待
合
所
が
青
木
宅
ょ
り
移
転
。

昭
和
五
一
年
二
月

I

日¥

花
畔
団
地
線

(
地
下
鉄北
ニ
四
条
駅
〜
花
畔
団
地
}
開
通
。

昭
和
五
三
年

I

二
月

I

日
/
石
狩
営
業
所
開
所

(
矢臼
場
)。

昭
和
五
七
年

I

ニ
月

I

日¥
石
狩
営
業
所
を
花
畔
に
新
築
し
、
矢
臼
場
か
ら
移
転
。

昭
和
五
八
年

I
I

月
ニ
四
日¥

石
狩
新
港
線

(
地
下
鉄麻
生
駅i

花
川
南
団
地
丨
石
狩
新
港
北
八
線
六
号
)
の
六
線
〜
石
狩

新
港
北
八
線
六
号
間
免
許
。

昭
和
五
八
年

I

一
月
ニ
一
日¥

札
幌
整
備
セ
ン
タ
ー
を
旧
石
狩
営
業
所
跡

(
矢臼
場
〕
に
開
設
。

ま
た
、
昭
和
五
九
年
現
在
の
町
内
関
係
バ
ス
運
行
系
統
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

社
会

•
文
化

編

六
五



社
会

•
文
化

編

六
六

パ
ス

運
行

系
統

(
昭
和
五
九
年

三
月
末
現
在

崁
印
は
戛
季
間
の
み
運
行
)

札
幌

事
業
本
部

生 石 石 花
畔

団
地

線

花
川
南
団
地
線

系

振 狩 狩 統

線 線 線
名

同 同
札
幌
タ

地

下

鉄

麻

生

駅

花
川
南
九

亍

地

下

鉄

麻

生

駅

1
奉

北

営
同 同

札
幌
タ

同 同 同 同
地

下

鉄

麻

生

駅

札
幌
タ

1
起

前 前

ミ

ナ

ル

業

所
前 前 ナ

ノレ

前 前 前 前 ナ

ノレ

点

南 北 茨 花
川

南

団
地

茨 茨 茨 茨 花
川
南

f
巨

花
川
南

f
g

花
川

f
目

花
川

五
丁
g

花
川

九
の

経

八

号 号 戸 戸
戸
戸 戸

由

生 生 南 石
狩
新
港
北
八
線
六
号

石 石 石 石 石 十 石 花 花
川
北

丁
目

花 花 花 花

振 振

四

狩 狩
狩

八

im lr
F p

nr.lr
F p
川

南

川

南

終

観 観 高 高
幡

団 団
団 団

点

音 音 号 校 校 狩 狩 町 線 狩 地
irnly
F p 地 地 地

一

七 四 四 四 五 m m 七
九
〇

往
復
回
数

九

6
九

6 八

す:
八

四

八

三

七

八

六 m

七

〇 九

五 四

〇 八 四
キ

p

程

〇 〇 〇
九
〇
七
〇
九
〇
%
〇

■=：

〇

四
〇
〇

A
〇

四
〇
〇
八
〇
八
〇
八
〇
八
〇 〇

八
〇

運
賃

§



札 当 手 石

狩
町

内
線

厚 石 稲

線 線 線

同 同
札
幌
タ

当
別
タ

同 同
手

稲

札
幌
タ

手

稲

札
幌
タ

石 茨

駅 駅 戸

前 前 ナ
ル

ナ
ル
前 前

北

D
ナ
ル

北
ナ
ル 狩 園

厚 高

岡

手
稲
ブ

手 手 北

田 来 局 ル 稲 稲 号

戸 濃 厚 母 南 花 南 南 花 南 生

田 田 子 ̶ 畔
線
子 振

̶ ニ 小

墓 役 会 〇 団
学

観

苑 昼 場 館 線 地 線 線 畔 校 館 音

四 四 八 八
̶

〇 四
土-

% 八 云 _

A
五
九
四
九 云 八 四 三 七 九 九 六 六

一 七 四 四 〇 一 九 ニ 四 六 七 七

0

九
〇
〇

七

〇 〇 8
ニ

〇
〇
〇

A
〇
八
〇
九
〇 〇

五
〇

ト

ピ
ッ
ク

三

話

乗
合
バ
ス
と
石
狩
町
と
の
閱
わ
り
は
、
札
幌
丨
石
狩
間
で
半
世
紀
を
越
ぇ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
出
来
事
や
話
題
に
は
事
欠
か
な

い
が
、
そ
の
ぅ
ち
の
幾
つ
か
を
次
に
紹
介
す
る
。

一
、
石
狩
町
初
の
女
性
運
転
手

第
二
次
世
界
大
戦
に
突
入
直
前
の

一
九
四一

(

昭
和
一
六
年
)I

〇
月

に
は
、
乗
用
自
動
車
の
ガ
ソ
リ
ン
使
用
が
全
面
的
に
禁
止

社
会

•
文
化

編

六
七



社
会

•
文
化

編

六
八

と
な
り
、
代
用
燃
料
の
木
炭
車
が
運
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
う
え
男
性
運
転
手
が
軍
に
徴
用
、
召
集
さ
れ
て
人
手
不
足
と

な
っ
た
た
め
、
女
性
運
転
手
が
養
成
さ
れ
て
バ
ス
を
運
転
し
た
。
戦
時
統
合
さ
れ
た

『
北
海
道中
央
乗
合
自
動
車
株
式
会
社
』
で
も

女
性
運
転
手
を
札
幌
.
小
樽
に
配
置
し
た
が
、
そ
の
一
人
に
石
狩
町
の
藤
井
ミ
4
(
旧
姓
表
)
が
い
た
。
藤
井
は
石
狩
町
の
終
点
待

合
所
か
ら
、
札
幌
市
北
七
条
東

一
丁
目
の
パ
ス
待
合
所
ま
で
の
区
間
の
パ
ス
の
運
転
手
を

|

九
四
四

(
昭
和
一
九
)
年
秋
か
ら
戦
後

の
一
九
四
六

(昭
和
ニI

)

年
秋
ま
で
勤
め
た
。
砂
利
で
ガ
タ
ガ
タ
道
路
、
狭
い
橋
梁
、
車
の
部
品
不
足
'
そ
れ
に
加
え
て
木
炭
パ

ス
のH

V

ジ
ン
を
始
動
さ
せ
る
ま
で
の
重
労
働
な
ど
の
た
め
仕
事
は
辛
か

っ
た
。
同
乗
の
車
掌
に
は
石
狩
市
街
の
川
島
ト
メ
'
坂
上

ミ

ッ

エ
、

有
田

陽
子
と
ベ
ア
と

な
る
こ
と
が
多
か
つ
た
と
い
う
。

ニ
、
札
幌
の
デ
パー

ト五
番

館
横
の
バ
ス
炎
上
事
故

昭
和
ニ
六
年
七
月
ニ
六
日
午
後

一
時
、
札
幌
発
石
狩
行
中
央
パ
ス
札
三

一〇
〇

号

(扶
桑

I

九
四
八
年
型
〕
が
、
札
幌
市
北
四
条

西
ニ
丁
目
の五

番

館
横
を
発
車
し
て
直
後
、
約
三〇

メ
ー
ト
ル
を
東
進
し
た
場
所
で
、
運
転
席
後
部
に
積
ん
で
あ
っ
た
映
画
の

フ
ィ

ル
ム
ニ
ニ
巻
が
突
然
発
火
、
た
ち
ま
ち
車
内
に
燃
え
広
が
り
、
ま
た
た
く
間
に
車
体
の
粋
組
み
だ
け
を
残
し
て
全
焼
し
た
。
こ
の
た

め
乗
客
の
う
ち

一
二
人
が
死
亡
、
三
二
人
が
重
軽
傷
を
負
う
と
い
う
大
惨
事
に
な
っ
た
。
火
の
ま
わ
り
が
早
か

っ
た
上
、
乗
降
ロ
が

全
部
左
側

|
ヵ
所
だ
け
で
、
非
常
ロ
が
な
く
、
ま
た
、
ガ
ラ
ス
の
破
損
を
防
ぐ
た
め
窓
7
ク
に
鉄
の
保
護
棒
を
取
り
つ
け
て
あ
っ
た

た
め
窓
か
ら
の
脱
出
が
困
難
と
な
り
、
惨
事
が
大
き
く
な
っ
た
。

そ
の
死
者
、
重
軽
者
の
う
ち
、
石
狩
町
民
は
九
名
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

フ
ィ
ル
ム
は
、
同
日
夜
石
狩
劇
場
で
上
映
す
る
た

め
、
移
動
映
画
業
者
が
輸
送
を
バ
ス

会
社
に
依
頼
し
て
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
出
荷
原
因
は
札
幌
市
警
の
取
調
べ
に
ょ

る
と

、

タ
バ

コ
の
火
、
バ

ッ
テ
リ
ー
の
ス
パ
ー
ク
に
ょ
る

引
火
、
バ
ス
に

積
み
込
む
ま
で
三〇

分
以
上
も
強
い
陽
射
の
路
上
に
置
い



て
い
た
た
め
に
起

っ
た
フ
ィ
ル
ム
の

自
然
発
火
な
ど
が
考
え
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
決
め
手
と
は
な
ら
ず
、
結
局
原
因
不
明
の
ま
ま

と
な
っ
た
。

な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
こ
の
慘
事
の
ニ
の
舞
い
を
防
ぐ
た
め
、
札
幌
市
交
通
局
で
は
六o

台
の
市
バ
ス
内
窓
に
取
り
つ
け
て
あ

っ
た
保
護
棒
を
全
廃
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
七
日
か
ら
早
速
取
外
し
作
業
に
か
、
っ
た
。
ま
た
同
時
に
バ
ス
内
の
消
化
器
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
予
算
の
都
合
が

つ
き
次
第
旧
車
に
も
非
常
口
を
と
り
つ
け
る
予
定
。」
「
札
幌
陸
運
局
で
は
二
七
日
午
前
九
時
半
か
ら

緊
急
会
議
を
開
き
、
対
策
を
決
定
、
直
ち
に
全
道
自
動
車
業
者
に
指
示
。
運
輸
省
に
法
規
の
根
本
改
正
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」

と
報
道
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
大
惨
亊
が
与
え
た
衝
撃
は
各
方
面
に
大
き
か
っ
た
。

三
、
全
国
バ
ス
ガ
イ
ド

コ
ン
ク
ー
ル
大
会
で
優
勝
し
た
石
狩
の
車
掌

石
狩
町
大
字
船
場
町
の
金
田
玲
子

(
旧姓
山
田
)
がr

北
海
道
中
央
バ
ス

株
式
会
社
』

に
入
社
し
た
の
は
、

一
九
五
ニ

(
昭
和
ニ

七
)
年
四
月
の
こ
と

で
あ
る
が
、
石
狩
線
の
車
掌
を
三
力
月
ほ
ど
勤
め
た
頃
、
同
社
が
観
光
貸
切
り
バ
ス

事
業
を
強
化
す
る
た
め
観

光
バ
ス

ガ
イ
ド
を
養
成
す
る
こ
と

に
な

り
、
上
司
の
勧
め
に
応
じ
て
そ
の
た
め
の
特
訓
を
受
け
た
。

そ
し
て
、
入
社
し
た
年
の
一〇

月
末
、
バ
ス
ガ
イ
ド
コ
ン
クー

ル
北
海
道
地
区
大
会
が
札
幌
市
民
会
館
で
開
催
さ
れ
た
が
、
金
田

は
第
二
部
の

！
！̶
ヵ
ル
線
観
光
ガ
イ
ド
の
部
で
二
位
に
入
賞
し
た
。
ま
た
、
金
田
は
引
き
続
き
翌I

九
五
三c

昭
和
二
八
)
年
二
月

二
七
日
に
、
東
京
都c

日
比
谷
公
会
堂
〕
で
開
か
れ
た
第
三
回
全
国
観
光
バ
ス
ガ
イ
ド
コ
ン
クー

ル
大
会

(
運輸
省

•
日
本
乗
合
自

動
車
協
会

•
国
鉄

•
全
日
本
観
光g

動
車
連
盟
の
共
催
)
の
第
二
部
に
出
場
し
、
み
ご
と
に
優
勝
し
た
。
な
お
、
こ
の
全
国
優
勝
の

披
露
宴
が
、
地
元
の
大
字
仲
町

(
現
在
の
石
狩
停
留
所
)
の
会
社
車
庫
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
金
田
は
結
婚
の
た
め
ニ
年
後
に
同

社
を
退
職
し
て
い
る
。

社会

■
文化

編

六
九



社
会

■
文
化

編

七〇

主
要
参
考
資
料

r
北
海
道

新
聞j

一
九
五
一
年
七
月
ニ
六
日
夕
刊
号

.
同
七
月
二
七
日
号
他

田
中
実

r

石
狩
町
年
表j

石
狩
町
史
編
集
委
員
会

一i

ハ
八

r
開
発
』

第
一

五
号

北
海
道

開
発
局

一
九
六
八

『
北
海
道
中
央
パ
ス
四
十
年
史j

北
海
道

中
央
バ
ス
株
式
会
社

一
九
八
四

田
中
実

「
石
狩
の
冬
」

『
い
し
か
り
暦』

第
一〇

号

一
九
九

一



第
三
節

鉄
道
計
画

•
都
市
高
速
軌
道
誘
致
運
動

•
軽
石
軌
道

第I

項

鉄
道
計
画

一
八
七
四

(明
治
六
)
年
、
開
拓
使
顧
問
ヶ
ブ

ロ
ン
が
、
開
拓
使
地
質
学
兼
鉱
山
師
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
•
ス
ミ
ス
.
ラ
ィ
マ
ン
の

幌
内
炭
山
調
査
の
結
果
を
聞
い
て
、
黒
田
開
拓
次
官
に
書
簡
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
、r

此
石
炭
を
互
市
場

-一
輸
出

ス
ル
ュ

二
道
ア
リ
、

ー
-|
石
炭
坑
3
リ
石
狩
川
迄
凡
十
四
英
里
ノ
間
鉄
道
ヲ
造
リ
、
夫
ョ
リ
川
ヲ
下
シ
「
ス
ト
!3
ゴ
ノ
フ
湾
(筆
者
注
、

石
狩
湾
)
ヲ
横
断

シ
、
小
樽

二
出
ス>一

ア
リ
。
…
…
後
略
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同

一
〇

年
に
札
幌
農
学
校
雇
教
師
土
木
学

士
ゥ
ヰ
リ
ヤ
ム

.
ホ
ィ
ラ
！
は
開
拓
使
か
ら

「
小
樽
又

ハ
石
狩

ョ
リ
札
幌

マ
デ
鉄
道
ヲ
敷
設

ス
ル
」
こ
と

に
つ

き
、
命
ぜ
ら
れ
た

三
策
に

つ
い
て
雪
中
測
量
を
な
し
、
そ
の
結
果
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
ょ
ぅ
に
当
時
の
石
狩
川
は
、
札
幌
や
石
狩
川
流
域
へ

の

物
資
輸
送
、
人
の
通
行
な
ど
の
大
動
脈
路
で
あ
り
、
鉄
道
と
の
結
接
に
ょ
っ
て
利
用
度
を

I

層
高
め
る
こ
と
が
、
開
拓
促
進
の
上

か
ら
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
石
狩
川
河
ロ
改
良
計
画
が
実
現
を
見
ず
、
冬
季
間
の
結
氷
に
ょ
る
運
航
中
土
な
ど
の
不
利
も
あ
っ
て
、
手
宮

I

札
幌
̶
幌
内
太
間
の
鉄
道
敷
設
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
が
同
一
五
年
に
全
通
し
た
。

こ
の
た
め
石
狩
へ
の
鉄
道
計
画
は
、

一
九〇

五

(
同
三
八
〕
年
に
お
け
る
石
狩
各
炭

の
大
合
同
に
関
す
る
東
京
商
工
会
議
所

で
の
会
議
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
*
す
な
わ
ち
、
六
月
二
七
日
に
堀
田
連
太
郎

•
坂
本
則
美

•
金
子
元
三
郎
の
三
氏
が
発

起
人
と
な
っ
て
三〇

余
名
が
参
集
し
た
こ
の
会
議
で
、
「
資
本
金
ニ
千
二
百
万
円
の
新
会
社
を
起
し
、
採
炭
専
用
の

た
め
石
狩
河

口

附
近
又
は
そ
の
他
に
新
港
を
築
造
し
、
ま
た
鉄
道
を
敷
設
す
る
こ
と
な
ど
」
に
つ
い
て
意
見
の

一
致
を
み
、
調
査
委
員

一o

名
が

社
会

•
文
化

編

七

一



社
会

.
文
化

編

七
ニ

選
出
さ
れ
た
。
そ
し
て

、
築
港

費
三
五o

万
円
、
鉄
道
費
三
六o

万
円
、
車
輛
費

一
四〇

万
円
等
を

目
論
ん
だ

が
、
こ
の

計
画
は

中
途
で

失
敗
に

帰
し
た
。

ま
た
、
翌
三
九

年
に
は

、
渋
沢
栄

一
、
浅
野
総

一
郎
•大
倉
喜

一
郎
外

ニ〇
名
が

発
起

人
と
な

っ
て
石
狩
炭
礦

会
社
を

企
画

し
、

資
本

額

I
、

五0
0

万
円
で

、
石
狩
地
方

石
炭
採
掘
、
運
炭
鉄
道
布
設

、
石
狩
河
で
の

専
用
港
築
造
を

計
画

し
'
主
務
省
に

出
願

し
た
。
同
年

一
月
の
北
海

タ
ィ

ム
ス
は

こ
の
こ
と

に
つ

い
て
相
次
い
で

報
道

し
、
地
元

石
狩
町
民
を

湧
か
せ
た

。

こ
れ
に
関
連

し
て
、

二
月

一
八
日
に
は
、
石
狩
小
学
校
に

お
い
て

町
民
大
会
が

開
催
さ
れ
、
次
の

よ
ぅ
な
会
則
が

提
案
さ
れ
て

い
る
。

石
狩
炭

鉄
道
築
港
速
成
会
々
則

(
抄
)

第
一
条

本
会

ハ
石
狩
炭
鑛

鉄
道

築
港

ノ
企
画

-

1

対

シ
諸
般

ノ
援
助

ヲ
與
ル

n

ト
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
二

条
本
会

ハ
石
狩
町
花
川
村
現
住
者

ヲ
以
テ

組
織

ス

但
他

町
村

人
ト
雖

モ
本
会

ノ
趣
旨

二
賛
成

ノ
モ
ノ

ハ
入
会

ス
ル

事

ヲ
得

第
三
条
本
会

事
務
所

ハ
石
狩
町
大
字
親
舟
町
南
升
番
地

-

1

置
ク

第
四
条

援
助

/
方
法

左

ノ
如

シ

一

用
地

買
収

一

I

関

シ
充
分

ノ
便
宜

ヲ
與

フ
ル
事

一

事
業

-一
要

ス
ル
勞
働
者

募
集

-

1

関

シ
便
宜

ヲ
與

フ
ル
事

一

起
工

材
料

蒐
集

！！
付
便
宜
ヲ
與

フ
ル
事

_

其
他
仝
会
社

/
求

〖一
依
リ
出
来
得

ル
限y

便
宜

ヲ
計
ル

事



第
五
条
以
下
に

つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
町
挙
げ
て
の
期
待
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
五
月
ニ
五
日
に
、
『
石狩
石
炭
株
式
会
社r

か
創
立
さ
れ
た
。
そ
の
社
長
に
は
浅
野
総

一
郎
が
就
任
、
資
本
金

は
七
五〇
万
円
で
あ

っ
た
。
同
社
と
し
て
は
運
炭
専
用
の
鉄
道
敷
設
願
を
出
し
た
が
、
通
信
省
に
お
い
て
普
通
鉄
道
に
改
め
ら
れ
、

さ
ら
に
八
月
三
日
、
こ
の
鉄
道
敷
設
願
が
鉄
道
国
有
法
公
布

(同
年
三
月
三I

日
〕
に
よ
っ
て
運
炭
専
用
鉄
道
に
改
め
ら
れ
た
上

許
可
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
鉄
道
設
計
は
、
次
の
三
路
線
に
分
か
れ

て
い
る
。

第
一
線
/
石
狩
国
空
知
郡
滝
川
村
̶
石
狩
郡
当
別
町
̶
石
狩

第
二
案
/
石
狩
国
樺
戸
郡
月
形
町
̶
空
知
郡
沼
貝
村

第
三
案
/
石
狩
郡
当
別
町
̶
夕
張
郡
登
川
村

こ
の
三
案
は
何
れ
も
石
狩
に
集

っ
て
水
陸
の
連
絡
を
取
る
と
い
う
計
画
の
も
の
で
、
事
業
竣
工
期
と
し
て
は
向
う
三
年
を
見
込

ん
で
い
た
。
そ
し
て
'
石
狩
町
大
字
親
船
町
に
会
社
事
務
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
呼
応
し
て
、
山
崎

藏
石
狩
町
花
川
村
祖
合

長
を
会
長
と
す
る

『
石狩
協
議
会
』
並
び
に
畠
山
清
太
郎
を
会
長
と
す
る

『
石狩
築
港
鉄
道
速
成
同
盟
会』

が
発
足
し
、
そ
の
実

現
運
動
が
活
発
化
し
た
。
ま
た
、
市
街
地
お
よ
び
築
港
計
画
地
周
辺
の
土
地
賣
買
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
地
価
が
暴
騰
し
た
。

な
お
、
こ
の
年
の
石
狩
新
聞

(
事
務
所¥

石
狩
町
大
字
親
船
町

.
作
著
兼
発
行
人
/
小
倉
道
敏
)
は
石
狩
築
港
設
計
並
び
に
運

炭
鉄
道
設
計
お
よ
ぴ
石
狩
石
炭
株
式
会
社
嘱
託
技
師
石
黒
エ
学
博
士
と
、
河
ロ
調
査
に
来
町
し
た
海
軍
大
学
教
授
松
村
海
軍
少
佐

の

「
石
狩
港
築
設

に
対
す
る
意
見
」
を
発
表
し
て
い
る
。

主
産
業
の

漁
獲
量
が
、
石
狩
川
筋
の
開
発
の
度
が
増
す
に
つ
れ
て
衰
退
の

一
途
を
迪
り
、
畑
作
を
主
と
す
る
農
業
も
相
次
ぐ

冷
害
、
水
害
に
よ
っ
て
安
定
に
至
ら
な
い
石
狩
町
に
と
っ
て
、
石
狩
石
炭
株
式
会
社

の
計
画
実
現
は
、
正
に
起
死
回
生

の
大
業
で

社
会

•
文

化

編

七
三



社
会

.
文
化

編

七
四

あ

っ
た
。
し
か
し
、
突
如
会
社
の
経
営
方
針
の
変
更
に
よ
り
事
業
は
頓
挫
を
き
た
し
、
遂
に
中
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
そ
れ

に
対
す
る
町
関
係
者
の
衝
撃
と
失
望
は
大
き
か
っ
た
。
高
騰
し
た
地
価

C

本
町
市
街
地
は
三

•
三
平
方
メー

ト
ル
三
丨
四
円
か
ら

I
四
円
内
外
、
原
野

•
耕
地
は

一0
7
̶

ル
百
円
か
ら
二
百
円
)
も
下
落
し
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
、
明
治
四
ニ
年
五
月
、
石
狩
町
役
場
編
慕

の

『
石狩
町
沿
革
史J

(
筆
者
注

.
河
野
常
吉
旧
藏
本
の
写
し
よ
り
転
記
)
は
'

築
港
設
計
を
詳
述
し
て
次
の
よ
ぅ
に
記
述
し
て
い
る
。

「
以
上
記
述

ス
ル
所

ハ
即
チ
三
九
年
ノ
重
大
問
題
ト
シ
テ
世
間

-

1

注
目
サ
レ
起H

竣
成
ノ
暁

ハ
独y

石
狩
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
本
道

ノ
発
展
上
如
何
ナ
ル
影
響
ヲ
及
ボ
ス
べ
キ
力

ハ
実

二
不
可
測
ノ
事
ナ
リ
、I

日
モ
早
ク
着
工

ヲ
待
チ
居
レ
ル
二
俄
然
石
炭
会

社
ノ
事
業
経
営
彼
是
方
針
ノ
変
更

二
依
リ
斯
ノ
大
企
画
タ
ル
築
港
計
画

ハ|朝
頓
挫
中
止
ノ
悲
運
-1
際
会
シ
一
時
世
ノ
耳
目

ヲ
聳
動

セ
シ
大
問
題
モ
忽
チ
-一
シ
テ
消
沈

ス
ル
ノ
止
ム
ナ
キ

-一
至
レ
リ

是

レ
石
狩
住
民
が
過
去
ノ
歴
史

〗一
鑑
ミ
将
来
本
問

題
ノ
再
燃
ス
ル
場
合

ハ
参
考
ト
シ
テ
且
ッ
忘
ル
可
ラ
ザ
ル
事
件
ナ
リ
ト
ス
。
」

な
お
、
同
三
八
年
頃
、
鈴
木
市
次
郎

.
小
町
谷
純
な
ど
が
発
起
し
、
石
狩
̶
銭
函
間
を
連
絡
す
べ
く
鉄
道
敷
設
権
を
得
た
と
い

わ
れ
る

C

詳
細
は
調
査
中
)
が
定
か
で
な
い
。

さ
ら
に
、
同
四

一
年
に
は
、
七
条
良
実
が
札
幌
区
̶
石
狩
町
間
に
馬
車
鉄
道
敷
設
計
画
を
も
ち
、
札
幌
に
創
立
事
務
所
を
置
い

て
運
動
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
、
同
四
ニ
年
に
は
、
北
海
道
庁
技
師
岡
崎
文
吉
が

『
石狩
川
治
水
計
画
調
査
報
文
』
を
河
島
北
海

道
庁
長
官
に
提
出
し
た
が
'
こ
の
ぅ
ち
の
河
口
改
修
工
事

に
つ
い
て
、
「
河
口
附
近
に
新
港
湾
を
築
造
す
る
の
利
便
」
を
述
べ
、
そ

の
設
計
に
附
言C

工
費
三
六
六
万
円
)
し
た
こ
と
か
ら
、
石
狩
町
内
に

『
石狩
治
水
鉄
道
速
成
同
盟
会
』
(
会
長¥

畠
山
清
太
郎
̶

後
石
狩
町
長
)
が
設
立
さ
れ
、
翌
年
に
直

っ
て
そ
の
活
動
が
盛
ん
と
な
っ
た
。

次
い
で
、
同
四
四
年
六
月

一
一
日
に
は
、
『
札北
馬
車
鉄
道
株
式
会
社J
(
社
長
安
達
力
五
郎
)
の
馬
車
鉄
道
が
、
札
幌
区
北
七



条

一
丁
目
か
ら
茨
戸
の
前
田
農
場
間
の

I
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
で
開
業
し
た
。
加
え
て
、
こ
の
年
に
は
'
石
狩
町
に
設
立
さ
れ
た
『
石

狩
川
汽
船
株
式
会
社r

か
、
茨
戸
̶
石
狩
間
の
機
船
に
ょ
る
運
輸
を
開
始
し
た
。
な
お
、
『
札北
馬
車
鉄
道
株
式
会
社』

は
、
同
四

五
年
に

「札
幌
軌
道
株
式
会
社j

と
改
称
、
大
正
元
年
九
月
三〇
日
に
茨
戸
ま
で
の
0
*
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
延
長
し
て
開
業
に

当
た
り
、
同
九
年
に
ガy

リ
ン
車
に
代
え
て
、
昭
和

一
〇

年
三
月

|

五
日
に
営
業
を
廃
止
し
て
い
る
。

ま
た
、
特
筆
さ
れ
る
こ
と
は
、
同
四
四
年
にf

石
狩
川
右
岸
八
ヶ
町
村
聯
合
鉄
道
速
成
同
盟
会
』
(
会
長¥

月
形
村
•海
賀
直
常
)

が
設
立
さ
れ
、
石
狩
町
の
鈴
木
逸
平
が
副
会
長
、
成
田
録
平
が
幹
事
に
就
任
し
て
い
る

(
筆
者
注
/
四
三
年
設
立
、
四
五
年
設
立

の
説
も
あ
る
。
)
。

さ
ら
に
、
同
四
五
年
に
石
狩
川
北
岸
鉄
道
敷
設
の
次
の
ょ
ぅ
な
請
願
が
、
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
経
路
は
、
沼
田

I

当
別
̶
石
狩
̶
銭
函
で
あ
っ
た
。

明
治
四
十
五
年
三
月
十
八
日
報
告

請
委
第
二

四
六
号

特
別
報
告
第
二
百
十
九
号

第
五
百
七
号

石
狩
川
北
岸
鉄
道
敷
設
ノ
請
願
石
狩
国
樺
戸
郡
月
形
村
平
民
農
海
賀
直
常
外
三
百
三
十
三
名
呈
出
(紹
介
議
員
東
武

君
)

右
請
願

ハ
院
議

一一
付

ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
議
決
致
候
依
テ
別
紙
意
見
書
案
相
添
此
段
及
報
告
候
也

明
治
四
十
五
年
三
月
十
八
日

請
願
委
員
長

武
藏
金
吉

社
会

•
文
化

編

七

五



社
会

•
文
化

編

七
六

衆
議

院
議
長

大
岡
育
造
殿

意
見

*

第
五

百
七
号

石
狩
川
北
岸
鉄
道
敷
設
ノ
請
願
石
狩
国
樺

戸
郡
月
形
村
平
民
農
海
賀
直
常
外
三
百
=
十
=
名
呈
出
(
紹
介
議
員

東
武

君
)右

請
願

ノ
要
旨

ハ
北
海
道

雨
竜
郡
沼
田
駅

ョ
リ
幹
線

ト
分
岐

シ
石
狩
郡
石
狩
町

二
出
テ

一
折

シ
テ
銭
凾
駅

一一
於
テ
幹
線

-

1

合

ス
ル
鉄
道

ハ
本
道
ノ
宝
庫

ト
称

セ
ラ
ル
ル
石
狩
川
北
岸
ー
帯

ノ
肥
沃
地

ヲ
縦
貫

ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
沿
線

一一
遑
富
ナ
ル
大
炭

脈
ト
大
森
林

ト
ヲ
有

シ
土
地
亦
平
坦

-

|
シ

テ
農
耕

11

適

ス
ル

！

i

モ
拘
ラ
ス
交
通
機

関

ノ
恩
沢

ヲ
蒙

ム
ル
ヲ
得

ス
シ
テ
未
開
荒

蕉

ノ
烬

放
棄

セ
ラ
ル
ル
ノ
状
態

-

1

在
リ

依
テ
速

-

1

該
鉄
道

ヲ
敷
設

セ
ラ

レ
タ
シ
ト
謂

フ
ー一在
リ
テ
衆
議
院

ハ
其

ノ
趣
旨

ヲ
至
當

ナ
リ
ト
認

メ
之

ヲ
採
択

ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
議
決

セ
リ

依
テ
議
員
法
第
六
十
五
条

--
依
リ
別
冊
及
御
送
付
候
也

明
治

四
十

五
年

月

日

衆
議
院

議
長

大
岡
育
造

内
閣
總
理

大
臣

候
爵
西
園

寺
公
望
殿

衆
議
院

書
記
官

長

林
田
亀
太

郎

右
に

よ
る
と

月
日
が
記
入

さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
採
択
案
で
あ

っ
て
、
そ
の
採
択

ま
で
に
は
至
ら
な
か

っ
た
と
推

察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
大
正

ニ
年

一
月
三

|
日
付
で
、
次
の
請
願
書
が
政
府
及
び
貴
.衆
両
院
に
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
『月

形
町
史J

)
。



石
狩
川
右
岸
鉄
道
速
成
同
盟
会
長

(
会
長

海

直
常
外
三
三
五
名
)

請
願
*

石
狩
川
右
岸
鉄
道
敷
設
の
件

北
海
道
雨
竜
郡
北
竜
村
沼
田
駅
ょ
り
幹
線
と
分
岐
し
、
同
郡
雨
竜
村
、
樺
戸
郡
新
十
津
川
村
、
同
浦
臼
村
、
同
月
形
村
、

石
狩
郡
当
別
村
を
経
て
同
郡
石
狩
町
に
出
て

一
折
し
て
銭
凾
駅
に
於
て
幹
線
に
合
す
る
延
長
約
七
十
四
哩
の
区
間
に
鉄
道
を

敷
設
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
願
仕
候

C

筆
者
注¥

理
由
を
省
略0

こ
の
運
動
の
経
緯
に

つ
い
て
は
、
『
北
海
道
鉄
道
史j

中
巻
に
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

「
政
府
及
び

衆
両
議
院
に
請
願
、
陳
情
を
継
続
し
た
が
、
容
易
に
採
択
さ
れ
な
か

っ
た
。
…
中
略
…
大
正

一
〇

年
、
同

盟
会
長
に
就
任
し
た
新
十
津
川
村
出
身
の
衆
議
院
議
員

東
武
は
、
…
中
略
…
同
十
二
年
に
は
衆
議
院
予
算
委
員
長
と
な
り
、

同
年

の
第
四
十
八
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
強
引
に
前
記
同
盟
会
の
請
願
を
採
択
に
持
ち
込
み
、
同
十
四
年
の
第
五
十

一
回
帝

国
議
会
で
事
業
費
六
百
五
十I

万
円
を
計
上
、
八
*
年
の
継
続
事
業
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
る
ま
で
に
こ
ぎ
つ

け
た
。
…
…
後
略
。

こ
の
運
動
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
請
願
、
陳
情
の
鉄
道
名
が
違

っ
て
い
る
が
、
何
れ
も
当
別
村
か
ら
石
狩
町
を
経
た
上
銭
凾

駅
に
お
い
て
凾
館
本
線
に
合
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
採
択
の
成
果
は
、
昭
和
九
年

一
一
月
ニ〇

日
に
、
札
沼
線

札
幌
駅
̶
石
狩
当
別
駅
間
が
開
通
し
、
翌I

〇

年I
〇
月
に

石
狩
沼
田
駅
ま
で
の
全
線
開
通
と
な

っ
て
実
現
さ
れ
た
が
、
当
別
̶

社
会

■
文
化

編

七
七
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七
八

石
狩
̶
銭
凾
間
は
幻
の
鉄
路
に
終

っ
た
。

前
述
の
運
動
成
果
と
し
て
は
後
年
次
の
こ
と
で
あ
る
が
、
石
狩
町
に
お
い
て
、
石
狩
川
右
岸
鉄
道
敷
設
運
動
と
別
な
運
動
が
展

開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
ぅ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
先
触
は
大
正
九
年

一
一
月

一

六
日
の

『
石
狩

•
厚
田

•
浜
益
三
郡
聯
合
協

議
会』

(会
場
¥石
狩
町
役
場

、
議
長
/
石
狩
町
*鈴
木
逸
平
、
来
会
者
百
余
名
〕
で
あ
る
。
こ
の
協
議
会
で
は
石
狩
河
ロ
改
修
の

件
な
ど
を
決
議
し
た
が
、
そ
の
中
で

「将
来
、
天
塩
線
に
連
絡
さ
れ
る
べ
き
増
毛
線
を
浜
益
•厚
田
•石
狩
を
経
て
銭
凾
本
線

(
筆

者
注
¥

凾
館
本
線
〕

に
連
絡
せ
し
む
る
の
地
方
開
発
上
極
め
て
適
切
な
る
を
認
む
。
依

っ
て
之
が
目
的
の
達
成
を
期
す
」
と
さ
れ

て
い
る

。

そ
の
後
、
大
正

一
一
年

一
月

一
六
日
、
小
禅
区
に
お
い
て
関
係
町
村
有
志
大
会
が
開
か
れ
、
同
大
会
は
増
毛
銭
®
間
海
岸
線
鉄

道
速
成
の
件
を
審
議
し
、
従
来
存
立

の

『
石狩
沿
岸
鉄
道
速
成
三
郡
同
盟
会j

を
解
散
し
て
、
さ
ら
に

「
西沿
岸
線
鉄
道
速
成
同

盟
会J

を
組
織
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
'
同
大
会
は
凾
館
本
線
銭
函
駅
ょ
り
分
岐
し
て
、
石
狩
'
厚
田
、
浜
益
を
経
て
増
毛
駅

に
通
ず
る
鉄
道
の
敷
設
速
成
を
期
し
、
本
部
を
石
狩
町
に
設
け
、
支
部
を
朝
里
、
石
狩
、
厚
田
、
浜
益
、
増
毛
の
五
*
町
村
に
置

く
こ
と
を
決
定
し
た
。
な
お
、
そ
の
会
長
に
は
坂
牛
祐
直
石
狩
町
長
が
選
出
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
同

一
月

一
六
日
、
小
榑
に
お
い
て
関
係
町
村
有
志
大
会
が
開
か
れ
た
。
こ
の
大
会
で
の
審
議
の
結
果
、
活
動
機
関
を

設
け
、
今
期
第
四
十
五
議
会
に
件
案
を
請
願
す

る
こ
と
に
な
り
、
坂
牛
会
長
は
同
月
二
十
八
日
各
支
部
長
宛
に
左
記
の
ょ
ぅ
な
請

願
書
案
を
送
付
し
て
連
名
書
の
返
送
を
求
め
た
。

請
願ft

I
、

北
海
道
西
沿
岸
線
鉄
道
敷
設
速
成
ノ
件



北
海
道

小
樽
郡
銭
®
駅
本
線

ヨ
リ
分
岐

シ
石
狩
郡
石
狩
町
厚
田

郡
厚
田
村
浜
益
郡
浜
益
村

ヲ
経
テ
増
毛
郡
増
毛
駅

-一
接
続

ス
ル
延
長

四
拾
哩

ノ
区
間

-一
鉄
道

ヲ
敷
設

セ
ラ
レ

ン
コ
ト
ヲ
請
願
仕
候

理
由

政
府

ハ
嚮
キ-I

本
道
開
拓
事
業

ノ
完
成

ヲ
図
ラ
ン
カ
為

メ
拓
殖
鉄
道
普
及

ノ
方
針

ヲ
定

メ
ラ
レ
新
鉄
道
網

計
画
案

-一
於
テ

夙
>1
西
沿
岸
線
鉄
道
ヲ
編
入
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
地
方
開
発
ノ
上
ニ
ー
大
点
晴
ヲ
施
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
レ
カ
竣
成
ノ
暁
ハ

天
塩
海
岸
線

ト
相
連
結

シ
北
海
道

拓
殖
大
動
脈
線
ト
シ
テ
其
利
便
甚
大

ナ
ル

ヲ
信
ジ
其
敷
設

ノ
速
成

ヲ
切
望

ス
ル
モ
ノ
ニ
御

座
候抑

モ
本
願

ノ
西
沿
岸
線

ハ
海

-

1

娃
鱒
鰊

ノ
本
場

ト
シ
テ
其
声
己

-二
一百
数
十
年
来

ノ
歴
史

ヲ
有

シ
陸

〗一
ハ
石
油
石
炭
木
材

及
ビ
農
産
物

ヲ
産
出

ス
ル
ア
リ

本
願
鉄
道

ノ
竣
エ

ス
ル
-

1

至
ラ

ハ
未
墾

ノ
大
殖
民
地

ヲ
出
現

ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
石
狩
河
畔

ヲ
中
心
ト
シ
テ
大
工
業
地

ヲ
展
開
セ
ン

コ
ト

ハ
業

二
既

-I

識
者

ノ
是
認

ス
ル
処

-

1

御
座
候

且
ッ
前
記
物
産
中
石
油

ハ
所
謂

石
狩
油
田

ト
称

ス
ル
石
狩
厚
田
両
郡
拾
哩

>1

連
亘

ス
ル
大
油
脈

ヲ
包
有

シ
前
途
甚

タ
有
望

-I

シ
テ
客
狐
日
本
宝
田>1

大
会
社

ノ
合
同

ナ
ル
日
本
石
油
会
社

ノ
所
有

ユ
係

ル
鉱
区

ヲ
首
ト
シ
其
他
石
炭

ハ
北
留
萌

鉱
区

ヨ

リ
南
雨
龍
炭
田

二
至
リ
其
埋
蔵
無
尽
藏
ト
称

セ
ラ
ル
木
村

ハ
斧
鉞

ノ
末
ダ
入
ラ
ザ
ル
御
料
林

ヲ
始

メ
多
数

ノ
官
林
ト
民
有
林

ノ
在

ル
ナ
リ

若

シ

一
度
鉄
道

/
敷
設
ト
ナ
リ
濃
昼

山
道
並
ビ

-一
雄
冬
山
道

-

1

於
ケ
ル
腹
背

ノ
広
原
地
ヲ
耕
作

ス
ル
-!
至
ラ

ハ
地
味
肥
沃

-

1

シ
テ
自
ラ
無
限

ノ
富
源

ヲ
開
発

ニ
至
ル
コ
ト

ハ
吾
人

ノ
信
ジ
テ
疑

ハ
サ
ル
処

_

御
座
候

且
ツ
夫

レ
本
願
沿
道

ノ
各
町
村

ハ
畜
産

ノ
業
何

レ
モ
旺
盛

̶
シ
テ
現

-一
札
幌
極
東
煉
乳
株
式
会
社

及
ビ
北
海
煉
乳
株
式
会

社
ノ
如
キ
牛
畜
ヲ
貸
付
シ
搾
乳
購
入
ノ
法
ヲ
設
ケ
テ
益
々
蕃
殖
ノ
奨
励
7
為
シ
又
一
面
官
民
一
致
シ
テ
種
馬
種
付
ノ
法
ヲ
講

ジ
以
テ
益

々
産
馬

ノ
改
良

ヲ
計
ル

ア
リ

畜
産

ノ
隆
盛

ナ
ル
前
途

俄

ニ
逆
賭

ス
へ
カ
ラ
サ
ル

モ
ノ
ア
ル
ラ
確
信
仕
候

社
会
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編

七
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八〇

願

フ-1

本
線

請
願

ノ
中
心

タ
ル
石
狩
、
厚

田
、
浜
益

三
郡

ノ
如

キ

ハ
本
道

/
首
府

及
ビ
要
港

タ
ル
札
幌
区
及

ビ
小
樽
区

ヲ

距
ル

コ
ト
六
里
乃
至

拾
里

-一
過

キ
サ

ル
モ
何
等

文
明
的
交
通
機
関

ノ
設
備

ナ
キ

7

以
テ

冬
季

間

ノ
如
キ

ハ
往
復

ニ
四
五
日

ノ

日
子

ヲ
費

ス

コ
ト
多

ク
而

力
モ
屢

々
交
通

杜
絶

/
厄

11

遭

ヒ
風
雪

ノ
為

メ

ニ
生
命

ヲ
賭

ス
ル

n

ト
モ
珍

シ
ヵ
ラ
ス

然y

而

シ
テ
三
郡
住
民

今

日
迄
其
賭

-

1

安

ン
シ
来y

タ
ル

ハ
沿
岸

河
海

ノ
鮭
鱒
鰊

ノ
漁
獲

ア
リ

シ

-

1

依

リ
生
業

ヲ
営

ミ
タ

ル

〗！
由

ル

ナy
然

レ
ト
モ
生
業

ノ
根
本

タ

ル
唯
一

/
漁
業

一一
シ
テ
尚

且

ツ
頻
年

不
漁

一

I

次

ク1

一
不
漁

ヲ
以

テ
シ
甚

シ
キ

ハ
全

ク
糊

口

ノ
資

ヲ
得

ルn
ト
能

ハ
ス

戸
ロ
遂
年
減
退
シ
テ
動
モ
ス
レ
ハ
衰
滅
ノ
非
ヲ
呈
シ
ツ
、
ア
リ

况

ン
ヤ

又
世

/
大
勢

ハ
駸

々

ト

シ
テ
進

ミ
吾
等

自
治
区
民

ヲ
シ
テ

|

般
文
明

ノ
利
器

二
拠

ル

ニ
非

サ

レ

ハ
国
家

ノ
進
運

二
伴

フ
能

ハ
サ
ル
ヲ
痛
切

一

I

自
覺

セ
シ
ム

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

今
ヤ

華
盛
噸

会
議

ノ
結
果

軍
備
制
限

ノ
事
決

セ
ラ
レ
各
国

ハ
競

ツ
テ
産
業

/
発
展

ト
貿
易

ノ
振
興

ト

-I

全
カ

ヲ
傾
注
シ

以
テ
国

カ

ノ
充
実

ヲ
図

ラ
ン

ト

ス

然

ラ

ハ
則

チ
郡
鄙

ノ
如
何

ヲ
問

ハ
ス
須

ラ
ク
産
業
促
進

/
機
関

タ
ル

運
輸
交
通

ノ
便

ヲ
図

ラ
ン

コ
ト

ハ
時
勢

ニ
順
応

ス
ル
ノ
急
務

タ
ラ

サ

ル
莫
キ

ヲ
得

ン
ヤ

是

シ
前
記

五
郡
沿
道

ノ
住
民

同
盟
蹶
起

シ
テ
本
件

西
沿
岸

線
鉄
道

ノ
敷
設
速
成

ヲ
請
願

ス
ル

ー一
至
リ
タ

ル
次
第

！！
御
座

候

之

ヲ
要

ス
ル

-

1

本
鉄
道

敷
設

ヲ
実
現

ス
ル

ノ
暁

ハ
恰

モ
青
森
上
野

間

ノ
東
北

線

=

対

ス
ル
常
盤
線

ア
ル

力
如

ク
之

レ
ヲ
本

道
旭
川
線
迂

回
宗
谷

-一
至

ル
ト
天
塩

海
岸
線

ヲ
経

テ
宗
谷

ユ
直
通

ス
ル

ヲ
比
較

セ

ハ
優

一

i

五
分

ノ

ー
ノ
時
間

ヲ
短
縮

セ
シ
ム

ル
ノ
便

ア
ル
ハ

観
易
キ

所

一一シ
テ
斯
ク
ノ
如
ク
シ
テ
宗
谷
港
ヨ
リ
樺
太
11
接
近
シ
進
ン
テ
薩
哈
噠
州
ー|
連
繫
ス
ル
ヲ
得
ハ
音

-I

北
海
道

西
海
岸

沿
道

開
発

ノ
先
駆

タ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

又
国
家

将
来

ヲ
益

ス
ル
最
大

優
良

線

ナy

ト
断
言

ス
ル

ヲ
憚

ラ
サ
ル

モ
ノ
-
一
御
座

候

茲

-I

沿
道

地
方

生
産

別
表

及

ヒ
略
面
相

添
へ

謹

テ
閣
下

ノ
左
右

-
1

呈

ス

冀

ク

ハ
明
鑑

ヲ
垂

レ
給

ハ
ラ
ン

コ
ト
ヲ



一
方
、
政
府
よ
り
提
案
さ
れ
て
い
た

c

改
正
〕
鉄
道
敷
設
法
案
は
、
衆
議
院
通
過
後
二
月
八
日
に
貴
族
院
へ
廻
付
さ
れ
、
同
院

特
別
委
員
会
で

ニI

回
の
審
議
を
重
ね
ら
れ
た
上
、
三
月
ニ〇

日
に
法
文

一
部
修
正
を
も
っ
て
委
員
会
で
可
決
さ
れ
、
ニ
ニ
日
の

本
会
議
に
上
程
さ
れ
て
可
決
確
定
を
み
た
。
こ
の
間
、r

西
沿
岸
線
鉄
道
速
成
同
盟
会j

の
坂
牛
会
長

(
石狩
町
長
〕
は
、
二
月

一

五
日
に
前
記

の
請
願
書
を
持

っ
て
上
京
し
、
同
日
の

「
全
国
鉄
道
速
成
同
盟
会j

の
大
会
に
出
席
後
引
続
き
東
京
に
滞
在
す

る
こ

と
四o

日
に
及
び
、
請
願
書

の
提
出
、
鉄
道
敷
設
法
の
通
過
に
全
国
各
地
の
有
力
者
ら
と
運
動
し
、
法
案
の
通
過
を
確
か
め
て
か

ら
帰
町
し
た
。

四
月I

日
に
改
正
鉄
道
敷
設
法
が
公
布
さ
れ
'
「
石
狩
国
札
幌

ョ
リ
石
狩
ヲ
経
テ
天
塩
国
増
毛

-一
至
ル
鉄
道
」
が
予
定
鉄
道
路
線

に
決
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
法
菇
布
後
始
め
て
の

『
全
国
鉄
道
速
成
同
盟
会
』
の
大
会
が
東
京
で
開
催
さ
れ
、
坂
牛
石
狩
町
長
、
鈴

木
逸
平
石
狩
町
議
、
石
州
増
毛
町
長
が
こ
れ
に
参
加
し
た
。
な
お
、
西
沿
岸
線
鉄
道
速
成
同
盟
会
長
で
も
ぁ
っ
た
坂
牛
石
狩
町
長

は
、
全
国
大
会
に
お
い
て
地
方
委
員
に
選
出
さ
れ
、
そ
の
後
も
精
力
的
に
全
国
大
会
に
出
席
し
て
運
動
を
展
開
し
た
。

ま
た
、
銭
凾
を
分
岐
点
と
し
て
石
狩
'
厚
田
、
浜
益
経
由
で
増
毛
に
通
ず
る
と
し
た
地
元
速
成
同
盟
会
の
線
路
と
、
政
府
の
札

幌
̶
増
毛
間
と
の
相
違
に

つ
い
て
は
、
同
年

一
一
月
に
組
織

(
会
則
)
を
変
更
し
、
「銭
凾
」
を

「
札
幌
」
に
改
め
、
「
朝
里
」
を

削
除
し
て
、
小
得
お
よ
ひ
朝
里
村
の
有
志
に
対
し
了
解
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

札
幌
̶
増
毛
間
鉄
道
敷
設
速
成
の
請
願
運
動
は
、
翌
ー
ニ
年
、I

三
年
に
亘

っ
て
活
発
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
同
年

一
二
月
に
同
盟
副
会
長
の
内
山
厚
田
村
長
は
、
健
康
を
害
し
て
そ
の
任
を
辞
退
し
、
会
長
の
坂
牛
石
狩
町
長
も
同

一
三
年
の
上
京

運
動
中
に
病
気
に
罹
り
、
町
長
を
退
職
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
ぅ
不
幸
に
襲
わ
れ
た
。
同
年
六
月

-
九
日
坂
牛
町
長
か
ら
厚
田
村

長
に
次
の
よ
ぅ
な
文
面

の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

社
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八
ニ

札
増
線
鉄
道

ニ
関
ス
ル
報
告

(
伴
セ
テ
坂
牛
地
方
委
員

ノ
辞
任
)

札
増
線
鉄
道
_
関
ス
ル
報
告
ハ
大
正
1
1
年
九

月
頃
3
リ
中
絶
セ
シ
ガ
願
フ
ニ
同
年
ハ
鉄
道
敷
設
法
ノ
決
定
シ
タ
ル
年
、

夫
丈

-

1

鉄
道

-

|
関
ス
ル
中
央
ノ
集
会
ハ
本
年
ョ
リ
多
キ
ハ
ナ
ク
鉄
道
運
動
ノ
顔
繁
猛
烈
ナ
ル
コ
ト
本
年
ヨ
リ
顆
シ
キ
ハ
ナ
ヵ

リ
シ
、
然y

而

シ
テ
大
正
十
二
年

-

1

至
リ
テ

ハ
二
月

ノ
議
会
開
会
中
二

月
二
十
六
日
夜
不
幸
小
職
脳
溢
血

症

一

I

罹y

爾
来

-

1

閲
月
又
半
療
養

ヲ
尽

シ
稍
軽
快

ヲ
得
テ
五
月
二
十
九
日
帰
町

シ
タ
ル
ガ
九
月

I

日
突
如
関
東
大
震
災

ノ
事
変

ア
リ

経
済
界

各
方
面
ト
モ
非
常

ノ
打
擊

ヲ
受

ヶ
隨
テ
鉄
道

ノ
新
線

ノ
如
キ
モ

一
時
繰
延

ノ
止

ム
ナ
キ

-一
至
リ
加
之

̶
本
年

ト
ナy

一
月
彐

十
日
〗
一
ハ
議
会

/
解
散

ア
リ

漸
ク
今
回
特
別
議
会

二
際

シ
来

ル
七
月
四
日
ヲ
期

シ
全
線
大
会

/
招
集

ニ
接

シ
タy

、

然
ル

こ
不
肖
祐
直
病
気

ノ
故

-I
今
回

石
狩
町
長

ヲ
退
職

シ
タ
ル
ヲ
以
テ
自
今
鉄
道

-

1

対

ス
ル
地
方
委
員

ヲ
モ
自
ラ
辞
退

ノ
運
命

-一

遭
遇
セ
リ

過
去

ニ
ヶ
年
有
半

不
肖

ノ
身

ヲ
以
テ
札
増
線

ノ
重
責

ヲ
双
肩

-

1

負
荷

シ
及
バ
ズ

ナ
ガ
ラ
微
力

ヲ
敢
テ
セ
リ

冀
ク

ハ
他

/

有
力

ナ
ル
委
員
其
人
ヲ
以
テ
地
方

ノ
代
表
者

ト
為

シ
而

シ
テ
政
府

/
予
定
線

ノ
ロ
約

ヲ
現
実

セ
ラ
レ
ン

コ
ト
ヲ
望

ム
ヤ
切
ナ

リ

今

ヤ
四
郡
沿
線

ノ
地
方
委
員

ヲ
退
任

ス
ル

-
1

当

ッ
テ
以
上

ノ
コ
ト
ヲ
述
べ

テ
鉄
道

/
報
告

〗一
併

セ
テ
退
任

ノ
辞
ト
ナ
ス

坂
牛
祐
直
町
長
退
任
の

後
を
引
継
ぎ
石
狩
町
長
に

就
任

し
た
高
野
金
作
は
、
同
盟
会
長
と
し
て
実
現
運
動
に

務
め
、
大
正

一
四

年
、
昭
和

ニ
年
に

、
「
札
増
線
鉄
道
敷
設

請
願
書
」
を
議
会
に

提
出

し
た
。
そ
の
結
果
を

昭
和

ニ
年

のr

北
海

タ
ィ
ム

ス
』
が
、
次

の
通
り
報
じ
て

い
る
。



採
択
本
道
請
願

C

東
京
電
話
)

四
日
の
貴
族
院
請
願
委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
る
も
の
左

の
如
し
。
…
中
略
…

一
、
札
幌
増
毛
間
鉄
道
敷
設
ノ
件

(
昭
和
ニ
年
三
月
五
日
付
所
収
)

衆
院
請
願
採
択

(
東
京
電
話
)

衆
議
院
請
願
第
四
分
科
に
於
て
採
択
に
決
し
た
も
の
。
…
中
略
…

I
、

札
幌
増
毛
間
鉄
道
敷
設
の
件

C

昭
和
ニ
年
三
月

二

日
付
所
収
)

前
述
の
通
り
、
鮭
漁
が
不
振
で
農
業
が
不
安
定
で
あ

っ
た

一
次
産
業
主
体
の
石
狩
町
の
た
め
、
起
死
回
生
の
起
爆
剤
と
し
て
の

鉄
道
敷
設
を
実
現
し
よ
う
と
奔
走
し
た
坂
牛
町
長
の
活
動
に
は
擬
嘆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
よ
っ
て
次
に
、
坂
牛
祐
直

(
さ
こ
う

し
ゆ
う
ち

ょ
く

)

町
長
の
略
歴
を
記
し
、
前
述
の
参
考
と
し
た
い
®

坂
牛
祐
直
〔
ー
八
六
三
(文
久
三
)
年
丄

九
三
七
(
昭
和
|
ニ
)
年
〕

略
歴先

祖
は
陸
奥
国
八
戸
附
近
の
島
森
村
の
出
で
あ
る
。

の
ち
南
部
藩
士
と
な
り
代
々
盛
岡
に
住
い
す
る
。
祐
直
は
島
森
春
壽

の
ニ
男
で
盛
岡
に
生
ま
れ
、
幼
時
同
藩
±
の
叔
父
坂
牛
祐
直
の
養
子
と
な
り
、
そ
の
姓
を
継
い
だ
。
初
め
藩
の
儒
者
数
人
か

ら
漢
籍
を
学
び
、
の
ち
検
定
試
験
に
合
格
し
てI

八
八一

(

明
治

一
四
)
年
か
ら
小
学
校
訓
導
と
な
っ
た
。
同

一
六
年
職
を

辞
し
上
京
し
て
、
成
立
学
舎
に
入
り
英
語
を
学
ぶ
。
そ
の
後
内
務
省
土
木
吏
員
と
な
り
、
余
暇
に
専
修
学
校
で
経
済
学
を
修

社
会
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文
化

編
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八
四

め
る
。
老
父
の
懇
望
で

一
八
年
に
盛
岡
に
帰
り
"
岩
手
公
報
舎
に
巖
手
日
日
新
聞
社

の
編
集
記
者
と
な
り
、
自
由
党
に
加
入

す
る
。
第I

期
代
議
士
候
補
者
の
件
で
社
主
と
意
見
を
異
に
し
て
退
社
し
、
平
民
雑
誌
を
執
筆
。

I

八
八
九

(明
治
ニ
ニ
)

年
盛
岡
市
制
施
行
と
と
も
に
市
役
所
庶
務
課
長
と
な
り
、
県
内
の
牛
馬
事
業
推
進
に
盡
力
し
た
。
の
ち
感
ず
る
所
が
あ
り
実

業
界
に
入
り
、
書
店

『
東
北
堂j

を
暫
ら
く
経
営
。
同
ニ
五
年
盛
岡
市
会
議
員
に
当
選
し
、
八
年
間
務
め
る
。
の
ち
進
歩
党

に
移
り
代
表
者
と
し
て
上
京
し
、
選
挙
法
改
正
の
運
動
で
責
衆
両
院
の
間
を
努
め
る
。

一
九〇

o
(

同
三
三
)
年
、
同
郷
人

の
上
田
重
良
の
経
営
し
た
小
樽
新
聞
本
社
記
者
と
な
り
、
翌
年
同
社
札
幌
支
社
主
任

と
な
り
十
余
年
間
務
め
た
。
こ
の
間
、
石
狩
町
に
も
度

々
来
町
し
、
尚
古
社
の
俳
句
活
動
に
も
接
し
た
。
同
四
五
年
根
室
町

長
に
就
任
し
、
大
正

一〇

年
で
三
期

一〇

年
余
そ
の
職
に
当

っ
た

(
根室
町
第
西
代
町
長
)
。

同
年

一
〇

月
、
石
狩
町
長
に
就
任
、
同I

三
年
六
月
下
旬
退
任
。
号
は
天
民
、
俳
号
は
瓢
斉
'
石
狩
町
長
在
職
中
及
び
退

任
離
町
後
も
尚
古
社
員
と
し
て
出
句
し
た
。
文
才
に
富
み
著
書
にr

岩
手
の
菜j

『

岩
手
縣
名
譽
録j

『
北
海
要
覧j

『
北
海
の

利
源
』
『
北
海
表
忠
録
』
な
ど
が
あ
る
。

(
注
/
主
要
参
考
文
献

金
子
群
平¥
『
北
海
道
人
名
辞
書
』¥

一
九

一
四
•
浦
田
敬
三
.
藤
井
茂¥

『

い
わ
て
人
物
ご
ょ
み

三
六
五
人
』¥

熊
谷
印
刷
出
版
部¥

一
九
八
八
〕

そ
の
後
も
鉄
道
敷
設
実
現
に
向
け
た
運
動
は
進
め
ら
れ
、
昭
和
九
年

一I

月
ニ〇

日
に
札
沼
線
の
札
幌
̶
当
別
間
が
開
通
を
み

た
が
、
こ
の
直
前

のI
0

月
二
三
日
、
厚
田
村
長
松
本
長
吉
が
北
海
道
鉄
道
建
設
事
務
所
長
技
師
片
桐
嘉
清
に
対
し
て
、r

国
有
鉄

道
札
沼
線
石
狩
郡
当
別
村
太
美
駅
ょ
り
石
狩
町
大
字
八
幡
町
を
経
て
厚
田
村
に
至
る
区
間
に
国
有
鉄
道
を
敷
設
せ
ら
れ
た
き
件
」

を
陳
情
し
た
。



そ
し
て
、
翌

一
〇

年

一
月I

三
日
付
で

厚
田
村
長
外

一
八
四
名
連
署
の

次
の

ょ
ぅ
な
請
願
書
が

、
内
閣
総
理
大
臣

岡
田
啓
介
、

大
蔵
大
臣

高
橋
是

清
、
鉄
道

大
臣

内
田
信
也
、
衆
議
院

議
長
浜
田
国
松
、
貴
族
院

議
長

公
爵

近
衛
文
磨
、
内
務
大
臣

後
藤

文
夫
、

民
政

党
総
務

会
長

町
田
忠
治
、
政
友
会
総
裁
鈴
木
善
三

郎
宛
に

送
付

さ
れ
た
。

請
願
害

一
、
札
幌
増

毛
間
西
海
岸

線
鉄
道
敷
設

速
成

ノ
件

鉄
道

敷
設
法
第
百
三
十

五
号
石
狩
国
札
幌

ヨ
リ
石
狩
厚
田
浜
益

ノ
三
郡

ヲ
経
テ
天
塩
国
増
毛

一一
至
ル
西
海
岸

線
鉄
道

六
十

五

哩

ノ
線
路

ヲ
速

力

̶
敷
設

セ
ラ

レ
ン

コ
ト

ヲ
請
願

仕
候

請
願

ノ
要
旨

政
府

ハ
藤

-

1

鉄
道

敷
設

法

〖一
於
テ
石
狩
国
札
幌

ヨ
リ
天
塩
国
增
毛

至
ル
西
海
岸

線
鉄
道

ヲ
敷
設

ス
ベ
タ
予
定

セ
ラ
レ
タ
ル

ハ
地
方

産
業

ノ
開
発

ハ
勿
論

本
道

拓
殖

ノ
進
埗

将
又

国
富
増
進

ノ
上

〗

一

一
大
光
明

ヲ
与

ヘ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
関
係

町
村

住
民

力
等

シ
ク
之

レ
カ
竣
功

ノ
速
カ
ナ

ラ
ン

コ
ト
ヲ
渴
望

シ
且
ツ
幾
多

埋
設

セ
ル
天
産

ノ
開
発

〗〗
一
大
利
便

ヲ
齋

ス
モ
ノ
ト

シ
テ
期
待

セ
シ
所

ナ
リ
シ
〗一
未

タ
其

ノ
実
現

ヲ
見

ル
-一
至
ラ
ス

然
ル

二
鉄
道

敷
設

法
百
三
十
六
号
ヲ
以
テ
セ
ル
石
狩
川
右

岸
線
札

幌
沼
田
間

ノ
鉄
道

ハ
昭
和

九
年
十I

月
ヲ
以
テ
其

ノ
南
部

-一
於

ケ
ル
桑
園
当
別
間

ハ
石
狩
川

-一
架
設

ノ
鉄
橋
竣
功

ト

共
ニ
開
通
シ
タ
ル
>!
依
リ
本
願
西
海
岸
線
鉄
道
ノ
敷
設
ハ
札
沼
線
石
狩
太
美
駅
3
リ
分
岐
シ
テ
連
絡
ス
ル
ヲ
有
利
-1
シ
テ
其

ノ
至
便

ナ
ル
ヲ
認

メ

速
力

-

1

敷
設

セ
ラ

レ
ン

コ
ト

ヲ
切
望

ス
ル
所
以

ナ
リ

請
願

/
理
由

(
略
〕

社
会

•
文
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社
会

.
文

化

編

八
六

石
狩
町
よ
り
こ
れ
を
見
る
と
、
運
動
の
当
初
は
'
銭
凾
駅
か
ら
分
岐
し
、
石
狩
町
内
を
経
由
し
て
厚
田
に
向
ぅ
線
路
が
、
鉄
道

敷
設
法
の
公
布
に
よ
っ
て
札
幌
か
ら
石
狩
経
由
と
変

っ
た
が
、
町
内
通
過
の
箇
所
は
明
ら
か
で
な
か

っ
た
。
そ
の
上
、
本
道
第
一

の
長
流
で
あ
る
石
狩
川
の
架
橋
は
、
地
盤
が
軟
弱
な

こ
と
も
あ
り
難
工
事
で
、
そ
れ
が
実
現
へ
の
問
題
点
のI

つ
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
札
沼
線
の
開
通
は
、
請
願
線
の
実
現
を
促
進
す

る

一
つ
の
動
機
と
な
り
、
ル
ー
ト
も
石
狩
太
美
駅
か
ら
分
岐
し
て
、
八

幡
町
を
通
過
し
厚
田
村
に
至
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
石
狩
川
左
岸
地
域
の
榑
川
村
、
花
畔
村
、
本
町
市

街
地
区
の
経
路
を
目
指
し
て
き
た
石
狩
町
と
し
て
は
、
右
岸
地
域
の
八
幡
町
経
路
は
大
き
な
変
化
で
あ
り
、
と
ま
ど
い
が
あ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
札
沼
線
の
開
通
を
は
ず
み
と
し
て
運
動
は
進
め
ら
れ
、
同

一
一
年
九
月

一〇

日
、
旭
川
建
設
事
務
所
長
宛
に
、
石

狩
町
長
高
野
金
作
、
厚
田
村
長
松
本
長
官
、
浜
益
村
長
土
井
清

一
郎
が
請
願
書

「札
幌
増
毛
間
西
海
岸
線
鉄
道
促
進
の
件
」
を
提

出
し
た
。
ま
た
、
九
月
二
三
日
に

一
柳
仲
次
郎
、
木
下
成
太
郎

の
両
議
員
に
請
願
書
を
送
付
す
る
と
と
も
に
、
同
月
ニ
四
日
鉄
道

大
臣
前
田
米
蔵
に
陳
情
の
幹
旋
方
を
依
頼
し
、
快
諾
を
得
た
。
さ
ら
に
、

一
月
ニ
四
日
に
は
、
石
狩
町
山
ロ
助
役
、
厚
田
村
長
、

浜
益
村
長
が
増
毛
町
長
を
訪
問
し
、
こ
の
運
動
に
関
し
て
、
相
提
携
し
て
目
的
を
達
成
す
る
た
め
接
助
さ
れ
る
よ
ぅ
了
解
を
求
め

た
®な

お
、
こ
の
鉄
道
敷
設
促
進
運
®
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
続
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
石
狩
支
庁
長
が
会
長
、

石
狩
町
長
が
副
会
長
と
な

っ
て
関
係
町
村
長
と
と
も
に
陳
情
活
動
を

し
た
こ
と
が
、
昭
和
ニ
ー
年
六
月
七
日
の
厚
田
村
長
鈴
木
丑

之
助
発
送
の
書
面
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
三
八

(
昭
和
一
三
)
年
に
は
、
石
狩
工
業
港
築
設
計
画
が
表
面
化
し
、
翌

一
四
年
二
月
に
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
が
、
貴

族
院
で
は
審
議
未
了
と
な

っ
た
。
ま
た
、
北
海
道
庁
土
木
部
が
同
年
六
月
に
「
石
狩
港
修
築
並
に
工
業
地
帯
造
成
計
画
書
」
(
所
要



資
金

ニ
四
億
四
'
五
三
七
円
)
を
策
定
し
た
。
そ
し
て
'

I

五
年
か
ら

一
七
年
ま
で
の
三
年
間
、
国
の
調
査
費

一
四
万
ニ
、o

o

0
円

を
も
っ

て
実
地
調
査
な
ど
を
行

っ
た
が
、
戦
争
の
た
め
こ
の
調
査
は
中
止
と
な

っ
た
。

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
既
刊
の

『
石狩
町
誌J

中
巻
ニ
の
行
政
編
に
お
い
て
詳
述
し
て
い
る
の
で
重
複
を
避
け
る
が
、
鉄
道
に

つ
い
て
は
、
昭
和

一
六
年
当
時
の

『
石狩
工
業
港
並
に
工
業
地
帯
建
設
予
定
地
域
の
概
況
』

に
よ
る
と
、
次
の
よ
ぅ
に
言
わ
れ
て

い
る
。

鉄
道

函
館
本
線
、
札
沼
線
、
北
海
道
鉄
道
等
地
域
の
外
周
を
繞
り
、
将
来
野
幌1

篠
路
間

C
I

ニ
杆
)
の
新
線
敷
設
に

よ
り
港
湾
よ
り
炭
田
地
帯
に
放
射
状
と
な
り
、
石
狩
炭
田
に
至
る
最
短
距
離

(
七
五

.
ニ
籽
)
な
し
、
物
資
輪
送
上
優
勝
の

地
位
を
占
む
。

第
二
次
世
界
大
戦

の
影
饗
に
よ
っ
て
、
石
狩
町
の
命
運
が
か
か

っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
石
狩
工
業
港
計
画
は
実
現

を
み
ず
に
終

っ
た
。
し
か
し
、
鉄
道
敷
設
促
進
運
動
に

つ
い
て
は
、
戦
争
終
結
後
の
新
町
政
に
お
い
て
も
最
重
要
懸
案
事
項
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

一
九
四
七

(
昭
和111

1)
年
に
初
の
公
選
町
長
と
な
っ
た
飯
尾
円
什
は
、
戦
前
か
ら
こ
の
運
動
に
取
り
組

ん
で
お
り
、
そ
の
熱
意
は
町
議
会
に
も
及
ん
だ
。
翌
年
二
月
二
七
日
の
町
議
会
は
、
「
石
狩
町
よ
り
札
幌
市
に
至
る
電
車
敷
設
の
速

成
を
期
す
」
と
の
決
議
を
可
決
、
さ
ら
に
同
年
末
、
「
札
幌
市
よ
り
石
狩
町
を
経
て
浜
益
に
至
る
海
岸
線
鉄
道
の
速
成
に

つ
い
て
」

関
係
筋
に
申
請
す
る
決
議
を
可
決
し
た
。

さ
ら
に
、

一
九
五
三

(
同
二
八
)
年
に
石
狩
港
が
地
方
港
湾
に
指
定
さ
れ
、H

事
に
着
手
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を
契
機
と

し
て
、
同
三〇

年
に

「
石
狩
町
工
場
設
置
観
光
施
設
誘
致
条
例
」
が
制
定
さ
れ
、
鉄
道
敷
設
運
動

の
新
た
な
展
開
が
計
ら
れ
た
。
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ま
た
、
同
三

一
年
秋
に
は
、
『
石狩
鉄
道
株
式
会
社
』
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
三
ニ
年
現
在
の
会
社
役
員
は
、
会
長¥広

川
弘
禪
'

社
長¥

飯
尾
円
什
(
石狩
町
長
〕
、
専
務
/
横
田
豊
次
、
常
務
/
岩
崎
真
之
助
、同

¥

吉
田
繁
雄
、
取
締
役¥

小
林
米
三
郎
、
同¥

苫
米
地
英
俊
、
顧
問¥

推
熊
三
郎
で
、
本
社
は
石
狩
町
親
船
町
に
置
か
れ
、
札
幌
と
東
京
に
連
絡
事
務
所
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
に
よ
り

『
函
館
本
線
桑
園
駅
か
ら
石
狩
町
を
結
ぶ
鉄
道
敷
設
』
な
ど
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
七

(
同
三
ニ
〕
年
に
は
ま
た
、
町
議
会
は
議
員
提
案
に
よ
る

「札
幌
石
狩
間
の
鉄
道
敷
設
に
対
し
早
期
実
現
に
協
力
す

る
」
こ
と
を
可
決
し
た
。

そ
し
て
、
同
年
五
月
ニ
九
日
に
は
、
石
狩
鉄
道
株
式
会
社
発
起
人
総
代
飯
尾
円
什
外
六
名
に
対
し
、
運
輸
大
臣
、
宮
沢
胤
勇
か

ら
、
次
の
よ
ぅ
な
免
許
状
が
下
り
た
。

(
札
幌
陸
運
局
経
由
)
鉄
監
第
四
八
号

免
許
状

石
狩
鉄
道
株
式
会
社
発
起
人
総
代

飯
尾
円
什
外
六
名

右
申
請
の
北
海
道
札
幌
市
北
拾
条
か
ら
同
道
石
狩
郡
石
狩
町
に
至
る
間
に
、
地
方
鉄
道
を
敷
設
し
て
旅
客
及
び
貨
物
の
運
輸

営
業
を
な
す
こ
と
を
免
許
す
る
。

地
方
鉄
道
法
第
十
三
条
の
認
可
申
請
は
、
昭
和
三
十
四
年
五
月
二
十
八
日
ま
で
に
こ
れ
を
な
す
こ
と
。

昭
和
三
十
ニ
年
五
月
二
十
九
日

運
輸
大
臣

宮
沢
胤
勇

続
い
て
同
会
社
は
六
月
に
、
「
札
幌
̶
石
狩
間
鉄
道
計
画
書
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
鉄
道
起
業
の
目
論
見
、
計
画
の
概



要
、
輸
送
施
設
、
貨
物
の
輪
送
に

つ
い
て
、
鉄
道
沿
線
の
状
況
、
会
社
の
概
要
、
資
金
調
達
方
法
、
借
入
金
の
返
済
方
法
な
ど
に

亘
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
五
ヶ
年
間
の
年
度
別
営
業
収
支
概
算
書
な
ど
を
付
し
て
い
る

0
J

の
内
容
に

つ
い
て
は
、
既
刊
の

『
石

狩
町
誌
』
中
巻

ニ
に
所
載
)
。

こ
れ
に
よ
り
町
内
の
各
界
各
層
の
代
表
者
な
ど
に
よ
る
石
狩
鉄
道
建
設
促
進
期
成
会
発
起
人
会
が
、
七
月
頃
持
た
れ
、

一
一
月

二
七
日
に
は
同
期
成
会
長

(
尾崎
鹿
雄
〕
か
ら
、
同
会
社
の
募
株
予
定
逹
成
方
懇
願

の
挨
拶
状
が
発
送
さ
れ
た
。
ま
た
、
町
議
会

は
こ
の
年
か
ら
翌
三
三
年I

二
月
に
か
け
て
、
同
鉄
道
会
社
へ
の

出
資
、
融
資
に
つ
い
て
の
議
案
を
可
決
し
た
。
町
有
地
約
三
七

へ
ク
タf

ル
を
鉄
道
路
線
計
画
敷
地
に
充
て
、
こ
れ
を

一
千
五
百
万
円
に
評
価
し
て
、
歳
入
、
歳
出
に
組
み
込
ん
だ

の
も
、
こ
の

時
で
あ
る
。

そ
の
後
、
同
鉄
道
会
社
は
資
金
調
達
、
請
負
業
社
等
に

つ
い
て
奔
走
し
、
同
三
四
年
に
浜
町
の
同
鉄
道
石
狩
駅
予
定
地
で
起
工

式
を
行

っ
た
り
、
分
割
工
事
施
工
認
可
を
札
幌
陸
運
局
よ
り
受
け
て

一
部
工
事
に
着
手
し
た
り
し
た
が
、
同
三
六
年
に
至

っ
て
挫

折
に
終

っ
た
。
こ
の
間
、
町
長
、
町
議
会
議
員
の
改
選
が
ぁ
っ
て
議
会
内
部
の
情
勢
が
変
り
、
三
五
年
春
に
は
、
同
鉄
道
会
社

に

売
却
し
た
町
有
地
の
処
分
を

め
ぐ
っ
て
、
三
三
年
度
決
算
審
議
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
と
い
ぅ
異
例
の
事
態
が
起

っ
た
。

そ
し
て
、
『
石
狩
鉄
道
株
式
会
社j

は
、
三
八
年
四
月
の
臨
時
総
会
で
、
社
名
を

『札
幌
臨
港
鉄
道
株
式
会
社J

(
本
社¥

札
幌

市
、
資
本
金¥

四
千
万
円
)
と
改
め
ら
れ
て
業
務
を
引
き
継
が
れ
て

い
る
。
そ
の
後
、
町
出
資
金
な
ど
を
め
ぐ
る
町
議
会
で
の
論

議
は
、
四
◦
年
代
半
ば
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

第
二
項

都
市
高
速
軌
道
誘
致
運
動

昭
和
四
◦
年
代
に
入
る
と
、
隣
接
す

る
札
幌
市
の
急
激
な
発
展
に
伴
な

っ
て
、
石
狩
町
の
地
理
的
優
位
性
が
脚
光
を
浴
び
、
こ

社
会
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化
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九〇

れ
ま
で
の
第

I

次
産
業
主
体
の
町
勢
か
ら
、
都
市
化

の
方
向
に
町
開
発
振
興
の
構
想
が
強
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず

一
九
六
四

(
同
三
九
)
年
に
は
、
内
外
緑
地
株
式
会
社

の
大
規
模
宅
地
開
発
計
画
に
よ
る
用
地
取
得
、
道
央
新
産
業
都
市
指
定
、

石
狩
木
材
工
業
団
地
計
画
に
よ
る
用
地
取
得
と
そ
れ
が
具
体
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
翌
年
に
は
'
新
札
幌
団
地

(
民
間
住
宅
団
地
)

と
石
狩
木
材
工
業
団
地
の
分
譲
が
開
始
さ
れ
、

一
九
六
六

(
同
四一

)

年
三
月
三〇

日

に
、
町
は
札
幌
都
市
計
画
区
域
指
定
を
受

け
た
。
そ
し
て
、
明
治
期
以
来
の
念
願
で
あ
っ

た
石
狩
湾
新
港

の
実
現
に
向

っ
て
建
設
促
進
期
成
会
、
地
主
連
絡
協
議
会
が
結
成

さ
れ
、
そ
の
た
め
の
強
力
な
運
動
が
取
り
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

加
え
て
、

一
九
七〇

(
同
四
五
)
年
七
月

I
〇

日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「
第
三
期
北
海
道
総
合
開
発
計
画
」
の
中
に
、
「
石
狩
湾

沿
岸
に
、
流
通
港
湾
の
整
備
を
は
か
る
」
こ
と
、
「
札
幌
圏
な
ど
に
お
け
る
通
勤
通
学
輸
送
な
ど
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
、
…
中

略
…
都
市
高
速
鉄
道
の
建
設
お
よ
び
鉄
道
の
高
架
化
を
は
か
り
、
都
市
圏
鉄
道
輸
送
の
増
強

•
近
代
化
を
促
進
す

る
」
こ
と
な
ど

が
組
み
入
れ
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、

I

九
七

一C

同
四
六
〕
年
三
月
、
札
幌
市
が

「札
幌
市
長
期
総
合
計
画
」
(
目
標
年
次¥

昭
和
六
五
年
)
を
策
定
し
た

が
、
こ
の
中
の
都
市
高
速
鉄
道
計
画
三
路
線
の

一
つ
に
、
「
高
速

一
号
線

(
南
北
線
)
約
ニ
九
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
花
畔
地
区i

(
茨

戸
)
丨
(札
幌
駅
)S

(
犬
通
〕i

c

真
駒
内
)
〜
藤
の
沢
地
区
」
を
建
設
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
石
狩
町
の
花
畔
地
区

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
年
三
月
に
、
『
北
海
道
住
宅
供
給
公
社
』
が

〈
花
畔
団
地>

c

約
二
三
ニ
へ
ク
タ
ー
ル
)
の
用
地

を
取
得
し
、
約
ニ
万
三
千
人
、
約
六
千
戸
を
見
込
ん
だ

こ
と
や
、
石
狩
湾
新
港
建
設
な
ど
の
背
景
が
あ

っ
て
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

一
九
七
ニ

(
同
四
七
〕
年
八
月
ニ
ー
日
、
北
海
道
開
発
審
議
会
が

「
石
狩
湾
新
港
開
発
基
本
計
画
」
(
北
海
道
開
発

庁
案
)を
了
承

し
て
答
申
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
基
本
計
画
の
中
の
「
四
、
開
発
の
構
想

(6)
鉄
道
.高
速
軌
道
」
中
に
、

「
開
発
の
進
展
に
伴
う
輸
送
需
要

の
増
大
に
対
処
し
う
る
よ
う
臨
港
鉄
道
の
新
設
に

つ
い
て
検
討
す
る
ほ
か
、
札
幌
の
中
心
部
と



の
連
絡
お
よ
び
通
勤
の
円
滑
化
の
た
め
、
高
速
軌
道
の
延
伸
を
は
か
るJ

と
記
載
さ
れ
て
い
る
*

こ
れ
が
そ
の
後
の
促
進
運
勦
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
四
八
年
、
石
狩
湾
新
港
が
重
要
港
湾
に
指
定
さ
れ
、
建

設
工
事
が
本
格
化
し
、
後
背
地
域
の
土
地
利
用
構
想
が
示
さ
れ
る
と
、
高
速
軌
道
に
つ
い
て
の
調
査
も
相
次
い
で
実
施
さ
れ
て
い

っ
た
。
ま
た
、
北
海
道
議
会
、
札
幌
市
議
会
で
も
そ
れ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ぅ
ち
の
幾
ら
か
を
紹
介
す
る
と
次
の
よ

ぅ
で
あ
る
*

一
九
七
三

(
昭
和四
八
)
年

一
二
月
一
二
日¥

札
幌
市
議
会
代
表
質
問
の
、
地
下
鉄
構
想
に
対
し
て
、
板
垣
市
長
が

「
地

下
鉄
南
北
線
の
北
方
面
延
長
は
石
狩
湾
新
港
開
発
を
考
え
合
わ
せ
進
め
る
こ
と
に
し
て
い
る
」
と
答
弁

C

『
北
海タ
ィ
ム
スj

一
三
日
付
〕。

I

九
七
四

(同
四
九
〕
年
三
月
/
第
三
セ
ク
ター

の

『
石狩
開
発
株
式
会
社j

が
業
者
に
委
託
し
て
い
た
「
花
畔新
市
街

地
開
発
基
本
構
想
」
の
中
の
「
交
通計
画
⑴
地
下
鉄
延
伸
ル
！
ト
の
検
討
」
に
お
い
て
、
「
大
量輸
送
機
関
の
導
入
は
副
都
心

成
立
の
為
の
必
要
不
可
欠
の
条
件
。
本
計
画
の
前
提
条
件
と
な
る
地
下
鉄
南
北
線
延
長
ル
ー
ト

(
麻生
よ
り
先
は
未
定
で
あ

る
が
)
に
つ
い
て
、
想
定
し
た
延
伸
ル

ー

ト
は

(
要
約
〕、

⑴
麻
生

1

屯
田四

番

通
り
丨
花
畔
団
地
丨
石
狩
湾
新
港
3
麻
生
|
新
琴
似
四
番
通
り
丨
新
札
幌
団
地
(花
州
通
り
)
丨
花
畔
団
地
丨
石
狩
湾
新
港
」

な
ど
と
あ
る
。

社
会

•
文
化

編

九

一



社会

.
文化

編

九

̶

同
年
四
月¥

自
治
省
か
ら
調
査
を
委
託
さ
れ
て
い
た
『
最
適交
通
体
系
研
究
会j

C

座
長
'

¥

菅
原
東
工
大
教
授
〕
が
、
札
幌

市
の
地
下
鉄
に
つ
い
て
の
青
写
真
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
で

「
昭
和
七〇

年
ま
で
に
は
南
北
線
の
延
長
と
し
て
、
北
方
面
で

は
麻
生
町
|
石
狩
町
新
札
幌
団
地
間
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「枝
線
の
麻
生
町
丨
北
区
茨
戸
間
ニ
.
ニ
キ
13
メ
ー
ト
ル
」
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
九
七
五

(同
五o

)

年
三
月
二
八
日¥

石
狩
町
議
会
で

「
石狩
町
総
合
開
発
基
本
構
想
」
を
可
決
し
た

(
目
標
年
次
は

昭
和
六o

年
)。
こ
の
中
で
「
当
町
の
開
発
の
進
展
に
伴
ぅ
輸
送
需
要
の
増
大
に
対
処
し
、
札
幌
の
中
央
部
と
の
連
絡
及
び
通

勤
の
円
滑
化
の
た
め
の
高
速
軌
道
を
当
町
ま
で
延
伸
す
る
よ
ぅ

積
極
的
に
促
進
す
る
」
と
し
て
い

る
。

同
年
九
月
ニ
九
日¥北
海
道
議
会
総
合
開
発
調
査
特
別
委
員
会
の
質
疑
の
中
で
、
上
ロ
開
発
調
整
部
長
が
、
「
(札
幌
市
の

地
下
鉄
南
北
線
の
乗
り
入
れ
に
つ
い
て
)
地
域
住
民
の
利
便
も
考
え
札
幌
市
が
長
期
計
画
の
中
で
検
討
し
て
い
る
石

狩
町
花

畔
地
区
へ
の
延
長
を
さ
ら

に

一
•
五
キa
延
ば
し
、
新
港
業
務
地
区
へ
つ
な
げ
る
方
策
を
考
え
て
い
る

。

今
後
、
札
幌
市
、

石
狩
町
と
十
分
に
協
議
し
て
ル~

ト

や
時
期
を
決
め
る
」
と
答
弁
し
た

(
『
北
海
道新
聞J

三〇

日
付
〕
。

同
年I

二
月¥

『

財
団
法
人
日
本
工
業
立
地
セ
ン
タ
̶J

が
、
委
託
先
の

『
石狩
開
発
株
式
会
社
』
に
対
し
て
最
終
レ
ポ

1

ト
を
提
出
し
た
。
こ
の
「
交通
計
画
、
通
勤
方
法
の
検
討
」
の
中
に
、
「
計
画地
域
周
辺
外
か
ら
の
通
勤
…
高
速
鉄
道
、
乗

用
車
が
主
と
し
て
考
え
ら
れ
、
こ
れ
の

補
助
手
段
と
し
て
モ
ノ
レ

ー

ル
(
提
案
〕
、
バ
ス

等
を
考
慮
す
る
」

と
あ
る

。



一
九
七
六
(
同
五

一
)
年I

I

月I

三
日
、
北
海
道
知
事
は
、
「
石
狩
湾
新
港
地
域
の
土
地
利
用
計
画
」
を
正
式
決
定
し
た
。

そ
の

「
第
四
交
通
施
設

3
、

大
量
交
通
機
関

⑴
都
市
高
速
鉄
道
等
」
に
お
い
て
、
「
こ
の
地
域
と
札
幌
市
の
中
央
部
と
の

連
絡
及
び
通
勤
の
円
滑
化
の
た
め
、
札
幌
都
市
高
速
鉄
道
南
北
線
と
連
絡
す
る
路
線
を
計
画
す
る
と
と
も
に
、
管
理
業
務
地

区
に
ター

ミ
ナ
ル
用
地
を
確
保
す
る
。
な
お
、
臨
港
鉄
道
に

つ
い
て
は
、
長
期
的
な
展
望
に
た
っ
て
検
討
す
る
」
と
あ
る
。

こ
の
件
に

つ
い
て
は
、I

九
七
七

(
昭
和
五
ニ
)
年
の

「
北
海
道
発
展
計
画
」
、

一
九
七
九
年

(
昭
和
五
四
)
年
の

『札
幌
広
域

圏
市
町
村
振
興
協
議
会J
の

「
札
幌
広
域
生
活
圏
振
興
計
画
」

に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
ぅ
し
た
情
勢
の
中
で
、
昭
和
五
四
年

一
月
三
日
'
石
狩
町
花
川
地
区
の
有
志
に
よ
る

r

石
狩
町

「
花
畔
(
花
川
)
地
区
」
都

市
高
速
電
車

(
地
下
鉄
〕誘
致
促
進
期
成
会』

(
会
長¥

能
勢
壽
雄
、
会
員¥

三
五
名
)
の
結
成
大
会
が
開
催
さ
れ
、
趣
旨
書
配
付

と
署
名
運
動
開
始
な
ど
が
決
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
翌

一
九
八〇

(

昭
和
五
五
)
年
二
月
に
石
狩
町
議
会
議
長
に
対
し
て
、
「
石
狩

町
都
市
高
速
電
車

(
地
下
鉄
〕
開
通
早
期
実
現
促
進
に
関
す
る
請
願
書
」
が
提
出
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
請
願
書
に
は
、
能
勢
会

長
外

一
万I

、

七

一
一
名
の
賛
同
署
名
簿
が
添
付
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
請
願
は
町
議
会
産
業
建
設
委
員
会
で
継
続
審
議
さ
れ
た

が
、
同
五
八
年
に
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
り
審
議
未
了
と
な

っ
た
。

さ
ら
に
、

一
九
八

一c

同
五
六
)
年I

月

一
五
日
に
は
、
町
議
会
議
員
有
志
に

よ
るr

石
狩
町
都
市
高
速
軌
道
研
究
会j

(
会
長¥

神
崎
征
治
)
が
発
会
し
、
活
発
な
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、

一
九
八
ニ

(同
五
九
)
年
七
月
、
町
議
会
は

「
石
狩
町
総
合
開
発
計
画
基
本
構
想
」
(
目
標
年
次¥

一
九
九
五
年
、
主
要

指
標¥

人
口
一〇

万

人
)

を
可
決
し
た
が
、
こ
の
中
で
も

「
都
市
高
速
鉄
道
な
ど
を

石
狩
町
ま
で
延
伸
す
る
よ
ぅ
積
極
的
に
促
進

す
る
こ
と
」
と
し
て
い

る
。

社
会

•
文
化

編

九
三



社
会

•
文
化

編

九
四

一
方
、
七
月
三
日
の
札
幌
市
議
会
第
二
回
定
例
本
会
議
代
表
質
問
に
お
け
る

「
今
夏
に
第
一
船
が
入
る
石
狩
湾
新
港
に
関
連
し

て
の
交
通
網
整
備
」

に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
て
、
札
幌
市
長
は
次
の
よ
ぅ
に
答
え
て

い
る
。

「札
幌
と
石
狩
町
と
の
地
下
鉄
に

つ
い
て
は
、
七
◦
年
を
目
途
と
し
た
札
幌
市
総
合
交
通
対
策
審
議
会
は
、
『
大
量輸
送
機
能

で
あ
る
地
下
鉄

の
交
通
需
要
量
を
満
た
す

に
至
っ
て
い
な
い
。
』
と
答
申
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
域
の
発
展
状
況
や
交
通
需

要
量
の
増
加
な
ど
に

つ
い
て
第
二
回
の
パー

ソ
ン
ト
リ
ッ
プ
調
査
を
実
施
し
な
が
ら
、
併
せ
て
財
政
を
配
慮
し
、
モ
ノ
レー

ル
な
ど
の
中
量
輸
送
シ
ス
テ
ム
の
配
置
を
考
え
た
い
。
」C

『
北
海
タ
ィ
ム
スJ

市
内
版
要
約
〕

一
九
八
五

(
同
六〇

)

年
に
な
る
と
、
都
市

モ
ノ
レー

ル
の
導
入
に

よ
る
札
幌
市
中
央
部
と
の
連
絡
と
い
ぅ
方
式
が
強
ま
っ
て

き
た
。

一
月

一
八
日
付
の

『
日
本
経
済
新
聞
』
は
、
「
三
菱
重
工
業
、
三
菱
商
事
の
三
菱
グ
ル
ー
プ
中
核
三
社
が
、
石
狩
開
発

(
株

式
会
社
)

の
全
面
的
な
協
力
を
得
て
、
石
狩
湾
新
港
地
域
で

モ
ノ
レー

ル
の
耐
雪
実
験
に
入

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
」
と

報
じ
、『

北
海
タ
ィ
ム
ス
』
も
、
「
石
狩
町
に
都
市
高
速
軌
道
を
̶
期
成
会
や
研
究
会
、
地
元
盛
り
上
る
促
進
運
動
」
(
四
月
ニ
五
日

付
)
な
ど
の
記
事
を
報
じ
た
。

六
月
に
な
る
と
、
『
社
団
法
人
日
本
モ
ノ
レ
ー

ル
協
会
』
が
、r

石
狩
モ
ノ
レー

ル
調
査
概
要
報
告j

を
ま
と
め
た
。

こ
の
報
告
書
に
よ
る
計
画
は
、
「
積
雪
、
凍
結
の
季
節
的
要
因
を
考
え
、
こ
れ
に
強
い
中
量
軌
道
系
輸
送
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
懸

垂
型
モ
ノ
レI

ル
を
対
象
と
し
た
」
と
し
た
上
で
、
「都
市
モ
ノ

レ
ー
ル
導
入

の
必
要
性
、
位
置
づ
け
」
を
述
べ
、
「
路
線
計
画
」

と
し
て
、
モ
ノ

レ
ー
ル
設
置
基
準
お
よ
び
経
済
性
両
面
か
ら
次
の
三
つ
の
ルー

ト
を
選
定
し
て
い
る
。



第

一
案
札

幌
市
営
地
下
鉄
南
北
線
ター

ミ
ナ
ル
駅

C

麻
生
駅
〕
̶
樽
川
通
̶
追
分
通
̶
花
川
通
̶
防
風
林
側
道
のI

部

を
利
用
̶
石
狩
町
人
ロ
集
中
地
区
中
央
部
に
至
る
延
長
九

•
六
キa

メI

ト
ル
の

ル
！
ト
。

第
二
案
札
幌

市
営
地
下
鉄
東
豊
線

(
建
設
中
)
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

(
栄
町
駅
〕
̶
屯
田
通
̶
第

I

案
の
ル
ー
ト
と
同

I

路

線
と
す
る
延
長

一〇

•
六
キP

メ
ー

ト
ル
の
ル
ー
ト
。

第
三
案

麻
生
駅
̶
創
成
川
通
り
̶
屯
田
町

(
道
路
新
設

の
要
あ
り
〕
̶
中
央
通
り
近
傍
の
防
風
林
側
道
を
利
用
す
る
延

長

一o
.

四
キ
ロ
メー

ト
ル
の
ルー

ト
。

そ
し
て
、
こ
の
三
案
に

つ
い
て
の

「
交
通
需
要
の
推
計
、
概
算
建
設
費
、
経
営
収
支
試
算
結
果
、
考
察
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
年

一
二
月
の
石
狩
町
議
会
で
、
町
長
が
前
述
の
懸
垂
型
モ
ノ
レー

ル
に
つ
い
て
触
れ
、
「都
市

モ
ノ
レー

ル
の
早
期

実
現
に
最
善
を
尽
す
」
と
行
政
報
告
を
し
た
。
町
議
会
で
も
会
期
中
の
本
会
議
で
行
政
報
告
を

め
ぐ
り
質
疑
を
交
わ
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
「
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
導
入
に
関
す
る
決
議
」
が
起
立
採
決
で
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

主
要
参
考
資
料

木
滑
ニ
郎
編

「
C

大
正
一
一
年
〕
西
沿
岸
線
鉄
道
速
成
同
盟
会
厚
田
支
部
に
関
す
る
資
料
」

r

厚
田
村
史
料
室
紀
要
』
九
号
〕

一

九
六
七

田
中
実
編
著

『
石
狩
川
河ロ
地
区
鉄
道
計
画
史
概
説
年
表』

石
狩
川
河
ロ
地
区
研
究
会

一
九
九〇

社
会

•
文
化

編

九
五



社
会

.
文
化

編

九
六

第
三
項

軽
石
軌
道

現
在
の
道
々
石
狩
手
稲
線
を
運
行
し
て
い
た
軽
石
軌
道
に

つ
い
て
は
、
濱
田
啓

一
(
開
業
医
)が
、
「
鉄
道
ビ
ク
ト
リ
ア
ルJ

C
I

九
八
五

(
昭
和
六◦)

年
三
月
)
に
発
表
し
た

「
失
わ
れ
た
鉄
道
•軌
道
を
た
ず
ね
て
ー
軽
石
軌
道
」
に
詳
し
い
。
ま
た
、
『
読
売

新
聞
』
の
連
載r
道8

…
軽
石
軌
道
」
(
一
九
七
八
年
二
月
ニ
六
日
)
に
所
載
の
多
く
の
証
言
で
も
、
そ
の
実
情
を
ょ
く
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
れ
ら
に
ょ
る
と
、
『軽
石
軌
道
株
式
会
社j

は
、
手
稲
村
内
の
有
志

(
中
小
企
業
者
〕
が
相
図
り
、
第I

期
線
と
し
て
、
軽
川

丨
花
畔
間
、
第
二
期
線
と
し
て
、
花
畔
̶
石
狩
間
の
貨
客
の
輸
送
を
企
画
し
た
の
が
ス
タ
ー
ト
で
あ

っ
た
。

一
九
二〇

(

大
正
九
)

年

I
I

月

1
0

日
、
鉄
道
大
臣
元
田
肇
、
内
務
大
臣
床
次
竹
ニ
郎
名
の
監
第
六

ニ
七
号
と
し
て
そ
の
特
許
を
と
っ
た
。
ま
た
、
こ

の
会
社
発
起
人
は
全
員
手
稲
村
居
住
者
で
、
近
藤
新
太
郎
、
宮
城
和

一
、
竹
内
静
勝
、
竹
内
卯
之
吉
、
船
木
與
八
、
松
井
武

I
、

千
葉
右
衛
門
、
蓑
輪
早
三
郎
、
藤
原
政
治
で
あ

っ
た
。

一
九
二一

(

同I
〇
〕

年
五
月
九
日
に
は
、
『
軽
石軌
道
株
式
会
社j

の
設
立
登
記
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
役
員
は
、
専
務
取
締
役¥

宮
城
和I

、

取
締
役¥

松
井
武

一
.世
継
仁
作

(

小
樽
)
•堀
部
銀
藏

(
石狩
町
、
荒
物
雑
貨
肥
料
商
〕
、
監
査
役¥

近
藤
新
太
郎
，

橘
儀

一

で
、
創
立
時
の
資
本
金
は
五
万
円
、
本
社
は
札
幌
郡
手
稲
村
字
軽
川
に
置
か
れ
た
。

そ
し
て
、

一
九
二
ニ

(
同
一
一
)
年

一〇

月
二
八
日
に
、
軽
川
̶
花
畔
間
八

.
ニ
ー
キP

メ

̶
ト

ル
の

運
転
が
開
始
さ
れ
た
。

こ
の
軌
道
は
街
道
に
沿

っ
て
花
畔
へ
と
延
び
、
途
中

「
新
川
」
「
南
四
線j

r

南
七
線
」
「
南
九
線
」
の
四
力
所
に
停
留
所
が
設
け
ら

れ
た
。
こ
の
ぅ
ち
の

「
南
七
線
」
は
宮
野
雑
貨
店
が
待
合
所
に
当
て
ら
れ
て
切
符
が
売
ら
れ
た
が
'
他
は
駅
舎
の
な
い
停
留
場
で

あ

っ
た
。
ま
た
、
「
花
畔
駅
」
は
佐
々
木
商
店
を
借
り
て
待
合
室
と
し
、
駅
員

一
名
が
在
勤
と
な

っ
て
い
た
(
札幌
市
東
区
桜
田
力



ツ
子
さ
ん
の
話
)
。

そ
の
客
車

(
定
員
八
名
、

一
二
人
乗
と
い
う
資
料
も
あ
る
)
は

一
日
三
往
復
、
片
道
約
四〇

～

六〇

分
で
運
行
さ
れ
た
。
ま
た
、

客
車
は
ォー

プ
ン
デ

ッ
キ
の
二
輪
車
で
、
貨
車
は
無
蓋
車
で
あ
り
、
軽
川
̶
花
畔
間
の
賃
金
は
三
五
銭
で
あ
っ
た

(
の
ち

「
六〇

銭
だ

っ
た
」
と
の
証
言
も
あ
る
)
。
そ
し
て
、
「
馬
は
軌
道
会
社
に
頼
ま
れ

(
軽
川
)
近
く
の
人

I

ニ
、
三
人
で

『
馬車
組
合
』
を

つ
く
り
、
客
車
班
と
貨
車
を
運
ぶ
台
車
班
と
に
分
か
れ

て
い
た
。
貨
物
は
主
に
石
狩
川
で
取
れ
る
サ
ヶ
、
軍
馬
の
飼
料
に
す
る
工

ン
麦
な
ど
で
、

ユ
ン
麦
だ
と

一
回
に
五〇

俵
く
ら
い
運
ん
だ
。
他
に
当
時
、
石
狩
の
五
の
沢
で
石
油
が
出
て
い
た
の
で
、
原
油
を

運
搬
し
た
記
憶
も
あ
り
ま
す
。
手
稲
か
ら
は
石
狩
に
い
る
人
た
ち
の
生
活
物
資
、
漁
場
の
資
材
な
ど
を
運
び
ま
し
た
。
」
(台
車
班

の
馬
鉄
の
御
者
を
し
た
札
幌
市
西
区
在
住
の
川
上
作

ニ
さ
ん
)
と
い
う
。

そ
の
当
時
の
沿
線
は
、
前
田
農
場
の
約
四
百

̶
ク
タ
ー
ル
と
い
う
広
大
な
農
地
、
放
牧
地
が
広
が
り
、
人
家
は
数
え
る
ほ
ど
で

あ

っ
た
。
町
域
の
樽
川
村
で
は
、

I
九

I
七

(
大
正
六
)
年
に
開
か
れ
た

『
町
村牧
場J

(
所
有
地
約
百

一
二
へ
ク
ター

ル
〕
と
、

道
路
向
い
側

の
『
極東
煉
乳
株
式
会
社
』
と
が
、
広
大
な
牧
場
で
種
牛
の
育
成
と
乳
牛
飼
育
を
担

っ
て
い
た
。
な
お
、
『
極
東
煉
乳

株
式
会
社
』

の
花
畔
集
乳
所
が
開
業
し
た
の
はI
九
ニI

C

大
正

一〇
)

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
石
狩
川

(
現
在
の
茨

戸
川
)
が
迂
回
す

る
花
畔
の
市
街
地
で
は
、
約
四o
戸
の
民
家
が
密
集
し
、
サ
ヶ
漁
期
の
秋
口
は
石
狩
の
漁
場
へ
行
く
漁
夫
、
旅

芸
人
な
ど
で
賑

っ
た
。

第
二
期
線
の
花
畔
̶
石
狩
間
に
つ

い
て
は
、

一
九
三一

(
昭
和
六
)
年

一
月

一
六
日
に
、
「
石
狩
町
大
字
花
畔
村

一
番

地
先
か
ら

石
狩
町
字
東
浜
町I

I

番
地

(
筆
者
注

浜
町
か
)
先
ま
で
延
長
九

•
ー
キa

メ
ー
ト
ル
の
軌
道
敷
施
」
が
許
可
さ
れ
、

I

部
路

床
に
着
手
が
な
さ
れ
た
が
、
札
幌
軌
道

(札
幌
̶
茨
戸
)
と
の
競
合
関
係
、
営
業
不
振
、
石
狩
̶
花
畔
間
の
バ
ス
開
通
な
ど
の
た

め
、
い
ょ
い
ょ
経
営
が
困
難
に
な
り
、
遂
に
未
開
業
に
終
り
、

|

九
三
五

(
同I

O
〕

年
に
は
免
許
取
消
し
と
な
っ
た
。

社
会

•
文
化

編

九
七





軽石軌道株式会社優先株券/ 昭和 6 年 8 月15 日付 / 田中実所蔵資料
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化

編
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九



社
会

•
文

化

編

I
〇
〇

次
に
、
こ
の
営
業
状
況
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、I

九
二
三

(
大
正
一
二
)
年
度
を
除
い
て
は

収
支
と
し
て
は
赤
字
続
き
で
、
北

海
道
拓
殖
費
補
助
金
に

よ
っ
て
赤
字
を
補
て
ん
し
な
が

ら
営
業
を

継
続
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
軽
川
駅
の
駅
長
だ

っ
た
大
下
喜
藏

の
未
亡
人

ハ
ナ
談
に
よ
る
と
、
「
開
業
し
て
四
'
五
年
た

っ
た
頃
か
ら
月
給

(
六
◦
円
)
も
遅
れ
が
ち
に
な
り
、
営
業
を

や
め
る
三

年
く
ら
い
前
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
も
ら
え
な

く
な
り
ま
し
た
。
…
当
時
の

金
で
三
千
円
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
」
と
い
ぅ
。

な
お
、
冬
季
間
は
運
行
休
止
で
、
四
月
か
ら

一
一
月
の
間
に
操
業
さ
れ
て
い
た
。

前
述
の
濱
田
啓

一
「
軽
川
軌
道
」
な
ど
に

よ
る
と
、
軽
石
軌
道
が

い
つ
営
業
を
ス
ト
ッ
プ
し
た
の
か
定
か
で

な
く
、
そ
れ
に
つ

い
て
の
証
言
は

ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
そ
の
上
、
経
営
陣
の

主
導
権
争
い
か

ら
告
訴
、
告
発
合
戦
に
ま
で
発
展
し
て
幕
が
閉
じ
ら
れ

た
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る
。
『
鉄
道
統
計
資
料j

で
は
、

一
九
三
六

C

同

|
I
)

年
度
で
終

っ
て
い
る
。
『資
料

.
日
本
の
私
鉄
』

に

よ
れ
ば
、
そ
の
廃
止
年
月
日
は

一
九
四o
(

同I

五
)
年I

〇

月
二
三
日
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
北
海
道
土
木
部
道
路
課
の
資

料
に
よ
れ
ば
、

一
九
三
九
年

(
同|
四
)
年I

o

月
ニ
四
日
営
業
廃
止
許
可
と
な

っ
て
い
る
が
、
実
際
に

そ
の
運
行
を
止
め
た

の

は
こ
れ
以
前
と
思
わ
れ

る
。
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「石狩川E船吐姻之跫」 r北海道殖民圖解J/ 明治28年 3 月、 北海道庁内務部殖

民課刊/ 高木憲了所蔵資料

〇



石狩川河口渡船場八幡町侧 （左岸） 棧橋 （「若生町よ り見た る石狩町の一部) /

明治40年頃 /小樽光明堂撮巌/ 石狩町若月商店発行/石狩市役所所蔵資料 （田

村マス寄贈：）
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社

会

石狩一茨戸間の定期船 『さっ き丸J/ 大正15年/ r改訂版 3 ■ 4年社会科副読本、

いしか りJ (昭和62年 7 月10 日刊）

茨戸一美登位間で運行された 「かもめ丸〗/ 昭和 3 年頃



「石狩川愾船會社棧橋前」/ 昭和初期/札幌片山写真製版所制作 /圃待合所版

賣/ 田中実所蔵資料

町営請負 （田中周作） の r長江 （ち ょ う こ う） 丸jゾ昭和 年代/石狩市役所所

蔵資料



石狩川国営渡船の景 （渡船場左岸、 向い側) / 昭和29年 / 田中実掇影 •所蔵資料

石狩川渡船終航会/昭和53年 3 月31 日/ 田中実撮影 • 所蔵資料



石狩河口渡船終航会/昭和53年 3 月31 日/ 田中実撮影 • 所蔵資料

石狩川河口渡船終航会の 日の rやはた丸」 c前方） と rちど り九j (後方) / 昭和
53年 3 月31 日/ 田中実撮影 • 所蔵資料
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石狩河口渡船場の氷橋ノ*昭和30年代/青木隆撮影 ■所蔵資料



石狩河口渡船場の水橋/ 昭和30年代/青木隆撮影 •所蔵资料



茨戸一生振勢至観音間で運行された客馬車 C絵葉書) / 大正期
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茨戸一生振勢至観音間で運行された 4 輪の客馬車/ 昭 和10年代前半
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石狩 ト ラック 貨物自動取運送営業出資金領収證書/昭和12年 3 月20 日
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I

ニ
ニ

第
二

章

治
安

•
防
災

第

一
節

治

安

第
I

項

第
二
次
世
界
大

戦
中
ま
で
の
警
察

一
九
七
ニC

明
治
五
)
年
八
月
に

『
邏
卒
心
得
規
則J

が
発
せ
ら
れ
る
と
と
も

に
、
凾
館
に
開
拓
使
の

f

邏
卒
本
営
』
が
設
け

ら
れ
、
同
年
九
月
に
札
幌

に

『
邏
卒
屯
所』

お
ょ
び
分
所

一
ヶ
所
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
札
幌

のr

邏
卒
屯
所
』

は

『
巡
査

屯
所j

と
な
り
、
さ
ら
に
こ
れ
が
、
明
治

|〇
年
に

『札
幌
警
察
署』

と
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
三
縣
時
代
に

入

っ
た
明
治

一

五
年
八
月
に

『札
幌
警
察
署
』
所
轄
の

『
石
狩
分
署
』
が
設
置
さ
れ
、
翌
年

『
石
狩
分
署j

の
建
物
が

つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
建
築

に
つ
い
て

は
次
の
ょ
ぅ
な
資
料
が
あ
る
。

札
幌
縣
石
狩
國
石
狩
郡
親
般
町

中

島

房

蔵

明
治
十
五
年
中
石
狩
國
石

狩
警
察
分
署
新
築
費
ノ
内



一
金
五
圓
差
出
候
竒
特

ュ
候
事

明
治

十
八

年
三
月
十
六

日

札
幌

縣
令
從

五
位

四
等

調
所
廣

丈

©

C

中
島
勝
人
所
蔵

資
料
)

す
な
わ
ち

、
当
時
は

こ
の
ょ
ぅ
な
公
的
な

施
設

の
建
築
が

、
地
元
民
の

寄
付

に
ょ
っ
て
な

さ
れ
た

と
こ

ろ
が
あ

っ
た
と
い
ぅ
わ

け
で

あ
る

(
次
節
の

同
様
事
例

参
照
)
。
な
お
、
こ
の
頃
の

『
石
狩
分
署J

管
轄
区
域
に

つ
い
て
は

定
か
で

な
い
が
、
厚
田
郡
を
含

ん
で

い
な
か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

ま
た
、
明
治

一
八
年

一
二
月
末
に

お
け

る
関
係

署
と

f

石
狩
分
署J

の
職
階

別
定
員
数
は

次
の

よ
う
で
あ
る
。

明
治I

八
年I

二
月
に
お
け
る
札
幌
縣

察
署

.
警
察
官
等
人
員
数

関
係
分
の
み

札

幌

警

察

署

警

察

本

署

m /

h
■_ _

警
部
長

警

察

官

厂 三

警

部

_ _ .

警
部
補

五
ニ

巡

奄

五
七

小

計

六 〇

及 饱1
び用
雇 掛

五
九 七

合

計

社
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I

四

1
10)

石

狩

分
署

|
|

|

ニ

セ|
A

I

ニ

九

c

資
料
/r

北
海
道
警
察
史
』(

一
)
)

北
海
道
廳
時
代
に
入

っ
た
明
治

一
九
年
に
は
、
『
北
海
道
廳
官
制j

(
内
閣
達
〕
が
定
め
ら
れ
て
、
長
官

.
理
事
官

•
属

•
警
察

官

.
監
獄
官

.
技
術
官

•
学
務
官
が
置
か
れ
た
り
、
こ
れ
に
伴
な
い
北
海
道
廳

の
課
署
中
に

「
警
察
本
署
」
が
設
け
ら
れ
た
り
、

本

•
支
廳
に
置
か
れ
た
警
察
本
署
の
長

(警
部
長
)
が
長
官
ま
た
は
支
廳
長
の
命
を
受
け
て
各
警
察
署
を
掌
握
す
る
よ
ぅ
指
示
さ

れ
た
り
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
同
年

一
二
月
二
八
日
の

『
北
海
道
廳
官
制』

の
改
正
に

よ
っ
て
警
察
制
度
が
改
め
ら
れ
、
警
察
署

長
が
郡
区
長
の
兼
任
と
さ
れ
、
署
を
郡
役
所
と
同

一
地
に
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
、
分
署
の
所
在
地

の
戸
長
が
分
署
長
を
兼
務
す

る

こ
と
と
さ
れ
た
。

な
お
'
同
一
九
年
に
お
け
る

『札
幌
警
察
署
』
の
職
階
別
人
員
数
は
次
の
よ
ぅ
で
あ
る
。

明
治I

九
年
三
月
に
お
け
る
札
幌
警
察
署
警
察
官
人
員
数

札

幌

警
察
署
名

石
狩

空
知

m
戸

k
払

所

属

分

署

名

七

警警
部
補部

五
巡

査

8

合

計

(資
料
'¥『
北
海
道
警
察
史」
(一
)〕

そ
し
て
、
こ
の
翌
ニ〇

年
の
一
月

一
五
日
に
北
海
道
内
の
各
郡
区
役
所
所
在
地
に
警
察
所
が
設
置
さ
れ
、
戸
長
役
場
所
在
地
に

分
署
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
伴
い
従
来

の

『
石狩
分
署』
が
廃
止
さ
れ
て

r

石
狩
蝥
察
署j

が
置
か
れ
、
當
別

.



篠
津

•
別
狩

•
茂
生
を
所
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
ニ
ニ
年

一
月
に
は

『
石狩
警
察
署J

が

『
古
平
警
察
署J

『
勇

払
警
察
署j

と
と
も
に
廃
さ
れ
、r

札
幌
警
察
署j

所
轄
のr

石
狩
分
署j

と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
治
ニ
四
年

一◦
月
に
は

官
制
の
改
正
に

よ
り
'
そ
れ
ま
で
のr

石
狩
分
署j

が
廃
さ
れ
、
札
幌
の
署
中
に
分
割
を
よ
り
加
え
たI

I

分
署
が
設
け
ら
れ
た
。

同
明
治
ニ
四
年
の
官
制
改
正
後
は
、
漸
次
専
任
警
察
官
を
署
長
に
す
る
方
針
が
採
用
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
明
治
三〇

年
四
月
に

は
郡
区
長
、
戸
長
の
署
長
兼
任
制
が
廃
止
さ
れ
、
警
察
署
、
分
署
の
す
べ
て
に
専
任
警
察
官
が
配
置
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
ま

た
、
明
治
三
◦
年
に
お
け
る
官
制

の
改
正
に
伴

っ
て
は
、
〈
一
支
廳

一
署
主
義
〉
が
と
ら
れ
、
警
察
署
名
の
す
ベ
て
が
区
町
村
名
に

よ
る
よ
ぅ

に
な
っ
て
い
る

。

そ
し
て
、
こ

の

時
期

(
明
治
三〇

年
)

の

『

札
幌
警
察
署』

に
は
、
江
別
•
石

狩

•
厚
田

.
茂
生
各

分
署
が
所
属
し
て
い
た
。

な
お
、
こ
の
地
方
で
は

こ
れ
ま
で
の
間
の
明
治
ニ
七
年
八
月
に
、
花
畔
村
惣
代
の
金
子
精

一
郎
が

『
札
幌
警
察
署
石
狩
分
署j

に
村
内
熊
害
除
去
願
を
提
出
し
た
り
、
明
治
ニ
九
年
九
月
に

『
石狩
分
署j

の

『
若生
駐
在
所j

が
設
置
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

ま
た
、
駐
在
所
と
し
て
は

、
そ
の
後
明
治
三
ニ
年I

I

月
に
『
花畔
巡
査
駐
在
所r

か
設
け
ら
れ
て
お
り
、
明
治
三
九
年
に

『
石

狩
分
署j

の

「
生振
駐
在
所j

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

大
正
期
に
入
る
と
、
ニ
年
五
月
ニ
ニ
日
に
北
海
道
廳
令
第

四
十
五
號
が
発
せ
ら
れ
た
の
に
伴
い
、r

厚
田
分
署r

か
廃
止
さ
れ
て

『
石狩
分
署j

に
合
併
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
同
年
六
月

一
日
に
実
施
と
な

っ
た
。
こ
の
た
め

『
石狩
分
署J

の
管
轄
区

域
は
石
狩
町
と
厚
田
村
の
大
字
濃
畫
を
除
く
各
大
字
と
な

っ
た
。

大
正
期
に
は
ま
た
、

一
一
年
三
月
に

『
花畔
自
警
団J

、

翌

一
二
年
に

『
石狩
自
警
団』

が
発
足
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
自
警

団
は
消
防
活
動
と
の
関
係
が
深
い

(
次節
参
照
〕
。

そ
し
て
、
大
正I

五
年
六
月
に
北
海
道
廳
令
第
七
十
四
號
が
発
せ
ら
れ
た
の
に
伴
い
、
『
浜益
分
署j

が

『
石狩
分
署j

に
合
併

社
会

i

化

編

一
二
五
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縐

一
二
六

さ
れ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
年
七
月I

日
に

『
石
狩
分
署
』

は

『
石
狩
警
察
署
』

と
な

っ
た
。
こ
れ
に
伴
い

『
石
狩
警

察
署j

は
雄
冬
を
除
く
浜
益
村

一
円
を
管
轄
す

る
こ
と
に
な

っ
た

(
そ
の
後
浜
益
村
城
は
昭
和

一
四
年
七
月
に
滝
川
署
の
管
轄
と

な
る
)
。

な
お
、
『
石
狩
警
察
署
』

は
そ
の
後
昭
和

I

六
年

C

ま
た
は

一
七
年
)

に
廃
止
さ
れ
、
『
札
幌
警
察
署
石
狩
警
部
補
派
出
所
』
に

代
え
ら
れ
た
。
『
北
海
道
警
察
史
』C

一
一)
に
ょ
れ
ば
'
昭
和

|

七
年
五
月

•
七
月
に
お
け
る
北
海
道
内
警
察
の
組
織
、
施
設

の
増

設
、
改
廃
等
整
理
に
伴
い
、
石
狩
に

『
札
幌
警
察
署
』
管
轄

の

「
警
部
派
出
所
」

一
*
所
と

「
巡
査
駐
在
所
」

一
*
所
が
設
置
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
ょ
ぅ
な
警
察
の
組
織
、
施
設
の
改
変
措
置
は

、
以
下
で
述
べ
る
「警
防
団
」
の
結
成
に
関
連
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち

、
こ
れ
ま
で
の
間
に
は
、
日
華
事
変
が
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
い
昭
和I

ニ
年
七
月

|
九
日
に
北
海
道
廳
長

官
が
支
廳
長
、
市
長
会
議
を
召
集
し
、
銃
後
後
援
体
制
や
防
空
、
治
安
維
持
な

ど
の
警
防
体
制
の
強
化
ほ
か
に
つ

い
て
指
示
し
て

い
る
が
、
日
華
事
変
を

迎
え
た
こ
と
に
よ
つ
て
は
、
防
空
、
消
防
な

ど
を
含
め
た

さ
ら
に
新
た
な

国
内
総
合
警
備
態
勢
が

と
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
昭
和

一
四
年

I

月
に
勅
令
に

よ
る

『
警
防
団
令J

が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
同
年
四
月
に
は

『
石

狩
警
防
団
』
が
結
成
さ
れ
た
(
次
節
参
照
)
。
ま
た
、
昭
和

一
七
年
に
お
け
る
石
狩
町
付
近

の
警
防
団
設
置
状
況
は

次
の
と
お
り
で

あ
る
。

昭
和

一
七
年
七
月
現
在

に
お
け
る
石
狩
町
付
近
の
警
防
団

設
置
状
況

札 警

幌

察

署

恵 札
庭 幌

4 -i
歳 平

石 ®
狩 路

k k
田 幌
■村
手 *
稲 琴
鉱 似
山 •
- 白
三 石
菱 .

乎 手
稲 稲
鉱 •
山 広
島

警

防

団

五

本

部

四
分

団



札 替

察

幌 署

石千 派警

出部

U 狩歳 所補

厚漁定 派巡

Q 山
a 田 渓

出蹇
所長

◎ • 御 '̶ • * • 札
伏 桑 幸 条 豊 北 溥 幌
見 園通 東 平八 野 駅 巡
* » * * » • 'gtj
幌 北南 苗 北 • 南 * 査

西 円九穂 十 苗三 南
派

ニ 山条 駅条 穂条ー
三 * • 前 * * • 条

南 北 * 山中 北 *
出

◎ 円十 白淼 島ー 蛰
̶ 山 七 S • 公条 平
一 ，条 ■ 北 園西 橋

所

八 渕庭厚 ◎手 琴 丘
幡 • • 別 東 稲似珠
町 石 広 * 月東 第 • 巡
* 狩 島定 寒 ■ ニ 札
生 • • 山 • 平 . 幌

振 ◎ ◎ 渓 白岸 ◎村
査

ハ * 島輪 * 石 • 新 *
三 ◎松 厚 簾 村 石琴篠

駐

〇 古 _ * 舞 • 山似路 在
潭 花 千 • 上 • • .

◎ • 畔 歳 漁 白月軽 琴
六 望 • • • 石 寒 川 似
w 来 ◎剣 恵 ■ _ _ ■

所

江

別

江
別

別

棒
津

四

,_ .

四

c

資
料
/r

北
海
道
警
察
史j

a
1)
)

ま
た
、
日
本
の
第
二
次
世
界
大

戦
敗
戦
時
の

昭
和

ニ
◦
年
八
月

一
五
日
現
在

に
つ
い
て
、
石
狩
町
付
近
に

お
け
る
警
察
署

別
派

出
所
お
よ
び
駐
在
所

と
、
『
札
幌
警
察
署j

等
の
管
轄
区
域

を
示
す

と
次

の
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
ニ
◦
年
八
月I

五
日
現
在
に
お
け
る
石
狩
町
付
近
の
警
察
署
別
派
出
所
お
よ
び
駐
在
所

社
会

•
文
化

編

ニ
ー
七



ニ
-
八

◎
野
幌
•
◎
元
江
別

•
新
篠
津
，

当
別

•
◎
弁

ヶ
別

•
中
小
屋

•
当

別
太

•
靑
山
奥

(
八

◎
三
)

昭
和
ニ〇

年
八
月I

五
日
現
在
に
お
け
る
石
狩
町
付
近
の
各
警
察
署
の
位
置
お
よ
び
管
轄
区
域

江

別

札

幌

警

察

署

札
幌
郡
江
別
町

字
江
別
町

札
幌
市
北

条
西
五
丁

位

置

札
幌
郡
江
別
町

石
狩
郡
新
篠
津
村

別
村

ナ村千 札
ィ * 歳 幌
ベ長 郡 市
ッ 都 恵 •
ぺ 村 庭 札
■ • 村 幌

ね : 烏 * 都
認 栅 千 ハ
罢 舞歳 江g村 町 別
町 宇大 を
商本字 除f 村千 くS • 镑
w

置 龄 8 各
懷 化 • 一g場 蘭 円
柯 • 越 、

管

轄

区

域

C
資
料¥

以
上
ニ
表
、
『
北
海
道警
察
史j

(
ニ
)
)

第
二
項

第
二
次
世
界
大

戦
後

の
警
察

日
本
の
第
二
次
世
界
大
戦

の
敗
戦
に
伴
い
、
戦
時
中
に
お
け
る

『
警
防
団
』
は
改
変
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
昭
和
ニ
一
年

一
月
三

o

日
の
勅
令
第
八
二
号
に
よ
り
、
と
り
あ
え
ず
ま
ず

「
防
空
」
の
任
務
が
除
外
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
年

一〇

月
七
日
に
は
、
警
防

社
会

•
文
化

編

江

別

当

別

(
こ



団
員
が
改
め
て
治
安
維
持
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
警
防
団
員
は
胸
にA

.
P

の
マー

ク
を
つ
け
'
ア
シ
ス

タ

ン
ト=

ポ

リ

ス
と

言
わ
れ
た

が
、
翌
ニ
ニ
年
に
は
、
『
消
防
組
織
法j

と

『警
察
法
』
が
公
布
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い

『警
防
団j

は

同
年
中
に
解
散
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
中
で
昭
和
ニ

一
年
に

『
石
狩
警
察
署
』
庁
舎
が
落
成
し
て
い
る
が
、
昭
和

ニ
ニ
年

に
は
警
防
団
の
解
散
に
伴

っ
て
、
新
し
い
民
主
的
な

警
察
組
織
が

設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち

、
昭
和
ニ
ニ
年
三
月
ニ
九
日
に

『
石
狩
町
警
察
所
設
置
条
例J

が
町
議
会
で

可
決
さ
れ
、
親
船
町
南

一
二
番

地
に
、

石
狩
町

一
円
を
管
轄
す

る
自
治
体
警
察
の

『
石
狩
瞥
察
署j

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(
こ
の
後
'
厚
田
村
域
は

『札
幌
地

区
警
察
署
』

の
管
轄
と
な
る
)
。
そ
の
同
年

I

二
月
二
七
日
現
在
に
お
け
る
吏
員
の
配
置
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

署
長

(
警
察
長
)¥警

部
補

一
名¥

三
浦
喜
雄

巡
査
部
長¥

ニ
名

巡
査¥
六
名

合
計
/
九

名

こ
の
よ
う
に
し
て
新
た
に

出
発
し
た

『
石
狩
警
察
署J

は
、
昭
和

二
三
年
三
月
七
日
に
は
'
『
警察
法J

の
改
正
に

も
と
づ
く
『
石

狩
町
警
察
署J

と
な
る
。
ま
た
、
同
年

一
〇

月
に
は

「
警
察
長
」
が

「警
部
」

に
改
め
ら

れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
後
昭
和
ニ
七
年
八
月
に

『
花畔
巡
査
駐
在
所
』

が
新
築
落
成
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
ニ
七
年
に
は

さ
ら
に

一〇

月
二
八
日
、
石
狩
町
の
自
治
体
警
察
廃
止
に

つ
い
て
住
民
投
票
が

行
わ
れ
て

お
り
、
そ
の
結
果
は

次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

有
権
者¥

四
、
六
三
九
人

投
票
総
数¥

一
、〇

二

一

廃
止
賛
成¥

七
七

I

人

廃
止
反
対¥

ニ

一
二
人

無
効
/
九

人

社
会

■
文
化

編

ニ

一九



社会

■
文化

編

一
三o

こ
の
投
票
の
結
果
、
昭
和
二
八
年I

月

|
日
に
『
石
狩
町
警
察
署
』
は
廃
止
さ
れ
、
新
し
く
_家
地
方
警
察
の
『石
狩
地
区
警

察
署
』
が
設
置
さ
れ
て
、
石
狩
町
、
厚
田
村
が
管
轄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
翌
年
の
昭
和
ニ
九
年

一
月

一
日
に

は

『
石狩
地
区
警
察
署
』
が
廃
止
さ
れ
、
『
北
海
道
札
幌
方
面
札
幌
北
警
察
署
石
狩
警
部
派
出
所J

が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
年
に
は

ま
た
、
公
安
委
員
会
が
国
と
都
道
府
県
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
い
追

っ
て
市
町
村

の
公
安
委
員
会
も
設
置
さ
れ
て
い
っ

た
。ま

た
、
同
昭
和
ニ
九
年
か
ら
は

『
生振
駐
在
所J

が
欠
員
と
な
り
、
『
花
畔
駐
在
所J

の
管
轄
と
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
後
の
石
狩
町
域
の
警
察
に
_
す
る
主
な
事
項
を
ピ
ッ
ク
=
ア
ッ
プ
し
て
示
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

年

月

日

事

項

一
九
五
六

〔
昭
和
三

こ

年
現
在

昭
和
三
一
年
九
月

一
日
現
在
に
ぉ
け

る
石
狩
町
内
の
犯
罪
の
発
生

と
検
挙
状
況

検 発/挙 生

殺

̶ ̶ 人

強

盗

傷暴

〇 〇 害行

恐

̶ ̶ 喝

m
五

窃

盗

横詐

ニ ニ 領欺

刑そ

九 九

法の

犯他

六
五
六
五

規諸
則扑_
違法
反令

̶
九

計

C

資
料
/

「昭
和
三
三
年
版
町
勢
要
覧J

)

九
五
七

【
昭
和
三
ニ
〕
年

九
月

I

日
現
在



昭
和
三
ニ
年
現
在
に
ぉ
け
る
石
狩
町
内
の
警
察
機
関

職

員

数

1
1
1

所

轄

警
部
派
出
所

巡
査
駐
在
所

四

計

(資
料¥

『昭
和
三
三
年
版

勢
要

』
)

I

九
六
◦

〔昭
和
三
五
〕
年

五
月

一
九
六
ニ

〔
昭
和
三
七
〕
年

一
o

月

六
日

一
九
六
ニ

〔
昭
和
三
七
〕
年

一
二
月

一
八
日

一
九
六
四

【
昭
和
三
九
〕
年

五
月

一
九
六
五

〔
昭
和四

〇
〕

年
現
在

一
九
六
九

〔
昭
和
四
四
〕
年

一
一
月

四
日

I

九
六
九

〔昭
和
四
四
〕
年

一
二
月
現
在

九
七
ニ

〔
昭
和
四
七
〕
年

四
月

社
会

•
文
化

編

八
幡
町
の
巡
査

駐
在
所

(
八
幡
町
字
来
札I

I
九
番

地
〕

の
住
宅

兼
事
務
所
が

、

若
林
清
作
に

ょ
り
寄
付

さ
れ
た
。

石
狩
町
議
会
で

『
石
狩
町
青
少
年

問
題
協
議
会

条
例
』

制
定

案
が

可
決

さ
れ
た
。

石
狩
町
議
会
で

『
石
狩
町
災
害
対
策

本
部

条
例
』

制
定

案
が

可
決

さ
れ
た
。

『
石
狩
町
防
犯

協
会

連
合
会
』

が
設
立
さ
れ
た

(
会
長¥

鈴
木
与
三
郎

)
。

札
幌
北

警
察
署
石
狩
巡
査
部
長

派
出
所

一
*
所

.
同
花
畔

駐
在
所

一
*
所

•
同
八

幡
駐
在
所

一
*
所
が

配
置

さ
れ
て
い
る

。

『
札
幌
北

警
察
署

新
札
幌
団
地
駐
在
所
』

の
公
務
が

開
始

さ
れ
た
。

札
幌
北

番
察
署
石
狩

警
察
官

派
出
所I

*

所

•
同
花
畔

巡
査

駐
在
所

I
*

所

•
同

八
幡
巡
査

駐
在
所

一
*
所

•
同
新
札
幌
団
地

警
察
官
駐
在
所

一
力
所
が

配
置

さ
れ

て
い
る

。

r

新
札
幌
防
犯

協
会
』

が
設
立

さ
れ
、
連
合
会
に

加
盟

し
た
。ニ

ニ
一



社
会

.
文
化

編

I

三
ニ

1
九
七
一
〔
昭
和
四
六
1
～
一
九
七
四
〔
昭
和
四
九
〕
現
在

昭
和
四
六
〜
四
九
年
に
お
け
る
石
狩
町
内
の
犯
罪
の
発
生
と
検
挙
状
況

各
年
末
現
在

四
九
年

四
八
年

四
七
年

昭
和
四

年
次

/
/
内
容

四
九
六
九 九
四

発

生

総

六
八

四
九 A

コ
検

挙 数

三 一 〇 〇

発

生

凶

悪

犯マ 一： 〇 0

検

挙

六 八 四 七

発

生

粗

暴

犯六 八 四 六

検

挙

八
̶
七 八

〇
七
九

発

生

窃

ご

石 六 八

検

挙
盗

八 六 ニ 〇

発

生

知

能

犯六 ニ 〇

検

挙

四 八 六 八

発

生

そ

の

他
四 八 六 八

検

挙

c

資
料¥

札
幌
北W

察
署
調
)

昭
和
四
六
〜
四
九
年
に
お
け
る
石
狩
町
内
の
交
通
事
故
状
況

各
年
末
現
在

四
八
年

四
七
牵

昭
和
四 f：

七 四
四

四
六件

発

生

四 四 〇人

死

者

i 〇

〇 二 人

傷

者



四
九
年

四
|

四

五
四

(資
料¥

生
活
環
境
課
調
)

I

九
七
五

〔
昭
和
五O

U

年

一
二
月

一
五
日

I

九
七
五

〔
昭
和
五〇

；

一
年

一〇

月

I

九
七
七

〔
昭
和
五
ニ
〕
年

一o

月
ニ
九
日

I

九
七
九

〔
昭
和
五
四
〕
年

五
月

一
九
八〇

〔
昭
和
五
五
〕
年

一
一
月
ニ
ー
日

一
九
八
三

【
昭
和
五
八
〕

年

一
一
月

『札
幌
北

警
察

署
石
狩
派
出
所J

に
ミ>

.

ハ
ト
ヵー

が
配
置

さ
れ
た
。

石
狩
町
に
善
行

少
年

表
彰
制
度
が

設
け

ら
れ
た
。

『
札
幌
北

蕾
察
署
八
幡
警
察
官

派
出

所J

が
八
幡
団
地
内
に
移
転

さ
れ
た
。

『
花
川
北
防
犯

協
会
』

が
設
立

さ
れ
、
連
合
会
に

加
盟

し
た
。

『札
幌
北

警
察
署

花
川
北
警
察
官

派
出
所
』

が
完
成
さ
れ
た

(
同
月
ニ
四
日
業
務

開
始
)
。

r

札
幌
法
務
局

石
狩
出
張
所
庁
舎
』c

花
川
北
七
条

一
丁
目
)
が
完
成

し
た
。

主
要
参
考
資
料

石
狩
町
教
育
委
員
会
編

『

石
狩
警
察
署

(
現
在
巡
査
部
長
派
出
所
〕
保
管
に
ょ
る
石
狩
町
沿
革
誌』

石
狩
町
教
育
委
員

一
九

五
九

北
海
道
警
察
史
編
集
委
員
会
編

『
北
海
道
瞀
察
史|_

(

一〕
•
c

ニ
)

北
海
道
舂
察
本
部

一
九
六
八

石
狩
町
編

〈
石
狩
町
勢
要
覧
〉
類
各
年
版

石
狩
町

社
会

.
文
化

編

一
三
三



社
会

*
文
化

編

一
三
四

第
二

節

防
災

第

I

項

第
二
次
世
界
大

戦
中
ま
で
の
消
防

明
治
期
の
消
防

こ
の
地
の
消
防
の
歴
史
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
石狩
消
防
百
年
史J

C

石
狩
北
部
消
防
事
務
組
合
石
狩
消
防

署
刊¥

一
九
七
九
)
に
詳
し
い
。
従

っ
て
、
こ
こ

で
は

そ
の
概
略
を
示
す
に
留
め
る
が

、

同
書
中
で
も
示
さ
れ
て
い
る
ょ

ぅ

に
、

こ
の
地
方
に
お
け
る
火
災
は
、
明
治

•
大
正
期
の
主
な
事
例
だ
け
で
も
明
治
期
に
九
度
'
大
正
期
に
二
度
起
き
て
い
る
。

明
治
九
年
五
月
九
日
に
、
親
船
町
第
三
区
(
火
元
)、
ニ
区
か
ら
中
心
街
に
か
け
て
の
広
範
囲
に
百
一
っ
て
'
人
家

一
九
六
戸
、
板

倉
三
三
棟
、
仮
病
棟

一
棟
'
曹
源
寺
、
旧
運
上
屋

一
棟
が
焼
失
し
た
が
、
こ
の
火
災
は
市
街
地

の
道
路
幅
を
八
間
と
し
て
形
成
す

る
契
機
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
翌
明
治

一
〇

年
四
月
ニ
ニ
日
に
は
、
親
船
町
第
三
区
(
火
元
)、
四
区
に
か
け
て
五
四
戸
が
焼
失
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
火
災
を
通
じ
て
こ
の
地
方
に
消
防
組
織
が
設
け
ら
れ
る
に
至

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
開
拓
使
が
石
狩

郡
戸
長
宛
に
次
の
ょ
ぅ
な

『
石狩
市
街
消
防
規
則J
の
達
を
発
し
た
。

丁
第
二
拾
號

五
月
二
十
二
日

石
狩
郡
戸
長
総
代

某
郡
消
防
規
則
別
冊
ノ
通
相
定
候
條
此
旨
達
候
事

(
別
冊
)

石

狩

市街

消防

規則



石
狩
郡
市
街
人
民

ノ
儀
既

-
I

明
治
九
年
五
月
七
日
同
十
年
四
月

二
十
二
日
ヲ
以
テ

両
度

ノ
火
災

-

1

罹
リ
頗
ル

困
難

-

1

陥

y

方

向

〗
i

迷

フ
者

モ
亦
不
尠
是

レ
カ
為
自
立
着
産

ノ
念

ヲ
阻
却

シ
実
以
不

容
易
儀

-

1

付
今
般
官
費

ヲ
以
消
防
器
械
各
壹
組

相
備
候

條
市
街

ノ
人
深

ク
御
主
意

ヲ
體
認

シ
該
器
破
損
等

ノ
節
ハ
其
時

々
區
費

ヲ
以
テ
速

-

1

修
理
ヲ
加

へ
非
常

ノ
節
差
支
無
之
様
厚

ク
注
意
可
致
依
テ
舟
場
町
渡
場
近
傍

-

1

区
費

ヲ
以
テ
夜
廻
番
屋

ヲ
取
設

ヶ
消
防
組
設
置
候

-

1

付
右
組
合

-

1

編
入

ノ
者

ハ
平
常

堅
固

一一
心
掛
ヶ
非
常

ノ
節

ハ
速

̶|£

付
盡
カ
可

致
事

第

壹

條
I

、
夜
巡
番

ノ
者
ハ

無
間
断
市
街

ヲ
巡
邏

シ
出
火

ト
認

メ
候
節

ハ
直

ニ
舟
場
町
火

ノ
見
台

ニ
上
リ
定

メ
通
撞
鐘
可
致
事

但
夜
巡

番

ノ
者

一一
不
限
非
番

ノ
者
タ
ル
モ
出
火
ヲ
見
認

ル
時

ハ
至
急
番
家

ヘ
注
進

ヲ
可
致
事

半鐘

打

方

心得

一
、
近
街
出
火

ノ
時
ハ

三
ツ
継

ヶ
打

一
、
野
火
近
傍

-一
迫
リ
人
家

-一
患
有
之
時

モ
同
様

r

人
家

-一
迫
リ
シ
野
火

ハ
ニ
ツ
継

ヶ
打

第
二

條

ー
、
消
防
組
ハ
半
鐘
ヲ
聴
ヤ
速
カ
-|
舟
場
町
兼
テ
定
メ
ノ
場
所
へ
駔
付
各
々
定
メ
ノ
通
リ
器
械
ヲ
携
へ
隊
伍
組
戸
長
総
代
ノ

指
揮

ヲ
受
ケ
出
火
場

へ
可
繰
出
事

但
従
来
消
防
器
械
所
持
致
候
者

ハ
消
防
組
同
様

ノ
心
得

ヲ
得
テ
定

メ
ノ
場
所

へ
速

-

|
駔

付
該
祖

-I

應
援

ス
ヘ
シ

社
会

•
文
化

編

一
三

五



社
会

■
文
化

編

三
六

消防

器

機

西
洋
形
ボ
ン
プ

龍
吐
水

玄
蕃
桶

小
桶

梯
子

纏

一
、
鳶

口

'
印
號
幟

、
焚
出
シ
幟

、
差
股

、
高
張
提
灯

、
焚
出
シ
高
張

、
細
長
弓
提
灯

但
該
器
材
受
持
人

ヲ
相
定

メ
置
板
札

ヲ
製

シ
該
器
人
名

ヲ
記

シ
毎
戸

-一
掲
置

へ
シ

壹
台

但
附
属
品
添

E

挺
戴
耝

武
拾

貳
挺

壹
流

戴
拾
挺

壹
流

壹
流

壹
挺

戴
張

壹
張

七
張

其
外
消
防

一一
便

ナ
ル
得
物

ヲ
携

フ
ル
モ
ノ

ハ
適
宜

タ
ル

ヘ
シ

第
三

條

消
防
組

/
者
精

々
消
防

-

1

盡
カ

シ
苟

シ
ク
モ
座
視
傍
観
或

ハ
謂

レ
ナ
ク
シ
テ
自
家

ニ
居
残

ル
等

ノ
挙
動
決

シ
テ
致
間
敷



事

第
四
條

1
、

長
火
ノ
節
消
防

組

へ
焚
出

ハ
豫
メ
其
世
話
人

ヲ
定
メ
置
臨
時

差
支
サ
ル
様
焚
出
運
送

可
致
其
費

ハ
追
テ
區
費
ヲ
以
テ
可

償
事

第

五
條

一
、
消
防
組
ノ
者
平
常
共
萬
事

-一
注
意

シ
務
テ
猥
リ
欠
字
ヶ
間
敷
儀
無
之
様
可
心
掛
事

第

六
條

一
、
消
防

方
格
別

勉
励

ノ
者

へ
ハ
夫
々
賞
譽

ヲ
与

フ
ヘ
キ
事

右
之
通
相
定
候
事

こ
の
ょ
う
な
達
が
あ

っ
た
後
、
明
治I
ニ
年
に
川
端
万
蔵
、
高
橋
慶
太
郎
'
吉
田
嘉
平
、
斉
藤
拾
平
ら
の
有
志
が
区
長
、
戸
長

の
許
可
を
得
、
寄
付
を
仰
い
で
消
防
組
を
組
織
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
施
設
と
し
て
、
仲
町
に

〈
火
の
見
〉
場
を
伴
う
番
屋
が

建
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴
な
い
長
袢
天
五

五
枚
'
頭
巾
五
拾
個
、
長
鳶
拾
五
丁
'
纏
壹
本
、
梯

一
挺
、
元
湯
桶
三

ッ
、
手

桶
十
五
個
が
購
入
さ
れ
、
札
幌
縣
庁
か
ら
腕
用

窒
台
、
水
官
卷
壹
台
が
下
付
さ
れ
た
。

そ
し
て

、
明
治

一
四
年
に
は
弁
天
町
第
六
区

(
火
元
〕
か
ら
五
区
お
ょ
び
四
区
に
至
る

一
五
六
戸
も
が
焼
失
す
る
と

い
う
大
火

が
起
こ
つ
て
い
る
。

こ
の
後
、
同
消
防
組
は
明
治

一
七
年
に
寺
尾
秀
次
郎
、
明
治

一
九
年
に
星
野
辰
之
助
が
組
長
の
任
に
当
た

っ
て
い
る
が
、
明
治

ニ
◦
年
に
は
そ
れ
が
ニ
組
編
成
と
な
り
、
玉
川
啓
吉
が
組
長
の
任
に
着
き
、

一
組
小
頭
と
し
て
岡
本
元
造
、
亀
梅
徳
松
が
、
ニ
組

社
会

•
文
化

編

一
三

七



社
会

.
文

化

編

I

三
八

小
頭
と
し
て
斉
藤
拾
平
、
神
山
兎
毛
が
任
じ
ら
れ
た
。

な
於¥

、
明
治
ニ
ー
年
に
遊
廓
経
営
者
が

「
廊
組
」
と
名
づ
け
た
消
防
組
を
組
織
し
よ
う
と
し
て
、
斉
藤
皓
石
狩
警
察
署
長
兼
郡

戸
長
に
認
可
を
求
め
た
が
、
許
可
さ
れ
ず
に
終
わ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
消
防
組
の
ニ
組
編
成
化
な
ど
に
よ
る
体
制
強
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
ニ
五
年
五
月
三
日
に
は
弁
天
町
の
第
四
区

c

火
元
)

か
ら
五
区
、
六
区
に
か
け
て
が
再
び
火
災
と
な
り
、
曹
源
寺
、
法
性
寺
、
公
設
の
石
狩
医
院
な
ど
が
焼
失
、
翌
ニ
六
年

一
二
月
九
日
に
は
横
町
第
三
区

(
火
元
〕
か
ら
四
区
に
か
け
て
の
七o

余
戸
が
焼
失
し
て
い
る
。

こ
の
頃
に
は
ま
た
、
消
防
費
が
地
元
民
の
寄
付
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
資
料
が
そ
れ
を
物
語

っ
て
い
る
。

〔
資
料1

1̶1

北
海
道
石
狩
國
石
狩
郡
本
町

中

島

房藏

明
治
二
十
四
年
十
二
月
中
石
狩
國
石
狩
郡

石
狩
市
街
消
防
費

ノ
内
ー
金
五
圓
寄
附
候

段
苛
特
候
事

明
治
二
十
五
年
六
月
十
日



北
海
道

廳
長
官
從
四
位
勲

四
等
渡
邊

千
秋

⑩

C
資
料2

〕

新
潟
縣
佐
渡
國
雑
太
郡
八
幡
町

本

間

六兵衛

明
治

二
十
四
年
十
二
月
中
石
狩
國
石
狩
郡

石
狩
市
街
消
防
費

ノ
内
一
金
壹
圓
五
拾
錢
寄
附
候

段
苛
特
候
事

明
治
二
十
五
年
六
月
十
日

北
海
道

廳
長
官
從
四
位
撕
四
等

渡
邊
千
秋

⑩

〔資
料3
1̶1

北
海
道
石
狩
國
石
狩
郡
本
町



社
会

•
文
化

編

一
四〇

明
治
廿
六
年

六
月
中
石
狩
國
石
狩

郡
石
狩
市
街

警

備
費

及
び
消
防

器
械
購
入
費

ノ
内

I

金

拾
圓
寄

附
候

段
竒

特U

付
爲
其
賞

木
杯

壹
個

下
賜

候
事

明
治

二
十
七
年
十I

月
三
十

日

北
海
道

廳
長
官
從
三
位

勲
三
等
北
垣
國
道

⑯

(
以
上
、
中
島
勝
人
所
蔵

資
料
)

さ
ら

に
、
追

っ
て
明
治

ニ
七
年

二
月

一〇

日
に
は
勅
令

第
十
五

號
に
よ
り

『
消
防
組
規
則
』

が
公
布

さ
れ
、
こ
の
規
則
が

戦
時

体
制
の

強
化
に

伴

っ
て
昭
和

一
四
年
に

警
防
団

令
が

発
せ

ら
れ
る
ま
で
の
間
'
適
用

さ
れ
て
い
た

。
す
な
わ
ち

、
明
治

ニ
七
年
に

は
府
県

お
よ
び
市
町
村
の

消
防

組
織
が

、
次
の

よ
ぅ
な
規
則
に

も
と

づ
い
て

公
的
に

設
置

さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。

消
防
規
則

第
一
条

府
県

知
事

水
火
災
警
戒

防
禦

ノ
為

メ
必
要

ノ
地

消
防

組

ヲ
設
置

ス
ル
ト
キ

ハ
此

ノ
規
則

ノ
定

ム
ル
所

ノ
条
規

ニ

依

ル
へ

シ

第

ニ
条
消
防

組

ノ
設
置
區

域
ハ

市
町
村

ノ
區
域

一一
依
ル

へ
シ

町
村
制

第
百
十
六

条
第
二

頃

>一

依y

町
村
組
合

ヲ
設
ヶ
タ

ル
場
合

-
1

於
テ

ハ
消
防

組

ノ
設
置

組
織

ハ
其

ノ
組
合

ノ
區
域



こ
依

ルn

ト
ヲ
得
府
県
知
事

ハ
土
地

ノ
状
況

U

依y

必
要
ト
認

ム
ル
ト
キ

ハ
市
町
村

内

ノ

I

以
上

ノ
大
字
若
ク

ハ
区

ヲ

以
テ
消
防
組

ノ
設
置
區
域

ト
為

ス
コ
ト
ヲ
得

第
三
条

消
防
組

ハ
組
頭

一
人
小
頭
若
干
人
及
消
防
手
若
干
人
ヲ
以
テ
之

ヲ
組
織

ス

組
頭

及
小
頭

ハ
警
部
長
若

ク

ハ
其

ノ
委
任

ヲ
受

ヶ
タ

ル
警
察
署

長
之

ヲ
命
免

ス

消
防

士

ハ
警
察
署
長
之

ヲ
命
免

ス

第
四
条

組
頭

ハ
警
察
官

ノ
命

ヲ
承
ヶ
部
下

ノ
指
揮
取
締

-一
任

シ
庶
務

-

1

従
事

ス

小
頭

ハ
組
頭

ヲ
助

ヶ
組
頭
差
支

ア
ル
ト
キ

ハ
之

-一
代

ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
条

消
防
組

ハ
府
縣
知
事
之

ヲ
數
部

̶
分

ッ
コ
ト
ヲ
得

第
六
条

消
防
組

ハ
府
縣
知
事

ニ
於
テ
指
定

シ
タ
ル
警
察
署

長
之

ヲ
指
揮
監
督

ス

消
防

組

ハ
警
察
官

ノ
指
揮

-

1
従

ヒ
進
退

ス
へ
シ

但
水
火
災

〗

i

際

シ
警
察
官
臨
場

ノ
暇
ナ
キ
ト
キ
ハ
組
頭
若

ク

ハ
小
頭
之
ガ
指
揮

ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
得

第
七
条

消
防
組

ハ
其

ノ
區
域
外

ノ
水
火
災

ト
雖
瞥
察
署
長

ノ
指
揮

-一
従

ヒ
其

ノ
警
防

-

1

應
援

ス
ヘ
シ

危
急

ノ
場
合

〗一
於
テ
警
察
署
長
前
項

ノ
應
援

ヲ
為

ス
ノ
暇
ナ
キ

ト
キ

ハ
他

ノ
警
察
官
警
察
署

長

-

1

代
テ
其

ノ
指
揮

ヲ
為

スn

ト

ヲ

得

第
八
条

警
部
長

ハ
府
縣
知
事

ノ
命

ヲ
承
ヶ
テ
其

ノ
地
方
全
體

ノ
消
防
耝

ヲ
指
揮
監
督

ス

消
防

組

ハ
水
火
災
警
防

ノ
為

メ-I

ア
ラ
ザ

レ
ハ
集
合
若

ク

ハ
運
動

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ス

但
聱
部
長
若

ク

ハ
其

ノ
委
任

ヲ

受

ヶ
タ
ル
餐
察
署
長

11

於
テ
儀
式
訓
練

及
他

ノ
災
害

ノ
為

メ-1
集
合
運
動

ヲ
命

シ
タ
ル
場
合

ハ
此
ノ
限

-一
ア
ラ
ス

第
九
条

消
防

組

ノ
服
務
規
律

及
懲
戒

-

1

調

ス
ル
規
程

ハ
府
縣
知
事
之

ヲ
定

ム

へ
シ

社
会

•
文
化

編

一
四

一



社
会

•
文
化

編

一
四
ニ

第
十
条

消
防
組

ノ
擧
動
治
安

-

1

妨
害

ア
リ
ト
認

ム
ル
ト
キ

ハ
府
縣
知
事

ハ
之

ヲ
解

ク
コ
ト
ヲ
得

第
十
一
条
府
縣

知
事

-

1

於
テ
必
要

ト
認

ム
ル
ト
キ

ハ
市
町
村

又

ハ
町
村
祖
合

ヲ
シ
テ
消
防
祖
員

-

!

一
定
/
手
當
竝

一一
被
服

等
ヲ
給

セ

シ
ム

ル

コ
ト

ヲ
得

第
十
二
条

消
防
組

ノ
使
用

-

1

必
要

ナ
ル
器
具
及
建
物

ハ
府
縣
知
事

/
定

ム
ル
所

〗！
従

ヒ
其

/
市
町
村

及
町
村
組
合

一一
於
テ

之

ヲ
設
備

ス

ヘ
シ

第
十
三
条

消
防
組

-一
関

ス
ル
費
用

ハ
其

ノ
市
町
村

又

ハ
町
村
組
合
の
負
擔

ト
ス

第
十
四
条

従
来

の
市
町
村

消
防
祖

-

1

シ
テ
其

ノ
區
域
此

ノ
規
則
第
二
条

-

1

該
當

ス
ル
モ
ノ
ト
此

ノ
規
則
施
行

ノ
日

ヨ
リ
三

箇
月
以
内

-

1

於
テ
府
縣
知
事
此

ノ
規
則

一一
従
テ
其

ノ
組
織

ヲ
改

ム

ヘ
シ

消
防
組

-一
関

ス
ル
従
来

ノ
市
町
村

条
例

ト
前
項

-一
依
リ
組
織

ヲ
政

メ
タ
ル
日
ヨ
リ
之

ヲ
廢
止

ス

第
十
五
条

前
条

-

1

當

ラ
サ
ル
従
来

ノ
消
防
組

ハ
官
ノ
許
可

ヲ
得

タ
ル
ト
否
ト-1

拘
ラ
ス
此

ノ
規
則
施
行

ノ
日

ヨ
リ
總
テ
廢

止

ス

第
十
六
条
此

ノ
規
則

ヲ
施
行

ス
ル
為

メM
必
要

ナ
ル
細
則

ハ
内
務
大
臣

定

ム
ル
所

ノ
綱
領

〗一
依
リ
府
縣
知
事
之

ヲ
定

ム

第
十
七
条
此

ノ
規
則

ハ
沖
繩
縣
及

東
京
市
に
適
用

セ
ス

但
第
七
条

ハ
東
京
市

一一
モ
之

ヲ
適
用

ス

第
十
八

条

北
海
道

一

I

於
テ

ハ
府
縣
知
事

ノ
職
務

ハ
北
海
道
廳
長
官
之

ヲ
行

フ

東
京
府
郡
部

-

1

於
テ

ハ
府
縣
知
事

ノ
職
務

ハ
警
視
總
監
之

ヲ
行

ヒ
警
部

長
ノ
職
務

ハ
警
察
署

長
之

ヲ
行

フ

第
十
九
条
第

八
条
及
第
十
条

ハ
此

ノ
規
則
發
布

ノ
日

ヨ
リ
施
行

シ
従
来

ノ
消
防
組

-

1

シ
テ
第
十
四
条

ニ
依y

組
織

ヲ
改

ム

ヘ
キ
モ
ノ

及
第
十
五
条

-一
依
リ
發
止

セ

ラ

ル
へ
キ
モ

ノ
-
一
適
用

ス



な
お
、
こ
の
規
則
が
発
せ
ら
れ
た

の
に
伴
い
、
明
治

ニ
七
年
五
月
に
北
海
道
廳
令
第
二
十
九
號
に
よ
り

『
消
防
組
規
則
施
行
細

則
』
お
よ
び

『
消
防
組
規
則
取
扱
手
続
』
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
従

っ
て
こ
の
石
狩
地
方
の
消
防
組
は
改
め
て

公
的
な
消
防
組

織
と
な
り
、
「組
長
」
は

「
組
頭
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
こ
，の
公
的
な
消
防
組
の
初
代
組
頭
に
は

星
野
辰
之
助
が
当
た

っ
て
お
り
、
当
時
の

同
組
総
員
は

四〇

名
で
あ

っ
た
。

初
代
組
頭
に
続
く
ニ
代
目
組
頭
と
し
て
は
、
明
治
三
ニ
年

一
一
月
に
阿
部
権
四
郎
が
就
任
し
て
お
り
'
こ
の
代
に
な

っ
て

「龍

吐
水
」
と
呼
ば
れ
た

消
火
器
に

代
わ
る

「
腕
用
ポ
ン
プ
」

が
使
用
さ
れ
る
よ
ぅ

に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
時
期
の

明
治
三
三
年
四
月
九
日
に
本
町
第
五
区

(
火
元
)
か
ら
船
場
町
第
五
区
に
か
け
て
の

火
災
が
起
こ
っ
て

お
り
、
さ
ら
に
、
同
年
同
月

二

日
に
船
場
町
第
三
区c

火
元
；一
か
ら
親
船
町
お
よ
び
横
町
に

か
け
て
の

延
焼
が
起
こ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
ぅ
に
続
く
火
災
に

対
応
し
て
、
明
治
三
四
年
二
月
に
は

町
会
で
消
防
組
員
ニ〇

名
の

増
員
が
図
ら
れ
て
、
消
防
規
則
の

一
部
改
正
が

な
さ
れ
、
明
治
三
六
年
に
は

横
町
に
火
の
見
櫓
が

設
け
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
明
治
三
七
年
四
月
ニ
六
日
に
は
、
三
代
目
組
頭
に
山
本
勘
四
郎
が
就
任

し
て
お
り
、
ニ
代
目
組
頭
と
三
代
目
組
頭
は

と
も
に
貸
座
席

の
経
営
者
で
あ
っ

た
。

明
治
期
に
は

こ
の
後
、
四
◦
年
四
月
ニ一

日
に
横
町
第
五
区

C

火
元
)

か
ら
発
し
て
新
町
、
本
町
、
船
場
町
に
及
ん
だ
火
災
に

よ
り
五o

余
戸
が
焼
失
し
て
お
り
、
四
ニ
年

一
一
月
三
日
に
は
親
船
町
第
三
区

(
火
元
〕
か
ら
横
町
に

か
け
て
、

一
区
域
の
大
半

の
住
宅
が
焼
失
し
た
火
災
が
起
こ
っ
て
い
る
。

大
正

期
の

消
防

大
正
期
に
入

っ
て
は
、
ニ
年

一
一
月I

二
日
に
高
橋
儀
兵
衛
が
消
防
組
組
頭

の
任
に
着
い
た
。

社
会

•
文
化

編

一
四
三



社
会

•
文

化

編

一
四
四

ま
た
、
翌
三
年
二
月

I

四
日
の
北
海
道
廳
令
第
十
六
号
に
も
と
づ
き
、
石
狩
消
防
組
が
二
部
制
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

新
し
い
組
織
に
ょ
っ
て
は
、
ま
ず
組
頭
が

一
名
、
部
長
の
小
頭
が

ニ
名
、
そ
の
他
の
小
頭
が
五
名
と
さ
れ
た
。
こ
れ
が
さ
ら
に
、

一
三
年
に
な

っ
てI

部
の
小
頭
が
三
名
、
二
部
の
小
頭
が
三
名
と
代
え
ら
れ
た
。
な
お
、
そ
の
ぅ
ち
の

一
部
が
本
町
の
「自
警
団
」
、

二
部
が
八
幡
町

•
若
生
町
の

「
義
勇
団
」
と
さ
れ
、
第
一
部
長
小
頭
に
若
林
久
太
、
第
二
部
長
小
頭
に
平
賀
重
蔵
が
当
た
り
、
こ

れ
ら
の
部
長
に
消
防
手
三
六
名
と
消
防
主
二
三
名
と
が
加
わ

っ
て
こ
の
時
期
の
消
防
組
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
同
四
年
八
月
三

一
日
に
高
橋
儀
兵
衛
消
防
組
組
頭
が
辞
任
し
た
の
に
伴
い
、
第

I

部
長
小
頭
の
若
林
久
太
が
組
頭
を

代
行
し
、
同
年

一
二
月
ニ
ー
日
に
川
野
栄
吉
が
新
し
い
組
頭
と
し
て
就
任
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
六
年
四
月

I

二
日
に
は
川
野
栄

吉
に
代
わ
り

田
中
松
次
郎
が
組
頭
と

な
り
、
こ
れ
を
次
い
で
大
正
八
年

一
二
月
五
日
に
若
林
久
太
が
組
頭
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ

の
間
の
大
正
八
年

一
〇

月

一
四
日
に
、
弁
天
町
四
区
の
®
松
岡
楼
か
ら
の
出
火
が
あ

っ
て
横
町
に
延
焼
し
、
住
家
六
戸
と
法
性
寺

が
焼
失
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
若
林
久
太
組
頭
時
代
に
は
、
第

I
部
長
に
山
田
時
次
郎
、
第
二
部
長
に
平
賀
重
蔵

(
一〇

年
¥

下
向
久
治
)
が
当
た

っ
て
お
り
、
若
林
久
太
に
次
い
で
大
正

一o

年

一
二
月
二
三
日
に
林
喜
佐
吉
が
組
頭
と
な
っ
て

い
る
。
林

一佐
吉
時
代
の
第

一
部

長
に
は
村
田
安
太
郎

C
I
I

年¥

東
田
竹
造
)
が
、
第
二
部
長
に
は

下
向
久
治

(
I
I

年
/
石
井
立
之
進
)
が
当
た

っ
て
い
た
。

ま
た
、
こ
の
頃
に
は
消
防
組
の
総
員
数
が
七〇

名
ほ
ど
に
増
え
て
お
り
、
第
一
部
が
三
九
人
、
第
二
部
が
三
◦
人
で
あ

っ
た
。

大
正

！
一
年
六
月
に
は
ま
た
、
第
一
部
長

の
村

田
安
太
郎
ら
が
町
内
の
消
防
用
に
利
用
で
き
る
井
戸
、
用
水
な
ど
の
調
査
に
当

た

っ
て
お
り
、
次
の

ょ
ぅ
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。

£

火
防
用
井
戸

〗一
シ
テ
横
町
第
三
区
第
四
区
ノ
中
央
消
防
番
屋
ノ
前
街
路

二
ア
リ
水
深
五
尺
ニ
寸
径
四
尺
ア
リ
。



M

火
防
用
井
戸

-一
シ
テ
横
町
第
四
区
岡
田
料
理
店

ノ
側

二
有
リ
直
径

四
尺
水
深

五
尺
五
寸

ア
リ
。

{-
)

共
同

用
井
戸

̶
シ
テ
本
町
石
狩
座
前

=

ア
リ
直
径

ニ
尺
五
寸
深
サ

三
尺

ア
リ
。

㈡
共
同
用
井
戸

-一
シ
テ
新
町
仲
町

ノ
十
字
街

路
上

ニ
アy

直
径

ニ
尺
五
寸

水
深

三
尺
四
寸

ア
リ
。

w
林
醬
油

醸
造
場
用
水

二
シ
テ
直
径

三

(？
)

尺
八
寸
水
深

ニ
尺
七
寸

ア
リ
。

W

林
氏
用
水

-

1

シ
テ
直
径

ニ
尺
七
寸

水
深

ニ
尺

一
寸

ア
リ
。

⑴
林
氏
用
水

-
1

シ
テ
直
径

四
尺
水
深

三
尺
五
寸

ア
リ
。

S

共
同
井
戸

-1

シ
テ
横
町
第
二
区
第
三

区
ノ
中
央
街
路
上

-一
有
り
直
径

ニ
尺
八
寸
水
深
四
尺
五
寸

アy
。

S

共
同
井
戸

-一
シ
テ
親
船

町
第
二
区
第
三

区
ノ
中
央
街
路
上

-一
有
リ
直
径

ニ
尺
七
寸

水
深
四
尺
ア
リ
。

S

共
同
井
戸

〗一
シ
テ
親
船

町
第
一
区
第
二

区
ノ
中
央

「
盛
商
店
側

ノ
街
路
上

̶
有
リ
直
径

ニ
尺
七
寸

水
深

三
尺
ニ
寸
ア
リ
。

W

共
同
井
戸

二
，ゾ
テ
横
町
第
二
区
森
山
ト
ミ
宅

ノ
側

>一

ア
リ
直
径

ニ
尺
四
寸

水
深
三
尺

ニ
寸
ア
リ
。

⑶
小
学
校

用
水

二
シ
テ
第
一
区
小
学
校

前

一一
有
リ
径
三
尺
水
深

三
尺

ニ
寸

ア
リ
。

S

町
役
場

用
水

二
シ
テ
第

一
区
役
場
前

-一
ア
リ
直
径

ニ
尺
四
寸

水
深

三
尺
五
寸

ア
リ
。

(*
)

能
量
寺
用
水

ニ
シ
テ
第
一
区
能
量
寺
境
内

-
l
7
y

直
径

ニ
尺
五
寸

水
深

三
尺
五
寸

ア
リ
。

地
蔵
堂
用
水

>一

シ
テ
第

一
区
地
蔵
堂

ノ
側

̶
ア
リ
直
径

ニ
尺
五
寸

水
深

ニ
尺
ア
リ
。

ま
た
、
同
じ
く
大
正

一
一
年

に
は
、
三
月
に

『

花
畔
自
警
団
』

が
結
成
さ
れ
、
初
代
団
長
に

小
島

四
郎
が
就
任

し
て
お
り
、
翌

一
二
年
四
月
に
生
振
村
で
森
治
郎
作
を

組
頭
と
す
る
私
設

の
消
防
組
が
発
足
、
加
え
て

、
同
年
五
月
に
樽
川
村
で
山
野
国
太
郎
を

組
頭

と
す
る

『
花
川
義
勇
組j

が
誕
生

し
て

い
る
。

社
会

•
文
化

編

一
四
五



社
会

.
文
化

編

I

四
六

こ
の
ぅ
ち
の

『
花
川
義
勇
組J

の
規
則
に

つ
い
て
み
る
と
次
の

よ
ぅ
で
あ
る
。

花
川
義
勇
消
防
組
規
則

第

一
章

名
稱
區
域

及
位
置

第

一
條

本
組

ヲ
花
川
義
勇
消
防
祖
ト
稱

ス

第
二
條
本
組

ノ
區
域

ハ
南

ハ
樽
川
四
線

ヨ
リ
北

ハ
花
畔
十
線

風
防
林

マ
デ
東

ハ
篠
路
兵
村
界

天
然
川

ヨ
リ
西

ハ
樽
川
四
号

迄
ノ
區
域
内

ヲ
以
テ
組
織

ス

第
三
條
本

組

ノ
事
務
所

ヲ
南
線
分
教
場
内

ニ
置
ク

第
二
章

目
的
及
事
業

第
四
條

本
組

ノ
目
的

ハ
各
戸
各
位

ノ
自
警

ヲ
本
旨
ト
シ
専
心
注
意

ス
ル

ハ
勿
論

ナ
ル

モ
萬

一
左

ノ
事
項
發
生

シ
タ
ル
時

ハ

警
鐘

-一
ヨ
リ
従
事
員

ハ
受
持

器
具
携
帯
直

チ
二
出
動

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
本
區
域
内
及
附
近

11

出
火

ア
リ
タ
ル
ト
キ

二
、
天
災
地
変

ノ
為
多
勢

ヲ
要

ス
ル
ト
キ

三
、
暴
行
者
、
襲
来
等
ノ
事

ア
ル
ト
キ

第
五
條

本
組
員

ハ
本
區
域
内

-

|
居
住
ス
ル
モ
ノ
出
動
員
ハ
身
体
強
健
ー7
.ゾ
テ
十
六
歳
以
上
三
十
五
歳
迄
ノ
男
子
ハ
必
ズ
従

事
員

ノ
義
務

ア
ル

モ
ノ
ト
ス

(
以
下
省
略
〕

第
四
章

役
員

第
六
條
本

組

-一
左

ノ
役
員

ヲ
置
ク
其

ノ
任
期

ハ
ニ
年
ト
ス



I
、

祖
頭I

名

二
、
副
組
頭

一
名

一二
、
小
頭
参
名

四
、
理
事I

名

五
、
監
事
ニ
名

六
、
機
械
係
九
名

(第

七

.
八

*
九
條
省
略
)

第
五
章

集
会
議
事

(
第
十
條
省
略
)

第
六
章

器
具
及
本
組
の
経
費

(
第
十

一
•
十
二
條
省
略
〕

第
七
章

慶
弔
慰
賞
罰

(
第
十
三
〜
十
八
條
省
略
〕

細
則

(
省
略
)

1:資
料
¥
『

花
川

勇
耝
記
録
簿J〕

な
お
、
大
正

I

五
年
八
月
六
日
に
親
船
町
で
、
住
宅

一
棟
四
戸
二
階
建
お
よ
び
馬
屋

一
棟
ほ
か
合
計

一
一
七
坪
半
全
半
焼

の
火

災
が
起
こ
っ
て
お
り
、
こ

の
火
災
に

つ
い
て
の
消
防
活
動
の
様
子
を
概
略
的
に
記
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
期
の
消
防

大
正
期
に
お
け
る
こ
の
地
方

の
主
な
消
防
関
係
の
で

き
ご
と

は
以
上

の
通
り
で
あ
り
、
す
で
に
消
防
祖
は
公
設
時
代
に

入
っ
て

い
た
が
、
大
正
期
に
は
ま
だ
生
振
村
に
お
け
る
よ
う
な
私
設

の

『
生
振
消
防
祖J

も
あ
り
、
こ
れ
に
つ

い
て
町
会
は
昭
和
三
年
に

公
設

の
消
防
組
と
し
て
認
め
、
三
年
間
に
限

っ
た
警
備
費
を
補
助
す
る
こ
と
に
し
た
。
但
し
、
こ
の
時
に
は
北
海
道
廳
が
ま
だ

『
生

振
消
防
組J

を
公
設
と
認
め
て

お
ら
ず
、
昭
和
七
年
に
町
会
で
再
び
そ
の
公
設
化
を
認
め
る
か
否
か
の
議
論
が

な
さ
れ
、
結
局

ニ

◦
年
間
の

条
件
付

き
で
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ

っ
た
後
、
昭
和
八
年
三
月

一
七
日

の
北
海
道
廳
告

示
第
二
百
二
十
號
に
よ
り
、
よ
う
や
く

『
生
振
消
防
組J

は
二
部
編
成
の

公
設
消
防
組
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
祖
頭

社
会

•
文
化

編

一
四
七



社
会

•
文
化

編

一
四
パ

に
筒
井
浅
次
郎
、
第
一
部
長
に
加
藤
正
太
郎

(
I

◦
年
八
月¥

小
島
金
三
郎
〕
、
第
二
部
長
に
吉
田
甚

一
(
I
I

年
四
月¥

筒
井
豊

太
郎
)
が
任
じ
ら
れ
た
。

ま
た
、
昭
和

I
I

年
五
月
に
至

っ
て
は
、
林
喜
佐
吉
が
大
正
期
以
来
の
長
年
に
亘
る
石
狩
消
防
祖
頭
の
任
期
を
終
え
、
北
原
重

吉
に
そ
の
任
を
譲
り
、
さ
ら

に
'
こ
の
後
を
継
い
で
昭
和

一
三
年
に
後
藤
要
次
郎
が
最
後

の
組
頭
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
以
上
ま
で
の
間
に
お
け
る
消
防
組
の
活
動
は
、
火
災
の

み
の
場
合
に
限
ら
ず
風
水
害
ほ
か
種
々
の
災
害
の
場
合
に
も
な

さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
後
ま
も
な
く
の
昭
和

一
四
年

I

月
ニ
四
日
に
、
戦
時
体
制
強
化
の
た
め
の

r

警
防
団
令r

か
発
せ
ら
れ
、
『
消
防

組』

は

『警
防
団
』
に
組
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
警
防
団
令j

に
ょ
る
と
、
警
防
団
は
地
方
長
官
の
監
督
下
に
お
か
れ
た
組

織
で
、
#
察
署
長
が
地
方
長
官
の
命
を
受
け
て
そ
の
指
揮
監
督
に
当
た
り
、
特
設
消
防
署
管
轄
区
域
内
の
火
水
消
防
に
関
す
る
警

察
署
長
の
職
務
は
消
防
署
長
が
行
ぅ
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
も
と
づ
き
、
こ
の
地
方
で
も

『
警
防
規
則j

が
設
け
ら
れ
、
昭
和

一
四
年
四
月
に

『
石狩
警
防
団』

が
結
成
さ
れ
て
、

石
狩
消
防
組
第

一
部

•
第
二
部

•
第
三
部
、
生
振
消
防
組
第
一
部

•
第
二
部
'
石
狩
自
警
団
、
八
幡
町
火
防
団
な
ど
が
統
括
さ
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
当
時
の

r

石
狩
警
防
団
』

の
総
員
数
は
八
ニ
名
で
あ
り
、
そ
の
分
団
構
成
と
各
分
団
の
責
任
者
は
次
の

ょ
ぅ
で
あ
っ
た
。

警
防
団
長

後
藤
要
次
郎

(
本
町
)

第
一
分
団
長

c

本

町
)

田
中
松
次
郎

(
元
石
狩
消
防

組
第

I
部
長
)

第
二

分
団

長

(
八
幡
町
)

山
田

義
雄

(
元
石
狩
消
防

組
第
二
部
長
)



第
三
分
団
長

C

花
畔

村
〕

吉
田

茂

一C

元
石
狩
消
防
組
第
三
部
長
〕

第
四
分
団
長

(
生振
村
)

中
田
栄
次
郎

(
元
生
振
消
防
組
第
一
部
長
〕

な
お
、
第
二
代
目
以
降
の
警
防
団
幹
部
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

警
防
団
長

後
藤
要
次
郎

柴
田
久
吉

尾
崎

鹿
雄

鈴
木

信
三

第I

分
団

田
中
松
次
郎

(廃
止
ま
で
〕

第
二
分
団

浅
倉

春
一

(
廃
止ま
で
)

第
三
分
団

吉
田

茂

第
四
分
団

後
藤

定
ニ

そ
も
そ
も
こ
の
よ
ぅ
な
組
織
は
戦
時
体
制
下
で
こ
そ
設
け
ら
れ
た
が
、
不
幸
に
も
第
二
次
世
界
大
戦

の
敗
戦
を
目
前
に
し
た
昭

和
ニ〇

年
七
月I

五
日
に
、
石
狩
地
方
が
米
軍
機
に
よ
る
襲
撃
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
っ
と
も
実
践
的
な
対
応
を
迫

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
空
襲
は
そ
の
災H

a

状
況
か
ら
み
る
と
、
警
防
団
の
活
動
に

よ
る
域
を
越
え
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
状
況
は
次
の
よ
ぅ
で
あ
っ
た

(

な
お
、
詳
し
く
はr

石
狩
の
空
襲
を
語
り
つ
ぐj

(
い
し
か
り
郷
土

シ
リー

ズ1
)

参

照
)
。す

な
わ
ち
、
焼
失
戸
数
/
三
六
戸
、
倒
壊
戸
数¥1

〇

戸
'
大
破
戸
数
'

¥

二
八
戸
、
中
小
破
戸
数¥

一
五〇

戸
(

以
上
、
被
害

戸
数¥

ニ
ニ
四
戸
、
羅
災
者
/
九〇

〇

人
〕
に
加
え
、
死
者¥

一
三
人
、
重
傷
者¥

六
人
、
軽
傷
者¥

七
人
、
牛
死¥

ニ
頭
、
馬

死¥ニ
頭
の
被
害
が
出
て
ぉ
り
、
役
場
、
部
長
派
出
所
、
農
業
会
指
導
部
'
第
ニ
健
民
修
練
所
が
焼
失
、
石
狩
郵
便
局
、
配
電
電

業
所
、
第I

健
民
修
練
所
'
曹
源
寺
が
大
破
し
て
い
る
。

社
会

•
文
化

編

四
九



社
会

.
文
化

編

一
五〇

戦
時
に
お
い
て
は
ま
た
、
町
内
会
、
部
落
会
も
防
災
態
勢
の
強
化
を
指
導
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
昭
和

I

五
年
九
月
に

『
部
落
会
町
内
会
警
備
要
項
』
が
訓
令
さ
れ
、
同
年

一
一
月
に
北
海
道
廳
令
に
よ
る

『
町
内

会
部
落
会
規
則
』
が
発
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て

『
石狩
町
部
落
会
規
定
』
が
改
正
さ
れ
て
、
従
来
の
火
災
予
防
組
合
な

ど
が
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
、
さ
ら
に
北
海
道
廳
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た

『
町内
会
部
落
会
警
防
服
務
規
定
』

に
よ
っ
て
は
、

一
家
庭

を
単
位
と
し
て
部
落
会
内
が
連
座
的
貴
任
を
負
う
形
で
防
災
に
当
た
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
。

第
二
項

第
二
次
世
界
大
戦

後
の
消
防

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
戦
時
体
制
に
向
け
て

つ
く
ら
れ
た
規
則
類
は
、
日
本
の
第
二
次
世
界
大
戦

の
敗
戦
と
と
も
に
意
味
を
失

な

っ
た
。
昭
和
ニ
ニ
年
四
月
三o
日
に

『
消
防
団
令
』
が
公
布
さ
れ
て
、
『
警
防
団
令J

が
廃
止
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
警
防
団
は
解

散
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
年

I

二
月
二
三
日
に
改
め
て

『
消
防
組
織
法
』
が
公
布
と
な

っ
た
。
ま
た
、
『
消
防
組
織
法
』
は
昭
和

二
三
年
三
月
七
日
に
な
っ
て
警
察
法
と
と
も
に
施
行
と
な
り
、
す
で
に
勅
令
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
た

『
消
防
団
令
』
が
同
年
同

月
ニ
四
日
に
政
令
五
十
九
号
に
よ
る

『
消
防
団
令J

に
代
え
ら
れ
て
公
布
さ
れ
た
。

さ
ら
に
こ
れ
に
次
い
で
、
『
消
防
法
』が
昭
和
二
三
年
七
月
ニ
四
日
に
法
律
第
百
八
十
六
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
が
、
戦
後
に
お

け
る
石
狩
町
の
消
防
団
の
設
立
は
、
『
消
防
組
織
法J

の
施
行
に
伴
い
、
同
年
三
月
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ

っ

て
戦
後
民
主
主
義
に
も
と

づ

き

発
足
さ
れ
た
新
し
い

『
石狩
町
消
防
団J

は
、
四
分
団
編
成
に
組
織
さ
れ
'
総
員
数
が
ニ
ー

一
名

で
あ
っ
た
。
こ
の
当
初

の
団
長
お
よ
び
分
団
長
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

石
狩
町
消
防
団
団
長

鈴
木
信
三



第I

分
団
長

田

中
松
次
郎

第
二

分
団

長

浅
倉

春

一

第
三

分
団

長

三
宅
晴
源

第
四
分
団
長

中
田
栄
次
郎

昭
和
二
三
年
三
月
に
は
ま
た
、
こ

の
よ

ぅ

な

組
織
化

の
た
め

『
石狩
町
消
防
団
設
置
条
例J

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
同
年I

二
月
に
は
ま
た
、r

石
狩
町
消
防
条
例
』
『
石狩
町
消
防
委
員
会

条
例j

r

危
険
物
取
締
条
例j

も
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
翌
ニ
四
年
四
月
に
、
『
石
狩
町
消
防
団
員
の
定
員
並
び
に
任

免
に
関
す
る
条
例
』
『
消
防
団
員
服
務
条
例
』
『
消
防
団
給
与
条

例j

が
発
せ
ら
れ
、
昭
和
ニ
六
年
四
月
に

r

石
狩
町
火
災
予
防

条
例j

が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
公
設
の
消
防
組
や
警
防
団
の
分
団
が
結
成
さ
れ
て

い
な
か

っ
た
地
域
に

つ
い
て
は
対
策
が
遅
れ
、r

花
川
義
勇
消

防
組j

が

『
石狩
町
消
防
団j

に
第
五
分
団
と
し
て
組
み
入
れ

ら
れ
た
の
は
昭
和
ニ
七
年
二
月
の
こ
と

で

あ
り
、
高
岡
お
よ
び

搏
川
の
自
警
団
が
そ
れ
に
第
六
分
団
お
よ
び
第
七
分
団
と
し
て

一
五
一



社
会

.
文
化

編

一
五
ニ

組
み
入
れ
ら
れ
た
の
は
昭
和
三
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
後
の
昭
和
四〇

年
代
に
な
る

と
、
広
域
に
対
応
す

る
常
備
消
防
の
設
置
が
必
要
視
さ
れ
る
ょ
ぅ
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

昭
和
四
四
年

一
一
月
に
当
別
町
、
新
篠
津
村
、
厚
田
村
、
浜
益
村
が

『
石狩
北
部
地
区
消
防
事
務
組
合j

を
設
け
た
の
に
従
い
、

昭
和
四
七
年
四
月

一
日
に
は
石
狩
町
も
こ
れ
に
加
わ
り
、
同
年
同
月
に

r

石
狩
北
部
地
区
消
防
事
務
組
合
石
狩
出
張
所
』
が
置
か

れ
て
、
『
石狩
消
防
団j

が
発
足
し
て
い
る
。

昭
和
四〇

年
代
後
半
に
は
ま
た
、
石
狩
湾
新
港
地
域
の
開
発
に
伴
い
、
消
防
団
の
新
た
な
編
成
の
必
要
が
起
こ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
開
発
に
伴
い
榑
川
村
のI

部
が
小
樽
市
に
編
入
さ
れ
る
な
ど
し
た
た
め
、
昭
和
四
八
年
三
月
に
第
七
分
団
が
廃
止
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
同
年
七
月
に
第
八
分
団
が
第
七
分
団
と
さ
れ
、
北
生
振
地
区
の
第
八
分
団
二
部
が
第
八
分
団
と
さ
れ
た
。
な
お
、

こ
の
段
階
に
お
け
る
各
分
団
の
所
在
地
、
現
員
、
定
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
分
団
1
団
分
団

第

盆団

本

団

分

団

生
振
町

Ff
町

八
幡
町

本
町
本
町

所
在
地

1 ご 六

現

員

云 1 六 六

定

員

八 七
分
団

六

坌
団

第
五
分m

分

団

北
生
振

美
登
位

S岡 花
川
南

所
在
地

五 八 〇 A

現

員

五 八 〇 A

定

員



そ
し
て
、
昭
和

四
九
年
四
月
に
は

『
石
狩
出
張
所j

が

『
石
狩
消
防
署
』

に
昇
格

し
、
同
署
職
員
数
が

六
名
増
員
さ
れ
て
ニ
ー

名
と
な
つ

た
。

ま
た
、
昭
和

五〇

年
に

お
け
る

『
石
狩
消
防
団j

の
定
員

•
実
員
数
と
昭
和

五
一
年
に

お
け
る

r

石
狩
消
防
署j

の
職
員
の

配

置
状
況
を

示
す
と
次
の

よ
う
で
あ
る
。

昭
和
五
◦
年
に

お
け
る
石
狩
消
防
団
員
定
員

.
実
員
数

昭
和
五〇

年

二
一月
三
一
日
現
在

昭
和
五
一
年
に

お
け
る
石
狩
北
部
地
区
消
防
事
務
組
合
職
員
配
置
状
況

関
係
分
の

み
。
昭
和

五

一
年
四
月

一
日
現
在

消

防

本

部

合

計

部 z
m /

/ w
/ m五

七
四

■ ■ - _ ■

司
令
長

消

防

職

員

̶

司

令

_ » 五

司
令
補

一 三

士

長

£

副
士
長

〇

消
防
士

̶ 一

係

長
事

務

職

員
̶ ニ

主
事
補

社
会

•
文
化

編

一
五
三



社会

■
文化

編

石
狩
消
防
署

I
1
1

五I

五
四

五

1
1

七

な
お
、
明
治
九
年
以
降
の

石
狩
町
域
に

お
け
る
火
災
状
況
リ
ス
ト
が
'
『
石
狩
消
防

百
年
史J

C

一
九
五
四
〕
に
掲
載
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
に

よ
る
と
五
年
ご
と
の
火
災
発
生
件
数
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。

八
九〇

八
九

I

八
九
六

一
九o

1

九o

六

九

一
一

九

一
六

九
ニI

九
ニ
六

一
九
三

一

一
九
三
六
.

年〔
明
治

二
三
〕

〔明
治

ニ
四
〕

〔明
治

ニ
九
】

〔
明
治

三
四
〕

【明
治
三
九
〕

〔明
治
四
四
：！

〔
大
正

五
〕

〔
大
正一

〇
1

〔昭和

ニ

〔
昭
和

六
〕

【
昭
和

ニ
〕

次

年
以
前

〜

一
八
九
五

〜

一
九〇

〇

i

一
九〇
五

〜

一
九I

〇

丄

九

I

五

〜

一
九
二〇

i

一
九
二

五

i
1

九
三〇

〜

一
九
三
五

〜

一
九
四〇

〔明
治

二
八
〕

〔明
治

三
三
〕

〔明
治

三
八
；！

〔明
治
四
三
：！

〔
大
正

四
：！

〔
大
正

九
〕

1；

大
正

一
四
〕

【昭
和

五
〕

〔昭
和

一0
〕

〔昭
和

一
五
〕

発生

件数三
件

ニ
件

六
件

一
件

ニ
件

三
件

七
件

ニ

一件

一
八
件

九
件

七
件

年年年年年年年年年年

備考

明
治
九

•
I
◦
*
I

四
年
分

の
み

明
治

ニ
五

ニ

一六
年
分
の
み

明
治

三

一

年
分〇

件

明
治
三
七
年
分
の

み

明
治
四〇

•
四
ニ
年
分

の
み

大
正

三

•
四
年
分
の

み

大
正

五
年
分

◦
件

大
正

一
一
年
分〇

件

昭
和

一
一
•
一
二
.
一
三
年
分
の

み



一
九

四

一

〔昭
和

一
六
〕

〜

一
九
四
五

〔
昭
和

ニ〇
J

年

ニ
件

一
九

四
六

〔
昭
和
ニ
ニ

1
1

九

五〇

〔
昭
和
ニ
五
〕

年

九
件

一
九

五
一

〔
昭
和
三

ハ
〕

〜

一
九

五
五

〔昭
和

三S

年

一
八

件

一
九
五
六

〔
昭
和
三

一
〕1

一
九
六〇

〔
昭
和
三
五
〕

年

ニ
七
件

I

九

六

一

〔
昭
和

三
六
〕

〜

一
九
六
五

〔
昭
和
四O
U

年

ニ
六
件

I

九

六
六

〔
昭
和
四

二

〜

一
九
七〇

〔
昭
和
四
五
|_
_
|
年

三

ニ
件

I

九
七

I

〔
昭
和
四
六
〕t

一
九
七
五

〔
昭
和
五〇

|_1

年

四
三
件

I

九
七
六

〔
昭
和
五

一
〕i

1

九
七
八

【
昭
和
五
三
〕

年

ニ
ニ

件

昭
和

一
六

•
ニ〇

年
分
の

み

昭
和二

二
二
一
四
.
二
五

年
分
の

み

昭
和

ニ
六
年
分

〇

件

主
要
参
考
資
料

石
狩
町

•
石
狩
消
防
団
編

r

消
防
の
あ
ゆ
み」

石
狩
町

•
石
狩
消
防

I

九
七〇

石
狩
町

.
石
狩
消
防
署

.
石
狩
消
防
団
編

「
石狩
消
防
百
周
年
記
念
式』

石
狩
町

•
石
狩
消
防
署

•
石
狩
消
防
団
編

一
九
七
八

石
狩
北
部
地
区
消
防
琪
務
組
合
石
狩
消
防
署
編

(
伊
藤
•
勝
又

•
田
岡

•
篠
山
編
著
〕

「
石狩
消
防
百
年
史』

石
狩
北
部
地
区
消

防
事
務
組
合
石
狩
消
防
署

一
九
七
九

石
狩
北
部
地
区
消
防
事
務
組
合
編

『
削
設1

0周
年
記
念
/
1
0年
の
歩
み
』

石
狩
北
部
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部

|

九
八

一

石
狩
北
部
地
区
消
防
®
務
組
合
石
狩
消
防
本
部
編

r

消
防
年
報
』
各
年
度
版

石
狩
北
部
地
区
消
防
事
務
組
合
石
狩
消
防
本
部

石
狩
北
部
地
区
消
防
事
務
組
合
編

r

広
報
消
防
組
合』

第1

号
以
下

石
狩
北
部
地
区
消
防
事
務
組
合

石
狩
消
防
団
各
分
団
記
念
誌
類

社
会

•
文
化

編

一
五
五





「
第
二章

治
安

•
防
災
」
付
編¥

諸
資
料
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明治25年 6 月10 日の石狩郡親船外十二町村総代人会議案文書中 r石狩消防組規
約 北海道大学付厲中央図書館所蔵資料
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明治25年12月 8 日の石狩郡親船外十二町村総代人会議議案文書中 I*消防耝設置
方法書 北海道大学付属中央図辔館所蔵資料
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「生振消防組第二部公設記念j (新調制服でき上がり）ノ 昭和 9 年 4 月28 日/ 前
川道保所蔵資料





第
三
章

災
害

•
環
境
保
全

第一

節

地震

古
い
記
録
を
迪
る
と
、
こ
の
地
方
で

I

八
三
四

〔
天保
五
〕
年
に
大
き
な
地
震
の
あ

っ
た
こ
と
を
、
『
天保
雑
記
』
に
よ
り
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

、

一
八
三
四

〔
天保
五
〕
年I

月

一
日
に
起
こ
っ
た
石
狩
地
方
の
地
震

の
様
子
に

つ
い
て
、
松
前
志

摩
守
が
御
用
番
大
久
保
加
賀
守
に
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が

『
天保
雑
記J

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
示
す
と

次
の
よ
ぅ
で
あ
る
。

天
保
五
年
五
月
十
八
日

御
用
番
大
久
保
加
賀
守
殿
江
差
出

私
領
分
西
蝦
夷
地
の
内
ィ
シ
ヵ
リ
と
申
場
所

当
正
月
湖

日
已
の
刻
過
よ
り
地
震
強

二
月
廿
二
日
迄
日
々
地
震
に

て

地
割
泥
吹
出

制
札
場
其
外
破
損

の
覚

一

制
札
場
破
損

一
ヶ
所

I

會
所
潰

ニ
軒

一

辧
天
社

大
破

貳
軒

一

板
藏
潰

四
軒



一

同
半
潰

廿
三

軒

一

茅
藁
藏
潰

六
軒

一

蝦
夷

家
潰

廿
三
軒

一

同
半
潰

三
軒

i
蝦
夷
人
物
置

十
三
軒

一

魚
藏
潰

六
軒

右
之
通
御
座
候

人
馬
怪
我
等
無
御
座
候

此
段
御

届
申

上
候

以
上

四
月
十
九
日

松
前
志
摩
守

こ
の
資
料
に
よ
る
と
、
地
震
の
治
る
ま
で
に
五
三
日
か
か

っ
て
お
り
、
建
物
の

損
壊
が
八
三
軒
に
も
上

っ
て
い
る
が
、
人
の
数

が
少
な
く
な

っ
て
い
た
冬
期
間
の
た
め
、
記
録
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
の
被
害
に
は

至
ら
な
か

っ
た
よ
ぅ
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
後
こ
の
地
方
は
、
こ
れ
ほ
ど
の

地
震
に
見
舞
わ
れ

て
は
い
な
い

が
、
断
層
の
存
在
な

ど
か
ら
、
将
来
的
に
は
大
地

震
に
見
舞
わ
れ

る
可
能
性
を

考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
ぅ
。

第
二
節

水

害

こ
の
地
方
で
も
っ
と
も

多
く
見
舞
わ
れ

る
災
害
と
言
え
ば
、
水
害
で
あ
る
。
こ
の
地
方
の
人
々
は
し
ば
し
ば
水
害
に

よ
っ
て
人

家
や
農
作
物
に

多
大
な
被
害
を
被

っ
て
き
た
。
そ
の
た
め

治
水
事
業
も
重
ね
て
行
わ
れ
て

き
た
。
石
狩
川
を
抱
く
本
市
域
で
は
、

水
害
は
避
け
ら
れ
な
い

こ
と
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
よ
る
今
日
ま
で
の
被
害
は
誠
に
多
大
で
あ
り
、
そ
の
主
な
概
要
を
示

社
会

•
文
化

編

I

六
五



社
会

•
文
化

編

ニ
ハ
六

す
と
以
下
の

よ
ぅ

で
あ
る

。

一
八
四
五

〔弘
化
ニ
〕

年

こ
の
年
、
石
狩
川
が
氾
濫
し
て
堤
防
が
決
壊
し
た
。
そ
の
た
め
、
石
狩
場
所
請
負
人
の
村
山
伝
次
郎
が
越
後
か
ら
治
水
に
長
じ

た
者
を
雇
い
、I

八
五
七

【
安
政
四
〕
年
ま
で
のI

〇

余
年
間
に
亘
り
、
堤
防
の
修
築
、
新
築
に
努
め
た

(
〈
石狩
場
所
請
負
人
村

山
家
記
録
〉
(
『
石狩
町
史
資
料
』3

}}
。

明
治

四
年

明
治
四
年
辛
未
に
、
開
拓
使
石
狩
出
張
所
が
発
送
し
た
岩
村
判
官
宛
文
書

C

〈
石
狩
往
復
書
簡
〉¥

北
海
道
所
蔵
簿
書
)
に
お
い

て
、
次
の
よ
ぅ
に
記
さ
れ
て
い
る
。

半
官

小
搏
詰

權
監
事

石
狩
郡
村
方
流
失
仕
候
義

不
取
敢
申
上
候
書
付

當
月
朔
日
よ
り
洪
水

-

1

而
石
狩
郡
御
収
納
出
張

會
所
札
幌
御
蔵
地
並
川
岸
通
人
家
藏

地
共
凡
三
拾
棟
程
時
六
日
ま
て
に
流
失
仕
候
水
防

精
々
手
配
仕
候
得
共
追

々
決
崩
永
住
人
家



及
流
失
候
者
事
實
難

之
趣
相
聞
候
間

不
取
敢

救
助
と
し
て
春
軒

-一
付
玄
米
窀
俵

ッX

相
渡
置
申
候
猶
又
實
地
見
聞
之
上

繪
圖
面

ヲ
以
委
細
可
申
上
候
此
段
申
上
置
候
以
上

未

二
月
七
日

石
狩
詰
合

こ
れ
に

よ
る
と

、

こ
の
年

二
月
に
市
街
地

の
約
三o

棟
が
流
失

し
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず

そ
の
世
帯

一
軒
に
つ
き
玄
米

一
俵
配

つ
た
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
地
域
に

お
け
る
そ
の
後
の

水
害
に

つ
い
て
み
る
と
、
実
に
度

々
生
起

し
て

い
る
。
そ
の
第
二
次
世
界
大
戦
に

至
る
ま
で
の

主
な
年
度
を

上
げ

る
と
以
下
の

よ
ぅ
で
あ
る
。

明
治
期¥

ニ
三
年

ニ
一二

年

•
三
七
年

•
四
ニ
年

•
四
四
年

大
正
期
/
四

年

•
八
年

•
九
年

•
一
一
年

和
期¥

七
年

•
八
年

•
九
年

•
一
一
年

•
一
二
年

こ
の
ぅ
ち

の
明
治
三

一

年

の
水
害
は

、
九
月
七
日
よ
り

一〇

日
に
か
け
て

こ

の
地
方
を

襲

っ
て
お
り
、
極
め
て

大
規
模

(
石
狩

社
会

•
文
化

編

一
六
七



M/ 明治四年辛未/北海道所蔵薄窖
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岩村判官宛開拓使石狩出張所発送の 丨石狩郡村方流失仕候義不思

JiI
、i?
L
-
y
w
v

賓

蠢
修

し

?
取
&
冲
"™

7

多
恍

H

1
¥
7
づ

社会

•
文化

編

一
六A



社
会

•
文
化

編

一
七〇

市
域
史
上
二
番
目
？
)
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
'
昭
和
七
年
の
水
害
は

「
明
治
以
来
の
大
水
害
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で

ぁ

っ
た
。

そ
し
て
、
治
水
対
策
の
積
み
重
ね
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
に
お
い
て
も
水
害
は
、
後
を
絶

っ
て
お
ら
ず
、
昭
和
ニ
五
年
、
三

〇

年

(
八
月¥

昭
和
七
年
以
来
の
規
模
)
ほ
か
次
々
と

起
こ
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、

そ
の
後
の
主
な
も
の
を
上
げ
る
と

以
下
の
ょ

ぅ

で
あ

る
。

昭
和

三

一
年

九
月
に
石
狩
川
が
氾
濫
し
、
花
畔
村

•
生
振
村
で
家
屋
浸
水
が

三
ニo

戸
と
な
り
、
生
振
村
で
農
作
物
が
全
滅
し
た
。

昭
和

三
六
年

前
線
が
北
海
道
に
停
滞
し
て
活
発
化
し
、
前
線
上
を
低
気
圧
が
通
過
し
た
た
め
豪
雨
が
起
こ
り
、
昭
和
三〇

年
の

場
合
に
次
い

で
、
「
昭
和
七
年
以
来
」
の
大
洪
水
が
起
き
、
こ
の
地
方
で
も
大
き
な
被
害
が
出
た
。

昭
和

三
七
年

六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
の
豪
雨

の
た
め
、
石
狩
川
が
氾
濫
し
、
町
域
内
で
家
屋
浸
水
ニ
一
二
戸
、
流
水
家
屋
ニ
戸
、
畑
浸
水

四
、
二
ニ〇

町
歩
の
被
害
が
出
た
。

な
お
、
こ
の
年
八
月
に
は
、
全
道
的
な

レ
ベ
ル
で
の

「
開
道
以
来
の
大
水
害
」
が
起
き
て
い
る
。



昭
和
四〇

年

九
月
の
台
風
2
4号
に
よ
り
、
六
七
ー
万
円
の
被
*
11
(町
域
内
)
が
出
た
。

昭
和
五0
年

八
月
二
三
日
夜
に
、
台
風6

号
が
接
近
し
て
前
線
が
活
発
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
石
狩
川
の
洪
水
が
起
こ
り
、
ニ
四
日
に
河
口

渡
船
が
休
航
と
な
り
"
ニ
四
日
か
ら
ニ
六
日
に
及
ん
で
石
狩
河
口
橋
が
通
行
止
と
な
っ
た
。
ま
た
、
ニ
五
日
に
は
左
岸
渡
船
場
下

流
の
道
路
が
流
出
し
た
な
ど
の
た
め
、
自
衛
隊
が
緊
急
出
動
し
た
。

な
お
、
町
域
に
お
け
る
被
害
は
、
床
上
浸
水I

四
棟
九
世
帯
、
床
下
浸
水
五|楝

三
ニ
世
帯
、
田
畑
冠
浸
水
~
|九
0
へ
ク

ター

ル
、
道
路
決
壊

•
陥
没
三
力

所
、
河
川
決
壊

(
美登
位
川
)I

力

所
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
地
方
お
よ
び
付
近
に

お
け
る
氾
涯
面
積
お
よ
び
浸
水
家
屋
戸
数
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

氾
濫
面
積
等
調

石
狩
川
開
発
建
設
部
調

美

登

位

地

区

豊
平
川
下
流
地
区

地

区

名

に外

$ 水

f 氾
の濫

氾

濫

面

潰

W

〇

>

* -

〇

に内

走水

f 氾
の膣

〇

>

̶ 1

名
〇

計

に外

i 水
t氾
の濫

浸

水

家

屋

五
〇

〇
五

に内

i 水t氾
の濫

五
〇

8
五

計

社会

•
文化

編

七



社
会

•
文
化

編

一
七

ニ

千

歳

川

地

区

石
狩
川
河
p

区

伏
簞

創
成
地

区

五

i
六

云

i 五

六

%

—

九
八

〇
〇

九
八

一 ，

〇
〇
〇

r

石
狩
川
治
水史

」
¥

(
昭
和
五o

•
八

■
ニ
六
現
在
)

昭
和

五
六

年

八
月
三
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
'
前
線
と
台
風
1
2号
が
北
海
道
に
達
し
、
こ
の
た
め
集
中
豪
雨
が
襲
っ
て
、
こ
の
地
方
に
つ
い

て
も

「
戦
後
最
大
」
と
い
わ
れ
る
洪
水
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
集
中
豪
雨
は

「
五
百
年
に

一
度
」
と
も
言
わ
れ
る
ほ

ど
の
も
の
で
、
石
狩
川
本
流
の
増
水
に
加
え
、
茨
戸
川
、
発
寒
川
、
美
登
位
川
が
氾
濫
し
た
り
、
知
津
狩
川
上
流
の
山
間
部
、
市

街
地
の
側
溝
や
排
水
路
、
農
村
地
帯
の
排
水
溝
な
ど
が
各
所
で
氾
濫
、
決
壊
し
た
。
そ
し
て
、
市
街
地

の
ぅ
ち
本
町
地
区
、
花
川

南

•
北
地
区
、
工
業
団
地
な
ど
の

I

部
、
農
村
部
の
花
畔
志
美
、
中
生
振
、
耕
北
地
区
、
北
生
振
、
高
岡
、
五
ノ
沢
な
ど
に
浸
水

が
起
こ
っ
た
。
そ
の
全
町
に
お
け
る
被
害
は
、
床
上
床
下
浸
水
六
百
八
五
楝
、
田

•
畑
浸
冠
水

一
、
五
三
六
へ
ク
タI

ル
、
道
路

陥
没
な
ど
ニ〇

力
所
と
な
つ
て

い
る
。

な
お
、
こ
の
際
自
衛
隊
に
ょ
る
出
動
が
あ

っ
た
り
、
ま
だ

|

部
未
完
成
で
あ

っ
た
石
狩
放
水
路
が
緊
急
通
水
さ
れ
た
り
し
た
。

同
年
八
月
中
に
は
ま
た
、
台
風
1
5号
に
見
舞
わ
れ
て
、
本
町
域
で
家
屋
浸
水
ー
ー
五
戸
、
畑
浸
冠
水
ー
、
ニ
五
ニ
へ
ク
タ
ー
ル
、

道
路
陥
没
な
ど
四
力
所
の
被
害
が
出
て
い
る
。
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I【治水の祖、 岡崎文吉』 （北海道開発局石狩川開発建設部)
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社
会

.
文
化

編

I

七

八

と
こ
ろ
で
、
度
重
ね
て
生
起
す

る
水
害
に
対
し
、
人
々
に
と
っ
て
治
水
対
策
の
必
要
が
生
じ
た
こ
と
は
言
ぅ
ま
で
も
な
い
。
治

水
対
策
に

つ
い
て
は
、
す
で
に

「
中
巻
ニ
」
に
お
い
て
、
部
分
的
に
昭
和
期
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
本
格
的

な
事
業
遂
行

の
経
緯
と
そ
の
後
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
す
で
に
上
げ
た
明
治
三

I

年
九
月
の
大
洪
水
の
被
害
状
況
が
甚
大
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
天
皇
が
片
岡
利
和
侍
従

を
約
四
◦
日
間
被
害
地
へ
と
派
遣
し
た
が
、
こ
れ
を
機
と
し
て
近
衛
篤
磨
北
海
道
協
会
会
頭
が

「
拓
殖
の
進
歩
上
に

一
大
障
害
を

な
す
も
の
、
す
な
わ
ち
北
海
道
治
水
方
式
の
計
画
な
き
こ
と
こ
れ
な
り

」

と
述
べ
、
内
務
大
臣
を
会
長
と
す
る
調
査
会
を
設
置
す

べ
し
と
請
願
し
た
と
こ
ろ
に
、
石
狩
川
流
域
に
お
け
る
本
格
的
な
洽
水
事
業
遂
行
の
発
端
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
北
海
道
庁

内
に

『
北
海
道
治
水
調
査
会J

が
設
け
ら
れ
、
同
年
中
の

一〇

月
ニ0

日
に
同
調
査
会
員

一一

名
が
発
令
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
岡

崎
文
吉
が
総
理
に
よ
る
任
命

の
北
海
道
庁
技
師
と
し
て
、
同
調
査
会
の
事
業
の
中
心
的
役
割
を
実
質
的
に
担
ぅ
こ
と
に
な
っ
た
。

岡
崎
文
吉
は
明
治
三
五
年
に
欧
米
を
視
察
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ミ
シ
シ
ッ
ピー

河
や
ド
ィ
ツ

の
ラ
ィ
ン
河
ほ
か
に
関
す
る
知
識

を
得
た
り
、
明
治
三
七
年
の
洪
水
を
観
測
し
た
り
し
て
、
四
ニ
年
に

『
石狩
川
治
水
計
劃
調
査
報
文
』
を
著
し
た
。
こ
の
間
明
治

三
六
年
に
、
『
北
海
道
治
水
調
査
会
』
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
岡
崎
ら
に
よ
る
石
狩
川
の
治
水
計
画
は
引
き
続
き
進
め
ら
れ
て
お
り
、

『
石狩
川
治
水
計
劃
調
査
報
文j

は
そ
の
成
果
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

岡
崎
は
明
治
三
七
年
に
お
け
る
洪
水
を
観
測
し
、
石
狩
川
下
流
対
雁
地
点

(
現
在
の
石
狩
大
橋
地
点
〕

の
洪
水
量
を
毎
秒
八
、

三
五
◦
立
方

メー

ト
ル
と
算
出
し
た
が
、
こ
の
計
画
洪
水
流
量
が
昭
和
四〇

年
の
新
河
川
法
施
行
に
も
と
づ
く
工
事
実
施
基
本
計

固
ま
で
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
明
治
四
三
年
か
ら
大
正
五
年
ま
で
の
七
年
間
に
、
岡
崎
文
吉

の
開
発
し
た

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
単
床

ブP

ッ
ク
」
(
「ョ
ー
カ
ン
ブ

ロ
ッ
ク
」
と
も
言
わ
れ
る
。
)
が
、
茨
戸
川
の
護
岸
の
た
め
約

一
二
六
万
個
製
作
さ
れ
、
約
五
、
八◦

〇
メ
ー

ト
ル
に
亘

っ
て
施
工
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
後
に
生
振
捷
水
路
の
大
規
模
改
修
工
事
な
ど
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。



そ
し
て
、I

九I

八

(
大
正
七
)
年
に
生
振
捷
水
路
の

工
事
が
着
手
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
始
ま
る
石
狩
川
の
捷
水
路
工
事
は
、

「
世
界
的
に

も
類
を
見
な
い
偉
業
で

あ
る
」a

石
狩
川
治
水
の祖

¥

岡
崎
文
吉
』〕

と
評
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
石
狩
川
の
治
水
#
業
や
岡
崎
文
吉

に
つ
い
て

は
、
北
海
道
開
発
局
石
狩
川
開
発
建
設
部
の

『
石
狩
川
治
水
史
資
料
館¥

川
の
博
物
館j

に
お
け
る
展
示
に
詳
し
い
の
で
、
そ
れ
に
よ
ら
れ
た
い
。

第
三
節

火
災

こ
の
地
方
に
お
け
る
火
災
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
第
二
章
第
二
節
に

お
い
て
記
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は

一
応
略
記
す

る
に
止
ど

め
る
。

こ
の
地
で
は
市
街
地
で
の

大
き
な
火
災
が

、
と
く
に
第
二
次

世
界
対
戦
前
に
お
い
て
し

ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
も

の
を
上
げ
る
と
次
の
よ
ぅ
で
あ
る
。

古
く
に
は
明
治
九
年
五
月
に
、
親
船
町
三
区
よ
り
出
火
が
あ
り
、
ニ
区
か
ら
六
区
、
八
幡
神
社
ま
で
延
焼
し
、
こ
の
際
運
上
屋

も

焼
失
し
て
い
る
。

ま
た
、
明
治

一
四
年

1
0

月
に
は

、
弁
天
町
六
区
か
ら
四
区
に
か
け
て
の

一
五
八
戸
も
が
焼
失
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
明
治
ニ
五
年
五
月
に
法
性
寺
、
曹
源
寺
、
公
立
石
狩
病
院
な

ど
の
焼
失
し
た
火
災
が
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
の
翌
年

の

ニ
六
年
に
は

七o

戸
の
焼
失
し
た
火
災
が
起
こ
っ
て

い
る
。

明
治
三〇

年
代
で
は

、
ま
ず
三o

年
に
若
生
町
で

ニ
四
戸
が
焼
失
し
て
お
り
、
三
ニ
年
七
月
に
親
船
町
か
ら
の
出
火
が
あ

っ
て

横
町
、
弁
天
町
で
ニ
◦
戸
が
焼
失
し
て

い
る
。

さ
ら
に
、
明
治
四
0
年
四
月
に
は
、
新
町
、
本
町
で
五
〇
余
戸
の
延
焼
が
あ
っ
た
。

社
会

•
文
化

編

一
七
九



社

会
•
文
化

編

一
八o

大
正
期
に
は
、
八
年

一〇

月
に
松
岡
楼
よ
り
出
火
し
て
、
六
戸
が
焼
失
し
、
こ
の
際
法
性
寺
が
類
焼
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
第
ニ
次
世
界
大
戦
末
期
の
昭
和
ニ
0
年
七
月
一
五
日
に
、
ァ
メ
リ
ヵ
軍
の
鑑
載
機
の
空
襲
に
よ
る
大
き
な

被
災
が
、
本
町
、
八
幡
町
を
中
心
に
あ

っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
全
焼
三
六
戸
'
半
焼
ニ
戸
、
役
場
お
よ
び
警
察
署
全
焼
の
ほ
か
、

死
傷
者
ニ
六
名
、
家
屋
全
壊
五
戸
、
大
破
六
六
戸
、
中
小
破

一
一ニ
戸
と
い
ぅ
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
被
災
状
況
に
つ
い

て
は
、
『
石狩
の
空
襲
を
語
り
つ
ぐ
』
(
石狩
町
郷
土
研
究
会¥

一
九
八
七
)
に
詳
し
い
の
で
、
そ
れ
に
よ
ら
れ
た
い
。

第
四
節
水

難

昭
和

一
一
年
六
月

一
日
、
石
狩
沿
岸
の
海
難
事
故
の
頻
発
に
伴
い
、
そ
の
撲
滅
や
遭
難
者
の
救
出
を
図
る
た
め
、
石
狩
漁
業
会

長
吉
田
庄
助
ほ
か
有
志
の
発
起
に
よ
り
、
『
帝
国
水
難
救
済
会
石
狩
救
難
所J

が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
が
今
日
の
『
社
団
法
人
日
本

水
難
救
済
会
北
海
道
支
部
石
狩
救
難
所
』
の
起
源
で
あ
る
。
な
お
、
本
救
済
会
の
社
団
法
人
化
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
昭
和

ニ
四
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ

で

『
石狩
救
難
所J

の
活
動
の
主
な
足
跡
を
迪

っ
て
み
る
と
、
以
下
の
よ

ぅ

で

あ
る
。

ま
ず
、
昭
和

一
三
年

二

月
三
◦
日
に
、
小
樽
市
の
玉
丸
水
産
会
社
所
有
漁
船
の
玉
丸
が
、
小
樽
港
へ
の
帰
途
進
路
を
誤

っ
て

石
狩
町
前
浜
に
座
礁
遭
難
し
た
の
で
出
動
し
、
全
員
を
救
助
し
て
い
る
。

ま
た
、
昭
和

一
五
年

一
月
ニ
五
日
に
は
、
小
樽
市
神
田
漁
業
会
社
所
有
の
漁
船
神
栄
丸
が
、
小
樽
港
へ
の
帰
路
、
悪
天
候

の
た

め
石
狩
河
口
に
座
礁
し
た
の
で
出
動
し
、
そ
の
全
員
の
救
助
を
果
た
し
て
い
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
中
に

つ
い
て
み
る
と
、
昭
和

一
七
年
二
月
ニ〇

日
に

、
小
樽
市
手
宮
町
松
田
水
産
所
有
の
漁
船
日
東
丸
が
、

小
樽
港
へ
の
帰
港
途
中
に
猛
吹
雪
の
た
め
石
狩
河
0
に
座
礁
し
た
際
、
そ
の
乗
組
員
|七
人
全
員
の
救
助
を
果
た

し
て
い
る
。



さ
ら
に
、
昭
和

一
八
年I

一
月
二
七
日
に
は
、
石
狩
河

口
で
漁
船

(
磯舟
)
が
転
覆
し
た
た
め
救
助
に
当
た

っ
た
が
、
乗

っ
て

い
た
二
人
と
も
死
亡
し
た
。

第
二
次
世
界
大

戦
後
に

つ
い
て
み
る
と
、
昭
和
二
三
年
五
月
ニ
◦
日
、
石
狩
町
の
石
井
正
治
ほ
か

一
名
所
有
の

三
袖
丸
が
、
錬

を
満
積
し
て
石
狩
河
口
で
座
礁
し
た
の
で
、
全
員
で
出
動
し
、
救
助
に
当
た

っ
た
が
、
機
関
長

一
名
は
死
亡
し
て
い
る
。

昭
和
三
ニ
年
八
月
五
日
に
は
、
石
狩
海
水
浴
場
で
ア
メ
リ
ヵ
兵
ニ
名
が
遊
泳
中
溺
れ
た

の
で
救
助
に
向
か

っ
た
が
、
同
人
ら
は

死
亡
し
た
。

ま
た
、
昭
和
三
五
年
七
月
三

一
日
に
、
石
狩
浜
で
高
校
生

一
名
が
溺
れ
て

い
た
の
で
救
出
し
た
。

さ
ら
に
、
昭
和
四
ニ
年

一
月
八
日
に
は
、
小
樽
市
柏
瓦
水
産
株
式
会
社
所
属
柏
丸
が
、
猛
吹
雪

の
た
め
針
路
を
誤
り
、
十
線
浜

に
座
礁
し
た
た
め
、
全
員
出
動
し
て
六
人
を
救
出
し
て

い
る
。
な
お
。
こ
の
救
出
の
た
め
小
樽
海
上
保
安
部
長
ほ
か
か
ら
の
表
彰

が
あ

っ
た
。

加
え
て
、
昭
和
四
八
年
四
月
二
日
に
お
け
る

『
石狩
救
難
所J

の
北
海
道
知
事
表
彰
永
年
勤
続
者
に

つ
い
て
み
る
と
、
三〇

年

以
上
の
者
が
四
名
、
ニ〇

年
以
上
の
者
が
八
名
と
な
っ
て
お
り
、
長
期
に
亘

っ
て
活
動
を
続
け
て
き
た
人
々
の
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。そ

の
昭
和
四
七
年

一
月
現
在
の
構
成
内
容
を
示
す
と
、
所
長

一
名C

吉
田
繁
雄
)
、
副
所
長

一
名
、
救
助
長

一
名
、
職
員
五〇

名

と
な
つ

て
い
る

。

第
五
節

諸
種

の
被
害

•
災
害

以
上
の
ほ
か
台
風
害
、
暴
風
雨
害
、
旱
害
、
冷
害
、
霜
害
、
降
雹
害
"
雪
害
、
虫
害
、
鴨
害
、
塩
害
な
ど
の
被
害
、
災
害
も
あ

社会

•
文化

編

I

八

一



社
会

•
文
化

編

I

八
ニ

り
、
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
農
作
物
に
及
ぼ
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
概
要
を
示
す
と
次
の
よ
ぅ
で
あ
る
。

合
風

.
暴
風
雨

害

台
風
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
二
節
に
お
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
昭
和I

七
年
、
同
ニ
ニ
年
'
同
ニ
九
年

(
九

月
の
台
風
1
5号
)
、
同
四
〇
年
(九
月
の
台
風
2
4号
〕
'
同
五
〇
年
(八

月
の
台
風
6
号
)
、
同
五
六
年
(八
月
の
台
風
1
2号
お
よ
び

台
風
1
5号
〕
の
も
の
が
主
な
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
昭
和
ニ
九
年
の
台
風
1
5
号
に
よ
っ
て
は
、
被
害
が
大
き
く
、
渡
船
が
沈
没
し
て
い
る
。

ま
た
"
昭
和
ニ
年

一
二
月
ニ
ー
日
の
暴
風
雨
に
よ
っ
て
は
、
被
害
甚
大
で
、
「
電
信
電
話
は
故
障
を
生
じ
通
信
全
く
杜
絶
え
電
燈

も
断
線
し

一
面
暗
黒
の
世
界
と
な
っ
た
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る

(
『
北
海タ
ィ
ム
スj

昭
和
ニ
年

一
二
月
二
三
号
)
。

旱

害

主
な
も

の
と

し
て
、
大
正
五
年
、
昭
和
三
年
、
昭
和
ニ
四
年
の
例
を
上
げ
る
こ
と

が
で

き
る

。

冷

害

度
々
見
舞
わ
れ
て
お
り
、

凶
作
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
主
な
年
度
を
上
げ

る

と
次
の
よ
ぅ

で
あ
る

。

明
治
期¥

一
七
年

.
ニ
ニ
年

•
三
五
年

•
四|

年

大
正
期¥

ニ
年

•
一
五
年

昭
和期

¥

七
年

.
九
年

•
一
六
年

•
ニ〇

年

.
ニ
九
年

.
三

一
年
•
三
九
年

•
四
四
年



な
お
、
ち
な
み
に
昭
和
四
四
年
の
例
を
取
り
上
げ
る
と
、
「
町
内
水
田
の
3
9%
(
ー
、
一
六
三
』
)
が
被
害
を
受
け
る
。
と
く
に

5
月
1
8
日
～
5
月
2
8
日
ま
で
の
10
日
間
は
、
田
植
え
を
す
ま
せ
た
田
の
8
5%

(
一
、
ニ
〇
〇
.3
)
が
被
害
を
受
け
る
」
(『
い
し

か
り
』一

I
I

ニ
号
¥

昭
和
四
五
年

一
月
号
)
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
水
稲
の

一〇
a

当
収
量
に

つ
い
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
昭
和
ニ
九
年
の
場
合

|七
四

(前
年
ニ
四
1
1
拓
)
、
昭
和
三
一

年
の
場
合
ニ〇
四k

g

(
前
年
三
五〇

k
g)

と
い
う
低
さ
で
あ
っ
た
。

霜害
霜
害
予
防
の
た
め
自
衛
隊
の
出
動
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る

(
昭
和
四o

年¥

五
ノ
沢
の
例
)
。

降雹
昭
和
三
七
年
に
農
作
物
の
被
害
が
大
と
な
っ
て
い
る
。

雪

害

大
正
元
年
三
月
の
暴
風
雪
に
ょ
り
被
害
が
甚
大
で
あ

っ
た
と
い
う
。

虫

害

農
作
物
は
し
ば
し
ば
虫
害
を
受
け
て
、
そ
の
収
獲
に
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
た
。

夜
盗
虫
に

ょ
る
被
害
が
と
く
に
明
治
ニ
四
年

•
明
治
三
四
年
に
あ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
昭
和
ニ
九
年
に
は
、
ィ
ネ
ヒ
メ
ハ
モ
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社
会

•
文
化

編

一

八
四

グ
リ
バ
ユ

に
ょ
る

目
立

っ
た
被
害

も
出
て

い
る
。

鴨

害

し
ば

し
ば
農
作
物

の
食
わ
れ

る
被
害
が
出

て
い
る
。

塩

害

昭
和

ニ
九
年
の

農
作
物

の
被
害
例
が

と
く

に
知
ら
れ
て

い
る
。
な
お

、

こ

の
年
に
は

台
風

'
ィ
ネ

ヒ
メ

ハ
モ

グ
リ
パH

に
ょ
る

被
害

も
あ

っ
た
。

主
要

参
考

資
料

石
狩
町
役
場
編

『
第1

回
石
狩
町
農
業
ま
つ
り
記
念
/
石
狩
町
農
業
の
姿
』

石
狩
町
役
場

一
九
六
四

石
狩
町
農
業
ま

つ
り
実
行
委
員
会

編

r
第3
回
石
狩
町
農
業
ま
つ
り
記
念
/
石
狩
町
農
業
の
姿j

一
九
六
五

北
海
道
開
発
局
石
狩
川
治
水
事
務
所
編

『
石
狩
川
治
水
小
史
』

北
海
道
開
罾
罾
石
狩
州
治
水
事

®

一
九
六
六

石
狩
町
役
場
編

r

い
し
か
りj

c

広
報
)

二
ニI
号

石
狩
町
役

場

一
九
七〇

社
団
法
人

日
本
水
難
救
済
会
北
海
道
支
部
石
狩
救
難
所
編

『
創
立
40
周
年
の
沿
革
¥昭
和
50
年
度
』

社
団
法
人

日
本
水
難
救
済
会
北
海
道
支
部
石
狩
救
難
所

一
九
七
五

石
狩
町
役
場
編

r

石
狩
町
広
報
』

石
狩
町
役
場

一
九
八
三

石
狩
町
役
場
編

『石
狩
町
統
計
表
/
昭
和
61
年
版
』

石
狩
町
役
場

一
九
八
六

石
狩
町
郷
土
研
究
会
空
襲
調
査
班
編

r

石
狩

の
空
襲
を
語
り
つ
ぐ」
石
狩
町
郷
土
研
究
会

一
九
八
七



北
海
道
開
発
局
石
狩
川
開
発
建
設
部
監
修

『
石
狩
川
治
水
*J

財
団
法
人
北
海
道
開
発
協
会

|
九
八
0

北
海
道
開
発
局
石
狩
川
開
発
建
設
部
編

「
石狩
川
治
水
の
祖/

岡
崎
文
吉J

北
海
道
開
発
局
石
狩
川
開
発
建
設
部

(
石
狩
川
治
水

史
資
料
館
/
川
の

博
物
館
)

北
海
道
開
発
局5

狩
川
開
発
建
設
部
監
修

r

水
害
』

財
団
法
人

北
海
道

開

®
会

一
九
九

一
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第
三章

災
害

.
環
境
保
全
」
付
編
/
諸
資
料
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昭和36年 7 月24 日~ 26 日の集中豪雨による生振南 2 号線付近の冠水状況 /

和：5(5年 7 月27 日/ 吉田武雉旧蔵資料

昭和37年 8 月の集中豪雨で決壊したマクンべッ州の護岸土匪積み工事状

況/ 昭和37年 8 月/ 田中実所蔵資料



昭和56年 8 月の洪水状況/石狩町耕北地区 •生振～札幌市茨戸地区にかけて/ °
北海遊開発局石狩川開発速設部所蔵资料



編

あ i■ぎ 1 SS破 どの 傲
る あ を に - - - - - -

寖物
水狩

翔 ！5離
liSlflli _
翻晶尊鼢 _rr 今家 gjt
giiilSff半猶奮WJ'
ip ei戰 f壤鋈 f <
露 _ _ _ は

よf 尸
に .出，を

flfi llr'
ど 卞2な

大暴風による被害の記或:/ r北海タイ ムスJ昭和 2年12月 4 日号

九

|
花
畔

地
方
15!
ツ

“

、
物

、

4
.

■
s

l
-

S
I

-n
s

四

鶴

に

猫
し
で
齡
と
敗
じ
ー

た
がK'

r
i
ti
-
-
I'
lt
i
.:

塗

擊

p
f
e

こtd
l
w

ら
れ
黯f
f
i

の
惡

が

ー

-

ふcs
il

に
吹
き

ば
さ
れ
る
と
こ
；

i
i

Bsk
"

-

な
り
ォX

9w
-
-

の
®

於
馨
麗

一謹

̶

一

̶

な
か
っ
た

」

社
会

•
文
化



大融水による被害の記事 / Hヒ海タイ ムス 』 昭和 4 年 4 月19 日号

石狩丨丨[の増水による生振方面被钽の記3if/ r北海タイ 九

ムス J 昭和 6 年 5 月17日号 ニ

社
会

•
文
化

編

で

塞

馨r
#

i
p

i

城i
i

E
l
l

0US

想

.

i
̶
8

し
づ
-
*
*

SK
J

がtt
!i4
ys
f
e
s

*s
?
sr

-r
s

れ

1iv4
-

へ
く

-

-

は

"

ai
-c
"7
J4-Aa
tli
s
"
.r
s,'e

.n

餒

■半el

■養

ん
だ
も
？

十

一
を

筇

と
愆

し
っ

"
て
ゐ
る•



浸水被害 （石狩町2 ,353町歩） の記班 / 「北海 タ イ ムスJ 昭和 6 年 5 月21 日号

_議

*

■

售

ふ

ど

絕

望

.
,

ソ

.

地

露
農
囊

濟

塞

す

5
1

1
®

〇

四

、
！is
-
ll

E
o

M

六
、
.九U
.

製

で
十
八p

«=-

四|

把
&
け
る

斯
か
も
る
&

它

ニ
̶

S
©

あ
る
，11

SM
L
?i

s0

£

ひ
は•*■

ぃ
が
ご9

製
の
た
&

-L-s
l

ln
i

s

1;&
务
|5
U
S

齡

§
f:
i
K
n.M
1

•i
、

ニ
八
̶

m

蒙

四哝5
|
‘よ
1

i
RR
f

A
l
H:
l*rr
f

*:
&

のS

露

を
穸

る
と
麽

想

に

¢
1-

̶
®

の
露

M

f

へ
玉
.

_

燕
炎

米
、
-§

で
お

る

•
が3

、
S
S

に
時
期
靈
れ

.
3£
|米
の
描
2
期
は
五
;!
+
杯
と

し
て
も

に
迓
る

水
沒
爲
；

1

か
溢
潤
し
て
念
班
に
排
水
が
き
か

V

醤

と
兄
ら
れ
て?>|

る
-
.
'

こ
れ
が
た
め

$
遵
&

く
！
の

下
し
株
も
な<

た

する
；

な

の
で1

持
支

で
はi

iffs

策
をilK

る

た
め
4:|?|

1
肥

顏

f
I

I

社
会

.
文
化

編

九

-
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編

一
九
六

第
四
章

医
療

•
衛
生

第I

節

第
二
次
世
界
大

戦
中
ま
で
の
医
療

石
狩
市
域
の
医
療
状
況
に
関
す
る
古
い
記
録
を
繙
い
て
み
る
と
、
『
開拓
使
事
業
報
告j

c

第
四
編
)
にr

〔
明
治
ニ
年
〕
九
月
大

學
二
等
醫
一
名
札
幌
在
勤
ヲ
命

シ
後
志
國
小
樽
銭
函
村
開
拓
使
假
廳

-I

遣
リ
當
時
小
樽
石
狩
ニ
郡
瀕
海
地
兵
部
省
管
轄
タ
リ
患
者

ヲ
治
療

ス〇

十

一
月
札
幌
村

-ニ

小
屋
ヲ
造
リ
假
病
院
ト
ス
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
ニ
年
に
兵
部
省
が
、
小
樽

.
石
狩
ニ

郡
の
患
者
の
治
療
に
当
た
る
た
め
、

一
名
の
医
師
吉
村
交
甫
を
札
幌
村
に
送

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
〔
三
年
〕四
月
小
樽
石
狩
兩
所
兵
部
省
設
立
ノ
病
院

ヲ
引
受
ク
」
(
同
報
告
)
と
記
さ
れ
て
い
る
ょ
ぅ
に
、
翌
年
こ
れ

ら
の
地
域
は
同

「
仮
病
院
」
と
と
も
に
管
轄
が
兵
部
省
か
ら
開
拓
使
へ
と
転
じ
ら
れ
'
同

「
仮
病
院
」
は

『
札幌
病
院
』
に
属
す

る

『
石狩
病
院
』
と
称
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
開
拓
使
の
命
に
ょ
っ
て
四
等
医
小
黒
某
が
就
任
し
た
。
こ
の

『札
幌
病
院
』

に
属

す
る

f

石
狩
病
院
』
は
ま
た
、
明
治
五
年
に
若
生
町
か
ら
弁
天
町

(
旧
本
陣
官
邸
)

へ
と
移
転
さ
れ
、
翌
六
年
五
月
に
小
黒
医
師

の
辞
任
に
伴
い
、
宮
崎
養
策
が
院
長
と
な

っ
た
。

そ
れ
は
ま
た
、
明
治
七
年

一
月
ニ〇

日
に

『
石狩
出
張
病
院j

と
改
称
さ
れ

(
明治
七
年

一
月
二
八
日
、
厚
田
出
張
所
合
併
)
、

こ
れ
が
明
治
八
年
二
月
ニ
五
日
に

『
札幌
病
院
』
直
轄
の

『
石狩
病
院
派
出
所j

と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
治
九
年
四

月I

九
日
に
は
、
そ
れ
が

r

石
狩
病
院
出
張
所j

と
改
称
さ
れ
た
が
、
同
年
五
月
に
類
焼
を
受
け
た
た
め
、
『
漁税
取
立
所
』
が
そ

の
代
わ
り
に

『
假
出
張
病
院
』
と
さ
れ
、
同
年
八
月
に
横
町
通
金
龍
寺
へ
と
移
転
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
が
同
年
九
月
に

『札
幌



病
院
石
狩
出
張
所
』
と
改
め
ら
れ
、
明
治
一
〇
年
五
月
に
「
再
建
ノ
エ
ヲ
起
ス
」
こ
と
と
な
り
、
同
年
八
月
に
広
さ
三
0
坪
余
の

医
療
施
設
が
竣H

さ
れ
て
、
移
転
の
運
び
と
な
っ
た
。

こ
の
後
、
明
治I

三
年
八
月
に
は
、
洋
式
建
築
の
病
舎
が
新
築
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
明
治
三
年
か
ら
同

一
四
年
に
至
る
患
者
数
お
よ
び
経
費
を
、
『
開
拓
使
事
業
報
告J

C

第
四
編
)

に
よ
っ

て

示
ず
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

r

札
幌
病
院
石
狩
病
院
」
〜
『
札
幌
病
院
石
狩
出
張
所j

の
明
治
三
〜

|四
年
に
至
る
間
の
患
者
.
経
黄
表

社

六
五 四 ニ

年/
紀， 種

/ 目

会

文

化

医

員

編 女 男 女 男 女 男 女 男
全

治
1

四
八
七
五

〇 〇
七
四
̶ 四

九

患

ニ X コ
-二

五 五 七

未

治

一 ご 一
七

ニ
五 ニ 四

死

亡

五

八
五
七

ニ

九

ニ

石
八
五 ̶ 〇

計

者

八
五

̶

石
九 5

五
四 四 云 〇 〇

増 前

年

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

減

比

較

九 五 五 ニ

軎
籍
部
数

七

九 九 五 四

器
械

数
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五 八 ニ 七

_ 一
ニ 四 ニ 〇

ニ
三 五

七
八
六 四

九
0
八 I

五

天
〇五

五
九

〇1
六

g三
四

〇

〇
五

四
四
五
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八

九
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こ
の
表
か
ら
は
、
明
治

ニ
年
以
降
、
人

口
増
に
伴

っ
て
患
者
数
が
増
加
し
て

い
っ
た
傾
向
を

伺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
明

治
期
に

入

っ
て
は
、
人

々
の
出
入
り
な
ど
に
伴

っ
て
し
ば
し
ば
伝
染
病
が

広
ま
る

ょ
う
に
も
な

っ
た
。

す
な
わ
ち

、
例
え
ば

梅
毒
が
広
ま
る

の
に
対
処

し
て
、
明
治

一
◦
年

一〇

月
に
は

「
石
狩
市
街
地

貸
座
敷
並

二
芸
娼
妓
」

に
対
す

る
「
三
業
規
則
」
が
定
め

ら
れ
、
こ
れ
に
従

っ
て
芸
娼
妓
の

梅
毒
検
査
が

実
施

さ
れ
る
ょ
う
に
な

っ
た
。
ち
な
み
に

、

石
狩

の
市
街
地
が

サ
ヶ
漁
で

に
ぎ
わ

っ
た
明
治

一
二
〜

一
三
年
に
は

、
弁
天
町
、
横
町
、
新
町

一
帯
に
貸
座
敷
が

三
六
軒
あ

社
会

•
文
化

編

一
九
九



厚 S 札
田 狩 幌

院

病
院
名

¥ 、

五 四
〇 九

〇 三 三

檢
徴
員
数

o S 芙

患

者

〇 九 七

貸
座
敷
戸
数

一 七
◦ 八 九

娼

妓

ニ ニ 〇 ニ 六四
六六ニ〇 四三

開
廢
業

石 小 札
Jti j

狩 樽 幌 / 紀

五' 三'
五

1 1

〇

年

与 五、
六

六
八 1 1 年

乓 〇 巧
七

1
四 霊

九

年

〇 八

〇

8

A
g
〇 年

八' € 〇
九

き
8

六

§ 年

八、
十

1
き

年

九、 四' = 十

八
八 交

九
m

年

六 〇
十

四

六
〇 兄

〇 年

美 1

十

三

年

へ
五

〇 1

〇

五

十自
五十
年四
一年
月至

社
会

.
文
化

編

1
1
0
0

り
、
娼
妓
三
六
四
人
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
石
狩
付
近

の
明
治
五
年
か
ら
明
治

一
五
年

一
月
に
至
る
間
の
検
黴

(
梅
)人
員
と
、
明
治

一
六
年
に
お
け
る
検
黴

員
数
、
梅
毒
患
者
数
、
貸
座
敷
数
、
娼
妓
数
な
ど
に
つ
い
て
み
る
と
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

明
治
五
〜I

五
年
に
至
る
間
の
検
梅
人
員
表

c

資
料¥
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四
編
〕

明
治
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年
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梅
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者
札
幌
県
統
計
書



さ
ら
に
、
天
然
痘
に

つ
い
て
み
る
と
、
明
治
三
年
六
月
、
石
狩
へ
の
移
住
者
中
に
発
生
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
花

畔
に
仮
小
屋
を

つ
く

っ
て
収
容
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
翌
四
年
五
月
二
七
日
に
も
移
住
者
中
に
天
然
疸
が
認
め
ら
れ

た
た
め
、
石
狩
の

ア
イ
ヌ
が
空
知
太
ま
で
避
難
さ
せ
ら
れ
、
同
年
六
月
に
患
者
六
人
が
花
畔
村
の
仮
小
屋
に
収
容
さ
れ
て
い

る0

ち
な
み
に
、
明
治
五
年
〜
明
治

一
五
年

一
月
に
至
る
間
の
種
痘
の
状
況
に

つ
い
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

明
治
五
〜

一
五
年
に
至
る
間
の
種
痘
状
況

I 地 /

名 / 年

， 紀IT十 1 初 n

1 〇 § 悠
五

年六 六 〇 1

i 〇 云

神

m 六

年ニ 六 五 i 1

兗 〇 兗 竞 璁
七

年六
八 荧 5 1 1

六 ̶ i 起

毀
八

年養
〇

不

1

三
九

= 1 您
九

年5 五 1

不

墓

八 ニ
̶1 碑

m 十

年g 元 ニ i 不

1 七 九 〇

碗

悠
十

年i 1 石 圓
孬m

六
六

兗

妳

m 十

年8 五 九

不

1

八
八 差 S 碑

焰
十

年= 六 云
竞
九 m

g 三 要

辑

m
十自
五十
年四

月■兵 ニ 五
m 1感

(資
料
/
『
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拓
使
事
業
報
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』
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四
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ま
た
、
明
治

1
0

年
代
に
な

る
と
、n

レ
ラ
の
蔓
延
に
も
見
舞
わ
れ

る
ょ
ぅ
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
石
狩
付
近
の
様
子

を
示
す
が
、
明
治

一
二
年
に
は
若
生
町
で

一o

ニ
名
も
の
患
者
が
出
て
い
る
。

社
会

•
文
化

編

ー
ー

〇
|
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「
十年
虎
列
刺
病
患
者
表
」

計

後
志

小
樽
郡

石
狩
國
札
幌
郡

地

名

仝 類 病

上 似 症

男 男 男
患

〇 五 者

〇
五 五

死

亡
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「
十
二年
虎
列
刺
病
避
病
院
位
置
及
患
者
数
」

狩 石 国
名

狩石 幌 ネL 郡
區

若
生
町

距
人
家
A

m

石
狩
河
畔
郊
原

對
雁
村

距
村
落
凡
十
町

m
山

圓 村
山
ノ距
趙圆札
山幌
村市
落街
五凡
町̶ ̶
里

避
病
院
設
立

m

三

日

九

月

十

B

九

月

十
五
日

八
月

開

院

¥
十
月
十
日 言 十

日
十
月

閉
院

全 仝 頌
似
眞
症

類
似 i入

八
六 六

五
̶

七

員

数

院

患

〇
六 七

計 者

治 治
〇

治
〇 男 五

以
下〇 〇 〇 〇 〇 〇 女

̶ 〇 〇 〇 〇 ̶ 男 十
五
年

〇 三 〇 〇 〇 〇 女 下

八 八 ̶ _. 〇 ̶ 〇 男 旱

三 ̶ 〇 〇 〇 〇 女 Z
下

至 ニ 〇 一 三 〇 男 五

五 五 〇 〇 〇 〇 女
下

̶ 三 〇 ̶ . 〇 男 五

三 三 ̶ 〇 〇 〇 女
上

五
六
四
六 五 一 六 ̶ 計

(資
料
/
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拓
使
來
業
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吿
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四
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な
お

、

コ
レ
ラ

は
そ
の
後

明
治

一
八
年
か

ら
ニ〇

年
に

か
け
て

も
大
流
行

し
て

い
る
。

加
え
て

、
石
狩
付
近
に

お
け

る
明
治

一
二
年
か

ら

一
四
年
に

か
け
て
の

コ
レ
ラ

以
外
の

諸
伝
染
病
に

つ
い
て

み
る
と
、
腸
チ

フ

ス

•
発
疹

チ
フ
ス

•
ジ
フ
テ

リ
ア
の
患
者

数
が

次

の
よ
う
に
記
録

さ
れ
て
い

る
。

明
治
十
二
年

「
胳窒
扶
私
」
患
者
数

厚

田

石

狩

札

幌

郡

四

男

七 四 〇

女

九

計

男 全

癒

五

女

八

男 死

亡

六
̶

五

女

明
治
十
二
年r

發
疹
窒
扶
私
」
患
者
数
表

厚

田

石

狩

札

幌

郡

男

〇

女

六

計

〇 〇

男 全

癒

〇 〇

女

男 死

亡

〇

女
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文
化

編

ニ〇

三
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ニo

四

明
治
十
三
年r

臈
窒
扶
私
」
患
者
数
表



明
治
十
四
年

「
藤窒
扶
私
」
患
者
数
表

明
治

一
五
年

二
月
、
開
拓
使
時
代
に
続
く
札
幌
県
時
代
に
入
る
と
、
開
拓
使
庁
か
ら
病
舎
お
ょ
び
こ
れ
に
伴
ぅ
器
具
、
機
械
な

社
会

•
文
化

編

ニo

五
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正
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長

之

町
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服
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注
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玆
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ニ〇

六

ど
の
全
て
が
地
元
へ
と
払
い
下
げ
に
な
り
、
そ
れ

と
と
も

に

三
ニ

0
円

の
補
助
金
も
下
付
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
補
助
金
に
ょ
り

器
具
や
薬
品
な
ど
が
用
意
さ
れ
、f

石
狩
病
院
』
の
業
務
の
拡
張
が

な
さ
れ
た
。

ま
た
、
明
治
ニI

年
に
は
、
そ
れ
ま
で
医
師
と
し
て
勤
め
て
い

た
宮
崎
養
策
が
辞
任
し
て
'
地
元
で
開
業
す
る
こ
と

に
な

り

(
後

に

崎
養
策
は
、
明
治
二
八
年
当
別
へ
と
移

っ
た
。
〕
、
代
わ
り
に

馬
場
医
師
が
そ
の
任
に
就
い
た
。

こ
の
後
、
明
治
ニ

五
年
五
月
三
日

に
石
狩
は
大
火
に
見
舞
わ

れ
、
『
石狩
病
院
』
が
焼
失

C

入
院
室
を
除
く
。
)
し
た
た
め
、
同

年
七
月
、
親
船
町
に
所
在
し
た
学
校
付
属
施
設
の
建
物
が
仮
病
舎

と
し
て

充
用
さ
れ
、
馬
場
医
師
は
退
く

こ
と

に
な

っ
た
。
同
病
院

は
そ
の
後
も
院
長
の
交
代
を
重
ね
て
受
け
継
が
れ
て

い
っ
た
が
、

そ
の
間
の
明
治
三
六
年

一
一
月
、
生
振
村
に
『
石狩
病
院
出
張
所
』

が
設
け
ら
れ
た
。
加
え
て
、
明
治
三
八
年
八
月
に
は
、
検
徽
所
の

建
物

(
焼
失
外
入
院
舎
と
の
交
換
分
)
が
改
築
、
移
転
さ
れ
て
い

る
。そ

し
て
、
以
上
の
ょ
ぅ
な
変
遷
の
あ
っ
た
公
立
の
『
石狩
病
院
』



は
、
明
治
四
ニ
年
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
町
医
制
度
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
『
石狩
病
院J

に
は
、
東
京
本
所
の
田

村
病
院
副
院
長
で
あ

っ
た
朽
木
尚
義
が
招
聘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
朽
木
尚
義
は
大
正
四
年
三
月
に
、
同
病
院
を
譲
り
受
け
、
町
医

嘱
託
と
な
り
、
大
正

一
一
年
ま
で
そ
の
任
に
就
い
て
い
た
。
こ
れ
に
次
い
で
、
大
正

一
一
年

一
一
月

一
三
日
に
、
鈴
木
信
三
が
『
石

狩
病
院J
を
開
業
し
、
石
狩
町
の
町
医
嘱
託

(
昭
和
四
五
年
三
月
三

一
日
ま
で
)
お
よ
び
各
学
校
医
嘱
託

(
昭
和
四
ニ
年
三
月
三

一
日
ま
で
)
と
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
鈴
木
信
三
は
大
正

一
一
年
よ
り
六
三
年
間
に
亙
り
石
狩
で
医
療
活
動
に
当
た

っ
た
。

ま
た
、
昭
和
九
年
五
月
に
は
、
八
幡
町
に

『
八
幡
医
院J

が
開
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
昭
和
五

一
年

一
二
月
ま
で
そ
れ
が
開

か
れ
て
い
た
が
、
用
地
買
収
に
よ

り

閉
院
さ
れ
た
。

第
二
節

第
二
次
世
界
大

戦
後

の
医
療

大
正

一〇
•
I
I

年
に
朽
木
尚
義
が
副
会
長
を
務
め
、
昭
和

一
五
丨
ニ
ニ
年
に
鈴
木
信
三
が
副
会
長
を
務
め
た

『
札幌
外
四
郡

医
師
会J

(
明
治
四
三
年I

月
二
七
日
、
北
海
道
庁
長
官
に
よ
り
認
可
)
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
で
の
日
本
の
敗
戦
に
伴
い
、
解
散

の
運
び
と
な
り
、
昭
和
二
三
年
に
な
っ
て
新
生
の
組
織
に
代
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
と
も
に
大
正
九
年
に
、
豊
平
.石
狩
.

江
別

•
当
別

•
厚
田

•
琴
似

.
恵
庭

•
千
歳

*
浜
益

.
札
幌

.
広
島

•
篠
路

*

厚
別

•
手
稲

•
白
石

.
新
篠
津
と
さ
れ
て
い
た
地

域
が
、
札
幌

•
千
歳

•
石
狩

.
厚
田

•
浜
益
と
改
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
石
狩
を
含
む
医
師
会
は
、
こ
の
後
昭
和
三o

年
に

r

江
別

外
五
郡
医
師
会
』c

江
別

.
札
幌

.
千
歳

•
石
狩

•
厚
田
•
浜
益
〕
、
昭
和
三
九
年
に

『
江別
外
四
郡
医
師
会J

(
江
別

•
札
幌

•
石

狩

•
厚
田

.
浜
益
〕
、
昭
和
四
ニ
年
に

r

江
別
外
三
郡
医
師
会j
(
江
別

•
石
狩

.
厚
田

.
浜
益
)
、
昭
和
四
九
年
にr

江
別
市
及
び

三
郡
医
師
会
』
(
江
別
•
石
狩

•
厚
田
•
浜
益
〕
と
地
域
ま
た
は
名
称
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
間
昭
和
四
五
年
三
月
三

I

日
に

r

社
団
法
人
江
別
市
及
び
三
郡
医
師
会
』
が
認
可
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

「
定
款
」
を
示
す
と
次
の
よ
ぅ
で
あ
る
。

社
会

•
文
化

編

ニ〇

七
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ニ〇

八

社
団
法
人
江

別
市
及
び

三
郡
医
師
会
定
款

昭
和
四
五
年
三
月
三

一
日
設
立
総
会
議
決

昭
和
四
五
年
七
月
二
八
日

一
部
改
正

昭
和
四
七
年I

〇

月I

日

一
部
改
正

昭
和
四
九
年
九
月
九
日

一
部
改
正

昭
和
四
九
年

一
〇

月

一
五
日

一
部
改
正

昭
和
五

一
年
八
月

一
四
日

一
部
改
正

第

|

章

名
称
、
事
務
所

第
一

条

本
会
は
社
団
法
人
江
別
市
及
び
三
郡
医
師
会
と
称
す
る
。

第

二

条

本
会
は
事
務
所
を

江
別
市
に
置
く
。

第
二

章

目
的
お
ょ
び
事
業

第
三

条

本
会
は
医
道
の
昂
揚
、
医
学
、
医
術
の
発
達
普
及
と
公
衆
衛
生

の
向
上
を

図
り
'
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的

と
し
、
次
の
事
業
を
行
な
ぅ
。

⑴

医
道
の
振
興
昂
揚
に
関
す
る
事
項

⑵

公
衆
衛
生
の

啓
発
指
導
に
関
す
る
事
項

⑶

医
療

の
普
及
充
実
に
関
す
る
事
項



⑷

医
学
の
振
興
に
関
す
る
事
項

(5)

医
育
の
整
備
に
関
す
る
事
項

(6)

医
師
の
補
習
教
育
に

関
す
る
事
項

(7)

医
事
衛
生
の
調
査
研
究
に
関
す
る
事
項

(8)

医
業
経
営
の
改
善
に
関
す
る
事
項

(9)
医
療
資
材

の
改
良
に
関
す
る
事
項

(1
0
)

会
員
の
相
互
扶
助
に
関
す
る
事
項

(1
1
)

そ
の
他
目
的
達
成
上
必
要
な
事
項

第
三

章

会

員

第

四
条

江
別
市
、
当
別
町
、
新
篠
津
村
、
石
狩
町
、
厚
田
村
、
浜
益
村
の
区
域
内
に
就
業
所
を
有
し
、
ま
た
は
住
所
を

有
す
る
医
師
は
'
本
会
の
会
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
以
下
省
略
)

さ
ら
に
、
こ
のf

社
団
法
人
江
別
市
及
び
三
郡
医
師
会J

に
属
す
る
昭
和
五
四
年
現
在
の
病
院

.
医
院
を
上
げ
る
と
次
の
ょ
ぅ

で
あ
る
。

石
狩
医
院

現
住
所
/
弁
天

町
北
町I

六
番
地

社
会

•
文
化

編

二〇

九



社
会

.
文
化

編

ニ一
〇

科

別¥

内
科

*
小
児
科

鈴
木
繁
蔵

医
師
に

ょ
っ
て
昭
和
九
年
六
月
に
開
設

さ
れ
た
医
院
で

あ
る
が
、
『
八
幡
医
院
』
の
父
親
信
三
医
師
の

開
業
に
代
わ

っ

て
設
け
ら
れ
た=

医
療
法
人
社
団
惠
愛
会
茨
戸
病
院

現
住
所¥
花
畔

一
二
八
番

地

一
四

科

別
¥

内
科

•
呼
吸
器

科

.
小
児
科

•
循
環
器

科

•
消
化
器

科

昭
和
四
八
年

一
月
に
開
設
さ
れ
た
病
院
で

、
昭
和

五
四
年
当
時
に
は

'
稲
見
研
二
院
長
に
加
え
て

、
山
田
伶
子
、
林
邦
生
が
医

師
と
な
つ
て
い
る
。

花
畔
新
川
病
院
分
院

現
住
所¥

花
畔三
六
四
番

地

科

別¥

産
婦
人
科

•
内
科

•
小
児
科

昭
和

三
七
年

一
一
月
に
掘
千
鶴
子
医
師
に

ょ
り
開
設
さ
れ
た
。

三
好
医
院

現
住
所¥

花
川
南
三
条

五
丁
目二

三
〇
番

地

科

別¥
内
科
.
小
児
科
*
皮
膊
科



昭
和
五
一
年
四
月
に
三
好
晃
ニ
医
師
に
よ
り
開
設
さ
れ
た
。

後
藤
医
院

現
住
所¥

花
川
南
五
条
三
丁
目

1
0
九
番

地

科

別¥

外
科

•
整
形
外
科

昭
和
四
四
年

一
二
月
に
後
藤
宏
医
師
に
よ
り
開
設
さ
れ
た
。

藤
本
内
科
.
皮
虜
科
医
院

現
住
所
/
花

川
南
七
条
三
丁
目

一
一
番

地

科

別
¥

内
科

.
皮
虜
科

昭
和
三
四
年

一
月
に
藤
本
潔
医
師
に
よ
り
開
設
さ
れ
た
。

川
岸
産
婦
人
科
医
院

現
住
所
/
花
川
北
ニ
条
五
丁
目五

九
番

地

科

別
/
産
婦
人
科

昭
和
五
三
年

一〇

月
に
川
岸
俊
作
医
師
に
よ
り
開
設
さ
れ
た
。

鎌
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

社

会

.
文
化

編



社
会

•
文
化

編

現
住
所¥

花
川
北
ニ
条
五
丁
目六

〇
番

地

科

別
¥

内
科

昭
和
五
四
年
九
月

一
七
日
に
鎌
田
覚
医
師
に
ょ
り
開
設
さ
れ
た
。

佐
保
内
科
小
児
科
医
院

現
住
所
/
花
川
北
四
条
三
丁
目五

番

地
五

科

別¥

内
科

•
小
児
科

昭
和
五
三
年

ニ

一月
に
佐
保
三
郎
医
師
に
よ
り
開
設
さ
れ
た
。

ま
た
、
そ
の
後
の
昭
和
六
◦
年
現
在
の
石
狩
町
内
に
お
け
る
医
療
機
関
を
示
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

昭
和
六〇

年
に
お
け
る
石
狩
町
内
の
医
療
機
関

川
岸
産
婦
人
科
医
院

石
狩
病
院

花
川
病
院

後
藤
医
院

医
療
法
人
社
団
恵
愛
会
茨
戸
病
院
分
院

医
療
法
人
社
団
恵
愛
会
茨
戸
病
院

医

療

機

関

名

水
野
良
純

鈴
木
繁
蔵

内
山
喬

後
藤

宏

稲
見
研

稲
見

院
長
氏
名



土
居
耳
森
咽
喉
科

当
山
傲
科
医
院

北
村
歯
科
医
院

石
狩
中
央

科

尚
松
歯
科
医
院

今
井
l ir
科
医
院

執
行

科
医
院

熊
谷
病
院

石
狩
中
央
外
科
整
形
外
科

石
狩
中
央
眼
科

石
狩

病
院

上
西
外
科
ク
y

ク

1
院

佐
保
内
科
小
児
科

嫌
田
内
科
ク
y

ク

花
川
福
島
医
院

土
居
保
幸

当
山

寛

北
村
修

永
井
百
彦

高
松
瑛

今
井

学

執
行
正
桂

熊
谷
福
天

美
坂
啓
次

盛

秀

相
川

眞

上
西
仁 a

佐
保
鎌
田

覚

福
島

功

(資
料

/
以
上

1

石
狩
町
役
場

民
生
部
資
料
)

な
お
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
医
療
施
設
数
お
よ
び
医
療
関
係
従
事
者
数
を
示
す
と
次
表
の
よ
う
で
あ
る
。

社
会

•
文
化

編

一
二
三



社
会

•
文
化

編

ニ
ー

四

第
二
次
世
界
大
戦

後
の
年
度
別
医
療
施
設
数

/ /

1

ハ ク

8i
年

//

三

命

//

¥

t/A
年

m
和

西
年
y
/ 1,
病

院

四 ご 三

医

院

歯
科
医
院

1

診

療

所

治

療

所

隔
離
病
企

助

産

所

薬

局

九

̶
家
畜
診
療
所

C

資
料¥

町
勢
要

類
〕

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
年
度
別
医
療
関
係
従
事
者
数

〃

三

命

//

=

/ /

%

m
和

霞y/ 發
四 四 rr

医

師

歯
科
医
師

看

護

婦

薬

剤

師

四 ニ

保

健

婦

ニ 四 五

助

産

婦

ニ

鑛
灸
按
摩

四 七

獣

医

師



//

年

華gg

九

̶

〇

(
資料¥

町
勢
要
覧
類
)

第
三

節

国
民
健
康
保
険

事
業

石
狩
町
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険

事
業
は
、
半
年
ほ
ど
の
準
備
期
間
を

お
き
、
役
場
に
よ
る
広
報
活
動
や
町
民
説
明
会
を
も
つ

た
上
、
昭
和
三
五
年
六
月
よ
り
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
実
施
の
た
め

『
石狩
町
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会J

が
設
け
ら
れ

て
い
る
。

そ
の
初
期
の
委
員
を
上
げ
る
と
'
次
の
よ
う
に
三
者
構
成
に

よ
っ
て
い
る
。

石
狩
町
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
委
員

(
定
数
九
名
)

保
険

医

代
表

公

益

代

表

区

分

尾 鈴 清 加 尾
委

崎 木 野 藤 田

鹿 繁 義 延
員

雄 蔵 馨 見 義

// // / / //

昭
和

年
ハ

月

H

開

始

年

月

日

協
議
八

I

備

考

社
会

.
文
化

編

ニ

五



社会

■
文化

編

ニM

ハ

被
保
険
者
代
表

児

島

昇

越

野

義

勝

寺

内

未

吉

田

中

豊

// // t/ 〃

(資
料
¥
r

石
狩
町
国
民
健
康
保
険
五
周
年
記
念
誌J〕

そ
し
て
、
こ
の
事
業
は
昭
和
四〇

年
に
五
周
年
を
迎
え
た
が
、
こ
の
期
間
は
基
礎
固
め
の
期
間
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

の
五
年
間
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
の
給
付
状
況
、
受
診
状
況
、
財
政
状
況
に

つ
い
て
は
以
下
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
つ

て
給
付
範
囲
の
拡
大
、
受
診
件
数
の
増
加
、
予
算
の
伸
び
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

昭
和

三
五
〜

三
九
年
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計

〇 1 1
k&
Z
年

処

理

施

設

計

画

収

集

JS：

六
q

四、

五
九

七

六

三

〇
kZ
y
年

し
尿
処
理
埋
立

云
〇

三

毛

ノ
年

幽

村

還

元

! ! 1 1
以

年

道
終
末
処
理
場

水

洗

便

所

1 1
kZ
ノ
年

k
浄
化
そ
5

昭
和

四
六
〜
四
九
年
に
至
る
間
の
ご
み
処
理
の

状
況

(
資料¥

石
狩
町
役
場
住
民
課
)

年
度
末
現
在

四
九
年

四

会
四

$

m
和
四

年

度

六

〇

六

四

六

A

四
九

今

I
八
人

計
画
収
集
人
p

四

三

九

m
X
八

〇
五
t

年

総

計

四

A 1

焼

却

施

設

計

画

収

集

〇 八
八
八 1

年

埋

立

1 1 1 1
t
Z
年

そ

の

他

1
八 八

t

年

白
家
処
理
S:

(資
料¥

石
狩
町
役
場
住
民
課
)

(
資料¥以

上
ニ
表
、
昭
和
五o

年
版
石
狩
町
勢
要
覧

「H
O
K
K
A
ID
O

い
し
か
りJ

)



昭
和
五
ニ
〜
五
六
年
に
至
る
間
の
し
尿
処
理
施
設
の

状
況

(
各年
度
末
現
在
)

%
五
六

1
五

章

五

翬

至

昭
和
五

年

度

O

A

〇 八

i
I
八

八

〇

8
人

計
画
収
集

P

六
五
四

5

~J L

六

六
四
三

八

六
〇

五
五
八
ke

総

数

六
五
四

〇

九

六

巧

六
四
三

八

六
〇

五
五
八
kZ

処

理

施

設

計

画

収

集

1 1

し
尿
処
理
埋
立

I 1
m
村
還
7C

1 1 1
道
終
末
処
理
場

水

洗

1
k
净
化
そ
$

使

所

昭
和
五

-
〜
五
六
年
に
至
る
間
の

ご
み
処
理
の

状
況

{

資
料¥

石
狩
町
役
場
保
健

衛
生
課
)

(
各年
度
末
現
在
)

昭
和
五
四
年

昭
和
五

1

和
五

韋

年

度

ニ五
四
七

九

〇

m
七
六
八
人

計
画
収
集
人
p

五

七
%

四

六

£

、

四
五
七
t

年

総

計

五

A

四

8
五

A
五
t

焼

却

施

設

計

画

収

集

量

四

A

五
九

-ナT-

七

ニ

石
t

埋

立

1 1
t
/
年

そ

の

他

社会

•
文化

編

ニ
ニ七



社
会

•
文
化

編

ニ
ニ

八

昭
和
五

和
五

1

八
五

1

四
七

七

毛
〇

七、

0
五

〇
八
五

六

七
〇

A
四

%
八

云

〇

1 1

(資
料¥

石
狩
町
役
場
保
健
衛
生
課
)

し
か
し
、
そ
の
後
こ
れ
ら
の
ご
み
処
理
施
設
は

、
老
朽
化
し
て
能
力
が

低
下
し
た
た
め
、
平
成

五
年

二

I

月
に
厚
田
郡
厚
田
村

大
字
聚
富
村

六
一
八
番

地
に
新
た
な

施
設

(
焼
却
施
設
の
焼
却
能
カ
60
1
¥
6
£
>
<
ニ
基
(
計
12
01
¥
日
)
.破
砕
施
設
の
破
砕
能

カ
40
+-
¥
5
,
)を
設
け

る
こ
と
に
な
つ
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
に
加
え
て

、
r

北
石
狩
衛
生
施
設

組
合』

で
は
、
昭
和

五
六
年
、
厚
田
郡
厚
田
村
大
字
聚
富
村

六

I
八
番

地
に
設

け
た
野
犬
の

処
理
施
設
を
運
営
す

る
よ
ぅ
に
な

っ
た
。
そ
の
建
設
概
要
は

次
の

よ
ぅ
で
あ
る
。

野
犬
処
理

施
設

型式

シオ

バ

ラS
D
R
I
9
0

改
良
型

処
理
方
式

バ

ッ
チ
燃
焼

式

処
理
能
カ

9
0
1(8¥

只

公
害
対
策

排
ガ
ス
を
二
次
燃
焼
お
よ
び
三
次
燃
焼

さ
せ
る
他
に
'
既
設
炉

c
6
4
t
¥
D
)

の
第6

火
房
に
誘
因
し
て
、

こ
の
再
燃
室

.
洗
煙
室

•
パ
ラ
ク

ワ
ン
集
塵
機
を

通
過
さ
せ
、
煙
突
に

至
ら
せ
る
。

工
事
期
間

着
工
/
昭
和

五
六
年
九
月

一
九
日

*
竣
工¥
昭
和

五
六
年

一
一
月
ニ〇

日

移
設
¥

平
成

五
年

一
二
月
三

一
日



第

二
項

火
葬
場

•
墓
地

最
近
に
お
け
る
火
葬
場
と
言
え
ば
、
昭
和
六
ニ
年
竣
工
のf

石
狩
斎
場J

(
大字
親
船
町
字
西
浜

I

番
地
四
ニ
)
に
伴5

も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
設
置
と
と
も
に
、
『
石狩
町
火
葬
場
条
例J

と
『
石狩
町
火
葬
場
条
例
施
行
規
則
』
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
『
石

狩
町
墓
地
火
葬
場
使
用
条
例J

(
昭
和
五〇

年
条
例
第5

号
)
が
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
よ
り
以
前
に
つ

い
て
は
、
た
と
え
ば

和
三
ニ
年
で
、
石
狩
町
内
の
墓
地
が

八
*
所

(
公
共
墓
地
〕
、
火
葬
場
が

ニ
*
所
と
数
え
ら
れ
て
い
る

(
昭
和
三
三
年
版

『
町勢
要

覧
』
〕。し

か
し
、
生
振
地
区
に

つ
い
て
、
「
玉
木
団
体
が
入
植
し
た
こ
ろ
は
、
六
戸
と
呼
ば
れ
る
あ
た
り
の
共
同
墓
地

(
ニ
、〇

三一
•

五
坪
)
に
埋
葬
さ
れ
、
大
正
年
間
ぐ
ら
い
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
所
は
石
狩
川
本
流
の
岸
に
あ
っ
て
、
洪
水
の
た
び
に

決
壊
し
て
い
く
の
で
、
人
々
は
仏
を
別
の
と
こ
ろ
へ
移
し
た
と
い
わ
れ
、
当
初
の
共
同
墓
地
は
や
が
て
川
底
と
な
り
、
海
へ
消
え

て
行

っ
た
。
」c

r

生
振
開
村
百
二
十
年J

)
と
言
わ
れ
て

い
る
よ
ぅ
に
、
古
い
墓
地
に

つ
い
て
は
、
位
置
が
失
わ
れ
た
り
、
不
明
と

な

っ
た
り
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
墓
地
は
ま
た
、
古
く
よ
り
公
共
墓
地
以
外
の
も
の
が
あ
り
、
新
し
く
は
昭
和
五
六
年
、
生
振

村
に
弘
照
院
教
会
ば
ら
と
霊
園

(
生振
村
〕
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

火
葬
場
は
第
二
次
世
界
大

戦
後
に
ニ
力
所
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ぅ
ち
の

一
つ
で
あ
る
弁
天
町
の
石
狩
火
葬
場
は
、
本
町
左

岸
仏
教
連
合
会
代
表
に
よ
る
昭
和
ニ
四
年
の
寄
付
採
納
で
、
他
の

一
つ
の
八
幡
町
共
同
墓
地
内
火
葬
場
は
、
石
井
立
之
進

•
北
原

重
吉

.
山
田
義
雄
に
よ
る
昭
和
二
八
年
の
寄
付
採
納
で
あ
る
。

な
お
、
以
下
に
は
石
狩
町
に
と
っ
て
と
く
に
歴
史
的
に
意
味
深
い
墓
を
、
墓
地
別

(
寺
院
境
内
を
含
む
〕

に
紹
介
す
る
に
止
ど

め
る
。

社
会

*
文
化

編

ニ
ニ
九



社

会

化

編

「墓地使用料」 領収書/ 石狩町収入役発行/大正三年六月ニ九日付/ r生振開
村百二十年j

二
三〇

新
町
/
金
龍
寺
境
内

天
野
傳
左
衛
門
正
庸

の
墓

建
立
年
月
日¥

不
詳
。

人

物
¥

箱
館
奉
行

石
狩
役
所

在
勤

の
役
人

で
、
安
政

七
年

一
一

月

二
八

日

没
。

村
田
小

一
郎
の
墓

(
天
野
傳
左

衛
門
正
庸
墓

横
〕

建
立
年
月
日¥

不
詳
。

人

物¥

箱
館
奉
行

石
狩
役
所

在
勤

の
荒
井

金
助
が
設
け
た

『
教
導
館
』
、
武
道

館
に

勤
め
た

。

横
町
¥

町
共
同
塞
地
内

格
翁
惣
越
居
士
位

の
墓

建
立
年
月
日¥弘

化
三
丙
午
年
六
月

一
一

人

物¥

俗
名

山
形

屋
万
右
衛
門
。

加
藤
家
累
代
之
墓







八幡町共同墓地の1860 [万廷元〕 年 （右） と1862 (左） の墓、 石狩市内の古い
菡と しては、 1846 [弘イfc3 ] 年の ものが最古で、他に1860 [万延元] 年の例が

一例ある。

二
三
三



二
三
四

建
立
年
月
日¥

明
治
三
五
頃

(
推
定
〕。

人

物¥

加
藤
圓
八
(
俳
号
有
隣
)
。
明
治
ニ〇

年

代
か
ら
三〇

年
代
に

か
け
て
親
船
町
総

代
人
。
ま
た
、
石
狩
俳
諧
の
先
達
者
で
、

明
治
三
四
年
没
。

村
山
家
の
墓

建
立
年
月
日¥

明
治
ニ
六
年
七
月
。

人

物¥

村
山
家
漁
業
部
か
ら
本
家
を
継
い
で
石

狩
に
居
住
し
た
家
系
の
者
。

故
窓
鶴
庵
露
蕉
之
墓

建
立
年
月
日¥

明
治
末
期

(
推
定
)。

人

物¥

山
田
露
蕉
(
本
名
山
田
得
兵
衛
)
。
明
治

1
〇

年
代
か
ら
四〇

年
代
に

か
け
て
、

石
狩
の
俳
壇
で
活
躍
。
没
年
不
詳
。

親
船
町¥

能
置
寺
境
内

山
田
文
右
衛
門
の
墓

人

物¥

村
山
家
の
請
負
で
あ

っ
た
石
狩
場
所
の



一
部
を
借
り
受
け
て
経
営
。
井
尻
家
の
墓

C

井
尻
半
左
衛
門
墓

•
井
尻
静
藏

(
初
代
)
墓

•
井
尻
家
先

祖
代
々
墓
)

建
立
年
月
日¥

井
尻
家
先
祖
代

々
墓
̶
明
治
四
三
年
九
月
。

藤
田
家
累
代
之
墓

(
井
尻
家
墓
に
伴
ぅ
。
)

建
立
年
月
日¥

大
正

一
四
年
八
月
。

人

物
/
藤
田
利
兵
衛
。
明
治
初
期
に
村
山
家
の
漁
場
取
締
監
督
と
な
り
、
明
治
八
年
に
井
尻
家
支
配
人
と
な
る
。

戦
死
者
墓
碑

建
立
年
月
日¥
昭
和

一
三
年
三
月
。

人

物¥

明
治
三
七
年

•
明
治
三
八
年

*
昭
和
八
年

•
昭
和

一
二
年
に
戦
死
し
た
軍
人

一
二
名
。

八
幡
町
/
町
共
同
墓
地
内

桓
本
氏
女
子
之
墓

建
立
年
月
日¥

萬
延

元
年

一
二
月
七
日
。

雙
樹
院
三

(□
□
)

住
居

建
立
年
月
日¥

文
久
ニ
壬
戌
年
三
月

一〇

日
。

花
畔
村
北
八
線
共
同
墓
地

吉
成
多
三
郎
之
墓

社
会

•
文
化

編

二
三
五



社
会

■
文
化

編

二
三
六

建
立
年
月
日¥

不
詳
。

人

物¥

花
畔
神
社

の
公
認
さ
れ
て
か
ら
の
初
代
神
職
。

第
五
節

衛
生
関
係
諸
団
体

第

一
項

食
品
衛
生
関
係
団
体

昭
和
二
三
年

一
二
月
に
、
日
本
食
品
衛
生
協
会
北
海
道
支
部
江
別
部
会
の
一
支
部
と
し
て
、
『
当
別
地
方
食
品
衛
生
協
会
』
の
前

身
が
発
足
し
た
。
同
支
部
は
ま
た
、
翌
ニ
四
年
四
月
に
江
別
保
健
所
当
別
支
部
が
設
置
さ
れ
て
、
当
別
町

•
石
狩
町

.
厚
田
村

.

篠
路
村
の
ニ
町
ニ
村
を
管
轄
区
域
と
し
た
の
に
伴
い
、
当
別
町
役
場
内
に
仮
事
務
所
を
設
け
て
業
務
を
開
始
し
た
。
ま
た
、
江
別

保
健
所
当
別
支
部
が
昇
格
し
て
北
海
道
当
別
保
健
所
が
設
置
さ
れ
る
と
、
当
別
町

•
石
狩
町

.
厚
田
村

.
浜
益
村

.
篠
路
村
の
ニ

町
三
村
が
そ
の
管
轄
区
域
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
伴
い
同
支
部
は

『
当
別
地
方
食
品
衛
生
協
会
』
と
し
て
、
日
本
食
品
衛
生
協
会

北
海
道
支
部
江
別
部
会
か
ら
独
立
し
、
同
保
健
所
内
に
事
務
所
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
事
業
活
動
は
埗
々
し
く
な
く
、
昭
和
二
八
年

一
月
に
な

っ
て
、
協
会
員
有
志
が
再
建
発
起
人
会
を
も
ち
、
新
た

な
規
約
お
よ
び
事
業
な
ど
を
決
め
て
組
織
を
整
え
た
。
そ
の
後
、
篠
路
村
が
札
幌
市
に
合
併
し
て
当
別
保
健
所
の
管
轄
区
域
外
と

な
っ
た
た
め
、
こ
れ
以
後

『
当別
地
方
食
品
衛
生
協
会j
は
ニ
町
ニ
村

(
四支
部
)
体
制
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
本
協
会
は
昭
和
三
◦
年
代
に
入
る
と
、
食
品
衛
生
監
視
指
導
が
重
視
さ
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
の
に
伴
い
、
昭
和
三
ニ

年
四
月
よ
り
強
力
な
巡
回
指
導
体
制
を
と
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
り
、
翌
三
三
年
四
月
か
ら
食
品
営
業
申
請
事
務
指
導
を
開
始
し
た
り

し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
三
五
年
九
月
に
は
、
消
費
者
代
表
に
よ
る

「
一
日
食
品
監
視
」
を
行
い
、
石
狩
町

•
当
別
町
の
交
換
監



追 下 相 福 本 牧 皆 岡 エ

分 川 沢 田 間 野 川 藤

利 富 武 久 義 直 敏

太

男 郎 夫 巌 稔 明 勇 次 夫

氏

名

役

職

名

理

事

監

事

視
を
実
施
し
た
。

さ
ら
に
、
昭
和
四
三
年
三
月
に
、
当
別
保
健
所
が
当
別
町
字
東
小
川
通九

九
番

地

一
に
新
築
さ
れ
て
移
転
し
た
の
に
伴
い
、
本

協
会
の
事
務
所
も
そ
こ
に
移
転
さ
れ
、
昭
和
五
五
年

一
月
に
は
、
本
協
会
創
立
三o

周
年
の
記
念
事
業
が
執
り
行
な
わ
れ
て
い
るP

な
お
、
創
立
三o

周
年
当
時
の
本
協
会
の
役
員
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
五
五
年
現
在
の

「
当
別
地
方
食
品
衛
生
協
会
」
の
役
員

(

料¥

当
別
地
方
食
品
衛
生
協
会
刊r

創
立
三o

周
年
記
念J)

社
会

•
文
化

編

二
三

七



社
会

.
文
化

編

二
三

八

第
二
項

理
容
環
境
衛
生
関
係
団
体

石
狩
市
域
の
理
容
に

つ
い
て
古
く
遡

っ
て
み
る
と
、
明
治

一
三
年
に
髪
結
職
ニ
軒
五
人
が
、
風
呂
屋
ニ
軒
と
と
も
に
数
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
間
を
お
く
が
、
明
治
三
九
年

の
石
狩
新
聞
社
発
行
の

『
石狩
案
内
』
に
'
「
流
行
髪
型
親
船
町
勝
又
半
四
郎
」
の

広
告
，か
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
正
五
年
に
理
髪
業

一
六
戸

•
風
呂
業
三
戸
、
大
正

一
五
年
に
理
髪
業

一
二
戸
、
昭
和
五

年
に
理
髪
業

一
一
戸
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
昭
和
八
年
に
親
船
町
の
勝
又
半
四
郎
が
、
北
海
道
理
髪
組
合
連
合
会
顥
問
か
ら
多
年
の
業
務
に
つ
い
て
表
彰
さ
れ
て

い
る
の
で
、
当
時
同
氏
が

r
北
海
道
理
髪
組
合
連
合
会
』

に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
氏
お
よ
び
同
氏
の
子
息
勝
又
啓

吉
が
続
い
て
組
合
長
と
な

っ
た

『
石狩
理
髪
保
険
組
合
」
の
創
立
に

つ
い
て
は
定
か
で
な
く
、
『
北
海
道
理
髪
組
合
連
合
会
』
と
当

初
の

r

石
狩
理
髪
保
険
組
合j

と
の
関
係
に

つ
い
て
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
期
の
第
二
次
世
界
大
戦

前
に
は
、
石
狩

町
内
の
理
髪
業
者
と
厚
田
村
*
望
来
村
の
同
業
者
が
、
石
狩
»
1内
キ
印
今
泉
旅
館
で
会
合
を
開
い
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
昭
和

一
二
年
に
お
け
る
石
狩
町
内
の
理
髪
業
者
は
、
七
戸
と
さ
れ
て
い
る
。

第

二
次
世
界
大
戦
後
に
つ
い
て
み
る
と
、
昭
和

一
五
年
頃
に
勝
又
啓
吉
に
代
わ

っ
て
組
合
長
と
な

っ
た
街
道
喜I

が
、
昭
和
ニ

四
年
に
そ
の
任
を
辞
し
、
佐
々
木
清
房
が
組
合
長
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三
〇
年
に
石
狩
町
内
の
理
髪
業
者
£0
数
が
少

な
か

っ
た
た
め
'
石
狩
町
内
の
理
髪
業
者
は
当
別
支
部
の

「
石
狩
分
会
」
と
な
り
、
昭
和
三
九
年
に
な
っ
て
当
別
支
部
か
ら
独
立

し
た

「
石
狩
支
部
」
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
頃
か
ら
ま
た
、
美
容
店
も
こ
の
支
部
組
織
に
加
盟
す
る
よ
ぅ
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
四I

年
に
は
、
新
札
幌
団
地
に
理
容
店

の
新
規
開
業
が
相
継
ぐ
よ
ぅ
に
な
っ
て
、
町
内
の
理
容
店
数
は
、
組
合

加
盟
店

一〇

店
と
そ
れ
と
同
数
近
く
の
非
組
合
加
盟
店
と
に
よ
っ
て
い
る
が
、

一
部
に
組
合
脱
退
も
出
て
い
る
。



な
お

、
昭
和

五
五
年
に
は

、

r

北
海
道

理
容

環
境
衛
生
同
業

祖
合

j

の

『
石
狩
支
部j

組
合
員

数
は

ニ〇

名

と
な

っ
て
い
る
。

主
要
参
考
資
料

大
蔵
省

(猪
野
中

行
他
)

編

『
北
海
道
志
』

大
蔵
省

一
八
八
四

大
蔵
省

(奥
並
繼
他
)
編

r

開
拓
使
亊
業
報
告j

第
四
編

大
蔵
堪

一
八
八
五

(
復
刻

北
海
道

出
版

企
画

セ
ン
タ

ー

一
九

八
四
)

石
狩
町
役
場
編

r

石
狩
町
国
民
健
康
保
険
五
周
年
記
念
誌
」

石
狩
町
役
場

一
九
六
五

長
谷
川
嗣
編

r

九
町
三
村
時
代
の
石
狩j

石
狩
町

*
委
員
会

.
石
狩
町
生
振
村
郷
土
史
編
集
委
員
会

一
九
六
九

〈
鈴
木
信
三

r

功
績
調
書j

>

一
九
七
ニ

北
石
狩
衛
生
施
設
組
合
編

r
北
石
狩
衛
生
セ
ン
タ̶

J

北
石
狩
衛
生
施
設
組
合

一
九
七
五
.
一
九
八
三
.
一
九
九
三

江
別
史
及
ぴ
三
郡
医
師
会
史
編
集
委
員
会

c

池
永
和
親
他
)
編

『
江
別
史
及
ぴ
三
郡
医
師
会
史j

江
別
史
及
び
三
郡
医
師
会

一

九
七
九

当
別
地
方
食
品
衛
生
協
会
30
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
記
念
誌
班
編

『創
立
30
周
年
記
念
』

当
別
地
方

食
品

衛
生
協
会

一
九

八〇

北
海
道
理
容
1
0
0
年
史
編
基
委
員
会
編
r

北
海
道
理
容1

0
0

年
史j

北
罾

理
容
_
罾
«
生
胃
*
»
合

一
九
八
ニ

石
狩
町
役

場
編

『
石
狩
斎
場
」

石
狩
町
役
場

一
九
八
七

石
狩
郷
土
研
究
会
石
碑
調
査
班
編

r

石
狩
の
碑j

第
一
輯

石
狩
郷
土
研
究
会

一
九
八
七

石
狩
郷
土
研
究
会
石
碑
調
査
班
編

r

石
狩
の
碑j

第

二
輯
石
狩

郷
土

研
究
会

一
九
八
八

生
振
開
村
百
二
十
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編

r

生
振
開
村
百
二
十
年
」

生
振
§
§
百
ニ
十
年
記
念
*
罾

一
九
九
ニ

石
狩
町
役
場
編

<

町
勢
要
®
類

(
関
係
分
〕>

石
狩
町
役
場

社
会

•
文
化

編

二
三

九



社
会

•
文
化

編

ニ
四〇

第
五

章

社
会
生
活

•
生
活
福
祉

第

一
節

郵

政

•
通信

第

一
項

郵便

こ
こ
で
は
本
地
方
の
郵
便
の
歴
史
を
、
各
郵
便
局
別
に
沿
革
を
概
略
的
に
述
べ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
代
え
る
。

石
狩
郵
便
局

明
治
八
年

一
月

一
日
、
親
船
町
北

I
番
地

(
同
町
四
区
)
に

『
3

等7

級
石
狩
郵
便
役
所
』
が
開
設
さ
れ
た

g

郵
便
役
所
』
は

明
治
六
年
に
四
等
ま
で
に
分
け
ら
れ
た
〕
。
そ
の
後

r

石
狩
郵
便
役
所
』
は

『
地
方
適
信
官
制』

の
公
布
に
伴

っ
て
明
治

一
九
年
三

月

一
日
に

『
3

等7

級
石
狩
郵
便
局J

と
改
称
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が

『
郵
便
電
信
局
官
制
』

の
施
行
に
伴

っ
て
明
治
ニ
ニ
年
七

月

I

日
に

『
3

等
石
狩
郵
便
電
信
局J

と
改
め
ら
れ
、
『遄
信
官
署
官
制
』
の
制
定
に
伴

っ
て
明
治
三
六
年
三
月

一
日
に

『
3

等
石

狩
郵
便
局
』
と
さ
れ
た
。
ま
た
、『

3

等
石
狩
郵
便
局j
は
昭
和

一
六
年
二
月

一
日
に

『
石狩
特
定
郵
便
局J

と
改
称
さ
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
間
、
局
舎
は
明
治
三
ニ
年
六
月
ニ〇

日
に
親
船
町
南

一
八
番

地
に
移
さ
れ
、
さ
ら
に

明
治
三
三
年

一o

月

一
日
に

親
船
町
北二

〇
番

地
に
移
転
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
昭
和
三
九
年

|

一
月
に
同
番
地2

丨3

に
お
い
て
新
築
さ
れ
て
い

る
。



な
お
、
こ
の
間
に
お
け

る
諸
取
扱
事
務
内
容
の

開
始
に

つ
い
て
み
る
と
次
の

よ
う
で
あ
る
"

明
治

八

同

ニ一
同

ニ
ー

同

ニ
五

同

ニ
六

同

ニ
六

同

ニ
九

同

ニ
九

同

ニ
九

同

ニ
九

同

三
九

i

一

郵

便

I

内
国
郵
便

為
替

郵便
貯

金

六

私

文

電
報

送
受

外
国
郵
便

為
替

欧
文

電

報

送
受

内
国

信

為
替

郵

便

振
替

貯
金

郵便
小包

代
金
引
換

小
包

〇

■
二
八

電話

通話

ニ
，

一

年
賀
郵
便
特
別
取
扱

c

資
料
/

五七•ニ
-

四

*
三•七

*

明
治
四

一

同

四
三

同

四
四

大
正

四

同

四

同

五

同

八

同

I

五

同

I

五

昭
和I

九

同

三
六

八四四三四

〇

四ニ

〇

四八

ニ〇

三
三

電話

交換

年金

恩給

速

達郵
便

国庫

金

航空
郵

便

簡

易

生
命

保

険

料
金
別
納
郵
便

選

挙

無
料

郵

便

郵便
年金

料
金

後
納

郵

便

欧
文m

報
送
受
廃
止

r

局
舎
新
築
落
成
開
局
9
0周
年
記
念¥

い
し
ゆ
うJ)

ま
た
、
明
治
四
四
年
以
降
昭
和

ニ
九
年
に
至
る
ま
で
の
間
の

同
局
扱

い
の
電
信

•
電
話
回
線

の
開
設
、
郵
便
切
手

•
収
入
印

紙

売
さ
ば
き
所
お
よ
び
郵
便
箱
の

設
置

、
郵
便
集
配

休
息
所

の
設
置
な

ど
の
変
遷
資
料
に

つ
い
て
み
る
と
以
下
の
通

り
で
あ
り
、
そ

れ
ら
に
よ
っ
て
業
務
範
囲
や
取
扱
地
域

の
拡
張
の

様
子
を

知
る
こ
と
が
で

き
る
。

社
会

•
文
化

編

一四



社
会

.
文

化

編

ニ
四1

1

電

信

回線

電札石 札

幌 ， 幌

信 • 募 石

線益 線 線

回

線

名

右 右 電
話
機
送

仝 仝 受

通
信
方
式

浜札 石 札
益幌 狩 幌
へ へ 、 、

f1 石 花
こ 狩 畔
' 八 '
石 幡 石
狩 狩

マ

チ

持

局
名
及
び
符
合

昭 大 大
和 正 正

■'rp
一 二 〇
月 月 月

- A 云
日 日 日

開

設

年

月

日

接 電 花
続 信 畔
局 電 局
変 話 と
更 共 電
に 用 信
よ 電
る 話

共
用

摘

要

電

話回線

札
幌
石
狩

線

札
幌

石
狩

信
電
話

石
狩

厚
田
電
話
線

札
幌
石
狩
四
番
線

札
幌
石

番
線

札
幌
石
狩

番
線

石
狩

1
岡
線

石
狩

八
幡
線

同

線

名

札
幌

石
狩

札
幌

花
畔

、

石
狩

石
狩

望

厚
田

札
幌

石
狩

札
幌

石
狩

札
幌

石
狩

石

1
岡

石
狩

八
幡

接

続

局

名

昭
和

云
年

7=：

I

0

昭
和

云
年

I
石
日

昭
和

年

五
月

日

昭
和

¥

五
月

日

g
和

三
年

月

日

大
正

年

ノ日、

開

設

年

月

日

信

巷
用

電
信
共
用

摘

要



郵
便
切
手

収
入
印

紙
賣
さ
ば
き
所
並
び

に
郵
便
箱

設
置
所

(
昭
和
ニ
九
年

一
一
月

ニ〇

日
現
在
)

市 市 市 市
外 : A 外 内

区 区 区 区

郵
便
区
名

昭 昭 昭 昭 明
和 和 和 和 治

X 云 毛 = g
年 年 车 年 年
六 三 三 八 三
月月 月 I 月

五 ニ ニ 九 三
日日 日日 日

許

可

年

月

日

石 石 ね 石 石
狩 狩 狩 狩 狩
町 町■ jgj 町 町
大 大 大 大 大
字 字 字 字 字
ih it ih ik

振 振 振 振 町
村 村 村 村
七 十 六 71
線 一 線 線
北 線 :it: *
北 六 七
一 番 番
号 地 地

所

在

地

石 山 長 山 中
谷

村 下 川 田 島

八 重 勝
満
子 光 南 博 人

売
さ
ば
ぎ
人
氏
名

目
初
代
中
島
亀
蔵

摘

要

郵
便
集
配
休
息
所
設a
数
並
び

に
位
置

市 市 市 市 市 市
外 外 外 外 外 外
六 五 四 三 ニ 一
凶 区 区 凶 区 区

集

区
名

ハ

昭
m

九
年

石 厚 石 石 石 石
狩 田 狩 狩 狩 狩
町 村 町 町 町 町
大 i ス： X 大 大
字 空 字 字 字 字

船 聚 生 生 生 生
場 富 振 振 振 振
町 村 村 村 村 村
字 字 九 一 九 三
矢 白 線 一 線 線
臼 知 北 線 北 北
場 狩 九 北 一 三

中 号 二 号 号
浜 号

所

在

地

至自 周

一 tf / / // //
四 一
月 月 年

施
行
期
間

昭 昭
和 fD

丟 九
// 〃 " 年 年

̶ //
̶ 四
月 月

日 日

設

置

年

月

日

林 岩 熊 山山 大

田 倉 田 田 石
太

三 美 正 郎
津
雄 明 男 繁 博

場
所
提
供
者
氏
名

十

月

T
日
現
在

c

資
料
/

「
開
局
八
十
周
年
記
念
誌J

)

社
会

.
文
化

編

ニ
四

三



社
会

•
文

化

編

一
一四
四

そ
の
他
の
石
狩
町
域
に
お
け
る
郵
便
取
扱
機
関
の
設
置
状
況
に

つ
い
て
み
る
と
以
下
の
ょ
ぅ
で
あ
る
。

花
畔

郵
便
局

明
治
三
七
年
三
月
ニ
五
日
に
『
花
川
郵
便
局
』
(
集
配
局
〕
と
し
て
開
局
さ
れ
、
明
治
四
三
年

一
一
月
ニ
ー
日
に
電
信
電
話
業
務

の
取
扱
が
開
始
さ
れ
、
大
正
六
年
八
月

一
六
日
に

r

花
畔
郵
便
局j

と
改
称
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
昭
和

一
六
年
九
月
二
七
日
に

電
話
交
換
事
務
取
扱
が
開
始
さ
れ
、
昭
和
四
五
年
七
月

一
日
に
同
業
務
が
廃
止
と
な
っ
て

い
る
"

石
狩
八
幡
郵
便
局

大
正
九
年
八
月
六
日
に
無
集
配3

等
郵
便
局
と
し
て
開
局
さ
れ
た
。
大
正

一
一
年

一
二
月
六
日
に
は
電
信

.
電
話
の
事
務
取
扱

が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
九
年
四
月

|

日
に

『
石狩
八
幡
郵
便
局
』
と
称
さ
れ
た
。
な
お
、
昭
和
五

一
年
九
月
ニ〇

日
に
は
八

幡
団
地
内
に
移
転
さ
れ
て
い
る
。

石
狩
高
岡
郵
便
局

昭
和

一
一
年

二I

月I

日
に
「
郵
便
取
扱
所
」
と
し
て
開
か
れ
、
こ
れ
が
昭
和

一
三
年
二
月I

日
に
無
集
配
の
郵
便
局
と
な
り
、

さ
ら
に
、
昭
和

|

五
年
二
月

|

日
に
集
配
郵
便
局
と
な

っ
た
。
な
お
、
こ
の
間
の
昭
和

一
三
年

一
一
月

一
日
に
は
電
信
電
話
の
取

扱
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

生
振
®
易
郵
便
局
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昭
和
三
九
年
三
月
三
◦
日
、
生
振
村
六
線
北

I

号
に

r

石
狩
郵
便
局
』
管
下
と
し
て
開
か
れ
た
が
、
同
年

一
一
月

一
日
に
同
村

五
線
南
に
移
転
し
た
の
に
伴
い
、
『
花
畔
郵
便
局
』
管
下
と
な
っ
た
。
ま
た
'
昭
和
四〇

年
七
月
三

一
日
に
は
廃
局
と
な
っ
た
。

「
南
線
簡
易
郵
便
局
」

昭
和
四

一
年

一
一
月

一
日
に
開
局
さ
れ
、
昭
和
五
八
年

一
二
月

三I

日
に
閉
局
と
な
っ
た
。

『
花
畔
中
簡
易
郵
便
局
」

昭
和
五
七
年

一
月
四
日
に
開
局
さ
れ
、
昭
和
六〇

年

一
一
月
ニ
ニ
日
に
廃
局
と
な

っ
たc

『
石狩
花
川
北
六
条
郵
便
局
』
参
照
〕q

石
狩
花
川
南
五
条
郵
便
局

昭
和
五
九
年
二
月
五
日
に
開
局
さ
れ
た
。

石
狩
花
川
北
六
条
郵
便
局

昭
和
六o

年

I
I

月
ニ
五
日
に
、
『
花畔
中
簡
易
局
』
に
代
わ
り
、
無
集
配
特
定
郵
便
局

と
し
て
開
局
さ
れ
た
。

第
二

項

電
信

•
電
話

す
で
に
第

I

項
に
お
い
て
示
し
て
い
る
ょ
ぅ
に
'
電
信

•
電
話
業
務
は
も
と
も
と
郵
便
局
に
ょ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ

社
会

•
文
化

編

ニ
四
七



社
会

•
文
化

編

ニ
四
八

ち
、
こ
の
地
方
の
歴
史
の
長
い
郵
便
局
に

お
け
る
電
信
電
話
業
務
の
開
始
に

つ
い
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

石
狩
郵
便
局

電
報
事
務
取
扱
開
始

電
話
事
務
取
扱
開
始

電
話
交
換
業
務
開
始

明
治
ニ

一
年

一
二
月

一
六
日

明
治
三
九
年

一〇

月
二
八
日

明
治
四

一
年

八
月

I

日

石
狩
花
畔

郵
便
局

電
信
電
話
事
務
取
扱
開
始

電
話
交
換
業
務
開
始

明
治
四
三
年

一
一
月
ニI

日

明
治

一
七
年

三
月
三I

日

石
狩
八
幡
郵
便
局

電
信
電
話
事
務
取
扱
開
始

大
正

一
一
年

一
二
月

六
日

な
お
、
こ
の
間
の
明
治
三
八
年
、
岩
内
、
厚
田
、
浜
益
、
増
毛
の
四
地
方
に
漁
場
向
け
の

「
特
設
電
話
」
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

四I

年
に
は
石
狩
、
寿
都
に
も
そ
れ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
は
、
昭
和
ニ
四
年
六
月

一
日
に
郵
政

•
電
気
通
信
の
ニ
省
分
割
が
な
さ
れ
た
り
、
昭
和
ニ
七
年

八
月I

日
に

『
日
本
電
信
電
話
公
社
』
が
発
足
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
郵
便
取
扱
業
務
と
電
信
電
話
の
取
扱
業
務

の
分
離
が
進
め
ら



れ
、
昭
和
四
五
年
七
月

1
0

日
に
は

f

石
狩
電
報
電
話
局J

が
開
局
と
な

っ
た
。

そ
の
間
に
は
ま
た
、
昭
和
三
ニ
年
三
月I

六
日
に
南
線
地
区

C

下
川
商
店
〕

に
唯

一
の
電
話
で
あ
る
公
衆
電
話
が
設
け
ら
れ
た

り
、
昭
和
三
四
年
九
月
二
七
日
に
生
振
農
業
共
同
組
合
が
事
業
主
体
と
な
っ
た

「
農
山
漁
村
振
興
特
別
助
成
事
業
」
に
よ
る

「
有

線
放
送
電
話
」
施
設
が
完
成
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

昭
和
三
七
年

ニI

月
ニ
五
日
に
は
ま
た
、
南
線
地
域
団
体
電
話
組
合

•
北
花
畔
地
域
団
体
電
話
組
合

•
樽
川
地
域
団
体
電
話
組

合
の
三
組
合
に
よ
る

「
地
域
団
体
加
入
電
話
」
が
代
表
電
話

(
交
換
所
)
を
花
畔
局
と
し
て
開
通
の
運
び
と
な

っ
た
。

さ
ら
に
、
昭
和
三〇
年
代
後
半
に
は

「農
村
委
託
公
衆
電
話
」
が
設
置
さ
れ
る
よ
ぅ
に
な
り
、
生
振
で
は
昭
和
三
八

•
七
年
に

そ
れ
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
次
い
で

一
般
公
衆
電
話

(
赤
電
話
〕
が
昭
和
三
九
年
に
架
設
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
'
昭
和

三
九
年
で
既
述
の

「
有
線
放
送
電
話
」

の
許
可
有
効
期
間
が
満
期
と
な
る
の
に
伴
い
、
そ
れ
に
代
わ
る
自
動
交
換
方
式

(
ダ
ィ
ヤ

ル
式
〕
で
個
別
秘
話
方
式
の

「
地
域
集
団
電
話j

cr

農
集
電
話
」
〕
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
昭
和
四〇

年

一

二
月
ニ

三
日
に
こ
の
開
通
と
な

っ
た

(
昭
和
五〇
年

一
二
月
にI

般
加
入
化
)
。

な
お
、
石
狩
局
で
は
昭
和
四
五
年
七
月

|〇
日
よ
り
、
通
話
方
法
が
ダ
ィ
ヤ
ル
式
の

「自
動
改
式
」
(自
動
交
換
方
式
)
と
な

っ

た
。

主
要
参
考
資
料

北
海
道
石
狩
郵
便
局
開
局
八
十
周
年
記
念
式
典
協

会
編

r
開
局
八
十
周
年
記
念
誌
」

北
海
道
石
狩
郵
便
局
開
局
八
十
周
年
記
念

式
典
協
黄
会

一
九
五
四

r

北
海
道
新
聞j

一
九
五
七
年
三
月

一
七
日
号

北
海
道
新
聞
社

社
会

.
文
化

編

ニ
四
九



社

会

•
文
化

編

ニ
五〇

曽
根
原
武
保
編
著

『
北
海
道
通
信
の
あ
ゆ
みj

札
幌
電
気
通
信
学
園

一
九
五
八

日
本
電
信
電
話
公
社
石
狩
電
報
電
話
局
編

r

石
狩
電
報
電
話
局
の
ご
あ
ん
な
いj

日
本
電
信
電
話
公
社
石
狩
電
報

窀
話
局

一
九

六〇

f
北
海

タ
ィ
ム
スj

一
九
六
三
年

一
月I

I

日
号

北
海

タ
ィ
ム
ス
社

石
狩
町
編

『
い
し
か
り
』

1
3
0

号

石
狩
町

|

九
六
三

•
ニ

.
五

日
本
電
信
電
話
公
社
北
海
道
電
気
通
信
局
編

『北
海
道

の
電
信
電
話
史
』

財
団
法
人
電
気
通
信
共
済
会
北
海
道
支
部

一
九
六
四

北
海
道
石
狩
郵
便
局
局
舎
新
築
落
成
開
局
90
周
年
記
念
式
典
協
賛
会
編

『局
舎
新
築
落
成
開
局
90
周
年
記
念
/
い
し
ゆ
ぅ
」

北
海

道
石
狩
郵
便
局
局
舎
新
築
落
成
開
局
9
0周
年
記
念
式
典
協
賛
会

|

九
六
四

生
振
開
村
百
二
十
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編

r

生
振
開
村
百
二
十
年
」

生
振
開
村
百
二
十
年
記
念
事
業
協
賛
会

一
九
九
ニ

各
郵
便
局

.
電
報
電
話
局
記
念
誌
類



第二

節電

気

•
ガス

•
水道

第

一
項

電気

•
ガス

電

気

石
狩
町
に
は
じ
め
て
電
灯
が
点
灯
さ
れ
た
の
は
、
北
海
道
電
気
会
社
に

ょ
っ
て
道
内
の
地
方
八
会
社
が

合
併
さ
れ
た
大
正
八
年

の
こ
と

で
あ
る
が
、
翌
九
年
九
月
に
は
花
畔
市
街
に
も
電
灯
が

点
灯
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
'
昭
和

一
七
年
に
は

生
振

の
農
協
事
務

所
周
辺

C

牧
草
圧
さ
く
工
場
付
近
)

ま
で
と
五
の
沢
地
区
に
も
電
灯
が
点
い
た
。
な
お
、
生
振
で
は

昭
和

一
二
年
頃
に
バ

ッ
テ
リ

1

式
電
灯
が
普
及
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
に
先
立

っ
て
、
明
治
ニ
五
年I

月I

日
に
石
狩
灯
台
の

点
灯
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
当
初
の
光
源
は

石
油
燈
に
ょ

る
も
の
で
あ

っ
た
。
石
狩
灯
台
の
光
源
が
電
灯
に
代
え
ら
れ
た

の
は
、
昭
和
ニ
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。

ガ

ス

本
町
域
の
ガ
ス
利
用
に

つ
い
て
は
、
昭
和
四
九
年
八
月
ニo

日
に
花
川
北
地
区
で
石
狩
サー

ビ
ス
が
プ

ロ
パ
ン
ガ
ス
の

集
中
扱

い
を
始
め
て

い
る
が
、
他
の
地
域
に

つ
い
て
は
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
を

個
別
利
用
し
て
き
て
い
る

。

な
お
、
生
振
村
、
茨
戸
で

'
こ
れ
以
前

の
昭
和
三
三
年

一
月
以
降
に
、『

石
油
資
源
開
発
株
式
会
社
』
が
石
油
の
採
油
とr

北
海

道
ガ
ス
株
式
会
社
』

へ
の
ガ
ス
供
給
に

入

っ
て
い
る
が
、
昭
和
四
七
年
に
は
事
業
を

閉
じ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
伴
い
横
山

敏
美
が
同
所

の
天
然
ガ
ス
を
家
庭
用
ガ
ス
と
し
て
利
用
す

る
こ
と
を
試
み
、
昭
和
四
七
年
か
ら
五
◦
年
に
か
け
て
の

約
三
年
間
に

社
会

.
文
化

編

ニ

五

一



社
会

•
文
化

編

ニ
五
ニ

亘
り
そ
れ
を
実
行
し
て
い
た
が
、
器
械

の
故
障
に
よ
り
そ
の
利
用
を
断
念
し
て
い
る
。

第
二

項

上
下
水
道

石
狩
町
域
で
水
道
施
設
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
三〇

年
代
末
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
九
年
六
月
に
樽

川
地
区
開
拓
専
用
水
道
が
通
水
し
、
同
年
七
月I

〇

日
に
樽
川
開
拓
水
道
組
合
が
組
織
さ
れ
て
お
り
、
翌
四〇

年

一
二
月

一
日
に

は
北
生
振
地
区
飲
料
水
供
給
施
設
が
通
水
し
て
い
る
。

ま
た
'
昭
和
四〇
年
九
月
に
、
内
外
緑
地
株
式
会
社
に
よ
り
新
札
幌
団
地
の
造
成
に
伴
う
水
道
工
事
が
始
め
ら
れ
た
が
'
こ
の

工
事
は
水
道
法
の
事
業
認
可
を
得
ぬ
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
給
水
を
巡

っ
て
住
民
と
の
摩
擦
が
生
じ
る
と
い
う
問
題
が

起
き
、
昭
和
四
四
年
六
月
ー
七
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
許
可
が
下
り
る
段
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
団
地
住
民
の
生
活
不
安

か
ら
、
昭
和
四
七
年
五
月
に
は
そ
の
町
へ
の
移
管
問
題
が
町
議
会
に
提
起
さ
れ
、
紆
余
曲
折
の
結
果
、
昭
和
四
九
年

|
〇
月
三
0

日
に
町
に
よ
る
新
札
幌
地
区
水
道
事
業
経
営
の
認
可
さ
れ
る
段
と
な

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
工
事
が
進
め
ら
れ
て
、
昭
和
五
ニ
年

一
二
月

一
日
に
新
浄
水
場
が
完
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
問
題
の
決
着
を
み
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
間
の
昭
和
四
七
年IO

月
三
◦
日
に
、
『
石狩
町
水
道
事
業
の
設
置
に
関
す
る
条
例J

が
制
定
さ
れ
、
石
狩
町
域
の

水
道
事
業
は
以
後
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
主
な
で
き
ご
と
に
を
拾
い
上
げ
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
四
八
年

三
月
ニ
ニ
日

石
狩
町
水
道
事
業
給
水
条
例
、
公
共
下
水
道
設
置
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。

同

年

三
月
三

一
日

石
狩
町
花
畔
地
区
水
道
事
業
経
営
が
認
可
さ
れ
た
。

同

年

五
月
ニ
ー
日

石
狩
町
公
共
下
水
道
事
業
都
市
計
画
が
決
定
さ
れ
た
。



同

年

六
月
こ
六
日

同

年

九
月
ニ
九
日

年

一I

月

I
o

日

昭
和
四
九
年

三
月
三〇

日

同

年

一
◦
月

五
日

同

年

一o
月
三

一
日

昭
和
五o

年

三
月
二
八

日

同

年

一
一
月

一o

日

同

年

一
二
月

一
日

昭
和
五
一
年

一
二
月
二
三
日

昭
和
五
ニ
年

I

二
月

一
日

昭
和
五
五
年

一〇

月
三

一
日

同

年

一
一
月

一
五
日

社会

■
文化

編

石
狩
町
公
共
下
水
道
事
業
が
着
工
さ
れ
た
。

石
狩
町
水
道
事
業
給
水
装
置
資
金
貸
付
基
金
設
置
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。

石
狩
町
水
道
*
業
給
水

(
花
畔
地
区
配
水
場
送
水
〕
が
開
始
さ
れ
た
。

本
町

•
八
幡
地
区
簡
易
水
道
事
業
が
認
可
さ
れ
た
。

新
札
幌
団
地
上
水
道
事
業
の
町
移
管
に
伴
ぅ
関
係
条
例
が
改
正
さ
れ
、
石
狩
町
花
畔
団
地
汚

水
処
理
施
設
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。

新
札
幌
地
区
水
道
*
業
経
営
力
認
可
さ
れ
た

C

株
式
会
社

ユ̶
U

ア
ン
ド=

ア
イ=

マ
ッ
サ

力
ょ
り
移
管
；
}。

本
町

.
八
幡
地
区
簡
易
水
道
事
業
に
地
方
公
営
企
業
法
が
適
用
さ
れ
、
花
畔
地
区
水
道
事
業

に
花
畔
農
住
団
地
専
用
水
道
が
吸
収
さ
れ
た
。

本
町

•
八
幡
地
区
簡
易
水
道
浄
水
場
の
運
転
給
水
が
開
始
さ
れ
た=

花
畔
団
地
配
水
場
の
運
転
配
水
が
開
始
さ
れ
た
。

札
幌
市

•
石
狩
町
茨
戸
下
水
処
理
場
管
理
規
約
案
が
町
議
会
で
可
決
さ
れ
た
。

新
札
幌
地
区
水
道
事
業
新
浄
水
場

の
運
転
給
水
が
開
始
さ
れ
た
。

花
川
地
区
水
道
事
業
経
営
が
認
可
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
同
事
業
に
樽
川
農
住
地
区
専
用
水
道

が
吸
収
さ
れ
、
花
畔
地
区
と
新
札
幌
地
区
も
花
川
地
区
水
道
事
業
に
統
合
さ
れ
た
。

石
狩
町

.
石
狩
湾
新
港
地
域
簡
益
水
道
事
業
の
給
水
が
開
始
さ
れ
、
こ
れ
に
石
狩
開
発
株
式

会
社
石
狩
工
業
団
地
専
用
水
道
が
吸
収
さ
れ
た
。

ニ
五
三



社
会

.
文
化

編

昭
和
五
六
年

二
月

三
日

同

年

三
月
三〇

日

同

年

七
月

四
日

昭
和
五
七
年

1
0

月
ニo

日

昭
和
五
九
年

I
月

I

日

ニ
五
四

花
川
南
下
水
道
汚
水
幹
線
工
事
が
着
工
さ
れ
た
。

石
狩
町
下
水
道
事
業
運
営
委
員
会
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。

石
狩
町

•
石
狩
湾
新
港
地
域
簡
益
水
道
事
業
設
置
条
例
が
改
正
さ
れ
、
町
域
の
ほ
ぼ
全
域
が

給
水
区
域
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

本
町

.
八
幡
地
区
簡
益
水
道
事
業
の
変
更
が
認
可
さ
れ
、
北
生
振
地
区
専
用
水
道
が
吸
収
さ

れ
た0

石
狩
湾
新
港
地
域
公
共
下
水
道
の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
。

な
お
、
本
町
域
に
関
す
る
水
道
事
業
名
、
同
事
業
認
可
年
月
日
、
供
給
開
始
日
を
示
す
と
、
次
の
ょ
ぅ
で
あ
る
。

花
川
地
区
水
道

昭
和
四
八
年
三
月
三

一
日
認
可

昭
和
四
八
年

一
一
月

一
日

本
町
八
幡
地
区
簡
益
水
道

昭
和
四
九
年
三
月
三〇

日
認
可

昭
和
五〇

年

一
一
月

一o

日

石
狩
湾
新
港
地
域
簡
益
水
道

昭
和
五
三
年
七
月
六
日
認
可

昭
和
五
五
年

一
一
月

一
五
日

ま
た
、
本
町
域
の
水
道
史
に
つ
い
て
は
、
千
葉
英
男
著

「
石
狩
町
水
道
事
業
創
業
時
を
回
顧
し
て
」
に
ょ
り
詳
し
く
記
さ
れ
て

い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。



主
要
#
考
資
料

田
中
実
編

r

石
狩
町
年
表j

石
狩
町
郷
土
研
究
会

一
九
六
八

千
葉
英
男

「
石
狩
町
水
道
事
業
創
業
時
を
回
顔
し
て
」

『
石
狩
町
管
工
事
協
会
史「

2
0

年
の
あ
ゆ
み
」j

石
狩
町
管
工
事
協
会

九
九
三

生
振
開
村
百
二
十
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編

r

生
振
開
村
百
二
十
年
』

生
振
開
村
百
二
十
年
記
念
事
業
協
賛
会

一
九
九

ニ

鈴
木
ト
ミn
編

r

石
狩
百
話
/
風
が
鳴
る
河
は
流
れ

るj

石
狩
市

一
九
九
六

『
い
し
か
り
の
水
道j

石
狩
水
道
事
業

社
会

•
文
化

編

一一五
五



社
会

•
文
化

編

ニ
五
六

第
三
節

福
祉

団
体

•
福
祉

施
設

第I

項

保
育
園

石
狩
町
で
初
め
て
設
け
ら
れ
た
保
育
園
は
、
昭
和
三
七
年
五
月I

日
に
了
恵
寺
に
ょ
っ
て
開
か
れ
た
季
節
保
育
園

(
五
〜

一
一

月
)
で
あ
る
。
そ
の
後
こ
の
保
育
園
は
、
昭
和
四
六
年I

I

月
に
認
可
さ
れ
、r

石
狩
町
南
線
保
育
所j

と
さ
れ
て
町
運
営
と
な
り
、

さ
ら
に
昭
和
四
九
年
に

『
石狩
町
南
線
保
育
園j

と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
町
域
で
は
こ
の
間
の
昭
和
三
八
年
以
降
四o

年
代
後
半
に

か
け
て
、
次
々
と
町
立
の
保
育
所

(
ふ
保
育
園
)
が
開
設

さ
れ
、
昭
和
四
九
年
に
は

六
*
所
と
な

っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
昭
和
五
九
年
ま
で
に
社
会
福
祉
法
人
の
保
育
園
が

三
力
所
設
け
ら

れ
て
い
る
。

な
お
、
昭
和
五
六
年
に
お
け
る
町
内
の
保
育
園
の
状
況
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
五
六
年
度
に
お
け
る
保
育
所
の
状
況

C

昭
和
五
六
年

|
〇
月
三

一
日
現
在
；！

幼

児

数

数 z
A

〇
人

保 は

ま
音 次

再 な

園 す

町

立

〇
人

保 く

育 る

園 み

〇
人

保 南

育

園 線

0
人

保 さ

育 く

園 ら

六
〇
人

保 生

育

園 振

五
〇
人

保 高

育

園 岡

0
人

保 石
狩

育 仲
上

園 し

社

会

福

祉

法

人

乳一
畀 ー
を一

保 え

育 る

園 む



職

員

数

五

七

ニ一

三

〇

<

資
料¥

石
狩
町
福
祉
課
〉

第
二
項

社
会
福
祉

協
議
会

•
社
会
福
祉

セ
ン
ター

等

昭
和
ニ
七
年
四
月
に

『
石狩
町
社
会
福
祉
協
識
会J

が
設
け
ら
れ
た
。
社
会
福
祉
協
議
会
は
地
域
住
民
が
自
ら
居
住
地
域
に
お

け
る
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と

を

目
的
と
し
て

組
織
さ
れ
た
民
間
団
体
で
、
具
体
的
に
は
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
の
推
進
、
母
子

.

心
身
障
害
者

•
高
齢
者

の
福
祉
の
増
進
、
児
童

.
青
少
年

の
健
全
育
成
、
低
所
得
世
帯
の
救
済
、
福
祉
施
設
の
慰
問
、
社
会
福
祉

事
業
に
関
す
る
啓
発
宣
伝
、
保
険
衛
生
の
た
め
の
活
動
、
日
赤
募
金
•共
同
募
金
と
の
連
絡
調
整
並
び
に
そ
れ
ら
に
対
す
る
協
力
、

歳
末
助
け
合
い
運
動
へ
の
協
力
な
ど
に
携
わ
る
組
織
で
あ
り
、
こ
の
ょ
ぅ
な
活
動
を
担
ぅ
団
体
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
経
済
的

復
興
に
伴
い
、
石
狩
町
に
お
い
て
も
組
織
さ
れ
た
。

そ
し
て
'
『
石狩
町
社
会
福
祉
協
議
会j

の
事
務
局
は
、
当
初
石
狩
町
民
生
部
福
祉
課
内
に
置
か
れ
て

い
た
が
、
昭
和
三
八
年

一

〇

月

一
九
日
に
親
船
町
に

『
社
会
福
祉
セ
ン
タ1

J
が
完
成
さ
れ
て
か
ら
は
同
セ
ン
ター

内

に
置
か
れ

て
き
た
。
『
石狩
町
社
会
福

祉
協
議
会
』

は
そ
の
後
、
昭
和
五
六
年
七
月
三

一
日
に
社
会
福
祉
法
人
と
し
て
厚
生
大
臣
の
認
可
を
得
て
お
り

(
同年
八
月
三

一

日
登
記
〕
、
昭
和
五

一
年
二
月
以
降
、
機
関
誌

r

社
協
い
し
か
りj

を
発
行
し
て
い
る
。

『
社
会
福
祉
セ
ン
タI

J

は
青
少
年
集
会
室

.
児
童
集
会
室

.
図
書
室

.
老
人
ク
ラ
ブ
室

•
国
民
年
金
及
生
活
相
談
室

.
母
子

健
康
相
談
室

•
衛
生
室
兼
休
養
室
な
ど

I

五
室
の
設
け
ら
れ
た
施
設
で
、
保
育
所
、
『
母
子
会
館j

(
昭
和
三
九
年
五
月

一
六
日
完

成
¥

七
室
)
、
『
母
子
健
康
セ
ン
タ
！
』c

昭
和
四

一
年

一
一月

I

日
開
所¥

I

六
室
*
六
べ

ッ
ト
〕
な
ど
と
と
も
に
、
石
狩
町
が
昭

社
会

•
文
化

編

I

五
七



社
会

■
文
化

編

ニ
五
八

和
三
◦
年
代
後
半
か
ら
四〇

年
代
前
半
に
か
け
て
社
会
福
祉
施
設

の
充
実
に
努
め
て
い
た
様
子
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
'

昭
和
四
◦
年
代
初
め
の
本
町
に
お
け
る
社
会
福
祉
関
係
諸
組
織
に

つ
い
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る

(
昭
和
四

一
年
版

『
石狩
町

勢
要

/

い
し

か
り
』
に
よ
る
〕
。

民
生
委
員

身
体
障
害
者
分
会

石
狩
保
護
司
会

社
会
福
祉
協
議
会

母
子
会

共
同
募
金
分
会

戦
没
遺
族

老
人

ク
ラ
ブ

I

四
名

ニ

10

名

i
o

名

九〇

名

ニ
九
名

七〇

名

八
九
名

三
二
八
名

(
六
力
所
〕

こ
の
ぅ
ち
も
っ
と
も
組
織
人
数
の
多
い
高
齢
者
に

ょ
る
組
織
に

つ
い
て
み
る
と
、
昭
和
四
七
年
三
月
に

『
石狩
町
老
人
ク
ラ
ブ

連
合
会
』
が
結
成
さ
れ
て
お
り
、
町
内
す
ベ
て
の
ク
ラ
ブ
の

一
一
ク
ラ
ブ
、
六o

〇

余
名
が
こ
れ
に
加
わ

っ
て
い
る
。

な
お
、
石
狩
町
で
は
昭
和
四
九
年

I
I

月
ニ
◦
日
に
、
高
齢
者

の
相
談
に
応
じ
た
り
、
健
康
の
増
進
、
教
養
の
向
上
、
レ
タ
リ

H
1

シ
ョ
ン
な
ど
の
た
め

『
老
人
憩
の
家J

を
開
設
し
て
い
る
。

第
三
項

青
少
年
団
体

•
婦
人
団
体
等

石
狩
町
子
ど
も
会
育
成
連
絡
協_

会



石
狩
町
内
の
各
子
ど
も
会
を
組
織
化
す
る
た
め
、
八
団
体
に
よ
り
昭
和
五
三
年I

1

月

一
一
日
に
設
立
さ
れ
た
。
な
お
、
石
狩

町
内
で
は
昭
和
五〇

年
頃
に
各
町
内
会
を
基
盤
と
し
た
子
ど
も
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。

石
狩
町
青
年
団
体
協
議
会

第
二
次
世
界
大
戦

後
ま
も
な
く
の
昭
和
ニ〇

、
ー
ニ
年
に
»
1内
各
地
域
で
「青
年
会
」
「青
年
団
」
が
結
成
さ
れ
て
お
り
、
昭
和

ニ
ー
年
六
月
に

『
石狩
町
連
合
青
年
団J

が
創
立
さ
れ
た
。
こ
れ
が

『
石狩
町
青
年
団
体
協
議
会J

の
母
体
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
協
議
会
に
は

昭
和
四

一
年
現
在
で
、f

樽
川
青
年
団j

(
昭
和
ニ〇

年
設
立
〕
「
石狩
青
年
会J

f

石
狩
東
青
年
会J

『
花
畔
青
年
会J

『
南線
青
年
会j

r

生
振
青
年
団j

『
高
岡
青
年
団j

『
五
ノ
沢
青
年
会
』
『
志美
青
年
会j

c

以
上
、
昭
和
ニ

一
年
設
立
)
の
九
団
体

が
属
し
て
い
る
。

石
狩
町
婦
人
団
体
連
絡
協
%
会

昭
和
ニ
九
年
三
月

一
六
日
に
九
団
体

c

石
狩

•
志
美

.
花
畔

*

南
線

.
樽
川

.
生
振

•
高
岡

.
石
狩
東

•
五
ノ
沢
)
に
よ
り
結

成
さ
れ
た
が
、
昭
和
五
四
年
九
月
〜
五
六
年

一
一
月
の
間
活
動
が
中
土
さ
れ
、
昭
和
五
七
年I

二
月
七
日
に
『
本
町
婦
人
会j

『
は

ま
な
す
町
内
会
婦
人
部
』
『
母
子
会
』
『
石狩
漁
業
協
同
組
合
婦
人
部』

『

花
川
南
連
合
町
内
会
婦
人
部
連
絡
協
議
会j

の
五
団
体
、

四
、〇

〇
〇

余
名
に
よ
り
再
発
足
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
翌
年
に
は
四
団
体
が
加
わ

っ
て
九
団
体
の
組
織
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
第
二
次
世
界
大
戦

ま
で
に
も

「
若
衆
会
」
「矯
正
会
」
「
処
女
会
」c

「
女
子
青
年
団
」

の
前
身
〕
ほ
か
の
名
称
が

つ
け
ら

れ
た
青
少
年
団
体
が
各
地
域
で
組
織
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
以
上
の
ほ
か
に
も
、r

花
畔
農
協
青
年
部
•婦
人
部i

(
昭
和
ニ
九
年
設
立
〕
、『

石
狩
町
農
協
婦
人
部
』
(
昭
和
三

一
年
設

社
会

•
文
化

編

ニ
五
九



〇 三 七

六 六 〇

教
育
扶
助

医
療
扶
助

薪
炭
扶
助

生活扶助

住
宅

扶
助

教
育

扶
助

三
ニ
五
、
六〇

三

二
三
八
、
九
四
三

ニ一
i
、

五
六
七

七
、
六
八〇

八
、
五
四
六

六
、
八
九
六

三
、
五
ニ〇

九
、
ニ
ー
四

八
、I

四
五

一

月

ニ

月

三

月

生
活
扶
助

四
八

四
三

三
八

住
宅
扶
助

一〇ニー八

社会

•
文化

編

ニ
六〇

立
)
、
『
生
振
農
協
青
年
部
』C

昭
和
三
三
年
設
立
〕
な
ど
の

農
協
内
組
織

や
、
『
石
狩
ラ
ィ
オ
ン
ズ

ク
ラ
ブ
』C

昭
和
五〇

年
設
立
〕
、

『
石
狩
青
年
会
議
所j

(
昭
和
五
八
年
認
承
証

伝
達
}
、r

日
本
ボー

ィ
ス
ヵ
ゥ
ト
北
海
道

連
盟
石
狩
第

一
団j

(
昭
和
五
九
年
加
盟

承
認
登
録
〕
、
『
石
狩
消
費
者

協
会
』

(
昭
和
五
九
年
設
立
〕

な
ど
の

諸
組
織
が

結
成

さ
れ
て
い
る
。

さ
ら

に
、
地
域
ご
と

に
新
旧
さ
ま

ざ

ま
な

歴
史
を

も

つ

「
町
内
会
」
(第
二
章
第
二
節
第
一
項
参
照
。)
も
結
成

さ
れ
て
き
て

お
り
、
『
石

狩
町
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
』

(
昭
和
三I

年
以
降

順
次
設
立
/

昭
和
五
五
年
ま
で
に

ニ
七
組
合
加
盟
)
も
設
け
ら
れ
て

い
る
。

第
四
項

生
活
保
護

•
国
民
年
金

日
本
国
憲
法

第
二

五
条

の
生
活
権

の
理
念
に

も
と
づ
い
て

制
定

さ
れ
た
生
活
保

護
法
に

ょ
り
、
生
活
扶
助
な

ど
七
種
の
扶
助
が

昭
和
_0
年
代
ょ
り
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
石
狩
町
民
に
お
け
る
状
況
を
昭
和
三
|年

、
昭
和
四
|年

、
昭
和
五
ニ
～
五
六
年
に

つ
い
て
示
す

と
次

の
ょ
ぅ

で
あ
る
。

昭
和
三

ー
年
度
に
ぉ
け
る

生
活
保

護
状
況

_
_

c

昭和

=
ニ

年)

内訳f

保護世

保

謎

0



合

計 月
〇
月

九

月

八

月

七

月

六

月

五

月

四

月

四
四
灵 云 § ニ

〇
ニ ご A

四

六
九 七 五 四 四 四 四 四 ̶ 四

=E ニ 毛 云 云 A
.-T-

六
六 ご

ご 一

四 〇 六 忌

四 四
1

四

石

四

六

〇
五

八
七
九

五
五
五

五
四

九
四
〇

七
四
七

四
八

五
五
五

六

七

八

〇

〇
五

〇 五
〇
八

四
七

四
〇
七

四

〇

四

四
四
〇
〇
五
〇
五

、

〇
五
五 五
五 〇

、

毛
〇

〇
八

五
〇
四

七

九
七
五

六

〇

四

六

灵

五

八
八
五

-* 1"
、

o

六

四
五
〇

六

8
八

七
四
〇

(
資
料¥

昭
和
三

三
年
版

「
町
勢
要K

J)

昭
和
四I

年
度
に
お
け
る
生
活
保
護
状
況

(
昭
和
0

一
年
四
月

一
日
)

三
六戸

世

帯
生

1
六'

五円

金

額
活

七戸

世

帯
住

六
金

宅
六
O r

額

八戸

世

帯
教

六
金

育
七
五R

額

1

世

帯

医

1

金

額

療

C
資
料
/
昭
和

四

一
年
版

-,
石
狩
町
勢
要
覧¥ぃ

し
か
り

-

社
会

•
文
化

編

ニ
六



社
会

•
文
化

編

昭
和
五
ニ
〜
五
六
年
度

に
お
け
る
生
活
保

護
状
況

ニ
六
ニ

c

各
年
度
末
現
在
〕

和
五
六
年

和
墨/

t

昭
和
五
四
年

昭
和
五

S
和
五

度

〇 九
〇

八
五

七
七 友

世

帯

被

保

護
A

八
五

A 七 八
七人

人

員

六 五 五

七
五

五

九
九

七

六

へ

%
保

m
率

g 六
五

五
四

五
六

六
三 人

生
活
扶
助

抉

助

別

人

員

六
六

四
A

教
育
扶
助

〇
八

七
r r

七
六

七
五 己

医
療
扶
助

〇
§ 二 人

住
宅
扶
助

一

〇 〇 Ox

そ

の

他

<

資
料¥

石
狩
町
福
祉
課
〉

ま
た
、
昭
和

三
四
年
に
制
度
化
さ
れ
た
国
民
年
金
に

つ
い
て
、
昭
和

四I

年
'
昭
和

五
ニ
〜
五
六
年

の
状
況
を
示
す

と
、
次
の

よ
ぅ
で
あ
る
。

昭
和

四I

年
度

に
お
け
る
国
民
年

金
業
務
状
況



八 I
数

適
用

缓
1
数

ニ
率

四％

法

〇件 免
免

一 串 険

五
七件 免 渚

三
率 数

七 浞

九 検

九％

在

六

0

i

1
fe

氏

I ,,
由t
£

A

fe

九
三

収四昭
納〇和
率年
度

京子
扶年
狼金

| |

年

命

韋畜
ニ S
屋5

支

給

〇 〇
〇〇

2 円円

額

社

会

文

化

編

昭
和
五

年

¥
度

強

制

八

六人

加

入

任

意

m
四人

加

入

五

四

〇A

計

免

除

四
四
二 人

者

数

八
一 人

不
在
被
保
険
者
数

確四

定拏

分度

E

. 分

宅

六 件 齢 .十卜

裁

m 定

六件 請

母 求

九件 子 の

1
準

早子

分

六
八

老

ヽ

六
〇
O n

齢 支

六
m.

8
O n
m

給

四

写
母

8 n
子

準 年

母

I n 子

四

七
三

計

金

八
〇
O n

無
拠
出
制
国
民
年
金

(
昭
和
四I

年
四
月I

日
〕

拠
出
制
国
民
年
金

(昭
和
四

一
年
四
月

一
日
)

(資
料¥以

上
ニ
表
、
昭
和
四一

年
版

-'石
狩
町
勢
要

¥ぃ

し
か
りJ

)

昭
和
五

-
〜
五
六
年
度
に
お
け
る
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の

状
況

(
各年
度
末
現
在
)



社
会

•
文
化

編

ニ
六
2
9

照
和
五
六
年

昭
和
五
五
年

昭
和
五
四
年

和
五

1

四

rr

四

九
九

四

八
五

三

九
八
五

九

六

九
〇
九 A

、

0

七 七

〇
八

九
五

六

A
六

五
八

四
八

四
六
七

四

i

m 五
〇

四
八

̶

〈
資料¥

石
狩
町
住
民
課
〉

昭
和
五
ニ
〜
五
六
年
度

に
お
け
る
年
金
受
給
権
者
の
状
況

(
各年
度
末
現
在
)

拠
出
年
金

区

分

昭
和
五

1

昭
和
五

澡

昭
和
五
六
年

唔
和
五

年

昭
和
五
四
年

和
五

_

¥
和
五

年

度

r 0
八

ニ

〇
九
六
九

八
〇
四

五
五
九人

総

1 計

五

B
五
四
八

〇

〇

九
四
四

八
rii.

六
%

四
八
二人

老

齢

〇
六 五

七
四
〇 石人

障

〇 〇 m ニ
六 四人

母
子

m
母
子

1 1 〇 〇 〇 〇人

遺

児

1 1
- ニ

九 ̶ 人

寡

婦

1 1
〇
八

六
四

四
四 石 四人

通

老



福
祉
年
A

昭
和
五

¥

昭

五
五
年

昭
和
五
四
年

〇

六
五
八

六
五
五

五

豆
五
五
七

五
八
〇

〇
五

〇 七
五

〇 〇 〇

1 1

1 1 1

1 1 1

八
資
料¥

石
狩
町
住
民
課>

主
要
参
考
資
料

鈴
木
ト
ミH

編

「石
狩
百
話¥風

が
鳴
る
河
は
流
れ
るJ

石
狩
市

一
九
九
六

r

石
狩
町
勢
要
覧
,̶

類

福
祉
関
係
諸
団
体
沿
革
史

•
記
念
誌
類

福
祉
関
係
諸
施
設
要
覧
類

各
町
内
会
会
報

•
記
念
認
類

社
会

•
文
化

編

二
六

五



杜
会

•
文

化

編

ニ
六
六

第
六
章

労
働

第
一

節

農
民

組
織

第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
伴
ぅ
混
乱
、
困
窮
状
況
を
迎
え
て
、
農
民
層
の
間
で
も
新
た
に
自
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と

が

必
要

と

な

り

、

ま
も

な

く

全
国
各
地
で
個
別
的
な
農
民
組
織
が
次
々
と

結
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
北
海
道
に
お
い
て
も
、
敗
戦
後
間
も

な

く
の
昭
和
ニ〇

年1
0

月
頃
か
ら
全
道
的
な
農
民
組
織
結
成
の
動
き
が
出
て
お
り
、
同
年I

二
月
二
八
日
に
は

『
北
海
道
農
村
建

設
連
盟J

(
農
建
連
)
が
札
幌
で
の
集
会
を
通
じ
て
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
組
織
は
北
海
道
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た
敗
戦
後
初
め
て
の

農
民
組
織
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
こ
の
三
か
月
後
に
は
日
農
北
連
も
再
建
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
間
昭
和
ニ〇

年

一
二
月
九
日
に
、G

H
Q

に
ょ
るr

農
民
開
放
に
関
す
る
連
合
軍
総
司
令
部
覚
書r

か
示
さ
れ
、

「
民
主
化
促
進
上
経
済
的
障
害
を
排
除
し
、
人
権
の
尊
重
を
全
か
ら
し
め
、
か
つ
数
世
紀
に
わ
た
る
封
建
的
圧
制
の
下
、
日
本
農

民
を
奴
隸
化
し
て
き
た
経
済
的

梏
を
打
破
す
る
が
た
め
、
日
本
帝
国
政
府
は
そ
の
耕
作
農
民
に
た
い
し
'
そ
の
労
働
の
成
果
を

享
受
す

る
た
め
、
現
状
ょ
り
以
上
の
均
等
を
保
証
す
べ
き
こ
と

」

な
ど
が
指
令
さ
れ
た
。
こ
の
指
令
は
こ
の
後
そ
の
ま
ま
実
施
さ

れ
た
と

い

ぅ

わ
け
で
は
な
か

っ
た
が
'
農
民
層
の
さ
ら
な
る
新
た
な
動
向
を
促
す
面
を
も
っ
て
い
た
。

昭
和
ニ
ニ
年
に
は
、
す
で
に

『
北
海
道
農
村
建
設
連
盟j

な
ど
の
諸
団
体
が
結
成
さ
れ
て
い
た
北
海
道
に
お
い
て
、
「
斯
二
思
潮

ノ
下

〗！
起
テ
ル
北
海
道
農
村
建
設
連
盟
、
上
川
農
民
総
同
盟
、
空
知
農
民
団
体
協
識
会
、
北
見
農
民
団
体
協
議
会

ハ
大
同
団
結
ヲ

図

リ

、
固
ク
結
ン
デ
祖
国

ノ
危
急

-

|
挺
身
セ
ン
コ
ト
ヲ
誓
ゥ
モ
ノ
デ
7
ル
。
」
と
し
、
『
北
海
道
農
民
同
盟
』
が
結
成
さ
れ
る
こ
と



に
な
っ
た
。
そ
の
同
年
六
月
三〇

日
現
在
の
役
員
の
ぅ
ち
に
、
執
行
委
員
と
し
て
宮
野
正
勝

(
石狩
〕
が
名
を
連
ね
て

い
る
。

し
か
し
、
同
農
民
同
盟
の
昭
和
ニ
四
年
度
総
会
に
お
け
る
地
方
別
の
組
織
現
状
報
告
に
ょ
る
と
、
「
石
狩
地
方¥

一
番
組
織
の
お

く
れ
て
い
た

石
狩
地
方
も
、
青
年
部
の
結
成
を
契
機
に
地
区
同
盟
も
ま
た
三
月
ニo

日
に
再
発
足

し
た
こ
と
は
喜
び
に

た
え
な

い
。
し
か
し
組
織
化
せ
ら
れ
た
町
村
、
管
内
の
半
数
に

て
、
こ
ん
ご
石
狩
地
区
の
同
志
の

一
大
努
力
を
願
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
」
と

さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
同
農
民
同
盟
の
総
会
で
選
出
さ
れ
た
石
狩

(
支
庁
)
管
内
出
身
の
役
員
を
上
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
五

回
定
例
総
会

(
昭
和
ニ
六
年
〕

会
計
監
査
/
市

川
市
太
郎

(恵
庭
〕

副
委
員
長¥

山
田

茂

書
記
長
/
市
川
市
太
郎

常
任
委
員¥宮

野
正
勝

(
石
狩
)

常
任
委
員¥吉

成
数
也

書
記
長
/
市

川
市
太
郎

監
事¥宮

野
正
勝

監
事
/
宮
野
正
勝

常
任
委
員
/
高
松

一
郎

全
員
留
任

監
事¥宮

野
正
勝

な
お
、
『
北
海
道
農
民
同
盟J

は
地
区
別
に
も
組
織
化
さ
れ
、
石
狩
町
域
に

つ
い
て
は

『
石狩
町
農
民
同
盟J

と
し
て

「
規
約
」

を
定
め
て

い
る
。
そ
の
昭
和
三
三
年
当
時
の
も
の
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

第

六

回
定
例
総
会

(
昭
和
ニ
七
年
〕

第

七

回
定
例
総
会

(
昭
和
二
八
年
〕

第

九

回
定
例
総
会

c

昭
和
三〇

年
)

第
一o

回
定
例
総
会

(
昭
和
三

一
年
)

第

一
一
回
臨
時
総
会

c

昭
和
三

一
年
)

第

一
二
回
定
例
総
会

(
昭
和
三
ニ
年
)

社
会

•
文
化

編

ニ
六
七



第 第 第 第

社会

•
文化

編

ニ
六
八

石
狩
町
農
民
同
盟
規
約

第一章

総

則

一

条

本
同
盟
の
名
称
は
、
石
狩
町
農
民
同
盟
と
称
し
'
事
務
所

を

に
置
く
。

ニ
条

本
同
盟
は
全
町
農
民

の
大
同
団
結
に

よ
り
、
綱
領
に

かX

げ
た
諸
事
項
の
実
現
を
期
す

る
を
も
っ
て
目
的
と
す

る
。

三

条

本
同
盟
は
地
域
内
の
農
民
を

も
っ
て
組
織
す

る
。
地
域
と
は
石
狩
町

一
帯

C?
〕

を
云
う
。

四
条

本
同
盟
内
に
お
け
る
盟
友
の
地
位
と
権
利
は
す
べ
て
規
約

の
も
と
に
平
等
で
あ
り
'
そ
の
自
主
権
に
対
す
る
拘

束
を
受
け
な
い

が
、
左
の
義
務
を
有
す
る
。

1

•
綱
領
、
規
約
竝
に
本
同
盟
の
事
業
活
動
に
協
力
す

る
こ
と
。

2

.
負
担
金
の
納
入
を
怠
ら
ぬ
こ
と
。

第

二

章

加
入
脱
退
及
び
除
名

第

五
条

本
同
盟
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
書
面
を

も
っ
て
申
込
む
も
の
と
す
る
。

第
六
条

脱
退
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
債
務
を

果
し
た
上
、
書
面
を
も
っ
て
執
行
委
員

会
に
届
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。

第
七
条

本
同
盟
の
盟
友
と
し
て
の
義
務
を

果
さ
ず
、
み
だ
り
に
綱
領
、
規
約
に
違
反
し
た
も
の
は
執
行
委
員

会
に
お
い

て
除
名
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三

章

機

関

第

八
条

本
同
盟
に
左
の
機
関
を

置
く
。



1

‘
総
会

2

■
執
行
委
員

会

第
九
条

総
会
は
本
同
盟
の
最
高
機
関
で
あ

っ
て
、
毎
年

一
回
定
期
に
開
催
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
執
行
委
員
会
が
必

要
と
認
め
、
又
は
盟
友
総
数
三
分
の

一
以
上
の
請
求
が
あ

っ
た
場
合
は
臨
時
総
会
を
開
催
す
る
。

総
会
の
招
集
は
執
行
委
員
会
が
決
定
し
、
開
催
日
の
少
く
と
も
二
週
間
前
に
議
題
を
示
し
て
、
各
盟
友
に
通
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

総
会
の
議
事
は
出
席
者
の
過
半
数
以
上
の
賛
成
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。

可
否
同
数
の
場
合
は
議
長
こ
れ
を
決
定
す

る
。

第

十I

条

執
行
委
員
は
総
会
に
お
い
て
発
言
権
を
有
す
る
が
、
表
決
権
を
有
し
な
い
。

第

十
二

条

左
記
事
項
は
定
例
総
会
の
都
度
上
程
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1
,

活
動
報
告

3

•
活
動
方
針

2
.

会
計
報
告

4
•
収
支
予
算

第

十
三

条

左
記
事
項
は
総
会
の
議
決
、
又
は
承
認
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

1
.

名
称

の
変
更
及
び
組
織
の
改
組

4

■
他
団
体
へ
の
加
入
及
び
脱
退

2

•
規
約

•
綱
領
の
改
廃

5
.

負
担
金
の
徴
収
額

3

•
組
織

の
解
散

第

十
四

条

執
行
委
員
会
は
執
行
委
員
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
二
分
の

一
以
上
の
出
席
で
成
立
し
、
議
事
の
可
否
は
出

席
者
の
過
半
数
で
決
す
る
。
会
議
は
必
要
に
応
じ
随
時
開
く
も
の
と
し
、
そ
の
運
営
は
合
議
に
よ
る
。

社
会

.
文
化

編

ニ
六
九



第 第 第 第

社会

■
文化

編

ニ
七〇

第

四

章

役

員

十
五
条

本
同
盟
に
、
左
の
役
員
を

置
き
'
総
会
に

お
い
て

選
出
す

る
。

執
行
委
員

長

I

名

副
執
行
委
員

長

ニ

名

書
記
長

一

名

執行委員

若
千
名

監

査

委

員

若
干
名

十
六

条

執
行
委
員

長
は
こ
の
組
織
を
代
表
し
運
営
を

統
括
す

る
。

副
執
行
委
員
長
は
執
行
委
員

長
を
補
佐
し
、
事
故
あ
る
と
き

は
こ
れ
を
代
行
す

る
。

書
記
長
は

委
員
長
の

指
示
を

ぅ
け
事
務
局
を
統
轄
し
、
業
務
を

処
理
す

る
。

執
行
委
員
は

、
す
べ
て
の

会
議
に
出
席
し
、
決
議
の
執
行
に
当
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

監
査
委
員
は

こ
の
祖
織

の
業
務
竝
に
会
計
を

監
査
し
、
必
要
な
会
議
に
出
席
し
て
そ
の
結
果
を
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

十
七

条

役
員
の
任
期
は

一
年
と
し
欠
員
補
充

の
任
期
は
前
任
者
の

任
期
を

継
承
す

る
。

第
五

章

事
務
局

第

十
八

条

本
同
盟
の
業
務
を

遂
行
し
、
事
務
を
処
理
す
る
た
め
事
務
局
を

設
け
る
。

書
記
の

任
免
は
執
行
委
員

会
の
議
を
経
て
、
執
行
委
員

長
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。

十
九

条

事
務
局
の

運
営
は
執
行
委
員

会
の
方
針
に

従

っ
て
書
記
長
が

こ
れ
を
主
宰
す

る
。



第

六

章

会

計

第二

十条

本
同
盟
の
経
費
は
負
担
金
、
寄
附
金
'
事
業
収
入
で
賄
ぅ
。

第
二
十

一
条

本
同
盟
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月I

日
よ
り
翌
年
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
と
す
る
。

第
二
十
二
条

会
計
報
告
に
は
監
査
委
員
の
監
査
報
告
書
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

本
同
盟
の
財
産
保
管
及
び
会
計
の
貴
任
は
書
記
長
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条

財
産
の
管
理
及
び
経
費
の
収
支
は
総
べ
て
執
行
委
員
会
の
承
認
を
得
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

第
二
十
五
条

こ
の
規
約
に

お
い
て
更
に
細
目
の
規
程
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
執
行
委
員
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。

業
務
遂
行
上
必
要
な
細
則
に
お
い
て
も
ま
た
同
じ
。

第
二
十
六
条

こ
の
規
約
は
昭
和
三
十
三
年

月

日
よ
り
効
力
を
生
ず
る
。

以

上

し
か
し
'
時
代
の
趨
勢
に
応
じ
て
こ
の
組
織
も
さ
ら

に
新
た
な
統
一
を<

土

図
す
る
こ
と
に
な
り
、
北
海
道
農
民
同
盟
'
各
地
区

農
民
同
盟
、
農
村
連
盟
、
開
拓
者
連
盟
、
北
見
地
区
農
連
協
'
十
勝
農
民
連
合
、
空
知
農
民
協
、
道
農
協
中
央
会

(

ォ
ブ
ザ
ー
バ

丨
〕
な
ど
に
よ
る

『
農
民
組
織
統
一
懇
談
会J

が
設
け
ら
れ
、
こ

の
懇
談
会
を
通
じ
て

『
全
道
農
民
組
織
統

一
発
起
人
会
』
が
も

た
れ
た
。
同
発
起
人
と
し
て
宮
野
正
勝
、
長
谷
川
嗣

(
石狩
地
区
農
民
同
盟
副
委
員
長
〕
が
名
を
連
ね
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

発
起
人
会
の
呼
び
か
け
に

も
と
づ
き
、
昭
和
三
六
年

「
全北
海
道
農
民
連
盟j

が
結
成
さ
れ
、
宮
野
正
勝
が
そ
の
要
職

(
三
六•

三
七
年
副
委
員
長
、
三
八
年
書
記
長
〕
を
担

っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
昭
和
三
七
年
の
参
議
院
選
挙
に

つ
い
て
み
る
と
、
石
狩
地
区
の
農
民
組
織
と
し
て
は
、
道
南
お
よ
び
宗
谷
地
区
と

社
会

•
文
化

編

ニ
七



社会

■
文化

編

ニ
七
ニ

と
も
に
、
地
方
区
に
小
林
武

(
石狩
町
出
身
、
北
教
組

•
日
教
組
委
員
長
歴
任
〕
、
全
国
区
に
東
隆
を
推
す
方
針
を
と
っ
て
い
る
。

ま
た
、
同
連
盟
と
し
て
は
昭
和
三
八
年
よ
り
'
業
態
ご
と
に
生
産
、
加
工
、
流
通
機
構
を
改
革
す
る
自
主
的
活
動
に
当
た
る
と
と

も
に
、
統

I

し
て
運
動
を
進
め
る
主
体
的
条
件
を
整
え
る
と
い
っ
た
業
態
別
の
結
合
方
式
に
重
点
を
お
く
方
針
を
と
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
そ
れ
は
同
連
盟
の

〈
地
域
中
心
主
義
〉
か
ら

<

業
態
別
結
合
方
式
重
点
主
義
〉

へ
の
転
換
を
意
味
し
て
い
た
。

な
お
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
農
民
組
織
の
統
一
に
伴

っ
て
は
、
い
つ
も
政
党
や
労
働
運
動
と
の
関
係
が
問
題
視
さ
れ
て
お
り
、

石
狩
地
区
の
農
民
層
と
し
て
も
そ
の
よ
う
な
課
題
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

第
二

節

労
働

組
合

石
狩
地
区
労
働
組
合
協
議
会

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
経
済
的
復
興
が

I

段
と
明
確
さ
を
加
え
て

い
た
昭
和
三〇

年
頃
に
は
、
石
狩
町
域
で
も
労
働
組

合
が
種
々
結
成
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
労
働
組
合
の
地
区
連
合
組
織
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
は
実
現
に
至
ら
ず
、
昭
和
三
三
年

一
一月
の

「
石
狩
地
区
労
働
組
合
協
議
会
設
立
準
備
委
員

(
穂積
稲

次
郎

•
武
内
智
温

•
佐
々
木
寛

.
松
本
武
〕J

に
よ
る
呼
び
か
け
に

も
と
づ
い
て
開
催
さ
れ
た

『
石狩
地
区
労
働
組
合
協
議
会
結
成

大
会
』
(
昭
和
三
三
年

一
一
月
ニ
九
日
'
於¥

八
幡
町
成
田
屋
旅
館
)
を
通
じ
て
よ
う
や
く
設
立
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
大
会
で
は
次
の
よ
う
な

「
規
約
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

石
狩
地
区
労
働
組
合
協
議
会
規
約



第 第 第 第

第

一
章

総

則

I

条

こ
の
協
議
会
は

石
狩
地
区
労
働
組
合

協
議
会

C

畧
称
石
狩
地
区
労
)
と
い
い
事
務
所
を

石
狩
町
内
に
お
く
。

ニ

条

こ
の
協
議
会
は

石
狩
地
区
の
労
働
組
合

(
分
会
及
び
班
を
含
む
)

を
も
っ
て
組
織
す
る
。

三

条

こ
の
協
議
会
は

加
盟
祖
合
の
自
主
性
を
尊
重
し
そ
の
緊
密
な
連
絡
提
携
に

ょ
り
地
区
内
労
働
者
の

政
治
的
経
済

的
地
位

の
向
上
を

は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四

条

こ
の
協
議
会
は

第
三
条
の
目
的
達
成

の
た
め
次
の
事
業
を

行
ぅ
。

1

‘
加
盟
組
合
共
通
の
問
題
に
対
す

る
共
闘
方
針

の
決
定
及
び
そ
の
推
進

2
•
加
盟
組
合
の
連
絡
の
緊
密
化
及
び
情
報
の
交
換

3

•
未
加
盟
組
合
と
の
連
絡
提
携
及
び
そ
の
加
盟
の
促
進

4

■
未
組
織
労
働
者
の

組
織
化
と
そ
の
育
成

5

•
民
主
的
諸
団
体
と
の
連
絡
提
携

6

■
そ
の
他
目
的
達
成
に

必
要
な
事
項

第
二

章

加
盟
組
合
の
義
務

第

五
条

こ
の
協
議
会

内
に
お
け
る
各
加
盟
組
合
の

地
位
と
権
利
は

す
べ
て
規
約

の
も
と
で
平
等
で
あ
り
、
そ
の
自
主
権

に
対
す
る
拘
束
は

ぅ
け
な
い
が
左

の
義
務
を
有
す

る
。

1
.

こ
の
協
議
会
の

規
約
及
び
事
業
活
動
に
協
力
す

る
こ
と

2

‘
会
費
及
び
機
関
決
定
に
ょ
る
臨
時
徴
集
金
を
期
日
ま
で
に
納
入
す

る
こ
と

3

•
組
織
の
変
更
、
役
員
の
改
選
、
事
務
所

の
移
転
'
組
合
員
の

異
動
、
そ
の
他
組
合
に
関
す
る
重
要

社

会
•
文
化

編

ニ
七
三



社
会

•
文
化

編

ニ
七
四

事
項
に
変
化

の
あ

っ
た
時
は
そ
の
つ
ど

報
告
す

る
こ
と

第

三

®

加
盟

.
脱
退

及
び

除
名

第
六
条

こ
の
協
議
会
に

新
た
に

加
盟
し
よ
う

と

す

る

組
合
は
決
議
機
関
の

加
盟
確
認
証
明
を
附
し
た
文
書
で
申
込
む
も

の
と
す
る

。

第
七
条

加
盟
組
合
と
し
て
の
資
格
は
委
員
会
に

よ
っ
て
加
盟
が

承
認
さ
れ
会
費
負
担
額
の
第

一
回
分
納
入
の
時
を
以

っ

て
生
ず
る
。

第
八
条

脱
退
し
よ
う
と
す
る
組
合
は
債
務
を

は
た
し
た
上
書
面
を
以

っ
て
常
任
委
員
会
に

届
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
九
条

加
盟
組
合
が

こ
の
協
議
会
の

活
動
に

対
し
て
妨
害
行
為
を

し
た
り
或
い
は
そ
の
債
務
を

は
た
さ
ず
か
つ
再
三

の

勸
告
を
う
け
て
も
改
め

よ
う
と
し
な
い
時
は
除
名
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条

除
名
処
分
は
常
任
委
員

会
の
申
立
に
よ
り
委
員
会
で

決
定
す

る
。
除
名
を
宣
告
さ
れ
た
祖
合
が
委
員
会
の
決
定

に
不
服
の
時
は
次
期
大
会
に
抗
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

四

章

機

関

第

十I

条

こ
の
協
議
会
に

次
の
機
関
を

お
く
。

1

■
大
会

2

•
委
員
会

3

■
常
任
委
員
会

第一

節大

会

第

十
二

条

大
会
は

こ
の
協
議
会

の
最
高
決
議
機

関
で
毎
年
五
月
議
長
が

招
集
し
て
こ
れ
を
開
催
す

る
。
但
し
委
員
会
が

必

要
と
し
又
は
加
盟
組
合
の

三
分
の
一
以
上
の

要
求
が
あ
る
場
合
は
臨
時
大
会
を

ひ
ら
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第

十
三

条

大
会
代
議
員
は

各
加
盟
組
合
か
ら
組
合
員
十
名
ま
で
ご
と

に

一
名
選
出
す
る
も

の

と

す
る
。



第

十
四

条

三
ヶ
月
以
上
の
会
費
を
納
入
し
て
い
な
い
組
合
は
大
会
に
代
議
員
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第

十
五
条

大
会
は
代
議
員
の

三
分
の
ニ
以
上
の
出
席
を
以

っ
て
成
立
す
る
。
但
し
加
盟
祖
合
の
過
半
数

の
出
席
を
必
要
と

す
る
。

第

十
六

条

大
会
の
議
長
は
大
会
出
席
代
議
員
中
か
ら
選
出
す
る
も
の
と
し
そ
の
選
出
方
法
は
大
会
で
き
め
る
。

第

十
七

条

議
事
は
出
席
代
議
員
の

三
分
の
ニ
以
上
の
賛
成
を
も
っ
て
決
定
す
る
。

第

十
八

条

大
会
は
次
の
こ
と

を

き
め
る
。

1

■
運
動
方
針

2
.

予
算
と
決
算

3

■
役
員
の
選
出

4

•
規
約
の
改
廃

5
,

他
団
体
へ
の
加
盟

.
脱
退

6

•
組
織
の
変
更

•
解
散

7

•
そ
の
他
重
要
な
事
項

第

十
九

条

役
員
は
大
会
に
お
い
て
発
言
権
を
有
す
る
が
表
決
権
を
有
し
な
い
。

第
二

節

委

員

会

第
二

十
条

委
員
会
は

大
会
か

ら
大
会
ま
で
の
代
行
決
議
機
関
で
委
員
と
役
員
で
構
成
し
必
要
に
応
じ
議
長
が
招
集
で

き

る
。
但
し
委
員

の
三
分
の

一
以
上
の
要
求
が
あ
る
時
は
議
長
は
こ
れ
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十

一
条

委
員
は
次
の
基
準
に

よ
り
加
盟
組
合
か
ら
選
出
す
る
。

組
合
員

五
十
名
ま
で

一
名
、
百
名
ま
で
ニ
名
、
百
名
以
上
三
名

第
二
十
二
条

委
員
会
は
委
員
の
三
分
の
ニ
以
上
の
出
席
で
成
立
す
る
。
委
員
会
の
議
長
は
そ
の
委
員
会
で
委
員
中
よ
り
選
出

し
議
事
は
出
席
委
員
の
三
分
の
ニ
以
上
の
賛
成
に

よ
っ
て
決
定
す
る
。

第
三

節

常
任
委
員
会

第
二
十
三
条

常
任
委
員
会
は

随
時
こ
れ
を
開
催
し
大
会
及
び
委
員
会

の
決
議
事
項
を
執
行
す
る
。

社
会

.
文
化

編

ニ
七
五



社会

■
文化

編

ニ
七
六

第
二
十
四
条

常
任
委
員
会
は
賺
長

•
副
議
長

•
事
務
局
長

.
常
任
委
員
に

よ
っ
て
構
成
し
そ
の
三
分
の
ニ
以
上
の
出
席
に
よ

っ
て
成
立
し
そ
の
運
営
は
合
議
に
よ
る
。

第

五

章

事
務
局
及
び
専
門
機
関

第
二
十
五
条

こ
の
協
議
会

の
業
務
を
遂
行
し
事
務
を
処
理
す
る
た
め
事
務
局
を
設
け
る
。
事
務
局
の
運
営
は
常
任
委
員
会

の

方
針
に
従

っ
て
事
務
局
長
が
主
宰
す
る
。
事
務
局
に
は

必
要
に
応
じ
書
記
若
干
名
を
お
く
こ
と
が
で
き
そ
の
任

免
は
議
長
が
行
う
。

第
二
十
六
条

事
務
局
に
必
要
に
応
じ
専
門
部
を
設
け
常
任
委
員
が

そ
れ
ぞ
れ
業
務
を
分
担
し
て
そ
の
貴
に
任
ず
る
。

専
門
部
の
設
置
及
び
廃
止
は
常
任
委
員
会
が

き
め
る
。

第
二
十
七
条

こ
の
協
議
会

の
事
業
活
動
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
必
要
に
応
じ
委
員
会
の
決
議
を
経
て
専
門
委
員
会
を
設
け

る
事
が
で
き
る
。

第

六

章

役

員

第
二
十
八
条

こ
の
協
議
会
に
次
の
役
員
を
お
く
。

議
長

一
名

副
議
長

ニ
名

事
務
局
長

I

名

常
任
委
員

若
干
名

監
査
委
員

ニ
名

第
二
十
九
条

議
長
は
こ
の
協
議
会
を
代
表
し
業
務
を
統
轄
す
る
。
副
議
長
は
議
長
を
補
佐
し
議
長
事
故
あ
る
時
は
こ
れ
を
代

行
す
る
。
事
務
局
長
は
議
長0

指
示
を
う
け
て
事
務
局
を
統
轄
し
業
務
を
処
理
す
る
。

常
任
委
員
は
分
担
業
務
を
執
行
す
る
。

監
査
委
員
は
業
務
及
会
計
を
監
査
し
大
会
及
び
委
員
会
に
報
告
す
る
。

第
三

十
条

役
員
は
大
会
に
於
い
て
選
出
さ
れ
代
議
員
又
は
委
員
を
か
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



第
三
十

一
条

役
員
の
任
期
は

I

年
と
す
る
。
但
し
再
選
を
妨
げ
な
い
。

第
三
十
二
条

役
員
に
欠
員
の
生
じ
た
と
き
は
委
員
会
で
選
出
す
る
。
但
し
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第

七

章

会

計

第
三
十
三
条

こ
の
協
議
会

の
経
費
は
会

、
寄
附
金
、
そ
の
他
で
賄
ぅ
。

第
三
十
四
条

こ
の
協
議
会

の
会
費
は
加
盟
組
合
の
組
合
員

一
名
に
つ
い
て
月
額
十
円
と
し
毎
月
分
を
翌
月
五
日
ま
で
に
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条

大
会
ま
た
は
委
員
会
の
決
議
を
え
て
臨
時
に
費
用
を
徴
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条

こ
の
協
議
会

の
会
計
年
度
は

六
月

一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十

一
日
ま
で
と
す
る
。

第

八章
附

則

第
三
十
七
条

*J

の
協
議
会
の
業
讓

行
に
必
要
な
規
定
は
賣

会
で
別
に
定
め
る
。

第
三
十
八
条

第
三
十
六
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
昭
和
三
十
三
年
度
の
会
計
は
十
二
月I

日
に
は
じ
ま
り
五
月
三
十I

日
に

お
わ
る
。

第
三
十
九
条

第

二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
当
分
の
間
未
加
盟
労
®
組
合
の
組
合
員
及
び
未
祖
織
労
働
者
の
単
独
加
入
を
み

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
入
の
承
認
は
委
員
会
が
行
ぅ
。

第

四
十

条

こ
の
規
約
は

I

九
五
八
年
十

一
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、f

石
狩
地
区
労
働
組
合
協
議
会J

の
事
務
局
は
当
初
石
狩
小
学
校
内
に
置
か
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
当
初
の
加
入
組
合
と
役

員
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

社
会

•
文
化

編

ニ
七
七



社
会

.
文
化

編

ニ
七
八

加
入
組
合

石
狩
郵
便
局

札
幌
統
計
事
務
所
石
狩
出
張
所

北
海
道
食
料
事
務
所
石
狩
出
張
所

北
海
道
教
職
員
組
合
石
狩
支
部

石
狩
町
農
業
改
良
普
及
相
談
所

役
員

議
長

全
通
/
佐

々
木

広

(
石
狩
郵
便
局
〕

副

議

長

全
食
料
/
穂
積
稲
次
郎

(
食
料
事
務
所
石
狩
出
張
所
)

同

全
統
計¥
松
本

武

(
札幌
統
計
事
務
所
石
狩
出
張
所
)

事
務
局
長

北
教
組
石
狩
支
部¥

鶴
卷
幸
作

(
石狩
小
学
校
)

常
任
委
員

全
道
庁
/
田
中

実

(
石狩
町
農
業
改
良
普
及
相
談
所
)

同

北
教
祖
石
狩
支
部
/
布
施
修
也

(
石
狩
中
学
校
〕

監

査

北
教
祖
石
狩
支
部
/
渡
辺
武
憲

C
石
狩
東
小
学
校
)

全
逋

¥

未
定

(
石
狩
郵
便
局
)

そ
の
後
の
昭
和
四
◦
年
代
初
め
頃
の

『
石狩
地
区
労
働
組
合
協
議
会J

に
は
、
北
教
組
、
全
通
、
全
農
林
、
渡
船
場
、
全
道
庁

が
単
産
と
し
て
加
わ

っ
て
お
り
、
そ
の
目
的
達
成
の

た
め
に
次
の
ょ
ぅ
な
事
業
内
容
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

1
,

加
盟
組
合
共
通
の
問
題
に
対
す
る
共
闘
方
針
の
決
定
及
び
そ
の
推
進



2

■
加
盟
組
合
の
連
絡
緊
密
化
及
び
情
報
の
交
換

3
.

未
加
盟
組
合
と
の
連
絡
提
携
及
び
そ
の
加
盟
の
促
進

4
•
未
組
織
労
働
者
の
組
織
化
と
そ
の
育
成

5
■
民
主
的
諸
団
体
と
の
連
絡
提
携

6
.

そ
の
他
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項

ま
た
、
ち
な
み
に

「
昭
和
四I

年
度
の
地
区
労
活
動
の

一
例
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
ぅ
で
あ
る
。

1

■
町
役
場
へ

の
陳
情

(
そ
のI

部
)

⑴
町
営

住
宅
使
用
料
の
値
下
げ

⑵

環
境
の

整
備

遊
園
地
及
び
公
園
の
設
置

共
同
浴
場
の
設
置

共
同
塵
芥
場
の
整
備

道
路
及
び
排
水
の
整
備

⑶

学
級
給
食

の
完
全
実
施

⑷

町
民
税
の
値
下
げ

¢5)

中
央
バ
ス
関
係

バス

料
金

の
値
下
げ

停
留
場
及
ぴ
待
合
所
の
建
設

社
会

•
文
化

編

ニ
七
九



社

会
•
文
化

編

二
八〇

団
地
前
に
停
留
場
を
新
設

防
犯
の
た
め
街
路
灯
の
設
置

2
■
石
狩
町
議
会
讓
員
の
推
薦

3
.

機
関
紙

の
発
行

4
,

時
局
講
演
会

な
お
、
こ
の
よ
ぅ
な
活
動
内
容
は
当
時
の
多
く
の
町
民
の
望
む

と
こ
ろ
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
ぅ
。

自
治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合

昭
和
四〇

年
代
末
に
は
ま
た
'
『自
治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合J

が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
同
組
合
の
設
立
に
当
た

っ
て
は
、
ま

ず
昭
和
四
九
年

|
〇
月
ニ
〇
0
に
石
狩
町
職
員
中
の
係
長
職
の
任
に
あ
っ
た
も
の
が
、
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
集
合
し
て
組
合
結

成
に
向
け
た
意
志
確
認
を
行

っ
た
。
続
い
て
同
年
同
月
二
七
日
に
組
合
結
成
準
備
委
員
会

C

宮
下
興
治
外

一〇

名
に
よ
り
構
成
)

が
も
た
れ
て
、
組
合
委
員
名
簿
、
規
約
、
予
算
、
事
業
計
画
な
ど
の
案
が
準
備
さ
れ
て
行
き
、
翌I

I

月
二
七
日
に
組
合
結
成
大

会
が
開
催
さ
れ
た
。
『自
治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合j
は
こ
の
結
成
大
会
の
開
催
を
通
じ
て
発
足
さ
れ
、
そ
の
当
初
の
組
合
員
数

は
ニ
ニ

一
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の

「
規
約
」
に
つ
い
て
み
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

自
治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合
規
約

第

！

章

総

則

(
名
称
及
び
事
務
所
)



第

一

条

こ
の
組
合
は
、
自
治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合

(
以
下
「自
治
労
石
狩
町
職
」
と
い
う
。
)
と
い
い
、
事
務
所
は

石
狩
町
役
場
内
に
置
く
。

(
目

的
)

第
二

条

こ
の
組
合
は
、
組
合
員
の
自
主
的
な
団
結
と
相
互
扶
助
に
ょ
り
、
労
働
条
件
の
維
持
改
善
そ
の
他
経
済
的
地
位

の
向
上
を
図
る
;:
と
を
主
な
目
的
と
す
る
。

(
事
業及
び
活
動
)

第
三

条

こ
の
組
合
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

⑴

組
合
組
織
の
強
化
に
関
す
る
こ
と
。

⑵

労
働
条
件
又
は
生
活
条
件
の
維
持
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

⑶

組
合
員
及
び
そ
の
家
族
の
啓
も
う
教
育
と
福
祉
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

⑷

地
方
自
治
の
民
主
化
に
関
す
る
こ
と
。

(5)

民
主
的
な
友
誼
団
体
と
の
提
携
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

(6)

そ
の
他
目
的
達
成
に
必
要
な
こ
と
。

第
二

章

構

成

(
組
合
員
の範
囲
)

第
四
条

こ
の
組
合
は
、
石
狩
町
に
働
く
自
治
体
労
働
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
並
び
に
大
会
で
組
合
員
に
認
め
た
者
を

も
っ
て
組
織
す
る
。

(組
合
員
の
資
格
及
び
加
入
)

社
会

.
文
化

編

一
一
八

一



社
会

.
文
化

編

二
八

ニ

第

五
条

組
合
に

加
入

し
よ

う
と

す

る
者
は
、
前
条
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
と
き

そ
の
資
格
を
得
る
。

2

組
合
に
加
入
し
よ
う
と

す

る
者
は
、
文
書
を
も
っ
て
執
行
委
員
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

C
資
格
の
そ
う
失
及
び
脱
退
〕

第
六
条

組
合
員
で
あ

っ
て
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
に
は
、
組
合
員
の
資
格
を
失
う
。

⑴

第
九
条
に
よ
り
除
名
さ
れ
た
と
き
。

⑵

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
に
該
当
し
た
と
き
。

⑶

脱
退
し
た
と
き
。

2

組
合
を
脱
退
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
文
書
に
よ
り
脱
退
の
理
由
を
明
記
し
、
執
行
委
員
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
組
合
員
に
責
務
そ
の
他
の
義
務
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三

章

権
利
及
び
義
務

(
権
利
)

第
七
条

組
合
員
は
、
次
の
権
利
を
持
つ
。

⑴

人
種
、
宗
教
、
性
別
又
は
身
分
、
政
治
的
信
条
に
よ
っ
て
組
合
員
の
資
格
を
奪
わ
れ
な
い
。

⑵

組
合
活
動
に
よ
っ
て
得
た
利
益
は
公
平
に
受
け
る
こ
と
。

⑶

規
約
に
基
づ
く
役
員
の
選
挙
権
と
被
選
挙
権
。

⑷

規
約
に
基
づ
い
て
諸
会
議
に
出
席
し
、
批
判
、
討
議
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
。

(5)

組
合
の
す
べ
て
の
問
題
に
平
等
に
参
加
す
る
こ
と
。

§

す
べ
て
の
書
類
を
閲
覧
す
る
こ
と
。



(
義
務
)

第
八
条

組
合
員
は
、
次
の
義
務
を

負
ぅ
。

⑴

規
約

及
び
正
規
な

機
関
の
決
定
に

服
す
る
こ
と
。

⑵
祖
合

費
そ
の
他
正
規

の
機
関
の

決
定

し
た
徴
収
金
を
納
入
す
る
こ
と
。

⑶

組
合
規
約
に

基
づ
く
各
種
会
議
に

出
席
す
る
こ
と
。

(
制
裁
)

第
九
条

組
合
員
が

次
の
行
動
を

し
た
と
き
制
裁
を
受
け

る
。

⑴

規
約

及
び
決
議
に

違
反
し
た
と
き
。

⑵
耝

合
の
名
誉
を

汚
し
た
と
き
。

⑶

組
合
の
統
制
を

み
だ
し

た
と
き
。

第
一

o

条

制
裁
は

、
戒
告
、
権
利
停
止
及
び
除
名
の

三
種
類
と
し
、
戒
告
は
執
行
委
員

会
、
権
利
停
止
及
び
除
名
は

大
会

の
決
議
を

必
要
と
す
る
。

第

四

章

組

織

(
分
会
)

第
一

一
条

こ
の
祖
合
の

補
助
組
織
と
し
て
分
会
を

置
く
。

2

分
会
は

、
別
表
に

定
め

る
課
を
単

|
(
|

部
係
単
位
)

と
し
て

組
織
す

る
。

C

以
下
中
略
)

附

則

社
会

•
文
化

編

二
八

三



社会

■
文化

編

二
八
四

こ
の
規
約
は

、
昭
和

四
九
年I

I

月
二
七
日
か
ら
施
行
す

る
。

こ
の
規
約

の

一
部
改
正
は

、
昭
和
五I

年I
〇

月
三〇

日

か
ら
施
行
す

る
。

こ
の
規
約
の

一
部
改
正
は

、
昭
和
五
三
年

一
o

月
ニ
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

な
お
、
『自
治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合
』
で
は
、
そ
の
発
足
に

伴
い
渡
船
場

労
働
組
合
と
合
併

し
'
間
も
な
く
全
日
本
自
治
団

体
労
働
組
合

(自
治
労
)
、
石
狩
地
区
労
働
組
合
協
議
会

(
石
狩
地
区
労
〕
、
自
治
労
石
狩
町
村
共
闘
会
議
に

加
盟

し
て

い
る
。
ま

た
、
同
労
組
は
発
足

の
翌
年

I

二
月
六
日
に
、
「
青
年
婦
人

の
地
位
向
上
を

は
か
る
闘
い
を

進
め

る
こ
と
を
柱
と
し
、
具
体
的

方
針

に
基
づ
き
部
員
の

連
帯
感

を
強
め
、
地
域
青
年

婦
人
と
の
交
流
を

は
か
る
運
動
を

展
開
す

る
」
と
い
ぅ
基
本
方
針
を

も
っ

た

「
青

年
婦
人
部
」

を
設
け
て

い
る
。

主
要
参
考
資
料

宮
ロ
三
郎

『
北
海
道農
民
同
盟
十
年
史J

北
海
道
邀
民
同
盟

I

九
五
七

石
狩
地
区
労
働
組
合
協
議
会
設
立
準
備
委
員
配
布
資
料

一
九
五
八

石
狩
町
農
民
同
盟
配
布
資
料

一
九
五
八

石
狩
地
区
労
働
組
合
協
議
会
配
布
資
料

一
九
六
六

戦
後
北
海
道
農
民
運
動
史
編
集
委
員
会

『
戦
後北
海
道
農
民
連
動
史
』

北
海
道
農
民
連
盟

一
九
六
八

自
治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合
結
成
10
周
年
記
念
実
行
委
員
会

『
み
ち
し
る
べ
¥
自
治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合
結
成
10
周
年
記
念

誌J

自
治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合

一
九
八
三

自
治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合
青
年
婦
人
部
結
成
10
周
年
記
念
実
行
委
員
会

『青
年
婦
人
部
結
成
10
周
年
記
念
誌
¥
こ
ぷ
し
』

自

治
労
石
狩
町
職
員
労
働
組
合
青
年
婦
人
部

一
九
八
四



第
七
章

教育

第
一

節

教
育
行
政

全
国
の
市
町
村
に
並
ん
で
、
昭
和
ニ
七
年
に
石
狩
町
に
教
育
委
員
会
が

設
置
さ
れ
る
ま
で
は
、
こ
の
地
方
に
お
い
て
も
教
育
部

門
は
行
政

の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
そ
れ
ま
で
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

「
中
巻

一
」
「
中
巻
ニ
」
に
お
い

て
取
り
上
げ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
主
に

f

石
狩
町
教
育
委
員
会
』

が
設
置
さ
れ
た
昭
和
ニ
七
年

I

月

I
I

日
以
降
に

つ
い
て
略
述

す
る
。

設
置
当
初
の

『
石狩
町
教
育
委
員
会J

の
教
育
委
員
は
、
他
の
市
町
村
に
お
け
る
場
合
と
同
じ
く
公
選
に
ょ
っ
て
選
ば
れ
て
い

た
が
、
昭
和
三

一
年
ょ
り
任
命
制
に
も
と
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
歴
代
教
育
委
員
名
を
歴
代
教
育
長
と
と
も
に
示
す
と
次
の
通
り

で
あ
る
。

歴
代
教
育
委
貝

〈
公
選
時
代
〉

尾
崎

鹿
雄

昭
和
ニ
七
年

一

千
歩

盛
雄

昭
和
ニ
七
年

一

山

a

吉
兵
衛

昭
和
ニ
七
年

一

社
会

•
文
化

箱

月

一
日
〜
昭
和
三

一
年

月

一
日
〜
昭
和
三

一
年

月

一
日
〜
昭
和
三

一
年

九
月
三〇

日

委
員
長

九
月
三
◦
日

九
月
三
0
日

二
八

五



社
会

•
文
化

編

一
八六

若
林
久
男

昭
和
ニ
七
年

一
一
月

一
日
〜
昭
和
三

一
年

九
月
三〇

日

長
谷
川

嗣

昭
和
ニ
七
年

一
一
月

一
日
〜
昭
和
三

一
年

九
月
三〇

日

〈
任
命
制
時
代
〉

石
田

周
玄

昭
和
三

一
年

一0

月

一
日
〜
昭
和
三
九
年

七
月
ニ

一
日

藤
岡

台
蔵

昭
和
三

一
年一

〇

月

一
日
〜
昭
和
三
四
年

九
月
三
◦
日

内
海
竹
千
代

昭
和
三
一
年
ー
〇
月

I

日
〜
昭
和
三
六
年

九
月
三〇

日

桂
川

高
俊

昭
和
三

一
年I

O

月

|

日1

昭
和
四
三
年

一
◦
月
ニ〇

日

横
山
敏
美

昭
和
三

一
年
一〇

月

I

日
〜
昭
和
五
三
年

九
月
三〇

日

尾
田

八
郎

昭
和
三
六
年
I

◦
月

一
日i

昭
和
四
八
年

九
月
三〇

日

寺
内
末
吉

昭
和
三
九
年

七
月
ニ
ニ
日
〜
昭
和
四
三
年

1
0

月
ニ〇

日

田
岡

定
男

昭
和
四
三
年

一o
月
ニ〇

日
〜
昭
和
五
九
年

I

◦
月

一
九
日

飯
尾
圓
仁

昭
和
四
三
年一

〇

月
ニ〇
日
〜
昭
和
五
九
年

一〇

月

一
九
日

溝
淵

光
雄

昭
和
四
八
年

一
〇

月

一
日
〜
昭
和
五
四
年

九
月
三〇

日

見
野
久
光

昭
和
五
三
年

一
〇

月

一
日
〜
昭
和
五
七
年

九
月
三〇

日

田
ロ

卓

昭
和
五
四
年

一0

月

六
日
〜
平
成

元
年

一〇

月

五
日

植
本
新

一

昭
和
五
九
年

一
〇

月
ニ〇

日
丨
昭
和
六
三
年一

〇

月

一
九
日

三
好
晃
ニ

昭
和
五
九
年

一〇

月
ニo

日
〜
昭
和
六
三
年

一o
月

一
九
日

委
員
長

昭
和
一
一

|

九
年
七
月
！
五
三
年
九
月
委
員
長

昭
和
屋

年I
〇

月i
i

五
九
年I〇

月
委
員
長

昭
和
五
九
年
一〇

月i

平
成
元
年I〇

月
委
員
長



歴
代
教
育

長

岡
田

勝
次

昭
和
ニ
七
年

一
一月

一
日
〜
昭
和
二
八
年

三
月
三〇

日

佐
藤

懋

昭
和
二
八
年

四
月

一
日
〜
昭
和
三I

年

九
月
三〇

日

鈴
木
与
三
郎

昭
和
三I

年

|
〇

月

I

日
〜
昭
和
三
四
年

三
月
二
八
日

栄
花
徳
太
郎

昭
和
三
五
年

五
月
ニI

日
〜
昭
和
四〇

年

五
月
ニo

日

霜
触

重
雄

昭
和
四〇

年

五
月
ニI

日
丨
昭
和
五
五
年

五
月
ニo

日

馬
渕
良
作

昭
和
五
五
年

七
月

一
六
日
〜
昭
和
六
三
年

五
月

一
六
日

総
務
課
長
兼
務

助
役
兼
務

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
教
育
改
革

の
重
要
な

一
面
と
し
て
、
昭
和
二
三
年
七
月

一
五
日
公
布

の

『
教育
委
員
会
法
」
に

も
と
づ
き
、
都
道
府
県
お
ょ
び
市
町
村
に
教
育
委
員
会
が

設
け
ら
れ
、
教
育
委
員
会
に

ょ
っ
て
学
校
教
育
面
、
社
会
教
育
面
、
文

化

•
ス
ポ
ー
ッ
な
ど
の
管
理
、
指
導
が
担
わ
れ

る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
石
狩
町
で
は
町
教
育
委
員
会
の

設
け
ら
れ
た
昭
和
ニ
七
年

以
前
の
、
昭
和
ニ
五
年

一
〇

月

一
七
日
の
町
議
会
で
、
「
石
狩
町
社
会
教
育
委
員
の
定
数
及
び
任
期
に
関
す
る
条
例
」
が
定
め
ら
れ
、

こ
れ
に
も
と
づ
い
て

<

社
会
教
育
委
員
〉
が
置
か
れ

て
い
る
。
ま
た
、
石
狩
町
で
は
そ
の
後

『
社
会
教
育
法J

の
昭
和
三
四
年
の

改
正
に
よ
っ
て

〈
社
会
教
育
主
事
〉
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
同
年
の
文
部
省
告
示
第
九
八
号
の

『
公
民
館
の
設
置
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準j

に
も
と
づ
い
て

〈
公
民
館
〉
が
設
置
さ
れ
た
り
、
昭
和
四

一
年
七
月

一
日
に

<

文
化
財
保
護
委
員

(
会
〕
〉

が
設
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
和
四
ニ
年

一
二
月
ニ
ニ
日
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
町
の
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ

た
。

社
会

■
文
化

編

二
八

七



社会

•
文化

編

石
狩
町
指
定
文
化
財

二
八
八

/ /

礼

拝

器

//

鰐

P

t f

鳥

居

f t

手

洗

鉢

//

手

洗

鉢

f t

社

殿

石
狩
弁
天
社

指

定

物

件

A
四
五

£

Cl/
年

阿
部
屋
林
太
郎
等
か
ら
寄
進

八

四
J―\

f t

年

米
屋
孫
兵
衛
等
か
ら
寄
進

八

r ~\ft
〇

年

栖
原
屋
半
助
等
か
ら
寄
進

宕
狩
八
幡
神
社
境
内

七
八
九

%
政
元

年

小
林
店
喜
具
衛
か
ら
寄
進

宕
狩
八
幡
神
社
境
内

七
七
四

g
永

S

年

寄
進

■-TV-
电
寺
境

内,

八

六

1
年

設
立

四

禄
七

年

設
立

年

代

由

来

等

さ
ら
に
、
昭
和
四
ニ
年

一
一
月

一
日
に
は

『
石狩
町
立
学
校
給
食

セ
ン
タ̶

J

が
設
け
ら
れ
、
昭
和
五
ニ
年
四
月
に
は

『
石狩

町
第
二
学
校
給
食

セ
ン
タ
ーJ

も
開
設
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
四
九
年
版

『
石狩
町
の
教
育J

C

石
狩
町
教
育
委
員
会
刊
〕
に

ょ
る
と
、
石
狩
町
教
育
委
員
会
に
は

次
の
ょ
ぅ
な
委
員
会
が
置
か
れ
て

い
る
。

社
会
教
育
委
員
会

一
五
名

1
総
務
部

会

I

成
人
教
育
部
会

̶

青
少
年
教
育
部

委
員
長

副
委
員
長

̶

社
会
体
育
部
会



体
育
指
導
委
員

I
〇

名

公
民
館
運
営
審
議
委
員

七
名

文
化
財
保
護
委
員

八
名

青
少
年
会
館
運
営
委
員

一
〇

名

ま
た
'
同
年
度
に
お
け
る
石
狩
町
教
育
委
員
会
の

社
会
教
育
施
設
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

搏
川
分
館

生
振
分
館

八
幡
町
分
館

美
登
位
分
館

北
生
分
館

南
線
分
館

高
岡
分
館

志
美
分
館

五
の
沢
分
館

石
狩
町
公
民
館

(
本
館
)

石
狩
町
青
少
年
会
館

さ
ら
に
、
同
年
度
の
灯
教
委
管
轄
の
諸
団
体
を
総
括
的
に
示
す
と
、
次
の
ょ
ぅ
で
ぁ
る
。

社
会

•
文
化

編

二
八
九



石 石 石 石 石 石
狩 狩 狩 狩
̶ 狩 狩 町 町 町

ス 父 害 婦
水 町 町 母 S 叉

; 文 体 臺 | 票

$ 化 育 1 蠢 蠢

団 協 協 連 協 協
本 合 議 議
部 会 会 会 会 会

団

体

若 吉 若 南 横 岡
会

林 田 林 出 山 田

保 繁 保 重 ュ
長

男 雄 男 晴 勇 キ

団

体

三 〇 七 一 五 五 数

会

二 八 六 ニ 員

九 八 ー 五 ノV ̶
〇 〇 〇 八 ニ 〇 名级

社
会

•
文
化

編

ニ
九〇

社
会
教
育
関
係
各
種
団
体

(
昭
和
四
九
年
現
在
)

(資
料¥

昭
和
四
九
年
版r

石
狩
町
の
教
育J

)

主
要
参
考
資
料

石
狩
地
方
教
育
委
員
会
協
議
会

•
北
海
道
教
育
庁
石
狩
地
方
教
育
局
編

『石
狩
教
育
/
市
町
村
教
育
委
員
会
発
足

1
0
周
年
記
念
号
』

北
海
道
教
育
庁
石
狩
地
方
教
育
局

I

九
六
ニ

北
海
道
教
育
庁
石
狩
地
方
教
育
局
編

『
昭
和
4
8年
度
石
狩
館
内
社
会
教
育
推
進
計
画
書
』

北
海
道
教
育
庁
石
狩
地
方
教
育
局

一

九
七
三

石
狩
町
教
育
委
員
会
編

『
石狩
町
の
教
育¥

1
9
7
4
j

石
狩
町
教
育
委
員
会

|

九
七
四

教
育
委
員
会
関
係
諸
施
設
要
覧
類



第
二
節

学
校
教
育

『
開
拓使
事
業
報
告J

第
四
編

(
一
八
八
五
〕
に
お
い
て
、
石
狩
学
校
に
関
し
、
明
治
四
年
二
月
に

「
有
志者
相
議
シ
辨
天
町

民
家
二
於
テ
児
童
二
十
余
名
読
書
習
字
ヲ
教
授
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
地
方
で
は
こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
明
治
期
初
め
に
私
的

な
教
育
機
関
の
萌
芽
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
六
年
に
は
公
立
の

『
石狩
教
育
所
』
と

『
花畔
教
育
所
』
が
設
置
さ
れ
、
明
治

一
一
年
に
は

『
生振
教
育
所
』
が
開
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の

「
教
育所
」
か
ら

「
小
学
校
」が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
が

「
尋
常小
学

校
」
と
な
っ
た
り
、
そ
れ
ら
の

「
分
校」r

分
教
場
」
が
枝
分
か
れ
し
て
誕
生
し
た
。
ま
た
、
「
尋
常小
学
校
」
に
は
、
や
が
て
高

等
科
が
設
置
さ
れ
た
り
、
「補
習
学
校
」が
併
設
さ
れ
た
り
し
た
。
さ
ら
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
措
置
と
し
て
大
正

一
五
年
か

ら
小
学
校
に

「青
年
訓
練
所
」
が
併
置
さ
れ
、
そ
れ
が
昭
和1

0

年
以
降
に
戦
時
体
制
固
め
の
た
め

「青
年
学
校
」
と
改
め
ら
れ
、

昭
和

一
六
年
に
は
小
学
校
が

「
国
民
学
校」
と
称
さ
れ
た
。
加
え
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
教
育
改
革
に
伴
い
、
昭
和
ニ
ニ
年

よ
り
小
学
校
が
今
日
の
よ
う
に
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
小
学
校
の

「
高
等
科
」は

「
中
学
校」
に
改
め
ら
れ
、
昭
和
五〇

年
代
に
は
本
地
方
に
も

「
高
等
学
校
」が
設
置
さ
れ
る
段
と
な
っ
た
。

本
地
方
に
お
け
る
学
校
の
歴
史
を
ご
く
総
括
的
に
述
べ
る
と
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
次
い
で
以
下
に
石
狩
町
域
に
お
け
る
各

種
の
学
校
の
歴
史
を
概
略
的
に
示
す
。

幼

稚

困

南
線
幼
稚

園

昭
和
四
七
年

一
一
月

一
日
に
開
か
れ
た
。
な
お
、
初
代
園
長
は
南
線
小
学
校
校
長
が
兼
任
し
た
。

社
会

•
文
化

編

ニ
九

一



社
会

■
文
化

編

ニ
九
ニ

石
狩
幼
稚
園

昭
和
五
ニ
年
六
月I

日
に
開
か
れ
た
。

公
立
の
幼
稚
園
に

つ
い
て
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
他
私
立
の
幼
稚
園
と
し
て
、
昭
和
五
三
年

一
二
月I

三
日
に

『
花

川

マ
リ
ァ
幼
稚
園
』

『
花
川
北
陽
幼
稚
園
』
『
花川
若
葉
幼
稚
園J

の
三
園

(
以
上
、
花
畔
団
地
)
、
昭
和
五
四
年
三
月
五
日
に

『
友

愛
幼
稚
園J

の
設
置
が
認
可
さ
れ
て
い
る
。

小
学
校

石
狩
小
学
校

明
治
四
年
二
月
、
有
志
者
の
配
慮
に

ょ
り
、
弁
天
町
の
借
用
民
家
で
能
量
寺
住
職
が
児
童
ニ
◦
余
名
に
読
書
、
習
字
な
ど
を
教

え
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ょ
ぅ
な
背
景
が
あ
っ
て
明
治
六
年
六
月
ニ
五
日
に

『
公
立
石
狩
教
育
所
』
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

こ
の

『
公
立
石
狩
教
育
所
』
は
明
治

ニ

一年
に

r
公
立
石
狩
学
校
』
と
改
称
さ
れ
、
明
治

一
九
年
六
月
ニ
◦
日
に
は

『
若生
分
校
』

が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
『
公
立
石
狩
学
校
』
は
明
治
二
八
年
に

『
石狩
尋
常
高
等
小
学
校
』
と
さ
れ
、
こ
れ
に
明
治
三〇

年

『
石

狩
水
産
補
習
学
校
』
(
全
道
初

の
補
習
学
校
)
が
併
置
さ
れ
、
明
治
三
ニ
年
八
月
ニo

年
に

『
高
岡
分
校

(
分教
場
？
)
』
が
設
け

ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
三
八
年
四
月
に
は

『
石狩
商
業
補
習
学
校
』
が
併
置
と
な
り

(
明
治
三
五
年
の
道
廳
令
百
ニ
五
號

『
実

業
補
習
学
校
規
定
実
施
方
法
』
に
も
と
づ
く
)
、
明
治
四

一
年
に

『
発泉
分
教
場
』
が
設
置
さ
れ
た
。
大
正
期
に
入
っ
て
は
、

一
二

年
四
月I

日
に

『
若生
分
校
』
が

『
石狩
尋
常
高
等
小
学
校j

か
ら
分
離
独
立
し
、
大
正

一
五
年
に

『

石
狩
青
年
訓
練
所j

が
併



置
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
期
に
入
る
と
、
五
年
に

『
石狩
実
業
補
習
学
校
』
、

一
一
年
に

『青
年
訓
練
所j

に
代
わ
る

r

青
年
学
校j

が
併
置
さ
れ
'
昭
和

一
六
年
に

『
石狩
国
民
学
校J

、

昭
和
ニ
ニ
年
に

『
石狩
小
学
校j

と
改
称
さ
れ
、
昭
和
三

一
年
に
全
道
初
の

円
形
校
舎
が
建
て
ら
れ
て
い
る
*

花
川
小
学
校

明
治
六
年
四
月
八
日
に

『
花畔
教
育
所j

と
し
て
開
か
れ
、
明
治

一
五
年
六
月
に

『
石狩
学
校
花
畔
学
校J

、

翌H

ハ
年
五
月
に

『
花
畔
学
校J

、

明
治
ニ
四
年
四
月
に

『
花畔
小
学
校J

、

明
治
二
八
年
四
月
に

『
花
畔
尋
常
小
学
校J

と
改
称
さ
れ
た
。
ま
た
、

明
治
三

一
年
四
月
に
は
補
修
科
が
設
け
ら
れ
、
翌
三
三
年

一
月
に

r

志
美
分
校
』
が
設
置
さ
れ
、
翌
三
四
年
四
月
に

『
志美
分
校
』

が

『
志美
分
教
場
』
と
改
め
ら
れ
、
そ
れ
が
明
治
三
五
年
四
月

一
日
に

『
志美
尋
常
小
学
校
』
と
し
て
独
立
し
た
。
さ
ら
に
、
明

治
三
五
年I

◦
月
ニo

日
に
はr

南
線
分
教
場
』
と

『

樽
川
簡
易
教
育
所j

が
付
設
さ
れ
、
三
七
年
六
月
に
高
等
科
が
設
け
ら
れ
'

同
年
八
月
に

『
花
川
尋
常
高
等
小
学
校j
と
改
称
さ
れ
た
。
この

後
、
明
治
三
九
年
四
月
に

『
南線
分
教
場j

が

『
南線
尋
常
小

学
校
』
し
て
独
立
し
、
明
治
四

一
年
に
志
美
•樽
川
•南
線
の
各
所
が
本
校
の
分
教
場
と
さ
れ
、
明
治
四
五
年
六
月
に
な

っ
て

『
樽

川
分
教
場
』
が

r

樽
川
尋
常
小
学
校j

と
し
て
独
立
し
、
大
正I

五
年
七
月
に

『
青
年
訓
練
所
』
が
併
置
さ
れ
、
昭
和
四
年
四
月

に

『

志
美
分
教
場
』
が

『
志美
尋
常
小
学
校j

と
な

っ
て
い
る
。
昭
和
期
に
は
ま
た
、
五
年I

二
月
に

『
実業
補
習
学
校j

が
併

置
さ
れ
、

一〇

年
に

『

青
年
訓
練
所j

が
廃
止
さ
れ
て

r

花
川
青
年
学
校
』

の
併
置
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和

一
六
年
四
月
に

は

『

花
川
国
民
学
校J

、

昭
和

̶
ニ
年
四
月
に
は

r

花
川
小
学
校
』
と
改
称
さ
れ
、
昭
和
五
ニ
年
四
月
に

『
若
葉
小
学
校
』

へ
の
分

離
が
な
さ
れ
、
翌
五
三
年
四
月
に

『
志美
小
学
校
』

の
閉
校
に
伴
ぅ
本
校
へ
の
統
合
が
な
さ
れ
て
い
る
。

社会

.
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一
一九
六

若
生
小
学
校

明
治I

九
年
六
月
ニo

日
に
民
家
を
仮
用
し
、
『
石狩
小
学
校
若
生
分
校J

と
し
て
創
立
さ
れ
'
明
治
三
六
年
四
月
に

『
若生
尋

常
小
学
校J

と
し
て

『
石狩
尋
常
小
学
校
』
か
ら
独
立
し
た
が
、
明
治
四

一
年lo

月
に
は

『
石狩
尋
常
高
等
小
学
校
若
生
分
教

場J

と
な
っ
た
。
ま
た
、
大
正

二

一年
四
月

一
日
に
は

『
若
生
尋
常
小
学
校J

と
し
て

『
石狩
尋
常
高
等
小
学
校
』
か
ら
独
立
し
、

昭
和I

六
年
四
月
に

『
若
生
国
民
学
校J

と
な
り
、
翌

一
七
年
四
月
に
高
等
科
が
併
置
と
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
ニ
ニ
年

に
は

r

若
生
小
学
校』

と
改
め
ら
れ
、
昭
和
ニ
六
年

I

ニ
月
三

一
日
に
は

r

発
泉
小
学
校
』
と
の
統
合

の
た
め
閉
校
と
な
っ
た
。

榑
川
小
中
学
校

明
治
ニ
◦
年

一
一
月
に
樽
川
村
と
山
口
村
の
住
民
に
ょ
り
共
同
で
私
設
の
教
育
の
場
が
設
け
ら
れ
た
後
、
明
治
二
八
年

一
一
月

に
西
三
線
で
私
立
の
小
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
背
景
を
も
っ
た
上
、
明
治
三
ニ
年

一
月
に

『簡
易
教
育

所j

が
開
か
れ
、
こ
れ
が
翌
々
年
の
三
四
年
三
月
に

『
樽
川
尋
常
小
学
校j

と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の

『
樽
川
尋
常
小
学
校
』
は

明
治
四

一
年
九
月
に

『
花
川
小
学
校
樽
川
分
教
場
』
と
さ
れ
、
さ
ら
に
四
五
年
六
月
に

『
樽川
尋
常
小
学
校
』
と
改
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、
昭
和

I

六
年
四
月
に
は

『
樽
川
尋
常
小
学
校
』
は

『
樽川
国
民
学
校j

と
さ
れ
、
翌
年
高
等
科
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
戦
後
の
昭
和
ニ
ニ
年
四
月
に
は

『禅
川
小
学
校
』
と
改
称
さ
れ
た
。
な
お
、
昭
和
二
三
年

一
月
に

『
石狩
町
立
花
川
中
学
校

樽
川
教
場
』
が
併
置
さ
れ
、
そ
れ
が
二
八
年
四
月
か
ら

『
石狩
町
立
花
川
中
学
校
樽
川
分
教
場』

と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
さ

ら
に
ニ
九
年
四
月
に

『
石狩
町
立
樽
川
中
学
校
』

の
併
置
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
四
七
年
度
を
も
っ
て
閉
校
と
な
り
、
八
五

年
の
歴
史
の
幕
が
閉
じ
ら
れ
た
。



生
振
小
学
校

明
治

一
一
年

二
月
に

「
村
民
居
宅
」
に

f

生
振
教
育
所j

が
開
か
れ
、
明
治
ニ
九
年

一
二
月

一
九
日
、
五
線
北
四
号
に

r

生
振

尋
常
小
学
校r

か
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
明
治
三
三
年
六
月

一
八
日
にr

美
登
位
分
校
』
が
設
け
ら
れ
、
三
五
年
ニ
月
七
日
に
『
参

泉
分
教
場
』
が
落
成
と
な
り
、
同
年
三
月
ニ
五
日
に

『
美
登
位
分
教
場
』
と

『
楽泉
分
教
場j

が
独
立
し
、
三
七
年

一
月

一
五
日

に

『
参泉
分
教
場j

が

『
参泉
尋
常
小
学
校j

と
し
て
独
立
し
た
。
そ
の
後
、
『
生振
尋
常
小
学
校
』
は
明
治
四

一
年
ニ

一月

一
七

日
に

『
生振
尋
常
高
等
小
学
校
』
と
な
り
、
大
正

一
五
年
七
月

一
日
に

『
生振
青
年
訓
練
所j

が
開
所
と
な
り
、
昭
和
八
年
四
月

一H

に

r

美
登
位
分
教
場j
が

『
美
登
位
尋
常
小
学
校j

と
な
り
、
さ
ら
に
昭
和

一〇

年
の

『青
年
学
校
令
』

の
公
布
に
伴

っ
て

『
青
年
訓
練
所j

に
代
わ
る

『青
年
学
校j

が
置
か
れ
た
。
そ
し
て
、
戦
後

の
昭
和
ニ
ニ
年
四
月

一
日
に
は

r

生
振
小
学
校j

と

改
め
ら
れ
'
同
年
五
月I

日
に
は

『
生振
中
学
校j

が
併
置
さ
れ
、
二
八
年
三
月
三

一
日
に

『
生振
小
中
学
校j

と

『
参泉
小
学

校j

と
が
統
合
さ
れ
て
、
生
振
村
五
線
北
番
外
地
に
新
築
移
転
さ
れ
た
。
な
お
'
昭
和
五
九
年
九
月

一

八
日
に
は

「
特
認
校
」
と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。

高
岡
小
学
校

明
治
三
ニ
年
八
月
ニ〇

日
'
『
石狩
尋
常
小
学
校
高
岡
分
教
場j

と
し
て
開
か
れ
、
明
治
三
四
年
四
月
二
三
日
に
独
立
し
た

『
高

岡
尋
常
小
学
校j

と
な
る
。
そ
の
後
、
明
治
三
四
年
六
月

一
日
に
補
修
科
設
置
認
可
、
翌
三
七
年
七
月

一
日
に
裁
縫
科
加
設
、
三

八
年
四
月

一
日
に
二
部
教
授
認
可a

一一九
年
三
月
三I

日
二
部
教
授
廃
止
〕
、
四
ニ
年
四
月

一
日
に
二
部
教
授
開
始
®

和
四
三
年

一
月
ニ0

日
の

『
五
の
沢
教
育
所j

落
成
に
伴
い
、
二
部
教
授
廃
止
〕
、
大
正
五
年
四
月
ニ
九
日
に
補
修
科
設
置
認
可

(
同年
七
月

四
日
授
業
開
始
)
、
大
正
六
年
四
月

I

日
に
尋
常
科
に
実
業
科
設
置
な
ど
が
な
さ
れ
、
昭
和

一
六
年
四
月

一
日
に
『
高
岡
国
民
学
校j

社
会
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三
〇
0

と
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和

一
七
年
四
月I

日
に
は
高
等
科
が
併
置
さ
れ
、
戦
後
の
昭
和
ニ
ニ
年
に

f

高
岡
小
学
校j

と
改
称
さ

れ
た
。
ま
た
、
昭
和
ニ
ニ
年
五
月

一
日
に
は

『
高
岡
中
学
校
』
が
併
置
さ
れ
、
こ
れ
が
昭
和
五
五
年
三
月
を
も
っ
て
閉
校
と
な
り
、

平
成
元
年
三
月
三

一
日
に
は

『
高
岡
小
学
校J

の
閉
校
を
迎
え
て
い
る
。

志
美
小
学
校

明
治
三
ニ
年

一
二
月
ニ〇

日
、r

花
畔
尋
常
小
学
校
志
美
分
校
』
と
し
て
創
立
さ
れ

(
三
年
以
上
本
校
へ
)
、
明
治
三
四
年
五
月

ニ
六
日
にr

分
校
」
が

「
分
教
場
」
と
改
称
さ
れ
た
。
ま
た
、
明
治
三
五
年
四
月

一
日
に
は

『
志美
尋
常
小
学
校』

、

明
治
四

一
年

九
月

一
四
日
に

『
花畔
尋
常
高
等
小
学
校
志
美
分
教
場
』
、
明
治
四
五
年
九
月

一
四
日
に

『
花
川
尋
常
高
等
小
学
校
志
美
分
教
場
』

と
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
期
に
入

っ
て
四
年
四
月
六
日
に

『
石狩
郡
公
立
志
美
尋
常
小
学
校
』
と
な
り
、
八
年
四
月

一
日

に

『
石狩
町
志
美
青
年
訓
練
所
』
が
併
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
青
年
訓
練
所
」
は
ま
た
、
昭
和I

〇

年
八
月I

日
に

「
青
年
学

校
」
と
改
称
さ
れ
た
。
さ
ら
に
'

一
六
年
四
月

一
日
に
は

『
志美
国
民
学
校j

と
さ
れ
、

一
八
年
四
月

一
日
に

『
志美
青
年
学
校
』

が

『
花
川
青
年
学
校
』

に
併
合
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
戦
後
の
昭
和
二
三
年
四
月

一
日
に
は

『
石狩
町
立
志
美
小
学
校
』
と
さ
れ
、

昭
和
五
ニ
年
度
を
も
っ
て
閉
校
と
さ
れ
た
。

美
登
位
小
学
校

明
治
三
三
年
六
月

一
八
日
、
『
石狩
郡
生
振
尋
常
小
学
校
美
登
位
分
校j

と
し
て
開
か
れ
、
翌
三
四
年
四
月

一〇

日
に

『
石狩
郡

生
振
尋
常
小
学
校
美
登
位
分
教
場
』
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
五
年
三
月
ニ
五
日
に

『
石狩
郡
美
登
位
尋
常
小
学
校
』
と
し

て
認
可
さ
れ
、
翌
三
六
年
二
月
ニ
九
日
に
補
修
科
の
設
置
が
認
可
と
な
り
(
同
年
四
月

一
日
実
施
)
、
三
七
年
二
月
九
日
に
裁
縫
科



の
加
設
が
認
可
さ
れ
た

(
同
年
四
月

一
日
実
施
)
が
、
明
治
四

一
年
九
月I

四
日
に
は

『
石狩
郡
生
振
尋
常
小
学
校
美
登
位
分
教

場J
、

翌
四
ニ
年

一
二
月
ニ
五
日
に

『
公
立
生
振
尋
常
高
等
小
学
校
美
登
位
分
教
場
』
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
昭
和
八
年

に

『
美
登
位
尋
常
小
学
校J

と
し
て
独
立
し
、
昭
和I

六
年
に

「
美
登
位
国
民
学
校
』
と
改
称
さ
れ
、
昭
和
ニ
六
年

一
月

一
六
日

に
青
年
学
級

•
社
会
学
級
が
設
置
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
平
成
元
年
三
月

一
二
日
に
は
閉
校
式
が
執
り
行
わ
れ
、
同
年
度
を
も

っ
て
八
九
年
の
歴
史
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

南
線
小
学
校

町
勢
要
覧
類
で
は
明
治
三
三
年
八
月

一
日
設
立
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
南線
小
学
校
開
校
七
十
周
年
記
念
誌¥

防
風
林J

『
南線

小
学
校
開
校
80
周
年
記
念
¥防
風
林
』
で
は
、
<
明
治
三
五
年
|〇

月
ニ
0
日
、
西
六
線
ニ
号
地
の
手
稲
街
道
沿
い
に
設
け
ら
れ
た

『
樽
川
簡
易
教
育
所J

が
、
三
八
年

一
一
月
二
三
日
に

『
南線
小
学
校
』
と
し
て
認
可
さ
れ
、
同
年
中
に
本
建
築
さ
れ
た
南
七
線

の
校
舎
に
移
転
し
た
>
と
し
、
そ
れ
ら
が
昭
和
四
六
年
と
昭
和
五
六
年
に
幵
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
明
治
三
九
年
四
月
ニ
三
日

に

『
公
立
南
線
尋
常
小
学
校j

と
な
っ
た
が
、
明
治
四

一
年
に
は
財
政
上
の
理
由
か
ら

r

花
川
尋
常
高
等
小
学
校
分
教
場
』
と
さ

れ
、
昭
和

一
三
年
に
再
び

『
南線
小
学
校j

に
改
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
昭
和I

六
年
に

i

線
国
民
学
校j

と
改
称
さ
れ
、
昭
和

一
七
年
に

『
南線
青
年
学
校
』
が
設
け
ら
れ
、
昭
和
ニ
ニ
年
に
は

『

南
線
小
学
校j

と
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
'
昭
和
五
六
年
に

は

『
花
川
南
小
学
校j

の
設
置
に
伴
い
分
離
が
な
さ
れ
て
い
る
。

発
泉
小
学
校

明
治
三
五
年
四
月

一
日
に

『
発泉
尋
常
小
学
校
』
と
し
て
開
校
さ
れ
、
明
治
三
七
年
四
月

一
日
に
裁
縫
科
が
加
設
さ
れ
、
翌
三

社
会
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文
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編
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社
会
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三〇

ニ

八
年
に
補
修
科
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
明
治
四

一
年
九
月
ニo

日
に
『
石狩
尋
常
高
等
小
学
校
附
属
発
泉
分
教
場J

、

大
正

一
二

年
四
月I

日
に

『
若生
小
学
校
発
泉
分
教
場J

、

昭
和

一
六
年
四
月
二
日
に

『
発泉
国
民
学
校
』
、
昭
和
ニ
ニ
年
四
月
六
日
に

『
発

泉
小
学
校
』
と
な
り
、
昭
和
ニ
六
年I

ニ
月
三

一
日
に
は

『
若生
小
学
校J

と
と
も
に
閉
校
と
さ
れ
、f

石
狩
東
小
学
校
』
と
し
て

統
合
さ
れ
た
。

参
泉
小
学
校

明
治
三
六
年
四
月
に

『
生振
小
学
校
参
泉
分
教
場
』
と
し
て
始
ま
り
、
こ
れ
が
翌
三
七
年

一
月
に

r

参
泉
尋
常
小
学
校J

と
さ

れ
た
が
、
明
治
四I

年
九
月I
六
日
に
は

『
美
登
位
尋
常
小
学
校
』
と

『
参泉
尋
常
小
学
校
』
と
が

『
生振
小
学
校j

の
分
教
場

と
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
後
明
治
四
五
年
六
月

一
三
日
に

『
参泉
尋
常
小
学
校j

の
設
置
が
認
可
さ
れ
て
独
立
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
年
四
月

一
日
に
は
『
参泉
青
年
訓
練
所j

が
生
振
管
轄
か
ら
分
割
設
置
さ
れ
、
そ
れ
が
昭
和

一
〇

年
に
『
参

泉
青
年
学
校j

と
改
称
さ
れ
、
こ
れ
が

一
六
年
に

r

生
振
青
年
学
校j

に
吸
収
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
昭
和

二
ハ
年
に
は

『
参泉
圉

民
学
校
』
、
昭
和
ニ
ニ
年
に

r

参
泉
小
学
校
』
と
な
り
、
『
生振
小
学
校j

と
合
併
の
た
め
昭
和
二
八
年
三
月
三I

日
を
も
っ
て
閉

校
と
な

つ
て
い
る
。

来
札
土
人
学
校

(
正
式
名
称
未
確
認
〕

明
治
一
八
年
に
江
別
ょ
り
来
札
に
移
転
し
て
来
た
ヵ
ラ
フ
ト
ア
ィ
5
5
の
児
童
た
ち
は
、
『
石
狩
小
学
校
若
生
分
校
』
に
通
ぅ
ょ
ぅ

に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
当
時

の
生
徒
数
は
男
ニ
ニ
名
、
女
ニ
名
で
あ
り
、
明
治
ニ
六
年
ま
で
に
五
名
が
卒
業
し
て
い
る
。
そ
の

後
明
治
三
七
年
に
な
っ
て
力
ラ
フ
ト
ア
ィ
ヌ
の
児
童
の
た
め
の
尋
常
小
学
校
が
来
札
に
建
て
ら
れ
、
翌
三
八
年
に
ニo

名
が

『
若



生
尋
常
小
学
校J

か
ら
来
札
の
学
校
へ

と
分
離
さ
れ
た
。
し
か
し
、
明
治
三
九
年
に
は

力
ラ
フ
ト
ア
ィ
ヌ
の
ほ
と
ん
ど
が
帰
島
す

る
こ
と
に
な
っ
た

(
「
中巻I

」

第I

編
第
二
章
参
照
〕
。

五
の

沢
小
学
校

来
札
に
あ

っ
た
元

『
廳
立
土
人
学
校j

の
古
校
舎
が
移
築
さ
れ
、
明
治
四
三
年

一
月

一
一
日
に

r

五
の
沢
教
育
所j

と
し
て
開

か
れ
た

(
町
勢
要
覧
類
で
は

明
治
四
ニ
年
二
月
設
立
と
さ
れ
て

い
る
が
、
同
年
同
月
は
当
教
育
所
設
置
案
が
町
会
に
提
出
さ
れ
た

年
月
で
あ
る

)
。

大
正
三
年
に

『
五
の
沢
尋
常
小
学
校」

と
改
め
ら
れ
、
昭
和
ニ
年I

月

一
七
日
に
は
付
設
の

『
八
の
沢
特
別
教
授

場j

の
開
校
式
が

行
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
昭
和

I

六
年
に
は

r

五
の
沢
国
民
学
校
』

と
改
称
さ
れ
、
翌

一
七
年
四
月

一
日
に
高

等
科
が
併
置
さ
れ
、
昭
和

ニ
ニ
年
四
月
に

『
五
の
沢
小
学
校j

と
改
称
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和

二
三
年
九
月

一
日
に
は

『
八
の

沢
分
校j

が
独
立
し
て

い
る
。

八
の

沢
小
学
校

昭
和
ニ
年

一
月

一
七
日
に

『
五
の
沢
尋
常
小
学
校

八
の
沢
特
別
教
授
場
』
と
し
て
開
か
れ
、
昭
和
二
三
年
九
月

一
日
に

r

八
の

沢
分
校』

の
廃
止
に

伴
い
、
『
八
の
沢
小
学
校j

が
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
八
の
沢
小
学
校j

は
そ
の
後
昭
和
三
七
年
四
月

一
日

に

『
五
の
沢
小
学
校
』

に
統
合
さ
れ
た
。

石
狩
東

小
学
校

『
若
生
小
学
校
』

と

『
発
泉
小
学
校j

と
が
統
合
さ
れ
て
'
昭
和

ニ
七
年I

月I

日
に
設
立
さ
れ
た
が
、
学
校
統
合
の

た
め
昭

社
会

•
文
化

編

三〇

三



社
会

•
文
化

編

三o

四

和
六
三
年
度
を
も
っ
て

『
八幡
小
学
校
』

に
移
行
と
な

っ
た
。

若
葉
小
学
校

昭
和
五
ニ
年
三
月
ニ
四
日
に
花
川
小
学
校
に
お
け
る
分
離
式
が
執
り
行
わ
れ
、
同
年
四
月I

日
に
開
校
さ
れ
た
。

紅
葉
山
小
学
校

昭
和
五
四
年I

月
ニ
五
日
に

『
石狩
町
立
若
葉
小
学
校j

の
分
離
校
と
し
て
開
校
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
『
紅南
小
学
校
』
新
設
に

伴
な
い
昭
和
六o

年I

月I
日
に
分
離
が
な
さ
れ
て
い
る
。

花
川
南
小
学
校

昭
和
五
六
年
四
月I

日
に
設
立
さ
れ
、
同
月
六
日
に

『
南線
小
学
校J

か
ら
の
分
離
式
、
『
花
川
南
小
学
校J

入
校
式
が
執
り
行

わ
れ
た
。
ま
た
、
同
月I
〇

日
に
は
開
校
式
が
行
わ
れ
た
。

紅
南
小
学
校

昭
和
六〇

年
二
月
三
日
に
開
校
式
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
設
立
に
は
紅
葉
山
小
学
校
と
南
線
小
学
校
が
母
体
校
と
な
っ
て

い
る
。

八
幡
小
学
校



平
成
元
年
四
月

一
日
に
開
か
れ
た

(
『
石狩
東
小
学
校
参
照J

)
。

中
学
校

石
狩
中
学
校

昭
和
ニ
ニ
年
五
月

一
日
に
石
狩
小
学
校
の
校
舎
に
併
置
さ
れ
て
設
立
さ
れ
た
が
、
昭
和
五
四
年
度
を
も
っ
て
ひ
と
ま
ず
三
三
年

の
歴
史
が
閉
じ
ら
れ
、
昭
和
五
五
年
四
月
に
こ
のr

石
狩
中
学
校j

と

『
生振
中
学
校j

『
高
岡
中
学
校j

が
統
合
さ
れ
た
新
生

『
石

狩
中
学
校j

が
設
立
さ
れ
た
。

花
川
中
学
校

旧

『花
川
中
学
校
』
は
昭
和
ニ
ニ
年
五
月

一
日
、
『
花
川
小
学
校」

の
高
等
科
廃
止
に
伴
い
同
校
に
併
置
し
て
設
立
さ
れ
、
同
年

五
月
ニ〇

日
に
開
校
式
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
二
三
年I

月

(
ニ
四
年

一0

月I

日
？
)
に
は

『
樽
川
小
学
校
』

に

『
花

川
中
学
校
樽
川
教
場

(教
室
？
)j

が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
が
昭
和
二
八
年
四
月
に

『
花川
中
学
校
樽
川
分
教
場j

と
称
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
さ
ら
に
こ
れ
が
昭
和
ニ
九
年
四
月

一
日
に

『
樽
川
中
学
校
』
と
し
て
独
立
し
た
。
ま
た
'
こ
の
間
の
昭
和
ニ
七
年
二
月

一
一
日
に

『
花
川
青
年
学
級J

が
設
け
ら
れ
た
。
な
お
'
こ
の
後
の
昭
和
六
ニ
年
三
月
に
は
四o

年
の
歴
史
を
も
っ
て
閉
校
と
な

り
、
同
年
四
月
に
新
し
いf

花
川
中
学
校j

が
設
け
ら
れ
'
同
年
六
月I

日
に
開
校
式
が
執
り
行
わ
れ

て
い
る
。

生
振
中
学
校

旧

『
生振
小
学
校j

に
お
け
るI

学
級
と

r

参
泉
小
学
校
』

の
分
教
場
と
に
ょ
っ
て
、
昭
和
ニ
ニ
年
五
月I

日
に
発
足
し
て
い

社
会

•
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化

編

三〇

五



社
会

•
文
化

編

三〇

六

る
。
し
か
し
、
『
参泉
分
教
場
」
は
翌
二
三
年
四
月

一
日
に
廃it

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三
七
年
四
月I

日
に
は
小
学
校
と

の
併
置
校
か
ら
独
立
校
と
な
り
、
昭
和
五
五
年
三
月
を
も
っ
て
閉
校
と
な

っ
た

C

『
石狩
中
学
校J

参
照
)
。

高
岡
中
学
校

昭
和
ニ
ニ
年
五
月
四
日
に
設
立
さ
れ
、
昭
和
五
五
年
三
月
を
も
っ
て
閉
校
と
な
っ
た

c

『
石狩
中
学
校
』
参
照
)
。

樽
川
中
学
校

a
撙
川
小
中
学
校
』
参
照
〕

花
川
南
中
学
校

昭
和
五
三
年
四
月

一
日
に
開
校
と
な
り
、
同
月
七
日
に
開
校
式
、
入
学
式
が
挙
行
さ
れ
て
い
る
。

花
川
北
中
学
校

昭
和
五
四
年
四
月

一
日
に
開
校
さ
れ
、
五
月
九
日
に
開
校
式
が
挙
行
さ
れ
て
い
る
。

高
等
学
校

北
海
道
石
狩
高
等
学
校

昭
和
五
三
年
四
月

一
日
に
発
足
し
、
同
年
四
月

一
◦
日
に
開
校
式
と
第I

回
入
学
式
が
挙
行
さ
れ
た
。



北
海
道

石
狩
南
高
等
学
校

昭
和

五
八
年

四
月
九

日
に
開
校
式

、
第

I

回
入
学
式
が

行
わ
れ
た

。

な
お

、
昭
和

ニ〇

年
代
に
は

『
石
狩
洋
裁
女
学
校

J

が
設
け

ら
れ

て
い
る
。

主
要
#
考
資
料

大
蔵
省

(奥
並
繼
他
〕
編

f

開
拓
使
事
業
報
告J

第
四
編

大
蔵
省

一
八
八
五

C

復
刻

北
海
道
出
版
企
画

セ
ン
タ
ー

一
九

八
四
)

岡
藤
崎
太
郎

「
石
狩
村
字
ラ
ィ
サ
ッ
舊
樺
太
土
人
の
記
」

「
北
海
道
教
育
雑
誌
'-
第
十
三

*
十
四
号

一
八
九
三

玉
振
堂

「
石
狩
水
産
補
習
学
校
開
校
式
」

r

北
海
道
教
育
雑
誌
,-
第
六
十
号

I

八
九
七

玉
振
堂

〈
昭
和
十
二
年
三
月
固
日
付
/
石
狩
町
長
ょ
り
各
町
会
議
員
宛
文
書

「
管
内
小
学
校

々
舎
視
察

の
件
」>

一
九
三
七

北
海
道
教
育
研
究
所
編

「
北
海
道
教
育
史
/
地
方

編
ニ
,-

北
海
道
教
育
委
員
会

一
九
五
七

山
田
繁
述

•
荻
忠
男
編

r

美
登
位
部
落
小
史
資
料

C
1
〕
J

一
九
七
ニ

大
野

忠
夫

「
石
狩
八
幡
物
語
』

孔
文
社

一
九
七
五

石
狩
町
学
校
統
合
計
画
審
議
会
編

『
石
狩
町
学
校
統
合
計
画
答
申
書
,-

石
狩
町
学
校
統
合
計
画
審
議
会

一
九
七
八

石
狩
町
校
長
会
教
頭
会
調
査
部
編

r

石
狩
町
学
校
教
育
関
係
要
®¥

昭
和
5
5年7

月
2
0日
現
在』

石
狩
町
校
長
会
教
頭
会
調
査
部

一
九
八〇

浅
見
進

r

入
植l

o
o

年
を
迎
え
た
わ
が
ふ
る
さ
と¥

五
の
沢
史j

一
九
八
八

坂
田
資
宏

ノー

ト

<

石
狩
教
育
所
略
史

c

明
治8

年
分
)>

社
会

•
文
化

編

三〇

七
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•
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第

三
節

文
化

団
体

•
体
育

団
体

第

一
項

文
化
団
体

一
、
石
狩
管
内
文
化
団
体
協
議
会
の
設
立

ま
ず
設
立
に
至
る
ま
で
の
経
過
に

つ
い
て
述
べ
る
と
、
昭
和
四
ニ
年
六
月
に
北
海
道
教
育
委
員
会
が
社
会
教
育
課
に
文
化
振
興

係
を
新
設
し
た
。
ま
た
、
翌
四
三
年
六
月
二
七
日
に
北
海
道
教
育
委
員
会
主
催
の
地
方
文
化
振
興
会
議
が
、
石
狩
支
庁
会
議
室
で

開
催
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
'
毎
年
開
催
さ
れ
、
地
域
の
文
化
振
興
活
動
促
進
の
機
運
が
高
ま
っ
て
き
た
。

昭
和
四
八
年
三
月
発
行
の

『
昭
和
四
八
年
度
石
狩
管
内
社
会
教
育
推
進
計
画
書J

(
北
海
道
教
育
庁
石
狩
教
育
局
)
に
は
、
昭
和

四
八
年
度
社
会
教
育
推
進
の
重
点
三
項
目
のI

つ
と
し
て
、
「
地
域
を
豊
か
に
す
る
文
化

の
振
興
̶
文
化
遺
産

の
継
承
と
文
化
活

動
の
促
進
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
昭
和
四
八
年
度
石
狩
管
内
教
育
推
進
目
標
の

「
四
、
文
化
の
振
興
」
と
し
て
、

I
、

文
化
団
体
育
成
の
た
め
の
条
件
整
備
を
は
か
り
、
管
内
的
連
絡
祖
織
を
つ
く
る
。

ニ
、
文
化
財
保
護
施
設
の
整
備
と
指
導
者
の
養
成
を
は
か
る
。

と
し
て
い
る
。
.さ
ら
に
、
こ
の
ニ
項
目
に
つ
い
て
の
課
題
と
対
策
上
の
重
点
が
述
べ
ら
れ
た
ぅ
え
、
次
の
具
体
策
が
示
さ
れ
て
い

る
。石

狩
教
育
局
の
具
体
策

I
、

管
内
的
な
文
化
団
体
連
絡
機
関
の
結
成
を
促
進
す
る
。

社
会

•
文
化

編

三
◦
九



社
会

•
文
化

編

三

一〇

ニ
、
地
方
芸
術
祭
の
企
画
と
実
施
を
す
す
め
る
。

三
、
文
化
振
興
会
議
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
地
域
の
要
求
に
対
応
す
る
内
容
を
研
究
す
る
。

四
、
文
化
財
保
護
施
策
を
充
実
す
る
た
め
の
援
助
を
は
か
る
。

五
、
文
化
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
施
設
の
充
実
に

つ
い
て
、
研
究

•
調
査
を
行
う
。

市
町
村
教
委
の
具
体
策

一
、
文
化
団
体
間
の
連
絡
組
織
の
結
成
を

は
か
る
。

一
一、
住
民
参
加
の
文
化
祭
の
実
施
に

つ
い
て
工
夫
を
す
る
。

三
'
文
化
活
動
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
施
設
設
備
の
亦
実
を
計
画
的
に
す
す
め

る
。

四
、
文
化
財
保
護
条
例
'
文
化
財
保
護
委
員
、
専
門
員
等
の
設
置
を
積
極
的
に
す
す
め
る
。

こ
れ
に
よ
り
石
狩
教
育
局
は
、
社
会
教
育
推
進
計
画
に
よ
る
事
業
と
し
て
、
同
年
五
月
二
八
日
に
管
内
社
会
教
育
推
進
会
議
を

開
催
し
て
、
管
内
市
町
村
の
文
化
団
体
組
織
化
に

つ
い
て
提
議
し
た
。
そ
し
て
、
六
月
六
日
の
管
内
文
化
振
興
会
議
に
お
い
て
、

『
管内
文
化
団
体
協
議
会
』

(
管内
文
団
協
)
を
つ
く
る
べ
く
具
体
的
な
方
法
を
策
定
し
た
。

一
方
、
管
内
文
団
協

(
準
)
に
お
い
て
は
、
江
別
市
文
化
団
体
協
議
会

の
広
瀬
貞
芳
が
結
成
の
準
備
委
員
長
と
し
て
、
各
市
町

村

の
準
備
委
員
長
と
の
会
合
を
重
ね
る
な
ど
推
進
を
は
か
っ
た
結
果
、
昭
和
四
八
年

一〇

月
三

ー
日
に
、
札
幌
市
の
富
士
屋
ホ
テ

ル
で
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
結
成
す
る
こ
と

に

な
っ
た
。

名
称

石
狩
管
内
文
化
団
体
協
議
会

組
織

r

理
事
会

本
会
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
の
協
議
と
執
行
に
あ
た
る
。



ニ
、
専
門
部
会

文
学
の
部
、
美
術
の
部
、
洋
楽

•
洋
舞
の
部
、
邦
楽

•
邦
舞
の
部
、
演
劇
の
部
、
茶
華
道
の
部
、
郷
土
芸
能

の
部
'
郷
土
研
究
の
部
、
生
活
文
化

の
部
の
九
部
を
お
き
、
専
門
部
員
は
各
市
町
村
文
団
協
の
そ
れ
ぞ
れ
の

ジ
ャ
ン
ル
か
ら

選
出
。
専
門
部
長
、
副
部
長
は
専
門
部
員

の
互
選
で
き
め
る
。
文
化
諸
活
動
は

こ
こ
が
担
当
し
て
行
な
ぅ
。

ニI、
事
業

こ
の
会
は
、
各
市
町
村
の
文
化
団
体
連
合
組
織
が
単
位
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
目
的
は
'
市
町
村
文
化
団
体

連
合
組
織

の
密
接
な
連
携

の
も
と
に
、
管
内
文
化

の
振
興
を
図
り
、
地
域
住
民
の
明
る
く
豊
か
な
生
活
に
寄
与
す

る
こ
と
に

あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
管
内
文
化
団
体
相
互
の
連
絡
調
整
、
市
町
村

の
文
化
事
業
の
援
助
、
管
内
文
化
行
事
の
実
施
と
協
力

な
ど
の
事
業
を
も
つ
。
特
に
会
報
、
文
化
年
鑑
な
ど
創
作
意
欲
、
鑑
賞
意
欲
を
満
足
さ
せ
る
場
を
設
定
す
る
。

ま
た
、
役
員
は
任
期

ニ
年
と
規
定
し
な
が
ら
、
設
立
年
度
を
準
備
期
間
と
し
、
五
◦
年
度
ま
で
の
任
期
と
し
て
い
る
。
こ
の

役

員
名
を
挙
げ
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

会
長¥

高
橋
繁
彦

(
江
別
市
文
協
会
長
〕
、
副
会
長¥

戸
田
安
雄

(
当
別
町
文
団
協
会
長
)
、同

¥菅

原
末
吉

(
浜
益
村
文
連
会

長
〕
、
理
事¥

岡
本
博
視

C

千
歳
市
文
協
会
長
)
、
富
樫
吉
造

(恵
庭
市
文
協
会
長
〕
、
後
藤
寿

一

(
広島
町
文
連
会
長
)
、
吉
田
繁

雄

(
石狩
町
文
団
協
会
長
)
、
岡
登

(
新篠
津
村
文
協
会
長
)
、
監
事¥

鶴
飼
倉
吉

(
恵庭
市
文
協
副
会
長
〕
、
長
瀬
幸
男

(
広島
町

文
連
事
務
局
長
)
、
顧
問¥

石
狩
教
育
局
長
、
石
狩
支
庁
長
、
参
与¥

石
狩
管
内
市
町
村
教
育
長
。

ま
た
、
事
務
局
は
当
分
の
間
石
狩
教
育
局
指
導
課
社
会
教
育
係
に
お
く
こ
と
に
し
、
事
務
局
長
に
丸
山
茂
夫
指
導
課
長
が
委
嘱

さ
れ
、
社
会
教
育
係
が
事
務
局
員
と
さ
れ
た
。

な
お
、
石
狩
管
内
文
団
協
は
発
足
時
八
市
町
村
文
団
協
、
ニ
◦
六
団
体
、
八
、
七

一
七
名
で
あ

っ
た
。

|1
、
石
狩
打
文
化
協
会

社
会

•
文
化

編

11

一I
1



社
会

•
文
化

編

三

一
二

設
立
は
昭
和
四
八
年

一
〇

月

一
五
日
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
四
九
年
四
月

一
日
と
記
録
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。

そ
の
論
拠
は
多
々
あ
る
が
、
前
記

の
石
狩
管
内
文
化
団
体
協
議
会
結
成
時
の
役
員

(理
事
〕
に
、
吉
田
繁
雄
が
石
狩
文
化
協
会
会

長
と
し
て
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
石
狩
町
文
化
協
会
会
則
の
付
則

一
に
、
「
こ
の
会
則
は
昭
和
四
十
八
年

一
〇

月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
立
証
で
き
よ
ぅ
。

発
足
時
の
加
盟
団
体
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

団
体
数
/
ニ
◦
、
会
員
数¥

二
八
五
名

会
長¥富

_

団
体
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

部
門
別

団
体

名

邦

楽

石
狩
紅
葉
会

•
花
畔
民
謡
ク
ラ
ブ

•
新
札
幌
菖
吟
会

•
栄
豊
会

舞

踊

花
柳
同
好
会

•
石
狩
町
舞
踊
愛
好
会

(
千舞
似
会
)
•
藤
輝
石
狩
支
社
中

•
八
幡
町
新
星
ク
ラ
ブ

茶

華
道

花
畔
華
道
同
好
会

•
伴
社
中
研
究
会

•
八
幡
町
生
花
サ
ー
ク
ル
.
石
狩
生
花
サー

ク
ル

美

術

公
民
館
書
道
サ
ー
ク
ル
•
石
狩
書
道
連
盟

生
活
文
化

石
狩
町
園
芸
グ
ル
ー
プ

•
石
狩
町
樹
石
会

•
手
芸
サー

ク
ル

郷
土
研
究

石
狩
町
郷
土
研
究
会

文
学

汐



ま
た
、
加
盟

団
体
数
は

、
同
五〇

年
¥

ニ
三
、
同
五
三
年¥

ニ

一
、
同
五
五
年¥

ニ
七
、
同
五
六年

¥

ニ
九
、
同
五
七
年¥

三

〇
、
同
五
九
年
/
三

〇

と
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
五
九
年

の
加
盟

団
体
は

、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

部

門

別

団

体

名

邦

楽
(
七
)

花
畔
民
謡
会

•
秀
吟

会
花
畔
道

場

•
菖
吟
会

•
石
狩
紅
豊
会

•
紅
栄
会

•
五
月
会

•
花
川
民
謡
会

邦

舞
(
六
)

琴
吹
流
千
舞
似
会
*
藤
輝
石
狩
社
中
.
衛
門
会
*
花
扇
会
.
花
畔
同
好
会
*
松
原
民
話
舞
踊
研
究
グ
ル
ー

洋
楽

(
一I)

軽
音
楽
友
の
会

•
ア
ル
バ

.
P

ラ
ー
レ

洋
舞

(
I
)

花
畔
社
交

ダ
ン
ス

愛
好

会

茶
華
道

(
四
〕

花
畔
華
道

同
好
会

•
香
風
会

•
清
流
会

•
石
狩
生
花
サ

ー

ク
ル

美
術

(
ニ
〕

三
才
流
盤
景
蘭
光
会

•
花
畔
育
書
会

生
活
文
化

花
畔

アー

ト
フ
ラ
ヮー
同
好
会

•
石
狩
植
物
愛
好
会

0
1
)

郷
土
研
究

石
狩
町
郷
土
研
究
会

(
一
)

郷
土
芸
能

石
狩
町
太
鼓
同
好
会

C
1〕

文
学

C

一
〕

石
狩
町
文
芸

同
好
会

そ
の

他
(
三
)

花
川
南
ナ
ツ
メ

tl

会

•
石
狩
ア
マ
チ

ュ
ア
無
線

ク
ラ
ブ

•
石
狩
親
子
劇
場

社会

•
文化

編

三

一
三

ブ



社
会

•
文
化

編

三

一
四

主
要
参
考
資
料

石
狩
町
教
育
委
員
会
•
石
狩
町
文
化
協
会
編

r

石
狩
の
文
化j

石
狩
町
教
育
委
員
会

•
石
狩
町
文
化
協
会

一
九
八
六

石
狩
町
文
化
協
会
編

『

石
狩
町
文
化
協
会
ニ〇

周
年
記
念
誌
」

石
狩
町
文
化
協
会

一
九
九
四

第
二
項

体
育

団
体

『
石狩
町
体
育
協
会j
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る

『
あ
す
に
む
か

っ
て
は
ば
た
け¥

20

周
年
記
念
誌j

c
I

九
七
九
〕
に
よ
る

と
、
「
昭
和
中
期
に
至
り
、
町
民
の
生
活
環
境
も
整
い
、
青
年
層
の
活
動
は
次
第
に
高
ま
り
昭
和
2
9年
頃
か
ら
昭
和
3
1年
に
か
け
て

社
会
体
育
も
急
速
に
普
及
し
て

一
般
大
衆
で
同
好
者
が

ス
ポ
ー
ッ
ク
ラ
ブ
を
結
成
し
始
め
青
年
団
活
動
も
盛
ん
に
な
り
、
支
部
単

位
の
動
き
が
濃
厚
に
な

っ
て
来
た
。̶

̶
中
略̶

̶

石
狩
町
ス
ポー

ッ
の
先
駆
者
と
も
い
わ
れ
る
草
野
球

ク
ラ
ブ
を
は
じ
め
青
年

団
活
動

の
活
発
化
が
石
狩
の
社
会
体
育

の
足
固
め
と
し
て
、

一
歩

一

歩
前
進
そ
の
影
響
を
も
っ
て
次
第
に
巾
広
い
普
及
が
な
さ
れ

て
い
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
、
昭
和
3
3年
に
陸
上
ク
ラ
ブ
、
野
球
、
水
泳
、
バ
レ
1
と
僅
少
で
は
あ
っ
た
が
支
部
制
を
単
位
に
各
競

技
部
を
編
成
、
ク
ラ
ブ
の
結
成
が
見
ら
れ
た
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
昭
和
三
三
年
六
月

一
一B

、

「
石狩
町
体
育
協
会
支
部
制J

が
発
展
的
に
解
消
さ
れ
て
、
改
め
て
『
石狩
町
体
育
協
会j

が
発
足
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
に
は
次
の
よ
ぅ
な
事
業
内
容
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

1

■
町
民
の
体
育
振
興
に
関
す
る
方
策
を
調
査
研
究
す
る
こ
と
。

2
.

体
育
運
動
の
ア
マ
チ

ュ
ア
精
神
を
涵
養
す

る
こ
と
。



%
七 六 五 四 三

塚 塚 塚 塚 塚
三 谷 谷 谷 谷 谷

, - 臼 日日 e 日
石 日日 日日 日

蔵 蔵 蔵 蔵 蔵

石
黒
善
次
郎

石
黑
善
次
郎

石
黒
善
次

郎

石
黒
善
次
郎

石
黒
善
次
郎

鈴
木

要

鈴
木

要

鈴
木

要

加
藤
正
男

加
藤
正
男

青
木

隆

青
木

隆

青
木

隆

中
島
常
吉

中
島
常
士
ロ

社
会

•
文
化

編

3
,

体
育
運
動
に
関
す
る
地
域
別
、
職
業
別
な
ど
の
諸
団
体
の
連
絡
及
び
指
導
を
図
る
こ
と
。

4

•
全
道
及
び
石
狩
管
内
大
会
に
対
し
、
町
を
代
表
す
る
競
技
者
及
び
役
員
を
選
出
す

る
こ
と
。

5
.

町
民
レ
クy

K
1

シ
ョ
ン
大
会
及
び
各
種
事
業
の
実
施
援
助
す
る
こ
と
。

6
‘

体
育
運
動
の
宣
伝
啓
蒙
指
導
を
図
る
こ
と
。

7

‘
体
育
運
動
施
設
の
計
画
並
び
そ
の
指
導
を
す
る
こ
と
。

8
.

体
力
向
上
に
関
す
る
研
究
調
査
す

る
こ
と
。

9

•
体
育
団
体
を
育
成
す
る
こ
と
。

1
0,

体
育
設
備
の
拡
充
。

1
1

•
そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
を
行
ぅ
。

ま
た
、
『
石狩
町
体
育
協
会j

の
歴
代
役
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

石
狩
町
体
育
協
会
歴
代
役
員

(昭
和
ー
=

军
1
昭
空
ハ
ー|ー
年)

年度

11

会長

j

副会長

1
理
»|

長

11

監

査

I

事
務
局
長
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五
九
五
八
五
七
五
六
五
五
五
四
五 五 五0 四九 四

八
四
七

m 四
五
四
四

m四 四 四
〇 A

松
浦
松
浦
松
浦
松
浦
松
浦
松
浦
若
林
若
林
若
林
若
林
若
林
若
林
中
島
中
島
中
島
中
島
中
島
中
島
中
島
石
黒
藝
次
郎

石
黒
aa

次
郎

石
黒
ロ

次
郎稔 稔 稔 稔 稔 稔

保
男
保
男
保
男
保
男
保
男
保
男
常 常
吉
常
吉
常
士
常
士
常
士
常
士

宮
野

実

i
田
光
夫

«
部
雄

宮
野

実

i
田
光
夫

部
雄

宮
野

実

4
田
光
夫

m
部
雄

宮
野

実

島
田
光
夫

m
部
雄

宮
野

実

島
田
光
夫

m
部
雄

宮
野

実

力•ロ
藤
賢
治

i
田
光
夫

宮
野

実

4*
歩
義
雄

m
戸
義
雄

金
田
方
夫

ネ
義
雄

宮
野

実

金
田
方
夫

義
雄

宮
野

実

金
田
方
夫

村
美
昭

金
田
方
夫

村
美
昭

金
田
方
夫

©
村
美
昭

池
田
幸

m
秀
正

池
田
幸

秀
正

池
田
幸

秀
正

直
江
義
雄

池
田
幸

直
江
義
雄

池
田
幸

直
江
義
雄

田
幸

直
江
義
雄

池
田
幸

中
島
常
吉

m
江
義
雄

中
島
常
吉

a
江
義
雄

中
島
常
吉

m
江
義
雄

渡
辺
渡
辺
渡
辺
渡
迈
渡
辺
泉 奥
村
奥
村
勝
部
勝
部
勝
部
勝
部

信
暴
信
善
信
善
信
善
信
善
重
男
清
作
清
作
雄 雄 雄 雄

山
本
守
司

池
由

栄

山
本
守
司

田

栄

山
本
守
司

田

栄

山
本
守
司

田

栄

山
本
守
司

田

栄

山
本
守
司

田

栄

杉
村
敏
雄

山
本
守
司

杉
村
敏
雄

本
守
司

山
本
守
司

鶴
巻
幸
作

山
本
守
司

m
卷
幸
作

小
野
田
徹
雄

土
林
実
行

ふ
野
田
徹
雄

金
田
金
田
金
田
金
田
金
田
鳴
海
池
田
池
田
池
田
高
田
高
田
高
田
川
江
川
江
川
江
山
本
山
本
山
本
山
本

稔 稔 稔 稔 稔
康
陞 陲 陞 満 満

,Y«--
満
純 純 純 洋 洋 洋 洋



栄 栄 栄 榮

金 金 金 金
田 田 田 田

稳 稔 稳 稳

六 六 六 六
= ニ 一 〇

永 永 松 松
井 井 浦 浦

利 利
# # 稔 稳

宮 宮 宮 宮
野 野 野 舒

渡 渡 渡 渡
辺 辺 辺 辺

亀 SS 亀
吉 吉 吉 吉
澤 澤 澤 澤

彰

.
池
田

彰

.
池
田

彰

.
池
田

彰

•
池
田

実

•
中
川
福
光

•
吉
永
繁
起

実

•
中
川
福
光

•
吉
永
繁
起

実

.
中
川
福
光

•
吉
永
繁
起

実

.
中
川
福
光

•
吉
永
繁
起

c

資
料¥

r

輝
け
わ
れ
ら
の
未
来J)

加
え
て
、
昭
和
五
四
年
現
在
の
同
協
会
加
盟
団
体
を
示
す
と
次
の
ょ
ぅ
で
あ
る
。

弓
道
連
盟

-

バ
ト
ミ
'-
"ト
ン
同
好
会

̶
̶

テ

-
ス
同
好
会

̶
̶

柔
道
連
盟

#
丨
|

陸
上
競
技

協
会

̶

水
泳
協
会

̶
̶

剣
道
連
盟

-

バ
レー

ボ
ー
ル
協
会

卓
球
連
盟

I

軟
式
野
球
連
盟

C

資
料¥昭

和
5
4年
版

「
石狩
町
勢
要
覧J)

社
会

-
文
化

編

三

一
七



社
会

•
文
化

編

三

一
八

主
要
参
考
資
料

石
狩
町
体
育
協
会
編

f

あ
す
に
む
か

っ
て
ば
は

た
け¥

20

周
年
記
念
誌J

石
狩
町
体
育
協
会

一
九
七
九

石
狩
町
体
育
協
会
編

『輝
け
わ
れ
ら
の
未
来
/
30
周
年
記
念
誌
』

石
狩
町
体
育
協
会

|

九
八
八

各
体
育
団
体
記
念
誌
類



第
八
章

学
芸

•
趣
味

.
娯
楽

第

一
節

文学

第一

項

序論

石
狩
町
は
北
海
道

一

の
長
流
石
狩
川
の
最
下
流
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
、
慶
長
年
間
に
石
狩
場
所
が
設
け
ら
れ
て
以
来
約
三
六

〇

余
年
の
長
い
伝
統
と
歴
史
を
も
つ
道
央
地
域
最
古
の
ま
ち
で
あ
る
こ
と
、
近
世
か
ら

「
蝦
夷
地J

を
代
表
す

る

の
主
産
地
で

あ

っ
た
こ
と
な
ど
で
広
く
に
知
ら
れ
て
き
た
。
石
狩
川
の

漁
、
明
治
期
の
石
狩
川
水
運
の
起
点
'
河

口
渡
船
場
、
川
口
の
荒
涼

た
る
景
観
と
砂
丘
を
彩
る

ハ
マ
ナ
ス
を
主
と
し
た
海
浜
植
物
、
石
狩
娃
料
理
な
ど
は
、
古
く
か
ら
こ
の
地
を
訪
れ
た
人
た
ち
の
情

感
を
湧
き
立
て
た
。
そ
し
て
、
数
多
く
の
文
学
作
品
が
生
ま
れ
た
。
慕
末
期
か
ら
今
日
ま
で
に
至
る
石
狩
を
舞
台
と
し
た
詩
歌
、

紀
行
文
、
小
説
、
随
筆
は
相
当
数
に
及
ん
で
い
る
。
知
名
の
来
訪
文
人
な
ど
の
作
品
に

つ
い
て
は
後
述
のI

覧
表
に
譲
り
、
こ
こ

で
は
ま
ず
地
元
石
狩

の
人
た
ち

の
文
学
活
動
を
概
括
的
に
記
述
し
、
そ
の
文
学
書
に

つ
い
て
後
述

の

一
覧
表
な
ど
で
補
完
す
る
こ

と
と
す
る
。

第

二
項

俳

句

一
、
道
央
俳
檀
の
拠
点
̶
尚
古
社

社
会

■
文
化

編

三

一
九



社
会

•
文
化

編

三
ニ◦

石
狩
の
俳
句
結
社

『
尚
古
社J

の
創
始
は
、
近
世
末
期
の
安
政
年
間
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
狩
鮭
場
所
の
請
負
人
で
あ

っ
た
村
山
家
七
代
目
の
村
山
金
八
郎
(俳
号
嘯
月
〕
、
勇
拂
出
稼
人
名
義
で
村
山
家
の
鮭
漁
場
を
手
広
く
経
営
し
た
十
代
目
山
田
文

右
衛
門

(徘
号
陽
山
)
、
幕
府
箱
館
奉
行
所
石
狩
詰
の
足
軽

の

谷
丑
太
郎

(
俳
号
桂
香
)
、
同
御
用
処
帳
場
番
人
の
増
川
菊
次
郎

(俳
号
渓
窵
)
な
ど
が
、
こ
の
地
に
関
係
あ
る

俳
人
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。

明
治
改
元
後
も
山
田
文
右
衛
門
は
石
狩
本
陣
取
扱
い
と
し
て
留
ま
り
、
増
川
•亀
谷
も
こ
の
地
に
居
を
定
め
た
。
ま
た
、
『尚
古

社』
会
員
の
先
人
と
し
て
は
、
井
尻
靜
藏
(俳
号
淇
水
)
、
加
藤
円
八
(俳
号
有
隣
〕
、
高
橋
浪
華
(俳
号
月
耕
)
、
宮
崎
義
光
(俳

号
旦
光
)
、
加
藤
傳
太
郎

(
俳
号
梅
童
)
、
加
藤
傳
兵
衛

c

俳
号
箕
山
)
、
佐
々
木
正
次

(俳
号
林

一
)、
村
井
省
三

(
俳
号
谿
斎
)、

平
野
及
助

(
俳
号
風
樂
)
及
び
泉
喜
兵
衛

(
俳
号
和
扇
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

有
隣
は
、
明
治
七
年
に
月
の
本
爲
山
ら
が
設
立
し
た

『俳
諧
教
林
盟
社
』
に
入
社

C

同
九
年
)
し
て
中
央
俳
壇
と
の
関
係
を
も

っ
た
。
同I

ニ
年
に
は
、
山
田
得
兵
衛

(
俳
号
窓
鶴
庵
露
蕉
)
が
小
樽
か
ら
石
狩
に
来
住
し
て

『尚
古
社
』
の
活
動
に
加
わ

っ
た
。

さ
ら
に
、
同
ニ0

年
に
は
、
月
耕
が
村
雁
か
ら
石
狩
に
移

っ
て
、r

尚
古
社』

会
員
、
石
狩
明
倫
教
会
分
院
会
員
と
な
り
、
こ
の
年

に
句
集

『
雁
木
居
月
耕j

を
編
ん
だ
。
月
耕
は
ま
た
、
元
水
沢
藩
士
で
'
樺
太
ァ
ィ
ヌ
授
産
教
師
'
石
狩
郡
若
生
町
八
幡
町
の
総

代
人
を
務
め
て

い
る
。

そ
し
て
、
藤
田
利
兵
衛

c

俳
号
以
孝
、
村
山
家

•
井
尻
家
支
配
人
、
町
総
代
人
)
、
横
山
省
己

c

俳
号I

枝
〕
、
富
田
安
宅

(俳

号
石
江
、
医
師
、
郵
便
局
長
)
ら
が
そ
の
会
員
に
加
わ

っ
て
、
前
記

の
会
員
と
と
も
に
全
国
の
句
会
に
投
句
し
た
り
、
東
京
か
ら

俳
人
朝
窓
梅
思

(
本
名
、
戸
沢
全
平
)
を
招
き
、

一
*
月
以
上
も
逗
留
さ
せ
て
句
会
を
催
し
、
選
を
受
け
る
な
ど
し
た
。

ま
た
、
同
ニ
五
年
七
月
に
は
、
『
山
田
露
蕉
古
稀
之
賀
句
集j

(
編
集
兼
出
版人

¥

東
京
市
京
橋
八
丁
堀

•
大
嶽
松
太
郎
)
が
発

行
さ
れ
た
。
こ
の
句
集
は
、
漢
詩
、
和
歌
、
情
歌
も
所
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
石
狩
市
域
の
菇
行
句
集
と
し
て
は
最
も
古
い
も



の
で
あ
る
。
こ
の
句
集
に
よ
っ
て
は
、
露
萬
が
松
前
生
ま
れ
で
あ
り
、
当
時
本
道
俳
壞
の
一
方
の
雄
で
あ

っ
た
孤
山
堂
無
外
と
交

流
の
深
か

っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
出
句
者
は

『
尚
古
社J

会
員
の

ほ
か
函
館

.
銭
亀
沢

.
志
苔

•
福
山

.
余
市

.

小
樽

•
札
幌

•
篠
路

.
江
別

.
岩
見
澤

.
厚
田

•
留
萌

.
鬼
鹿

.
利
尻

.
宗
谷
に
及
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
露
蕉
の
実
力
を
示
し
た

句
集
で
あ
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
次
に
そ
の
露
蕉
の

j

句
を
紹
介
し
て
お
こ
ぅ
。

郷
に
杖
つ
け
や
梅
い
ま
盛
り
な
り

函
館
七
十
四
齢
無
外

雪
折
れ
も
せ
す
年
経
た
る
野
梅
か
な

古
稀

露
蕉

明
治
ニ
六
年
に
は
、
会
員
に
よ
る
郷
社
石
狩
八
幡
社
大
祭
奉
額
句
会
が
催
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
初
め
て
俳
号
柳
娃
が
出
で
く
る

の
で
そ
の

一
句
を
紹
介
し
て
お
く
。

照
り
返
す
夕
日
に
暑
し
秋

の
蟬

柳
蛙

柳
蛙
と
は
伊
藤
房
次
郎
の
変
名
で
石
狩
に
住
い
し
て
い
た
井
上
傅
藏
の
こ
と
で
あ
る
。
傳
藏
は
、I

八
八
四

(
明
治I

七
)
年

一
一
月

一

日
に
勃
発
し
た

〈
秩
父
事
件
〉

の
秩
父
自
由
困
民
党
会
計
長
で
あ
り
'
同
党
で
采
配
を
振

る
っ
た
中
心
人
物
で
あ
る
。

軍
隊
と
警
察
隊
と
に
よ
っ
て
、
三
日
間
で
鎮E

さ
れ
た
そ
の
事
件
の
後
、
傳
藏
は
再
起
を
図

っ
て
潜
伏
し
た
が
、
欠
席
裁
判
で
死

刑
の
判
決
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
傳
藏
は
潜
伏
ニ
年
間
で
再
起
を
断
念
し
、
逃
亡
の
末
に
石
狩
町

(
現
大
字
親
船
町
)
に
来
て
、

変
名
で
約
ニ〇

余
年
間
居
住
し
た

(明
治
ニ〇

年
頃
か
ら
同
四
四
年
ま
で
〕。

社
会

•
文

化

編

三
ニ
ー
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こ
の
間
'
彼
は
樽
川
分
部
越
の
未
墾
地
貸
下
を
受
け
た
り
、
高
浜
ミ
キ
と
家
庭
を
持

っ
て
三
男
三
女
を
得
、
筆
耕
や
小
間
物
文

具
店
で
生
計
を
保

っ
た
。
ま
た
、
尚
古
社
員
、
八
幡
神
社
祭
典
委
員
と
し
て
町
内
名
士
と
も
交

っ
て
い
た
。
石
狩
退
去
後
は
札
幌

で

一
年
間
宿
屋
を
営
み
、
そ
の
後
野
付
牛
村

(
現
北
見
市
〕
に
移
り
、I

九I

八

(
大
正
七
〕
年
同
地
で
没
し
た
。
享
年
六
五
ォ

で
ぁ
っ
た
。

明
治
ニ〇
年
代
後
半

の
尚
古
社
は
、
社
員
が
三〇

数
名
で
、
町
有
力
者
が

ほ
と
ん
ど
参
加
し
、
句
会
な
ど
を
盛
ん
に
行
な
い
、

中
央
の
旧
派
の
宗
匠
に
選
を
求
め
る
な
ど
し
て

い
た
。
ま
た
、
同
ニ
九
年
に
は
、
大
極
殿
奉
納
天
覧
句
会
に
社
員
四
名
が
応
募
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
石
狩
俳
壇
が
誇
る
原
点
と
も
い
ぅ
べ
き

『尚
古
集
』
が
同
三
五
年
八
月

一
五
日
に
発
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
物

故
会
員I

ニ
名
を
弔
っ
て
、
能
量
寺
に
お
い
て
大
法
要
を
厳
修
し
た
時
の
記
念
事
業
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
配

題
に
よ
る
応
募
が
道
内
各
地
か
ら
沖
縄
ま
で
の
全
国
に
亘
る
も
の
で
、
三
千
五
百
三
十
八
句
•か
選
ば
れ

て
お
り
、
そ
れ
に
物
故
遺

吟
、
会
員
捧
'
連
句

一
が
加
え
ら
れ
て
編
集
さ
れ
た
四
六
判
六〇

頁
の

句
集
で
あ
る
。
そ
の
主
な
作
品
、
選
者
句
お
よ
び
天
位
選

句
お
よ
び
地
方
別
収
録
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

社
員
捧
哈

注
¥
(〕

内
は
本
名

.
当
時
の
主
な
職
業

¥ィ
め

は
我
身
に
も
あ
り
秋
の
聲

殘
さ
れ
た
こ
れ
も
果
報
か
種
糸
瓜

斯
も
ま
た
ぬ
る
-!袂
や
露
時
雨

其
時
の
噂
さ
も
出
た
り
魂
ま
つ
り

頼
母
し
き
友
や
揃
ふ
て
靈
祭

以
孝

(
藤
田
利
兵衛

¥

社
主
)

江
雪

(
高
橋
儀
兵
術¥

缶
詰
製
造
業
)

石
江

(
富
田
安
宅¥
医
師
)

若
水

(畠
山
淸
太
郎¥
漁
業

•
町
総
代
人
)

西
史

(
上
野
正¥

町
総
代
人
〕
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ニ
四

白
菊
の
花
に
は
闇
の
な
か
り
け
り

魂
祭
たV

ぬ
か
つ
い
た
斗
り
な
り

露
の
玉
轉
び
し
跡
の
光
り
か
な

傅
の
眼
に
ち
ら
つ
く
や
た
ま
祭

手
折
来
て
け
ふ
さk

く
る
や
菊

一
枝

一
人
去
り
ふ
た
り
去
に
し
て
月
寒
し

有
丈
の
意
つ
く
し
や
魂
ま
つ
り

指
を
折
る
心
の
寒
し
魂
祭

さ
ま
'

に
俤
残
る
花
火
か
な

思
い
てX

昔
か
た
る
や
袖
の
月

何
事
も
友
ま
か
せ
な
り
靈
祭

俤
の
あ
り
-
'
見
え
て
盆
の
月

窓
明
け
て
聞
は
や
郷
の
時
鳥

名
月
や
友
は
何
處
の
宿
に
ょ
む

眠
た
う
て
閉
る
眼
て
な
し
胸
の
霧

枝
離
れ
見
て
歸
り
け
り
放
し
鳥

燈
筲
や
心
神
に
も
佛
に
も

雪
に
撓
む
竹
に
書
斎
の
窓
く
ら
き

靜
里

C

岡
村靜

雄
¥

宮
司
)

池
菱

C

鎌
田
幹
六
/
呉
服
店
)

戸
方

(
中
島
房
藏/

呉
服
雑
貨
商
)

柳
蛙

(
井
上
傳
藏¥

小
間
物
文
具
店
)

桂
舟

(
加藤

一魯
¥

組
合
役
場
戸
長
)

桃
下

(
中
島
源
五
郎¥

小

学
校
長
〕

蟻
卵

C

澤
田-

-
-

)

松
®

c

飯
尾
圓
藏
/
僧
侶
)

-
-
-

_

苔
石

(
富
塚

幾
石

C

高
橋

一
精¥

穀
物
荒
物
店
〕

露
光

(
田
中
伊
勢
治¥

種
物
商
)

娥
仙

(
教
員
)

興
信

0

場
興
信
/
僧
侶
〕

東
洋

露
蕉

(
山
田
得
兵
衛
〕

松
山

黄
樹

(
横
山
順
倫¥
郵
便
局
長
)

拜
山



汲
て
来
る
水
に
も
浮
く
や
月
の
影

さ
か
え

時
鳥
月
は
端
山
に
か
く
れ
け
り

樂
山

撰
者
の
句
と
天
位
撰
句

慮
庵
對
几

(
小
樽

本
名¥

大
山

理
兵
衛

)

生
残
る
友
に
か
は
り
て
ち
る
櫻

初
花
や
き
の
ふ
は
松
の
あ
ら
し
山

東
京

太
郎
坊

月
守
庵

(
増
毛

本
名¥

井
上
淳
之
進
)

香
く
は
し
き
名
を
流
し
け
り
花
技

靜
か
さ
や
花
に
ま
と
ま
る
山
の
雲

越
後

梧
葉

六
三
舎
其
友

(
小
樽

本
名¥

布
施
市
太
郎
)

魂
祭
り
我
と
と
も

に
啼
け
き
り

す

待
ち
待

つ
て
ひ
と
夜
明
し
ぬ
郭
公

余
市

斗
南

勝
壯
庵
錦

風

(
岩
内

本
名¥

平
田
金
治
)

蜀
魂

！
樹

の
か
け
の
え
た
し
か
も

時
鳥
雲
に
も
の
そ
み
あ
る
夜
哉

瀧
川
泉

蘀

對
月
園
北
水

(
札
幌

姓
/
若
月
〕

月
澄
や
水
も
垂
る
か
と
思
は
るX

社
会

■
文
化

編

三
ニ
五



社
会

•
文

化

編

三
一I

六

名
月
や
山
は
こ
-1

ろ
の
置
處

小
樽

梅
窓

舜
庵
應
井

C

余
市

本
名
/
菊
地
友
四
郎
)

む
つ
ま
し
き
隣
同
士
の
月
見
か
な

名
月
や
露
に
靜
ま
る
草
の
風

小
撙

稲
穂

山

幸
の
舎
守
雄

(
室
蘭

本
名¥

佐
藤
守
雄
〕

清
し
て
ふ
ー
つ
を
雪
の
こ
¥
ろ
か
な

雪
の
山
並
へ
た
や
ぅ
に
暮
に
け
り

札
幌
鳳

壯

龍
洞
舎
大
道

(
厚
田

本
名¥

荻
原
泰

能
)

天
の
川
越
ゆ
れ
は
近
し
極
樂
土

淇
水
の
音
あ
り
さ
れ
と
雪
の
下

越
後

ニ
洲

不
白
軒
梅
年

(
東
京

本
姓
/
原
田
の
ち
服
部
、
通
称¥

幸
次
郎
)

名
月
や
ひ

と

夜
も

ち
き
る

秋
の
空

筆
投
畫
師
も
あ

り

と

や
今
日
の
月

陸
奥

す
み
れ

羽
洲
園

(
名古
屋

本
名
/
松
浦
九
右

'一
門
〕

誉
こ
と
葉
か
へ
や
ぅ
も
な
し
不
盡
の
山

松
撫
て
た
の
し
む
月
夜<

か
な

札
幌

長
丸

七
十

ニ
峯
庵
十

湖

(
静
岡
県

浜
松

姓¥

松
島
)

短
夜
や
さ
れ
と
た
し
か
に
夢
ひ
と

つ



風
ふ
か
は
動
か
む
雪
の
千
松
島

余
市

い
と
女

俳
禪
窟
露

城

(
大
阪

本
名¥

瀬
川
正
夫
)

一
ッ
家
へ
這
入
る
て
も
な
し
雪
の
人

花
の
影
さ
か
ま
く
水
に
靜
な
り

石
狩

戸
方

雲
居
石
芝

(
愛
知
県
岡
崎

本
姓
¥

植
田
)

月
清
し
十
人
の
居
士
の
魂
ま
つ
り

名
月
や
露
に
靜
ま
る
草
の
風

小
樽

稲
穂

山
人

地
方
別
収
録
者

一
、
道
内

石
狩

池
菱
松

仙
た

か
女

虎
渓

富
翁

苔
水
以
孝

蓬
路
翫

月

桂
月

和
扇

柳
娃

九
峰

敬
孝

東

洋

芍
堂
湖
菱

北
海

靜
里
百

喜

蛾
仙
す

女

苔
石

幾
石

露
蕉
江

雪
松
懼

露
光

ニ
渓

桂
舟

長
樂
春
子

華
水

花
木

柳
月

清
信

野
露

桃
下

花
月

半
弓

仙
風

野
鶴

秀
月

探
草

清
月

梅
女

|
渓
蟻
卵
古
鼎
戸
方
滿
丸
石
江
九

規
若
水
良
鶴

(
五
五
名
)

札
幌
如
麟

千
代

子

草
郷

南
笑

天
六

几
々

青
湖

落
傘

花
友

英
仙
馬

角

西
歸
庵
鳳

壯
西
史

喜

一

大
角
長

丸

松
月

笑
月

北
来
居

雛
の
星

と
も

本
巴c

琴
似
)

比
瓢

c

篠
路
〕

(
ニ
四

名
)

小
樽

泰
靜

銳

柳

窓
月

み
ね
を

豊
次
郎

一
筆
坊

稲
穂
山
人

秋
湖

萬
里

鱗

一

梅
窓

素
更

千
里

社
会

•
文
化

編

三
ニ
七



社
会

.
文
化

編

三
二
八

湖
秋

湖
舟

三
子
方

黝
桝
龍

道

桑
丘

其
友

C

ニ
◦
名
)

余
市

不
朽

ニ
休

如
雲

應
井
吾

春

紫
峰

巨
仙
宗

園

斗
南

雨
窓

い
と
女

一
葉

禅
笑

雲
濤

芳

水
豊
志

一
笑

(
一
七
名
〕

古
宇

藤
谷
水

月

如
酔

柳
月

寝
月

湖
洲

C

六
名
)

岩
内

初
陳

萬
逸

不
能

蔦
雨

か
ほ
る

巖
嶺

(
六
名
)

壽
都

志
月

雷
音
素

了

六
華

(
六
花
〕

露
城

S
S

後
志

水
月

二

名
)

厚
田

花
山

梅
月

器
水

抱
月

綾
風

淡
翠

花
仙

大
道

綠
村

清
音

澄
月

樂
山
雲

寄
世

千
山

人

竹
隣
渓

翠

(
I

七
名
)

浜
益

雨
橋
た

み
女

(
ニ
名
)

増
毛

一
光

(
一
名
〕

湧
別

花
山

晴
里
集

螢

清
月

萁
水
鮭

川

晴
月

其
明

花
三

花
扇

花
友

二
葉

春
和

百
蕾

(

一
四
名
〕

幌
泉
敬

雄

(
I

名
)

凾
館
歩

月

C
I

名
)

■

幾
春
別

I

峯

止
斎

扇
渓

(
三
名
)

追
分

好
風

香
風

如
風

(
三
名
)

滝
川

泉
萼
林
山

一
雅

一
哉

梅
堂

(
五
名

}



旭
川

蒼
雨

夢
物

蕉
月

花
山

(
四
名
)

近
文

鵜
村

小
笠

(
ニ
名
〕

ニ
、
道
外

陸
奥
す

み
れ

一
瓢

梅
友

鶴
舎

(青
森
〕

水
呑

(
青
森
)

(
六
名
)

岩
代

素
心

微
笑

(
ニ
名
)

常
陸

春
霞

朧
月

沈
山

c

三
名
)

武
藏

都
猿

桂
文

香
雪

素
人

(
四
名
)

東
京

南
華

水
道

人

蓼
葉

太
郎
坊

や
っ
こ

瓢
六

可
志
和

青
山

唯
一

ハ
ガ

甲
斐

雪
童

吾
友

雪
素

物
丸

美
鶴

(
山
梨
県
)

(
五
名
〕

信
濃

桂
雪

袈
月

梅
庭

吟
斎
羡

花

如
仙

C

六
名
〕

遠
江

十
寸
穂

へ
一
名
)

尾
張

雷
鼎

松
雪

石
の

舎

松
陽
斎

石
鼎

か
な
へ

孤
舟

(
七
名
)

越
後

梅
友
捂

葉

如
瓢

旭
湖

翠
柳

一
徳

旭
扇

千
翠

芙
蓉

松
翠
湖
岳

琴
志

釣
月

旭
榮
女

洲

柳
塢

花
角

梅
榮

松
暁

c

一
九
名
〕

佐
渡

可
秀
蕉

月

武
司
春

花

五
粒

和
丈

湖
畔

C

七
名
)

越
中

春
園

袋
渓

0
1

名
)

北
越

逸
馬

(
一
名
)

社
会

•
文
化

編

三
ニ
九



社
会

*
文

化

編

三

三〇

伊
勢

社
樂

(
一
名
)

京
都

猿
鹿
狗

(
一
名
)

石
見

鳥
月

c

一
名
〕

琉
球
南
壽

(
有
銘
太

郎)

(
一
名
〕

東
亭

瓢
六

(
一
名
〕

明
治
三
六
年
に
は
、
渡
辺
永
助

(俳
号
人
也
〕
が
石
狩
小
学
校
長
と
し
て
着
任
し
、
『
尚
古
社J

中
に
加
わ

っ
て
選
者
を
務
め
た
。

ま
た
、
村
山
栄
藏

(
俳
号
英
堂
〕
と
組
ん
で
'

代̶
目
井
尻
靜
藏

(俳
号
靜
濤
〕
、
小
樽
の
宇
野
稲
癉
、
札
幌
の
牛
島
藤
六
、
東
京

女
子
大
学
生
渡
辺
滋
子

(
永助
夫
人
)
な
ど
に
ょ
り

『
北
海
道
五
句
集r

『
金
波
銀
波
』
を
発
行
し
、
『
尚
古
社
』
に
新
し
い
息
吹

き
を
注
い
だ
。
さ
ら
に
、
四〇

年
に
は
人
也
、
四

一
年
に
は
英
堂
が
石
狩
を
離
れ
た
が
、r

尚
古
社
』
は
社
主
の
藤
田
以
孝
、
鎌
田

池
菱
、
飯
尾
松
僭
、
畠
山
若
水
、
成
田
痴
樂
を
中
心
と
し
て
、
小
樽
か
ら
転
任
し
て
き
た
矢
島
文
治
郎

(
俳
号
雷
庵
〕
を
加
え
、

盛
ん
に
活
動
し
た
。
選
者
と
し
て
、
巖
谷
樂
天
居

(
小
波
)、
牛
島
藤
六
の
名
が
出
て
く
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。

そ
し
て
、
『尚
古
社j

のI

時
代
を
画
し
た
の
は
、
同
四
四
年
五
月
の

r

尚
古
社
主
還
暦
祝
吟
集
』
の
発
行
で
あ

っ
た
。
そ
の
出

句
者
は
社
員
の

ほ
か
小
撙
ニ〇

名
、
函
館
ー
五
名
、
札
幌

一
一
名
、
幌
内
九
名
、
八
雲
六
名
、
江
別

•
早
来

•
仁
木
が
各
五
名
、

旭
川

•
深
川

•
市
来
知
が
各
六
名
、
安
平

•
岩
内
が
各
ニ
名
、

一
名
が
厚
岸

•
小
沢

•
夕
張

•
月
寒
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
そ
の
選

者
は
、
尚
古
社
中
四
名
と
、
道
内
の
勝
莊
庵
錦
風
、
渡
辺
人
也
、
道
外
の
花
之
本
聴
秋
、
指
頭
庵
耕
雨
、
其
角
堂
機

一
、
星
野
麥

人
、
聴
雨
窓
竹
冷
、
樂
天
居
小
波
、
そ
し
て
久
留
米
に
在

っ
た
牛
島
勝
六
で
、
同
句
集
は
鮭
の
石
狩
で
活
躍
し
、
『尚
古
社j

を
盛

り
立
て
て
き
た
以
孝
の
晚
年
を
飾
る
ま
さ
に
祝
吟
集
で
あ

っ
た
。
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ま
た
、
同
祝
吟
集
に
所
収
さ
れ
た
余
興
情
歌
之
卷
の
選
者
と
し

て
は
、
平
気
亭
朝
寝
、
東
園
池
菱
、
松
の
家
綠
、
思
安
外
史
、
篤

亭
金
升
が
当
た

っ
た
。
こ
の
祝
吟
集
発
行
後
は
、
『尚
古
社j

と
東

京
と
の
直
結
に

一
つ
の
区
切
り
が
つ
け
ら
れ
、『

尚
古
社
』
は
道
内

各
地
の
俳
壇
と
の
交
流
を
主
と
す
る
ょ
ぅ
に
な
っ
て
い
っ
た
。

大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
の

『尚
古
社j

は
、
牛
島
藤
六
、
青
木

郭
公
、
小
笠
原
洋

々
、
出
口
叱
牛
な
ど
、
道
内
俳
壇
で
活
躍
し
て

い
た
新
傾
向
の
人
々
と
の
交
流
を
強
め
るI

方
、
旧
派
の
道
外
宗

匠
か
ら
も
選
を
受
け
て

い
た
。
そ
し
て
、
同
七
年
の
開
道
五〇

年

記
念
に
石
狩
八
幡
神
社
に
奉
納
し
た
句
額
の
選
者
に
は
、
露
城
'

郭
公
、
錦
風
、
豊
水
、
ニ
軒
、
藤
六
、
叱
牛
、
十
湖
、
小
波
、
篤

塘
が
な

っ
て
い
た
。

大
正
末
期
に
な
る
と
、

の
薄
漁
で
市
街
が
衰
微
し
、
社
員
も

亡
く
な
っ
た
り
し
て
、『

尚
古
社』

は
そ
の
活
動
が

鈍
く
な

っ
た

が
、
町
長
の
坂
牛
祐
直
(俳
号
瓢
斎
)
、
石
狩
病
院
長
の
鈴
木
信
三

c
俳
号
弦
月
)
を
加
え
、
鎌
田
地
菱
を
社
主
と
し
て
ニ〇

数
名
の

社
員
に
ょ
り
、
そ
の
後
昭
和
初
期
ま
で
活
動
を
続
け
た
。

し
か
し
、
物
心
両
面
に
一
旦る

『尚
古
社j

の
柱
で
あ

っ
た
鎌
田

三
三

一



社
会

•
文
化

編

三
三
ニ

池
菱
が
昭
和

一
一年
に
没
し
、
翌

一
二
年
に
子
息
の
中
島
胡
菱
も
亡
く
な
る
と
、
『尚
古
社
』
と
中
島
家
の
関
係
は
終
わ

っ
た
。
そ

の
後
鈴
木
弦
月
が
こ
の
社
主
を
継
ぐ
こ
と
に
よ
り
活
動
が
続
け
ら
れ
た
が
、
同
家
に
は
そ
の
資
料
が
残

っ
て
い
な
い
。
矢
島
ト
メ

(
雷庵
夫
人
)
、
篠
山
清
作

(俳
号
三
徳
)
子
孫
宅
に
残
さ
れ
て
い
た
資
料
に

つ
い
て
も
、
多
く
は
散
逸
し
て
詳
細
を
記
す
こ
と

が

で
き
な
い
が
、
第
二
次
世
界
大
戦

中
期
ま
で
そ
の
活
動
は
続
け
ら
れ
て
い
た
。
幕
藩
体
制
期
末
期
か
ら
昭
和
ニ
◦
年
代
ま
で
の
約

八〇

年
間
に
亘
り
、
石
狩
文
学
史

の
中
心
を
な
し
て
き
た
の
は
、
石
狩
尚
古
社
を
主
と

し
た
俳
句
史
で
あ
り
、
そ
れ
は
鮭
に
明
け

鲑
に
暮
れ
て
来
た
石
狩
八
0
年
の
興
亡
に
通
ず
る
も
の
と
言
い
得
る
だ
ろ
ぅ
。

な
お
、
最
後
に
、
大
正
期
か
ら
昭
和
前
期
の

『尚
古
社J

主
要
社
員
名
を
列
記
し
て
置
く

(
順
不
同
、
俳
号
̶
本
名
̶
職
業
)
。

遊
水

(
佐
々
木久

治
¥

浴
場
業
.町
吏
員
)
、
芳
翠

(
杉
澤
芳
次
郎
)
、
長
江

(
江
口
信
近
/
桑
田
農
場
管
理
人
}
、
痴
樂

(
成
田
銓
吉
)
、
池
菱

(鎌
田
幹
六¥

商
業
〕
、
霞
山

(増
田見

猛
¥

僧
侶
)
、
香
城

(
末
武
爲
藏¥

小
間
物
商
)
、
嵐
月

(
林

外
三¥物

品

販
売
業
)
、
雷
庵

(
矢
島
文
治郎

¥

代
書
業
〕
、
花
蝶

C

矢
島
ト
メ¥代

書
業
)
、
江
雪
0
问
橋
儀
兵
衛
¥水
産
加

エ
商
〕
、
吟
江

(
秋
山
惣
次
郎
)
、
以
蕉

(
馬
場
興
信¥

僧
侶
)
、
湖
菱

(
中島
亀藏

¥

商
業

.
町
収
入
役
〕
、
香
園

(

紺
野
庄

太
郎
¥

運
送
業
〕
、
松
風

(堀
清
松¥

商
業
〕
、
千
洲

(
高橋
俊
介¥

洋
服
仕
立
業
)
、
北
眠

(
田
中
伍
幣
、
海
産
商
〕
、
三
徳

(
摘
山清
作
¥

古
物
商
)
、
山
石

(
岩
間
栄
八
；

T
豊
石

(
塩
原
豊
政
/
旅
館
業
)
、
露
峰

(
加藤見

雄
¥

僧
侶
)
、
瓢
斎

(
坂

牛
祐
直¥

町
長
〕
、
小
峰

(
美
勢
由
男¥

教
員
)
、
小
坡

(
松本
藤
十郎

¥

町
収
入
役
)
、
長
刀

(
瀧澤
亀
治郎

¥

町
吏
員
)
、

靜
里

(
岡
村
靜
雄
/
宮
司
)
、
松
僵

(
飯
尾
圓
藏¥

僧
侶
)
、
弦
月

(
鈴木
信
三¥

医
師¥

町
会
議
員
)
、
蕾
宵

(
花
田
和
也¥

宮
司
)
、
孤
山C

安
田
兼
藏/

町
吏
員
)
、
露
峰

(
加藤
留
之
助
〕
、
蜻
洲

(
牛島
沖
)
、
故
園

(
石
川康

¥

僧
侶
〕
、
香
兆(

佐
々

木
信
高
/
石
狩
小
学
校
長
)
、
京
花

(
寺
田
弥
三
郎¥

教
員
)
、

柳
月

(
砂
原
健
治¥警

察
官
)
、
如
佛

(
渡
辺
悟¥

僧
侶
の
ち



鉄
道
官
吏
〕
、
里
久

(
山崎

c?
)¥

石
狩
灯
台
守
〕
、
花
風

C

拜
原
佐

一¥

理
髪
業
)
、
昇
月

(
農
業
)、
悟
空

(
平
賀
成
吾¥

呉
服
店y

三
省

(
鈴
木
與
三
郎¥

町
吏
員
}
、6

水

(
佐
藤
茂
/
町
吏
員
}
、
紅
櫻

(
石
黒
幸
三
郎/

町
吏
員

•
娃
料
亭y

河
童

(
羽磨
市
太郎

¥

石
狩
小
学
校
長
)
、
壽
松

(
星
野
辰
之助
¥

建
築
業
)
、
呑
空

C

青
木¥

小
間
物
商
)
、
石
冷

(
野
田
)
、

壽
笑

(
岩
本
)
、□

□
(

武
田
三
郎¥

教
員
)

ニ
、
開
拓
農
民
俳
句
結
社
̶
彌
生
社

『
彌
生
社
』
は
、

一
八
九
四

(
明
治
ニ
七
〕
年
旧
四
月

一
五
日
に
生
振
村
に
入
殖
し
た
愛
知
県
団
体
員
に
よ
る
俳
句
結
社

で
あ
る
。
そ
の
指
導
者
は
生
振
小
学
校

の
初
代
校
長
、
中
島
源
五
郎
で
、
俳
号
が
桃
下
、
『尚
古
社J

の
幹
部
で
も

あ

っ
た
。

ま
た
、
彌
生
社
の
特
色
は
、
北
海
道
の
農
業
開
拓
期
初
期
に
お
け
る
開
拓
農
民
団
体
に
よ
る
俳
句
結
社
と
し
て
、
全
道
的
に

稀
有
で
あ
る
と

い
ぅ
こ
と
に
盡
き
る
。
温
暖
多
濕
な
愛
知
県
東
春
日
井
郡

•
西
春
日
井
郡
か
ら
北
緯
四
◦
度
圈
の
想
像
を
絶

す
る
苛
酷
な
条
件

の
地
に
移
住
し
'
原
始
林
に
挑
み
、
厳
寒
に
耐
え
、
冷
害
と
水
害
と
闘
い
な
が
ら
の
厳
し
い
開
墾
生
活
を

送
る
の
に
伴
い
、
愛
知
団
体
員
は
、
俳
句
結
社
を

つ
く
り
、
数
々
の
作
品
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
地
元
の
伏
籠
別

神
社
、
生
振
神
社
'
春
光
寺
に
献
句
額
と
し
て
奉
納
し
て
い
る
。

だ
が
そ
の
俳
句
活
動
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は一

〇

年
足
ら
ず
で
終

っ
て
い
る
よ
ぅ
で
あ
る
。
貸
付
地
を
成
墾
し
て
払

い
下
げ
を
受
け
、
自
作
農
と
な

っ
た
入
殖
者
の
団
結
は

一
応
解
か
れ
、
留
る
も
去
る
の
も
自
由
と
な

っ
た
時
期
の
こ
と
で
あ

る
が
、
指
導
者

の
中
島
校
長
が
同
三
六
年
に
石
狩
町
花
畔
村
組
合
役
場
収
入
役
と
な

っ
て
石
狩
市
街
に
移

っ
た
。
な
お
、
こ

の
時
期
が
、
同
社
の
俳
句
活
動
の
終
期
と
ほ
ぽ
重
な

っ
て
い
る
。

r

彌
生
社
』
の
活
動
は
、
春
光
寺

の
前
川
道
寛
住
職
が
献
句
額

の
作
品
を
解
読
し
、
調
査
し
て
堀
り
起
こ
す
ま
で
、
約
七

社会

•
文

化

編

三

三

一
二



三
三
四

〇

年
間
眠
り
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
前
川
住
職
は
'
「
開
墾

と
耕
作
の

日
々
の
中
で
、
疲
れ
を
押
し
て
集
い
、
ヵ
ン
テ
ラ

を
囲
ん
で
、
厳
し
いg

然
と
大
地
に
挑
む
試
練
の
姿
を
、
そ

し
て
故
郷
へ
の

切
な
い
想
い
や
、
さ
さ
や
か
な
収
穫

の
喜
び

を
詠
ん
だ

の
だ
と
思
う
と
、
深
い
感
動
が
…
」
と
述
べ

て
い

る
。
初
代
住
職

の
父
月
渓
師
が
同
郷
の
出
身
で
自
ら
開
墾
に

当

っ
た
と
い
う
こ
と

か

ら

も
、
献
句
に
籠

っ
た
心
情
が
惻
惻

と
迫

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
彌
生
社
員
の
作
品

C

抄
)
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

背
か
ら
夜
は
更
け
て

く
る
な
り
置
炬
撻

桃
下

C

中
島
源
五
郎
〕

隣
で
も
鎌
研
く
音
や
露
の
宵

同

前

更
け
て
か

ら
つ
る
べ
の
音
や
夏
の
月

探
草

(
佐
藤
安
太
郎
)

雪
は
降
お
ふ
せ
て

暮
る
野
山
か
な清

信

C

小
川
喜
平
)



雪
路
も

っ
か
て
人
住
む
山
家
か
な

滿
月
の
空

一

ば
い
に
昇
り
け
り

〔
I

三
才
の
作
〕

隣
か
ら
素
肌
み
ら
れ
つ
夏
の
月

人
の
来
て
灯
つ
け
る
や
夏
の
月

隣
ま
で
い
く
に
も
追
う
や
稲
雀

清
月

(
小
川
常
吉
〕

渡
川

C

児
島
惣
右
衛
門
〕

花
月

(
河
合
曹
重
郎
)

仙
風

C

河
合
東I

郎
)

眉
程
の
月
さ

へ
秋
の
光
り
か
な

発
泉
小
校
長

.
半
弓

(弓
削
準
次
)

風
呂
炊
く
や
午

(
馬
)
買
ぅ
た
夜

の
お
酒
盛

初
雪
を
見
て
か
ら
顔
を
洗
い
け
り

初
老
に
夕
月
寒
き
山
根
か
な

寝
た
ら
ぬ
と
い
ひ
つ
-1

更
け
て
夏

の
月

袖
す
ベ
る
風
の
か
る
さ
よ
夏
羽
織

鶏
の
築
地
を
崩
す
日
永
か
な

玄
窓

(
不
詳
)

長
樂

(
長
谷
川
鎌
次
郎
)

花
木

C

安
藤
清

一
)

柳
月

(
安
藤
安
次
郎
)

重
信

(
長井
秀
三
郎)

昇
月

(
伊
藤
兼
松
)

野
鶴

(
小
川
喜
兵
衛
)

主
要
参
考
資
料

r

石
狩
俳
壇
誌
』

前
川
道
寬

北
海
道
教
育
社

一
九
八
五

r

尚
古
集
』

北
海
道
石
狩
尚
古
社

一
九〇

ニ

前
川
道
寛

『
石狩
町
俳
句
小
史
̶
生
振
村
開
拓
農
民
の
俳
句
を
中
心
と
し
てj

石
狩
町
郷
土
研
究
会
•
生
振
村
史
編
集
委
員
会

社
会

•
文
化

編

三
三
五
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化

編

三
三
六

I

九
七
四

三
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
の

動
向

第
二
次
世
界
大
戦
後

の
町
民
文
化
活
動
で
特
記
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
主
流
を
な
し
て
い
た
俳
句
の
復
興
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
本
町
市
街
地
区
で
は
、
町
理
事
者
か
ら
官
公
吏
、
自
営
業
、
主
婦
、
青
年
に
至
る
会
員
数
約
九〇

名
と
い
ぅ
『
東

雲
会
』
が
結
成
さ
れ
た
。
そ
の
月
例
会
に
は
六〇

名
以

上
の
参
加
が
常
で
あ
り
、
当
番
者
は
出
句
の
ガ
リ
版
切
り
に
汗
を
流
し
た
。

な
お
、
こ
の
会
の
指
導
者
は

『尚
古
社j

最
後
の
社
主
で
あ

っ
た
鈴
木
信
三

(
俳
号
弦
月
)
と
高
岡
俳
句
会
の
代
表
寺
内
孝
義

(
俳

号
血
涙
堂
孝
義
)

で
あ
っ
た
。

農
村
部
で
は

『
高
岡
俳
句
会j
が
発
足
し
て
お
り
、
前
記
の
寺
内
孝
義
宅
を
会
場
と
し
て
い
た
。
こ
の
会
は
農
業
者
、
教
員
、

公
務
員
な
ど

一
〇

名
足
ら
ず

の
会
員
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
何
れ
も
句
経
歴
を
も
つ
者
に
よ
っ
て
お
り
、
農
閑
期
に
月
例
会

が
開
か
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
両
会
員
の
中
に
、
道
内
俳
句
結
社

の
同
人
と
し
て
活
躍
し
た
人
が
少
く
な
か

っ
た
。

昭
和
三〇

年
代
に
入

っ
て
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
両
会
と
も
が
活
動
を
休
止
し
、
専
ら
俳
句
結
社
で
個
人
活
動
す

る
時
代
と
な
っ

た
。
同
四
ニ
年
に
高
木
憲
了

(俳
号
白
洋
子
、
了
恵
寺
僧
侶
)
が
小
冊
子
の
句
集

『
海
潮
音
』
を
発
行
し
た
り
、
町
文
化
祭
出
陳

項
目
に

「俳
句
の
部
」
が
で
き
た
の
も
こ
の
年
で
あ

っ
た
。
町
教
育
委
員
会

主
催
に
よ
る

『
町移
動
俳
句
と
詩
歌
会J

が
開
催
さ

れ
、
石
狩
川
周
遊
と
町
内
巡
回
の
後
、
吟
行
作
品
が
披
露
さ
れ
、
懇
親
会
で
文
学
と
郷
土
の
語
ら
い
が
深
め
ら
れ
た
の
は
、
同
四
四

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
方
'
前
記

の

『
彌
生
社J

の
研
究
を
続
け
て
き
た
前
川
道

(
春
光
寺
住
職
)
は
、
同
四
九
年
に

『
石狩
町
俳
句
小
史
̶
生

振
村
開
拓
農
民

の
俳
句
を
中
心
と
し
て
̶
』
を
発
行
し
て
、
翌
年
三
月
に
北
海
道
教
育
委
員
会
石
狩
教
育
局
の
表
彰
を
受
け
た
。



ま
た
、
そ
の
後
も'

r

尚
古
社j

社
主
鎌
田
池
菱
の
膨
大
な
資
料
が
中
島
家
の
倉
に
埋
も
れ
て
い
た
の
を
見
出
さ
れ
、
そ
の
解
読
、

整
理
の
上
、『

石
狩
俳
壇
誌
一
の
労
作
が
同
六〇

年
に
発
刊
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
両
著
書
に
ょ
っ
て
、
埋
も
れ
て
い
た
石
狩
の
俳

句
活
動
史
が
脚
光
を
浴
び
た
。

さ
ら
に
、
同
五o

年
代
に
入

っ
て
か
ら
は
、
大
規
模
住
宅
団
地
の
開
発
に
伴
な

っ
て
石
狩
町
の
人
口
が
激
増
す
る
と
と
も
に
、

俳
句
愛
好
者
に
ょ
る

『
憩
吟
社j

が
発
足
さ
れ
、
笹
原
秀
藏

(
俳
号
竹
世
)
を
中
心
と
し
て
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

第
三
項

短
歌

第
二
次
世
界
大

戦
以
前
に
は
、
千
葉
宏
平
'
白
川
祥
之
助
、
羽
賀
三
郎
な
ど
が
短
歌
結
社
の
歌
誌
で
活
躍
し
て
い
た
と
い
わ
れ

る
が
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
長
谷
川
嗣

(
生振
村
)
は
、
庁
立
札
幌
第
二
中
学
校
在
学
中
の
大
正

一〇

年
か
ら
短
歌

•
創

作
活
動
を
活
発
に
始
め
、
校
誌
の
其
中
会
報
に
三
行
歌
を
発
表
、
札
幌
短
歌
会
に
も
出
詠
し
た
。
ま
た
、
同

一
ニ
年

の
『
婦
人
界j

I

月
号
に
次
の
歌
を
出
詠
し
、
若
山
牧
水
選
の
選
外
佳
作
歌
と
な

っ
て
い
る
。

さ
は
や
か
に
ポ
プ
ラ
木
立
の
見
ゆ
る
か
な
秋
の
さ
や
け
き
日
の
光
受
け

(一

七
オ
の
作
〕

こ
の
ほ
か
で
は
、
短
歌
は
町
内
発
行
の
小
学
校
記
念
誌
や
青
年
会
な
ど
の
会
報
誌
で
散
見
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大

戦
直
後
の
昭
和
ニ〇

年
代
に
は
、
文
学
サ
ー
ク
ル
誌
の

「ま
こ
と
』
、
『
石狩
文
学j

に
南
部
秀
夫
、
入
野
誉
、

沖
本
澄
洋
、
佐
藤
信
男
、
紫
摩
子
、
千
葉
宏
平
、
奈
良
川
太
郎
、
野
坂
楓
葉
、
福
田
百
合
子
、
福
田
和
子
、
三
木
山
穣
が
出
詠
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
南
部
秀
夫

(
田
中
実
)
は
、
復
活
し
た
北
海
道
新
聞
歌
壇
に
出
詠
を
続
け
た
。

同
三o

年
代
に
は

町
広
報
に
坪
川
美
智
子

(
花畔
〕

の
短
歌
が
所
載
さ
れ
た
。

同
四〇

年
代
初
頭
か
ら
は
藤
寥
子

C

安
藤
良
子
〕
の
活
動
が
目
だ
ち
、
道
新
歌
壇
で
四

一
年
上
半
期
秀
作

(
小
田
觀
螢
選
)
に

社
会

•
文
化

編

三
三
七
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三
八

選
ば
れ
、
さ
ら
に

『
婦人
公
論
』
短
歌

C

宮
柊
ニ
選
〕
で
上
位
入
選
を
続
け
、
四
八
年
に
は

『
道
歌
人
会
』
お
よ
び

『
原
始
林
』

の
両
方
で
第
二
位
に
入
賞
し
て
い
る
。

ま
た
、
町
文
化
祭
に
は
中
村
悦
子

(
原
始
林
〕、
大
村
嘉
子

(
新凍
土
•潭
)
な
ど
が
出
展
し
、
町
人
ロ
の
増
加
と
相
ま
っ
て
短

歌
愛
好
者
も
増
え
て
き
た
。

五〇

年
代
に
入
る
と

『
石狩
文
芸
同
好
会
』
、
『憩
の
家
短
歌
会
』
、
『
石狩
短
歌
会J

が
発
足
し
、
歌
歴
の
長
い
人
か
ら
初
心
者

ま
で
の
会
員
に
よ
る
短
歌
活
動
が
盛
ん
に
な

っ
た
。
道
内
外
の
短
歌
結
社
会
員
も
加
わ
り
、
作
品
の
質
的
向
上
も
著
し
く
、
会
誌

の
ほ
か
個
人
歌
集
も
後
述
の
と
お
り
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
。

な
か
で
も
大
森
亮
三

c
花
川
南
)
は
、
結
社
氷
原
幹
部
同
人
と
し
て
旺
盛
な
作
歌
活
動
を
続
け
、
近
傍
の
防
風
林
の
風
物

C

ャ

チ
ダ
モ
を
主
と
し
て
)
を
、
北
の
風
土
に
生
き
る
も
の
の
象
徴
と
見
据
え
、
歌
集
名
も
樹
に
ち
な
む
ほ
ど
の
執
心
を
示
し
て
い
る
。

千
田
す
え
の
は
、N

H
K

学
園

『
短
歌
往
来
』C

岡
井
隆
選
)

の
秀
選
を
得
、
小
歌
集
も
発
刊
し
て
い
る
。

ま
た
、
石
狩
町
出
身
の
歌
人
と
し
て
は
、
高
橋
忠
吉
、
横
田
庄
八
な
ど
が

い
る
。
花
畔
村
が
生
地
の
横
田
庄
八
は
歌
歴
が
長
く
、

歌
集
も
発
行
し
て
い
る
。
そ
の
略
歴
と
生
地
の
推
移
を
歌

っ
た
作
品
を
次
に
抄
録
す

る
。

横
田
庄
八

(
よ
こ
た
し
ょ
ぅ
は
ち
)

明
治
三
八
年
二
月

一
五
日
、
花
畔
村
に
生
ま
れ
る
。
昭
和
五
年
に
徳
島
中
で
教
壇
に
立

っ
て
以
来
、
札
幌

一
中
教
論
を
経
て
、

昭
和
三
ニ
年
に
栗
山
高
校
長
を
務
め
る
。
ま
た
、
釧
路
、
札
幌
北
斗
の
高
校
長
を
歴
任
し
た
教
育
界
の
先
達
者
。
歌
歴
と
し
て
は

『
原
始
林
』
『
橄欖
』
同
人
。
札
幌
市
新
琴
似
短
歌
会
長
と
な
り
、
札
幌
刑
務
所
篤
志
面
接
委
員
と
な
り
、
短
歌
を
指
導
も
し
た
。

歌
集

『
は
ま
な
す
の
丘J

C

昭
和
五
四
年
)
'
『
遮
断
緑
地J

C

同
五
七
年
)
、
『
森
林
浴
』
(
同
六〇

年
)

、
評
伝

『
思
い
出
の
島
木
健



作J

(
同
五
七
年
〕
な
ど
が
あ
る
。

故
郷
石
狩
町
に
寄
せ
る
思
い
と
眼
ざ
し
は
温
か
く
、
了
恵
寺
境
内

(
花
川
南
ニ
条
五
丁
目
〕
に

『
六
畜
謝
恩
碑
』

の
碑
が
建
立

(昭
和
五I

一
年
ニ
ー
月
六
日
〕
さ
れ
て
お
り
、
次
の
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

ふ
る
里
の
家
の
庭
べ

に
相
寄
り
し
深
き
え
に
し
を
思
い
出
で

つ
つ

ま
た
、
歌
集
か

ら
、
「
石
狩
湾
新
港
と
遮
断
緑
地
」

の
作
品
を

抄
録
す

る
と
次
の
ょ
ぅ
で
あ
る
。

石
狩
湾
新
港1

入
船
ま
で

(
昭
和
四
九
年
〜
五
六
年
の
作
品
抄
)

砂
の
丘
越
ゆ
れ
ば
碧
く
広
が
れ

る
少
年

の
日
の
わ
，か
日
本
海

展
望
台
上
円
形

の
方
位
板
西
海
上
に

ナ
ホ
ト
ヵ
を
指
す

岸
に
寄
る
波

一
ど
こ
ろ
静
か
な
り
東
防
波
堤
沖
に
延
び
ゆ
き

新
港
を

め
ぐ
る
利
害
を
思
は
な
く
夕
べ
な
ご
め

る
海
に
向
へ
り

砂
を
掘
り
美
田

こ
な
せ
し
人
び
と
も
工
場
の
建
つ
を
い
ま
抗
は
ず

エ
ノ
コ
ロ
草
風
に
吹
か
る
る
道
の
へ

に
離
農

の
碑
建
て
り
石
新
ら
し
く

後
背
の
無
人
地
帯
に
は
じ
め
て
の
工
場
建
て
り
地
を
広
く
占
め

新
港

の
成
り
行
く
遅
速
は

か
ら
れ
ず
秋
空
に
機
械
音
は
遠
く
聞
え

て

第
一
船
入
港

(
昭
和
五
七
年
の
作
品
抄
)

石
狩

の
浅
き
砂
浜
に
良
港
を
築
か
む

と
し
て
経
に
し
十
年

土
地
を
売
り
農
を
や
め
し

は
開
港
を
日
に
け
に
待
て
り
殊
に
老
い
し
は

小
樽
港
は

か
く
も
近
き
か
視
界
に

入
り
し
レ
ィ
-一
ャー

号
の
船
脚
早
し

社
会

.
文
化

編

三
三
九



社
会

■
文
化

編

三
四〇

黒
き
巨
体
は
貨
物
船
な
れ
ど
も
装
ひ
て
双
眼
鏡

の
視
界
に
入
り
ぬ

未
完
成
の

I

部
開
港
と
言
ひ
な
が
ら
誰
も
が
峠
を
越
せ
り
と
思
ふ

高
橋
忠
吉

C

た
か
は
し
ち
ゅ
ぅ
き
ち
)

明
治
三
三
年
四
月
五
日
生
ま
れ
。
昭
和
ニ
四
年
没
。
明
治
三
五
年

一
家
が
現
上
川
管
内
富
良
野
町
の
鹿
討
農
場
に
移
住
。
大
正

八
年
に
小
田
観
螢
に
作
家
の
指
導
を
受
け
、
『
新
墾
』
『
潮
音
』
に
入
社
。
昭
和
ー
三
年
『新
万
葉
集
』
に
五
首
登
載
さ
れ
る
。
ニ

一
年
『
潮音
』
四
月
号
に
論
文

「
中
道
の
自
覚
」
を
発
表
。
ニ
ニ
年

『
潮
音
』同
人
と
な
る
。
喉
頭
結
核
で
没
し
た
。
遺
歌
集

『
地

温J

が
あ
る
。
三
六
年
八
月

一
八
日
、
中
富
良
野
町
弘
照
寺
裏
に
次
の
歌
碑
が
建
立
さ
れ
た
。

日
を
撰
び
種
子
を
斎
ひ
て
蒔
く
今
日
や
十
勝
七
峰
か
す
み
て
見
え
ぬ

主
要
参
考
資
料

北
海
道
文
学
館
編

『
北
海
道文
学
大
事
典
」

北
海
道
新
_&

一
九
八
五

第
四
項

詩

石
狩
町
出
身
者
の
詩
人
富
樫
酋

一
郎
が
戦
前
戦
後
の
道
詩
壇
で
活
躍
し
た
(
後
述
)。
昭
和
ニ〇

年
以
降
で
は
詩
集
『母
な
る
川j

を
発
行
し
た
吉
田
繁
雄

(
親
船町

¥

漁
業
協
同
組
合
長

•
町
議
会
議
長

•
道
議
会
議
員

•
初
代
町
文
化
協
会
会
長
〕
が
石
狩
町
の

風
土
を
踏
ま
え
て
、
石
狩
川
の
汚
濁
防
止
活
動
、
文
化
振
興
に
盡
力
し
、
多
く
の
実
績
を
挙
げ
た
。

同
四0

年
代
か
ら
は
、
石
狩
画
廊
主
の
漩
井

一
夫
が
異
色
の
詩
画
集
を
相
次
い
で
出
版
し
て
い
る
ほ
か
、
詩
歴
の
多
い
村
上
抒



子
、
版
画
家
で
も
あ
る
大
島
龍
、
東
京
の
女
性
詩
誌
ラ
.
メ
ー
ル
会
な
ど
に
所
属
す
る
桑
原
美
由
紀
お
よ
び
吉
田
洋一

(

花
畔
〕

な
ど
が
活
動
し
て
い
る
。

特
記
す
る
こ
と
は
、
現
代
詩
愛
好
者
に
よ
る

r

北
ノ
朗
唱
い
し
か
りj

c

会
長
/
飯
尾
円
仁
)
が
、
同
五
八
年
か
ら
厳
冬
の

二
月

に
道
内
外
の
詩
人
を
招
き
、
町
内
詩
愛
好
者
を
交
え
た
自
作
詩
の
朗
唱
、
講
演
'
交
流
の
集
い
を
開
催
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
田
村
隆

I
、

吉
増
剛
造
、
吉
原
幸
子
、
高
橋
睦
郎
、
安
西
均
な
ど
著
名
詩
人
が
参
加
し
、
全
道
か
ら
の
聴
衆
者
も

一

〇
〇

人
に
及
び
、
町
の

ユ
ニー

ク
な
文
芸
催
し
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
詩
人
と
し
て
、
ま
た
教
育
者
と
し
て
道
外
で
活
躍
し
て
い
る
石
井
昌
光

c

後
述
)
は
本
町
出
身
者
で
あ
る
。

参
考

寓
裡
酋

I

郎

(
と
が
し
し
ゅ
ぅ

い
ち
ろ
ぅ
〕

〔
I

九
◦
九

c

明
治
四
ニ
〕
年
三
月
ニ〇

日
〜

一
九
七

一
(
昭
和
四
六
)
年
四

月

̶

〇

日U

詩
人
。
石
狩
町
大
字
八
幡
町
高
岡
生
ま
れ
。
父
は
延
次
郎

で
漁
業
。
本
名
は
定
雄
。
小
学
校
在
学
中
教
師
で
あ

っ
た
ァ
ラ
ヲ
ギ

派
の
歌
人
千
葉
宏
平

C

高
岡
小
学
校
校
長
等
を
務
め
た
。
町
内
各
小
学
校
に
約
三o

年
間
在
職
〕

の
文
学
的
影
響
を
受
け
る
。

一

九
三〇

(
昭
和
五
)
年
亀
山
行
男
ら
と
詩
誌

r

か
が
り
火j

(

昭
和
六
年

「
北斗
文
芸
』
と
改
題
〕
を
創
刊
、
編
集
人
と
な
る

(
筆

名
富
樫
嵯
多
男
)
。

こ
の
こ
ろ
竹
内
て
る
よ
、
草
野
心
平
ら
と
交
流
、
ま
た
喜
多
幸
章
ら
の
農
民
運
動
に
参
加
し
、
南
空
知
地
方
で
活
動
し
た
。

詩
作
品
に
は
ァ
ナ
キ
ズ
ム
的
影
響
が
濃
い
。

I

九
三
ニ

c

昭
和
七
〕
年
長
野
唯
史
、
枯
木
抗
三

c

虎
夫
〕
ら
と

『

詩
宗
族j

を

創
刊
し
て
主
宰
、
編
集
発
行
人
と
な
る

(
筆
名
/
川
淵
酋

I

郎
)
。
な
お
'『
か
が
り
火』

i
r

北
斗
文
芸j

i
r

詩
宗
族j

と
通

社
会

•
文
化

編

三
四

一



社
会

•
文
化

編

三
四
ニ

巻
し
て
、
同
誌
は
第
五
卷
第
四
号
で
終
刊
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
お
け
る
作
品
は
東
洋
的
ア
ナ
キ
ー
ズ
ム
や
戦
闘
的
ヒ

ュー

マ
ー

1

ズ
ム
を
詩
精
神
の

基
調
と
し
、
民
衆
誌
派
の
方
法
的

産
を
止
揚
し
た
本
道

の
代
表
的
な

プI!

レ
タ
リ
ア
詩
誌
で
あ

っ

た
。一

九
三
五

(
同
一〇

〕

年I
I

月
、
治
安
維
持
法
に

ょ
り
検
挙
さ
れ
、
執
筆
停
止
と
な

っ
た
た
め
そ
れ
が
終
刊
と
な
っ
た
。
以

後
、
電
気
技
術
者

と
し
て
敗
戦
を

迎
え
る
。

|

九
四
六

(
同
ニ
ー
〕
年
更
科
源
藏

'
渡
辺
茂
ら
の
詩
誌

『
野
生J

同
人
と
し
て
執

筆
を
再
開
、
淺
井
十
三
郎
ら
の

『
詩
と
詩
人
』

に
も
参
加
し
た
。
さ
ら
に
、I

九
五
八

(
同
三
三
年
〕

に
は
藤
田
光
則
と

『月
刊

詩
評
』
を
、
翌
年
河
邨
文

I

郎
ら
と

『
核
』
を
創
刊
し
た
。

ま
た
、I

九
五
五

(
同
三〇

)

年
に
は
詩
集

『
ォ
ホー

ッ
ク
の
意
志
』

を
楡
書
房
か

ら
出
版
し
た
。
そ
の
詩
は
抑
圧
さ
れ
た
思

想
を
憂
ぅ

つ
な
心
象
に
沈
静
さ
せ
て
特
異
な

風
格
を
示
し
、
鮭
と
石
狩
の
海
浜
か

ら
ォ
ホ
ー
ッ
ク
海
へ
の
潮
流
が

そ
の
底
辺
か

ら

離
れ
な
か

っ
た
。
没
後
友
人
ら
の
編
集
に

ょ
り

『富
樫
酋
有
郎
詩
集J

(北
書
房¥

一
九
七
ニ
)
が
出
版
さ
れ
た
。

他
に
児
童
文
学

、
市
町
地
方
史

(
『
夕張
市
史J

、

『
虻
田
町
史J

な
ど
〕
の
共
著
が
多
い
。

作

品

鮭

D

雲
く
ろ
く

£

く
吹
雪
ぅ
な
り
斜
に
お
そ
い

疾
風
は
海
面
に
突
込
む



波
浪
は
天
に
咆
え

怒
涛
が
歯
を
な
ら
し
て
た
ち
あ
が
り

ど
す
黒
い
海
を
叩
き

飛

を
ひ
き
ち
き
り

宙
天
に
し
わ
ぶ
く

そ
の
深
海
に
ぅ
づ
く
ま
り

鮭
は
耐
え
る

潮
流
は
矢
を
き
っ
て
遠
く

オ
ホ
ー
ッ
ク

海
を
北
へ

泡
沫
を
捉
え

後
方
に
渦
を
ま
き

さ
ら
に
北
へ

そ
の
な
か
に
鮭
は
耐
え
る

海
底
深
く
身
を
潜
め

遠
く
南
の
河
へ

清
冽
な
淡
水
を

社

会

.
文
化

編

三
四

三



社
会

■
文
化

編

三
四
四

澄
み
透
る
せX

ら
ぎ
を

お
も
い

母
の
島
を

え
が
き

黒
く
鍾
の
ょ
ぅ
に

同
族
と
と
も

に
背
を

な
ら
べ

深
く

深
く

底
に

は
じ
い

つ
と
耐
え
る

。

詩
集

『
ォ
ホ
ー
ッ
ク
の
意
志
』

(
楡
書
房
〕

ょ
り
。

浜
風

(
未
発
表
)

真
正
面

の
風
は

コ
ー

ト
の
す
そ
を

飛
ば
し

か
わ
い
た

砂
を

く

ぼ

ま

せ

て

足
を

は
こ
ぶ

ハ
マ
ナ
ス
が

背
を

か
が
め

残

っ
た
恭

い
實
を

ふ
る
わ
せ

る

海
に

む
か

っ
て

立
つ

ひ
と
の
顔
に

し
ぶ
き
が
飛
び

雲

っ
た
空
に



ひ
とX

き
光
線
が

走
る
と

海

の
色
が

そ
の

ひ
と
の
顔
に
は

り

つ
い
て

青
い

ぼ
く
は

こ
の
浜
で

少
年

の
日
の

遠

い
歓
喜

と

骨
灰

と
を

ひ
ろ

わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。

注
/
長
谷
川
飼c

町
出
身
詩
人
、
死
去
)
稿
に
ょ
る
。

主
要
参
考
資
料

『
北
海
道大
百
科
事
典
』
下
巻

北
海
道
新
聞
社

I

九
八I

北
海
道
文
学
館
編

r

北
海
道
文
学
大
亊
典
』

北
砠
罾
新
聞
社

一
九
八
五

石
井
昌

光

(
い
し
い
ま
さ

み
つ
)

詩
人
。
明
治

四
四
年
五
月

ニ
四
日
、
石
狩
町
に
生
ま
れ
る
。
小
、
中
学
校
は

旭
川
。
早
稲

田
大
学

国
文
科

卒
。
宮
城
学
院
女
子

大
学
長
を
経
て
定
年
。
昭
和
四
年
か

ら
五
年
旭
川
の

詩
誌

r

裸j
r

不
死
鳥j

『
風
に
の
っ
てj

な
ど
に

江
夢
愛

の
ベ
ン

ネー

ム
で

詩
作
品
を
発
表
。
詩
集

『紙j
『

ヘ
ン

リ
とh

ル
ザ
の
愛
の
物
語j

『
祝
婚
歌J

、

評
論
集
に

「
情
熱

の
詩
人
土
井
晚
翠J

、

校
訂
に

『晚
翠
詩
抄
』

(
岩
波
文
庫
〕

が
あ
る
。

社
会

•
文
化

編

三
四
五



社
会

•
文
化

編

三
四
六

主
要
参
考
資
料

北
海
道
文
学
館
編

『
北
海
道文
学
大
事
典
』
北
海
道
新
聞
社

I

九
八
五

第
五
項

小
説

•
記
録
文
学

•
随
筆

•
童
話
等

I

九
四
五

C

昭
和
ニo

)

年
以
前
の
作
品
は
、
も
っ
ぱ
ら
各
団
体
発
行
の
会
報
誌
な
ど
で
散
見
さ
れ
る
ほ
か
に
、
特
筆
す
る
も

の
が
見
当
た
ら
な
い
。

同
ニ
◦
年
代
に
は
町
内
で
結
成
さ
れ
た
文
芸
サI

ク
ル
の
誌
上
に
田
中
実
、
奈
良
広
利
な
ど
に
ょ
る
習
作
が
あ
り
、
三〇

i

四

〇

年
代
に
は
小
西
茂

(
花
畔)

が
小
説
を
私
刊
の
小
冊
子
で
発
表
し
た
り
、
吉
田
繁
雄
、
田
中
実
、
安
藤
良
子
な
ど
が
道
内
の
各

誌
や
新
聞
紙
上
に
、
随
筆
な
ど
を
少
な
か
ら
ず
載
せ
て
お
り
、
ま
た
、
川
柳
で
石
狩
次
郎
'
船
木
兼
蔵
が
新
聞
紙
上
で
活
躍
し
て

い
る
。

五
◦
年
代
に
な

っ
て
町
文
化
協
会

の
活
動
が
本
格
的
に
な
る

と
、
前
述

の
と
お
り
短
詩
型
文
学
を
主
と
し
た
文
芸
活
動
が
活
発

と
な

っ
た
が
、
小
説
で
は

三
浦
利
晴
、
随
筆
で
は
久
保
田
け
い
、
小
田
桐
清
美
、
田
中
実
な
ど
に
ょ
る
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
童
話

で
は
鈴
木
ト
ミ
ユ

(
花
畔
団
地
〕
が
同
五
五
年
に
町
郷
土
研
究
会

の
会
誌
に
初
め
て
作
品
を
載
せ
た
。
鈴
木
は
そ
の
後
、
相
次
い

で
童
話
集

(
後
述
)
を
発
刊
し
て
い
る
。
文
学

I

般
で
は
、
前
川
道
寛
、
駒
井
秀
子
、
大
野
忠
夫
、
黒
田
晶
子
、
吉
本
愛
子
、
福

田
佐
市
な
ど
が
作
品
を
発
表
し
て
い
る

(
後
述
参
照
〕
。

ま
た
、
最
近
で
は
各
文
学
賞
受
賞
作
家
の
土
居
良

一
が
町
内

(
花
川
北
)
に
転
居
し
て
、
旺
ん
な
文
筆
活
動
を
続
け
て

い
る
。



さ
ら

に
、
異
色
の

町
出
身
作
家
で

あ
る
畠
山
清
行

(
東
京
都
〕

は
、
埋
蔵
金

、
秘
宝

関
係
の

作
家

.
研
究
者

と
し
て
第
一
人
者

で
あ
り
、
著
作

も
多
い

。
同
氏
は

合
わ
せ
て

秘
録

各
分
野
で

も
活
躍

し
、
そ
の
著
編
書
は

三〇

冊
余
に

よ
る

(
後
述
参
照
〕
。
な
お
、

兄
の
畠
山
清
身
も

『
荷
風
研
究

.
文
明

』
、
『
世
界
文
庫
』

に
小
説
を

発
表

し
て

い
る
作
家
で

あ
る
。

第
二
〜
五
項
関
係
付
表1

害

名

オ
ホー

ツ
ク
の
意
志

富
極
酋
窀
郎
詩
集

母

なる

川

花

鋏

その

旅立

鷗

と

灯

台

青
春¥

ハ

マ
ナ
ス
の
花
の
こ
と
等

潮騷
¥

石
狩
画
廊
四
季

あ
れ
か
ら
/
旅
立

海
の
詩
集
/
北
海
道

沿
岸I

周

同

前
/
日
本
国
沿
岸I

周

海
鳴
り
/
続
石
狩
画
廊
四
季

石
狩
町
出
身
者

•
居
住
者
の

主
な
文
学

一
覧

〔
I

九
四
五
年

丨I

九
八
八
年
〕

著

編

者

発
行
年

発
行
所

富

樫

齒

春
郎

一
九
五
五

雪

房

吉村

同田上同

濉
井

同同同同同同

前繁抒前一
前前前r前前前

一
九
七
ニ

北

1
0
房

雄

同
前

雪

書
房

子

一
九
七I

北

書
房

I

九
七
六

裸
族
詩
社

夫

I

九
六
七

私

刊

I

九
七〇

I

九
七
四

一
九
七
六

一
九
七
八

一
九
八〇

一
九
八
四

同同同同同同

前前前前前前

備

詩
集

.
出
身

同

前

同
前

•
出
身

同

前

同

前

同

前

同

前

同

前

同

前

同

r

同

前

同

前

考

社
会

•
文
化

編

三
四
七



社
会

•
文
化

編

三
四
八

海

の
詩
集¥

フ

ラ
ン
ス

海
岸
め

ぐh

鍊夢

詩篇

父
の

墓
碑
銘

地

温

北

の

挽歌

亜

寒

樹

樹

の
ご

と

く

樹

響

は
ま
な
す

の
丘

遮断

緑地

森

林

浴

静

酔

い
し

か

り

川

い
し

か
り川

¥

第
二

集

い
し

か
り
川
/

第
三
集

同

¥
第

四
集

同

¥

第
五
集

同

¥
第

六
集

花

畔

花
畔

㈡

同

前

一
九
八
七

同

前

同
前

大

島

龍

一
九
七
八

ウ
ラ

ヌ
ス
研

合
同
詩
集

大森

亮

三

一
九
七
ニ私刊

詩集

高

橋忠吉

一
九
六
五樹

氷

社

歌
集

.
出身

大

森亮

三

一
九
七
六私刊

同前

同

前

一
九
七
九

短
歌

新
聞
社

同

前

同

f-

一
九
八
ニ

同

#-

同

H
r

同

前

一
九
八
五

同

前

同前

横

田

庄八

一九

七
九

原始林

社

同
前

•
出
身

同

前

一
九
八
ニ

札
幌
白
楊
社

同

前

同

IU

一
九
八
五
み

や
墨

房

同
前

千

田

すえの

一九

七
八私

刊

同前

石

狩

文
芸

同
好
会

一
九
七
六

石
狩
文
芸

同
好
会

合
同
作
品
集

同

前

一
九
七
八

同
前

同
前

同

H
U

一
九
七
九

同前

同前

同

#-

ーガ八ー

同

#-

同

前

同

前

一
九

八
三

同
前

同
前

同

前

一
九

八
五

同
前

同
前

憩
の

家

短
歌

会

一
九

八
◦
憩
の

家
短
歌

会

合
同

歌
集

同

mf

一
九

八
四

同

前

同
前



新石海白

港狩

潮

音

>
小

鳩
E

狩
俳
句
小
史

石

狩

俳
壇

誌

陸
軍
中
野
学
校

秘
錄
陸
軍
中
野
学
校

足
も
と

に
あ
る

か
も
知
れ
な
い

宝
の
話

日
本
の
埋
蔵
金

(
上
•
下
)

眠

っ
た
ま
ま

の
埋
蔵
金

新

•
日
本
の
埋
蔵
金

日
本
の
諜
報

(
三
巻
)

何
も
知
ら
な
か

っ
た
日
本
人

谷川の

夢

茨
戸
川
の

ほ
と
り

町長

喃

々

カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア

石

狩

短歌

会

沖
野
和
子

•
福
田
喜
代
子

高

木

白

羊

子

福

島
嚴

柳

前

川

道

寛

同

前

畠

山

淸

行

同

前

同

前

同

前

同

前

同

前

同

前

同

前

久
保

田

け

い

同

前

小

田

桐

清

美

一
九
八
七

石
狩
短
歌
会

一
九
八
五

土
筆

の
友
社

九
六
七

高
木
憲
了

九
八
五

北
海
道
川
柳
研
究
会

九
七
四

石
狩
町
郷
土
研
究
会

九
八
五

北
海
道

教
育
社

九
六
六

サ
ン
ケ
イ
新
聞
出
版
局

九
七

一

番
町
書
房

土

居

良

九
六
八

九
七
三

九
七
六

一
九
七
九

九
七
五

九
七
六

九
八〇

九
八
六

九
八〇

毎
日
新
聞
社

番
町
書
房

青
春
出
版
社

番
町
書
房

同

前

靑
春
出
版
社

私
刊同

前

同

前

同

前

同

前

句集

i

刀

相

句
史

•
出
身

同

前

出
身

ニ
代
町
長
皇
山
清
太
郎
の
子

息
。
著
編
書
は
約
三〇

冊
あ

る0

九
七
九

講

談
社

小

説

随

筆

随
筆

-
俳
句
文
集

第

一
回
群
像
新
人
長
編
小
説

社
会

•
文
化

編

三
四
九



社会

•
文化

編

三
五〇

島狩夜

影野界

同同

前前

同

前

サ
ヶ

と
わ

か
も

の

鹿

と

サ
ヶ
と

水
の

神

さ
ま

月

へ
い
っ
た
女
の
子

い
し

か
り
む

か
し
は

文
芸
作
品
で

綴
る
石
狩
三
百
年
史
(稿
〕

石
狩
八
幡
物
語

ア
ー
チ

H

リ

I̶

と

私

石
狩

の
空
襲
を
語
り

つ
ぐ

石
狩
空
襲
の
思
い
で

い
の
ち
に
優
し
く
̶
あ
る

昭
和
女
性
史

鳥
た
ち
を
め
ぐ
る
冒
険

鳥
た
ち
の
四
季

石

狩

文学

鈴

木
同

前

r

鈴

木

九
八〇

九
八
ニ

同同

前前

九
八
四

河
出
書
房
新
社

北
海
道
出
版
企
画

セ
ン

H

一
九
八
三

一
九
八
四

一
九
八
六

タ

ー同同

前前

ェ編

一九

八
七

石

狩

町

田

中

實

大野

忠夫

小

木

栄憲

石

狩

町

郷
土

研

究
会

中

村

秋

雄

駒

井秀子

w
,
H

■
バ

ド

ス

黒

田

晶子

訳

口
ジ

ャ1
*

ラ
ウ

グ

a
I

ブ

黒

田

晶子

訳

石

狩

文
学

期
成

会

同
前

石
狩
町
文
化

協
会

一
九
七
五
私

刊

一
九
八
三

同

前

一
九
八
七

石
狩
町
郷
土
研
究
会

同前

私刊

一
九
八
八

北
海
道
女
性
史
研
究
会

一
九
七
七

講
談
社

第
八
四
回
芥
川
賞
候
補
作

小
説

小
説

.
第
一
九
回
北
海
道
新

聞
文
学
賞

童
話同

前

同

前

児
童
版
画
作
品
集

•
第

I
0

回
道
青
少
年
科
学
文
化
振
興

賞f

意
詩
香
里J

記
録
文
学

同

前

同

前

同

前

同

前

訳
者
は
町
居
住
者

九
八
五

T
B
S

•
プ
リ
タ
ニ
力

九
五I

石
狩
文
学
期
成
会

文
芸
総
合
誌



北
海

*
教
師
の
旗
四
十
三
年

斉
藤

全

一
九
七
七

一光

社

な
お
、
町
出
身
の
詩
人
、
教
育
家S

井
昌
光

の
詩
集
、
評
論
集
等
に

つ
い
て
は
調
査
中
で

あ
る
。

第
二

〜

五
項
関
係

付
表

2
¥

石
狩
が

描
か
れ
て

い
る
主
な

文
学

書
一
踅

元
発
泉
小

•
志
美
小
の
校
長

(
在札
幌
〕

〔
石
狩
町
出
身
者

と
同
居
住
者

関
係
を

除
く
。

I

九
八
六
年
発
行

ま
で
。,̶,

H

小
説

•
随
筆

•
紀
行
文

•
そ
の
他

害

名

能
の

嘯

蝦
夷
地
は
歌
ふ

有
島
武
郎
全
集
第
三
卷

石

狩

石

狩

川

石

狩は

懐

く

勤

王

届出

味

覺

極樂

新
日
本
名
所
案
内3

s

狩
平
野

(
上
•
下
)

流
浪
の
手
記

河有伊本丹

著
者

名

合

裸

同

前

島

武

藤庄

陸

同

前

羽

文

子
母

澤

武

田

船

山

深

沢

泰七

発
行
年

発
行
所

石

一
九
一
五

求
光
閣

書
店

一
九
三
五

富

貴

堂

郎

一
九
三I

改造

社

整

一九

三
七

版画

荘

男

一九

三
九大

觀

堂

同

前

同

前

雄

一
九
四
ニ

同

前

一
九
五
七

龍

生

間

淳

一
九
六
六

朝
日
新
聞
社

0
一
九
六
七

河
出
書
房

郎

一
九
六
七
徳
間

書
店

備

考

(
作
品名
な
ど
)

「
石狩
川
を
遡
り
て
」

「
紅燕
情
話
」

石
狩
行
の
日
記

「
暁
闇
」

随
筆
集

「新
巻
の
茶
づ
け
」

外
「
石狩
川
」

社会

♦
文化

編

三
五



社
会

•
文
化

編

三
五
ニ

北
の
旋
律

(第

I

部
〕

氷

花の

詩

木

々
は
光
を

浴
び
て

流域

紀行

残

像

石

狩

川

紀
行

民
衆
精
神

史
の
群
像

北
海
道

の
文

̶

雪
と
原
野

と
人
間
の

物
語

峠
の

軍
談
師
̶
連
作
̶
秩
父
困
民
党
稗

史冬
の

麦

赤
い

人

鮫
た
ち

の
樹
氷

停
留
所

前
の
家

ふ
る
さ
と

幻
視
行

さ
ら
ば
快
風
丸

ソ

連

侵略

秩
父

困
民
軍
会
計

長
井
上

傅
藏

家
族
の

い
る
風
景

小説

島
義勇

飯

塚

朗

中

村

眞

一
郎

森

有

正

吉村

昭

三

浦

綾子

西

野辰吉

森

山

軍治
郎

同

前

同

前

一
九
七

一

一
九
七
ニ

一
九
七
三

同

前

一
九
七
五

一
九
七
四

一
九
七
九

現

文

社

冬
樹
社

筑
摩
書
房

朝
日
新
聞
社

集

英
社

日
本
放
送
出
版
協
会

北
海
逍
大
学
疆

刊
行
会

一
光

社

「
石
狩
の
幻
想
」

随
筆
集

「
初
め
て
の
北
海
道
」

「
石
狩
川
」

「
石
狩
河

口
」

尚
古
社

•
井
上
傅
蔵

生
振
弥
生

社

井

出

孫

六

一
九
七
六

河
出
書
房
新
社

安
西

均

吉

村

昭

朝

倉

賢

寺
久
保

友

哉

辺

見

じ

ゆ

ん

松

田

善

雄

生

田

直

親

新

井

佐
次
郎

八

木

義
徳

重

森
直
樹

一
九
七
七

日
本
基
督
教
団
出
版
周

「

の
幽
霊
」

同
前

筑
摩
書
房

同
前

㈱
太
陽

I

九
七
八

同

前

I

九
七
九

I

九
八〇

-
九
八

一

I
九
八
五

同

前

講

談
社

同

前

私

刊

徳
間
書
店

新
人
物
往
来
社

福
武
書
店

北
海
タ
イ

ム
ス

社

「
地
上
の
川
̶
石
狩
町
」

「
河
口
」



木 藤 三 佐 佐 武 阿

村 田 谷 藤 藤 田 同 同 部 #

者

迪 光 晃 し 隆 前 前 $

夫 則 一 げ 光 子 保

発行

年

発行所

I

九
五
五
川

崎
書
店

新
社

I

九
八〇

彌
生

書
房

一
九
八
五

同
前

一九

七〇

紅花

社

一九

七
八

黒樹社

同前

は
る
ひ
ろ
社

一
九
八I

九
芸

出
版

一
九
八
三

北

書

房

一
九
八
五

島

影

社

北

の

絃

高

橋

緑
の
都
市

•
か
が
や

く
銀

吉

増

雨
の

日

小

林

夕

焼

同

厨
に

近

く

同

揆

一郎

一九

八
六

新潮

社

剛

造

同

前

小
雲

店

勇

一
九
六

一

文
藝
春
秋

新
社

前

一
九
七
四

文
藝
春

秋

前

一
九
七
八

中
央

公
論

社

0

歌集
害

名

著者

名

発行

年

発行所

社会

•
文化

編

㈡

詩集

名

冬#

薇

流氷夢

の

画廊で

小
鳥
の

か
げ

雲
が
み
だ
れ
る

風

鳥

ふ
る
さ
と

へ
か
え
れ
か
え
る
な

水
柱

の

花

地
郷

随
筆
集

「5

狩

町
」

随
筆
集
/
著
者
の
義
母
は

岩
波
茂
雄
夫
人
の
(
赤
石
〕

ヨ
シ
で
石
狩
町
出
身
者

備

考

石
狩
の
作
品
所
載

•
以
下
同

0

寺様元
石
狩
町
高
岡
八
ノ
沢
居
住

者

備

考

三
五
三



洼会

•
文化

編

雁

来

紅

冬

日

萬

燈

み

づ
が

ね

暖

冬

»

腰

立

房

石

泉

緑

日

あ
か
し
や
の
花

歳

旦

飛翔

の

像

冬

虹

雄

冬

岬

石

狩

湾

白

亜館に

て

熔岩

流

冬

砑

平

原

布

施

政

一

山

下

秀之助

同

前

同

前

同

前

小

田

觀螢

佐

藤

佐太

郎

斎

藤茂
吉

田

邊杜
詩

花

竹

村

ま

や

同

前

同

前

井戸
川

美

和

子

戸

塚

新太
郎

同

前

村

田

豊

雄

同

前

宮崎
芳

男

吹

田晋

平

I

九
ニ
六

德
山
書
店

I

九
三

一

橄

攬

社

I

九
五
五

第
二
書
房

一
九
六
三

短
歌
新
聞
社

一
九
六
九

柏
楊
書
院

一
九

四
四
私
刊

一
九
五〇

白
玉

書
房

I

九
五

一

岩
波

書
店

I

九
五

一

白

楊

社

I

九
五
ニ

原
始
林

社

一
九
六
九

柏
葉
書
院

一
九
七
五

同

前

一
九

五
四

潮
音

社

一
九
五
五

第
二
書
房

一
九
七

一

原
始
林

社

I

九
五
九

四
季
書
房

I

九
六
五

に
れ

の
花
詩
社

I
九
六

一

四
季
書
房

同
前

原
始
林

社

三
五
四

石
狩
の
作
品
所
載

•
以
下
同

様



植樹
祭

熱

帯

樹の
街

流

転

雪

像

四季

祭

越冬

期

石

狩

平

芙

蓉

忌

雪

卍

バ
リ

ュ
ー
ム
の

陰
影

屯

田

楡

の

道

北

曲

冬

炎

老

鳥

小

鳥

の

村

桜

ま

つ

り

西
丘
は
く
あ
歌
集

陸

橋

同同同

大
山

春
秋

相

良同同同

宮

田

東坂

田

小

田

島

矢

島同

石

川同同

西

丘

松

山

中

山

前

r

前大
山

行
子

義
重

前前前益

子

繁

藏

資

宏

紀
多
子

京

子

前澄

水

前は

く

あ

茂

助

0

三

九
六
九

九
七
三

九
七
六

九
六I

九
六
ニ

九
六
八

九
七
六

九
七
九

九
六
四

同

前

九
六
五

九
六
七

同

前

一
九
七
五

一
九
六
八

一
九
七
四

一
九
七
九

一
九
六
八

I
九
六
九

I

九
七〇

短
歌
研
究
社

同

前

柏
葉
書
院

原
始
林
社

同

前

北
海
道
歌
人
会

原
始
林
社

同

前

北

書

房

金
剛
出
版

原
始
林
社

新
星
書
房

短
歌
新
聞
社

新
星
書
房

原
始
林
社

同

前

同

前

同

前

歩
道
研
究
会

柏
葉
書
院

社
会

♦
文
化

編

三
五
五



社会

•
文化

編

三
五
六

雲

海

亜麻

の

畠

扇

状地

冬の

渚

白き

軌道

北

溟

胡

茄

散華

頌

遠
く
夏
め

ぐ
り
て

錦

木

拓

北

鮭

の

ぼ

る

町

無明

混沌

時

間

と

海

視

野

北垂
歌

鰊

ぐ

も

り

五

月

野

古代

幻想

手稲
路

高

橋

富

子

一
九
七I

ぁ
ぢ
さ
ゐ

社

小

森

利

夫

一
九
七
ニ

白
画

房

田

村哲三

同前

原始林

社

小

國孝

徳

一九

七三

白
玉
書房

鍋

山

隆

明

同前

柏
葉
書院

魚

住

新

一
九
七
四
ぁ

ぢ
さ
ゐ

北
海

道
支
社

水

ロ

幾

代

同前

い
し
か
り
詩
舎

同

前

I

九
八

一

雁

書

館

近

藤芳
美

I

九
七
四

昭森社

金

沢

美

津

子

I

九
七
五
新

凍
土

短
歌

会

宮
西

頼
砑

|
九
七
六
原
始
林
社

松

田

一夫

I

九
七
七

伊
藤
書
房

宮

田

新

一同

前

原始林

社

小

田哲夫
I

九
七
八

柏
葉
書
院

中

山

信

同
前

同
前

平
野

香

同前

短
歌
新
聞社

樋

ロ

賢

治

一
九
八

一

同

前

同

前

一
九
八
三

同

前

豊

田

千

患

一
九
八
ニ
み

み
ず

く
書
房

塚

本

光雄

同前

北方

短歌

社



夕 雪 晚 凡 年 橇 晚 あ 水 牡 我 東 五 冬 希 雪

模

様

望の

土

の

旗

稜星
水

国

黄昏

㈣

句集
害

名

は

我

丹の

芽

芭

蕉

き

や

じ涼道

尾

句集

壷華

$B
1焼

社会

■
文化

編

伊藤

光子

高

橋

愁

山

名康
郎

堀

江

美

鶴

島

田修
ニ著者

名

大

谷句
佛

石

田

雨

圃

子

三

輪

不撓

久米

永®

富

安

風

生

澤

聰

高

濱

年尾

川

江

青

佳

水

原

秋

桜

子

山

岸

巨

狼

同

前

I

九

八
三

新
凍
土
短
歌

会

|

九

八
五

斜
塔

出
版

同
前

雁

書

館

一
九
八
六

同

前

同前

花

神社

発行

年

発行所

一
九
三
八

書
物
展
望

社

一
九
四
六

石
田
学
而

一
九
四
六

萆
牙
吟
社

一
九
五
ニ

津

田
露
木

一
九
五
五

近
藤
書
店

一
九

五
六

同

前

一
九

五
七

新樹社

一
九
五
八

あ
し

か
び
吟
社

一
九
六
四
角

川
書
店

一
九
六
五

芾
牙
吟
社

I

九
八
ニ

同

前

備

考

石
狩
の
作
品
所
載

•
以
下

同

様

三
五
七



社会

•
文化

編

三
五八

日

のの巢

雪

礫

冷

夏

山

湖

晩

秋

野
見
山
朱
鳥
全
句
集

初

鶴

定
本

比
良
暮
雪

句
集

手

稲

虎杖子

句

集

薔薇

窓

花

栗

花紫

苑

松
崎
鉄
之
介
集

0

桂

古

舘曹人

集

天

邪鬼

ヵ
エ
サ
ル
の

地

石

狩

遍

脛

寺

田同

榛

谷同同

野

見

山

l
J

♦
F
T

比

良

吉

村

長

谷

部

山

ロ

鮫

島同

松

崎

水

野

古
舘

仲

村

角

川

恧

野

澤
木

京

子

前美

枝

子

前前朱

鳥

大
楓

暮

雪

唯

行

虎
杖
子

靑交

魚

子

前鉄

之

介

波
陣
洞曹

人

參

郎

春

樹

幸
三

郎

欣

-

I

九
六
七

I

九
七
五

I

九
六
八

I

九
七
七

I

九
八
四

I

九
七

一

I

九
七
五

一
九
七
六

一
九
七
六

同

前

一
九
七
七

同

前

一
九
八〇

一
九
七
八

一
九
七
九

同

前

一
九
八◦

I
九
八

一

I
九
八
三

一
一.r

雪
櫟
書
房

牧

羊

社

私
刊同

前

同

前

牧
羊

社

は
ま
な
す

発
行
所

雲
®
小
樽
支
社

札
幌
雪
解

会

葦
牙
俳
句
会

中
央
公
論
美
術
出
版

北
海
道
俳
句
協
会

同

前

俳
人
協
会

は
ま
な
す
発
行
所

俳
人
協
会

私
刊

牧
羊

社

私
刊

立
風
書
房



三
谷
昭
全
句
集

中
村
草
田
男
全
集
作
品2

雪

然

句

文集

雪原

山

河

三中近長岡

谷

昭

村

草

田

男

藤

潤

一

濱

梵

子

本正

敏

同
前

俳
句

評
論
社

|

九
八
四

み
す
ず
書
房

I

九
八
五

卯
辰
山
文
庫

一
九
八
六
私
刊

同

前

牧羊

社

注
/
歌
集

•
句
集
は
石
狩
町
を
詠
ん
だ
作
品
と
確
か
め
た
ぅ
え
、
所
載
さ
れ
て
い
る
も
の
‘た
け
を

げ
た
が
、
脱
落
を
懸
念
す
る
。

な
お
'
前
表
以
外
の
主
な
来
訪
文
人
を
列
記
す
る
と
、
関
場
梅
屋
、
吉
井
勇
、
百
田
宗
治
、
久
保
楽
、
戸
川
幸
夫
、
庄
野
潤
三
、

海
音
寺
潮
五
郎
、
原
田
康
子
、
沢
田
誠

一
、
更
科
源
藏
、
渡
辺
茂
、
長
野
京
子
、
寺
崎
浩
、
八
洲
尚I

、

田
村
隆I

、

吉
原
幸
子
、

高
橋
睦
郎
、
新
藤
涼
子
、
八
木
忠
栄
、
天
童
匡
史
、
小
松
瑛
子
、
江
原
光
太
、
土
谷
重
朗
、
永
平
利
夫
、
猪
股
泰
な
ど
で
あ
る
。

第
六
項

昭
和

ニ
ー
ー
四
八
年
ま
で
の
主
な
文
芸
活
動

本
稿
で
は
石
狩
町
内
の
文
芸
活
動
を
、
第
二
次
大
戦
後

の
昭
和
四
八
年
ま
で
に
つ
い
て
概
略
的
に
示
す
。

九
四
六

西

暦

昭
和 和

暦

れ 文
る 化
° サ
1
ク
ル

■h-

発

そ
の

活
動
は
石
狩
支
庁
管
内
文
化
活
動
の
卜
ツ

プ

級
と
報
道
さ

事

項

社
会

•
文
化

編

三
五
九



社
会

•
文
化

編

三
六o

九
-b

九
七

九
六
八

九
六
〇

九
五
六

九
五

九 九
五 四
一 八

四
八

四
七

四
云

■=:

A 云 H

石
狩
町
文
化
協
ム
し

発
足

a
後
の
活
動
は
本
誌
第

章
第

節
を

照
〇

の 能 の 開 し 1 筆 第 出
文 量 町 か 石 者 一 し
学 寺 町 百 り 狩 / 回 て
主 移 年 暦 町 田 石 読

g 催 動 記 1- 郷 中 狩 書
御 俳 念創 土 実 町 活

崇 遠 句 町刊 研 °さ動
5 忌 と 民、 究 の け を
U 記 詩 文 会ち ま始
M 念 歌 化 コ石 つめ
銮 文会 祭 監 狩 り 、
で 化 一 展 f 町 開会
r 講 が 示 拳に 催 報
r 演 実 部 し 、譲
¥ 会 施 門 m り 石 心
が さ に 怼 ー 狩 の
開れ 始 $ 部 支 灯
催た め „ 改 庁 1-
さ 0 て 訂 のを
れ 文 i し 豆 発
' 学 ® て 本 行
雇 ® 此 発 愛 。

f 設 ，現 者
4 け 落在 同
S ら 玄 に 人
芒 れ 室 及 に
へ る 漂ぶ よ
海 。 - 、 る

音 ま : -
寺 た g あ
潮 、 表 き
五 教 2 あ
郎 育 $ じ
一 委 韋 一
と 員 J 発
— 1 お 訪 行

狩 催 い 執

八 石
幡狩B J B J
地 広
区報
婦紙
人一
ない
ど し
にか
1 り
るk
1 創
石刊
狩 '
八の
幡ち
町文
黎芸
明作
文 品
化を
会所
載

が 。

発
足
し、

道
立
図
書
館
の
図
書
を
借

— 1石 俳
石 狩 句
狩 町 サ
文教 1
学 職 ク
期 員 ル
成 組 の
会 合 -= j
青 東

が年 雩
発 婦 会
足 人 &
し部 t

文 、$ 1

S I 1
誌 が 望
1 発 己
® 行 益

文れ 鴒
、

̶ 文
を芸
発作
刊品
ハが
創 多
刊 く
号 所
で載
終 さ
われ
る るW 。

第
七
項

現
在

の
文
学

活
動

一
九
八
六

(
昭
和
六I

)

年

一I

月
九
日
、f

石
狩
町
文
化

協
会J

C
会
長¥

松
浦
盛
次
)

の
主
催
で

、
町
内
初
の

文
芸

大
会
が



催
さ
れ
た2

3
3

場
、
町
公
民
館
南
線
分
館
)
。
こ
の
参
加
対
象
は
、
石
狩
町
内
で
活
躍
し
て
い
る
各
種
文
芸
団
体
の
会
員
お
ょ
び
個

人
で
活
動
し
て
い
る
文
芸
愛
好
者
で
あ
る
。
大
会
の

テ
ー
マ
は
、
「
町
の
郷
土
文
芸
史
を
理
解
す
る
」
こ
と
、
「
町
文
芸
活
動
の
あ

り
方
を
考
え
る
」
こ
と
'
「
町
文
芸
活
動
家
の
交
流
を
深
め
る
」
こ
と
、
お
ょ
び

「
第
一
四
回
石
狩
管
内
郷
土
芸
術
祭
文
芸
交
流
大

会

(
六
ニ
年
石
狩
町
で
開
催
)
を
成
功
さ
せ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
日
に
先
立

っ
て
、
町
内
か
ら
公
募
し
た
文
芸
作
品
を
収
録
し
た
交
流
誌r

石
狩
文
芸j

が

『
石狩
町
文
化
協
会j

文
芸
部

(
理
事¥
岩
崎
孝
行
)

か
ら
発
行
さ
れ
、
参
加
会
員
な
ど
に
配
付
さ
れ
た
。
こ
の
交
流
誌
は
文
化
の
薰
り
高
い
ま
ち
づ
く

り
を
指
向
し
て
き
た
石
狩
町
の
文
芸
活
動
の
現
状
を
把
握
し
、
今
後
の
方
向
を
示
唆
す
る
上
で
意
義
深

い
も
の
が
あ

っ
た
。

次
に
、
作
品
が
所
載
さ
れ
て
い
る
文
芸
愛
好
者
名
を
各
部
門
別
に
記
し
て
お
く
。

詩

桑
原
美
由
紀

(
道詩
人
協
会

々
員
、
小
樽
詩
話
会

•
パ
ン
と
®
薇
、
東
京
ラ
•
メ
ー
ル
の
会
〕

俳
句

(
所
属
団
体

.
氏
名
)

い
こ
い
吟
社
柴

田
藤
七
、
小
田
桐
ひ
さ
、
松
沢
寛
、
小
田
桐
清
美
、
佐
藤
け
さ
を
、
深
瀬
兼
弘
'
花
坂
と
み
、
花
坂
金
五

郎
、
黑
木
て
い
、
石
田
ヒ
デ

雪
華

佐
藤
さ

つ
子
、
南
葉
愛
子

葷
牙
志

村
は

な

石
狩
文
芸
同
好
会

英

守
衛
、
箱
箱
金
三
郎
、
高
木
憲
了

そ
の
他

笹
原

秀
藏

短
歌

(
所
属
団
体

•
氏
名
〕

社会

•
文化

編

三

六

一



社
会

•
文
化

編

三
六
ニ

石
狩
文
芸
同
好
会

今
野
妙
子
、
高
井
歌
子

C

水
原

.
道
歌
人
会
)
、
市
川
初
子

(
氷
原
•
道
歌
人
会
〕
、
相
沢
ふ
さ
、
落
合
佑
子

(
新

1
1

•
道
歌
人
会
)
、
石
川
秀
子

(
新
墾

•
道
歌
人
会
)
、
岩
崎
孝
行

(
氷
原
•
道
歌
人
会
)
、

一
条
き
ぬ

(
氷
原
)、

羽
山
綾
子

憩
い
の
家
短
歌
会

井
上
寿
子C

原
始
林
)
、
金
子
仲
久

(
原
始
林
〕、
米
倉
喜
久
代
、
上
田
清
栄

(
原
始
林
)、
中
嶋
秋
子

(
原
始
林
)、

田a
n

ゥ
、
松
沢
つ
る

(
原
始
林
)

石
狩
短
歌
会三

浦
利
晴

(
岬
〕、
庄
塚
正
英
、
原
沢
丈
子
、
遠
藤
孝
子
、
谷
ロ
淑
子
'
松
岩
栄
作
、
安
藤
良
子

(
原
始
林
•道
歌

人
会
〕
、
千
田
す
え
の

(
原
始
林
•
道
歌
人
会
)
、
山
ロ
洸
、
渡
辺
み
ち
子
、
田
渕
和
子
、
川
内
京
子
、
大
島
カ
オ

ル
、
羽
山
綾
子
、
堤
中
静
江

潮
音

社

石
川
美
智

子

新
墾

國
森
久
美
子

原
始
林

受
川

ミ
サ
オ

そ
の
他

片
岡

タ
マ
、
菊
地
末
子

川
柳

佐
藤
キ
ン

随
筆

久
保
田
け
い

(
日
本
随
筆
家
協
会
、
石
狩
文
芸
同
好
会
〕



な
お
、
既
述
の
文
芸
交
流
大
会
に
は
約
四〇

名

が
参
加
し
、
講
演
「
石
狩
町
の
文
芸
活
動
の
歴
史
と
今
後
の
あ
り
方
」
(
田
中
実
)

の
後
、
懇
親
会
で
交
流
親
睦
が
深
め
ら
れ
た
。

社
会

•
文
化

編

三
六
三



社
会

•
文
化

編

三
六

四

第二

節

美術

第

一
項

書道

ま
ず
石
狩
町
出
身
の
知
名
書
家
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
加
納
守
拙

(
か
の
ぅ
し
ゅ
せ
つ
)
で
あ
る
。
本
道
書
道
界
の
生
み

の
親
と
も
称
え
ら
れ
る
そ
の
業
績
は
'
『
北
海
道
新
聞
』
の
記
事

(
「
門
下
生
の招
き
で
実
現
̶
本
道
書
道
界
生
み

の親
¥

加
納
守

拙
さ
ん
が
個
展
」¥

I
九
七
三
年

一i

月

一
一
日
号
)
お
ょ
び

『
札
幌
と
書
』
(札
幌
市

•
札
幌
市
教
育
委
員
会¥

一
九
九〇

〕

に

ょ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

加
納
守
拙

c

か
の
ぅ
し
ゅ
せ
つ
〕

書
家
。
明
治
三
四
年
生
ま
れ
で
帯
広
で
育

っ
た
。
大
正
七
年
札
幌
師
範
学
校
に

入
り
、
大
塚
鶴
洞
の
手
ほ
ど
き
で
書
道
に
入
っ

た
。
そ
の
後
、
大
家
の
川
合
尚
亭

(
昭
和
八
年
没
)
、
比
田
井
天
来

(
昭
和
一
四
年
没
)
の
指
導
も
受
け
た
。
昭
和
八
年
前
後
に
は

前
衛
書
道
の
大
家
上
田
桑
鳩
を
は
じ
め
桑
原
翠
邦
、
金
子
鷗
亭
ら
と
と
も
に
書
道
芸
術
運
動
に
加
わ

っ
た
。
ま
た
、
戦
前
に
は
書

教
育
誌

『
童書j

を
発
刊
す
るI

方
、
旧
制
旭
川
高
女
、
旭
川
師
範
に
務
め
た
。
こ
の
間
に
文
検
に
合
格
し
て
い
る
。
戦
後
に
は

現
在
も
続
い
て

い
る
書
教
育
誌

『
墨遊
』
を
発
刊
し
て
い
る
。
同
ニ
五
年
か
ら
札
峴
東
高
校
の
教
壇
に
立

っ
て
書
道

の
普
及
に
務

め
た
。
書
道
芸
術
社
同
人
、
北
海
道
書
道
展
創
設
審
査
員
で
、
東
京
に

『
心
の
書
道
場』

を
開
設
。
道
書
道
連
盟
創
立

(
昭
和
三

ニ年
)
に
も
盡
力
し
た
。
ま
た
、
北
海
道
書
道
展
招
待
作
家
、
独
立
書
入
団
客
員
と
も
な
る
。
著
書
に
『
中
学
書
美
』
『
書
の古
典j

(
「
学書
の
友
̶
措
書
篇I

J
)

ほ
か
が
あ
る
。
東
京
、
札
幌
、
旭
川
で
個
展
を
開
催
。
全
国
的
に
も
水
準
の
高
さ
が
注
目
さ
れ
る



本
道
書
道
界
の
生
み
の
親
と
も
い
え
る
。
教
え
子
に
佐
藤
大
朴
、
中
野
北
溟
ら
の
著
名
書
家
が

い
る
。

ま
た
、
第
二
次
世
界
大

戦
以
前
の
在
町
能
筆
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
横
田
順
倫

(浅
草
生
ま
れ
。
明
治
三

一
年
石
狩

郵
便
局
長
。
書
号
域
北
)
、
高
野
金
作
(
新
潟
県
佐
渡
金
沢
村
生
ま
れ
。
大
正I

三
〜
昭
和I

七
年
石
狩
町
長
。
書
を
伊
藤
蕨
山
に

学
ぶ
)

で
あ
る
。
戦
後
に
及
ぶ
ま
で
石
狩
町
役
場
に
書
を
能
く
し
た
吏
員
が
多
か

っ
た
の
は
、
高
野
町
長
の
感
化
に
ょ
る
も
の
で

あ
ろ

ぅ
。

戦
後
に
お
い
て
は
、
町
内
各
小
中
学
校

の
教
師
、
大
規
模
住
宅
団
地
の
入
居
者
を
含
め
た
教
師
退
職
者
、
住
民
の
な
か
に
霜
觸

重
雄

•
落
合
敏
雄

.
田
所
寿
賀
を
は
じ
め
書
道
に
優
れ
た
人
が
多
く
、
町
文
化
祭
、
新
札
幌
団
地
文
化
祭
な
ど
で
の
作
品
展
示
が

増
え
続
け
て
き
た
。
ま
た
、
田
所
は
生
振
の
児
童
に
書
道
を
教
え
て
い
た
。
と
く
に
、
昭
和
五o

年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
良
く
知

ら
れ
た
書
道
展
へ
の
出
品
者
が
目
立
ち
、
こ
れ
ま
で
の
受
賞
者
、
入
選
者
が
次
の
通
り
数
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
(
『
北
海
道新
聞j

『
北
海
タ
ィ
ム
ス

』

等
に
ょ
る

〕
。

日
展
¥

三
戶

櫓
汀

毎
日

道
展/

相
沢
大
煌
、
長
谷
川
光
春
、
伊
藤
秀
雄
、
鈴
木
藍
洞
、
五
十
嵐
蘇
苑C

以
上
、
漢
字
)
、
三
戶

櫓
汀
、
遠
藤
香
峰
、

今
村
桃
香
、
遠
藤
香
峰
、
片
岡
雨
堂
、
喜
多
富
江
、
瀨
川
裕
子
、
須
田
広
充

C

以
上
、
近
代
詩
文
書
)
。

北
海
道

道
展/

遠
藤
香
峰

C

大
賞
)
、
渡
辺
京
子

C
漢
字
第

一
席
•
秀
作
)
、
三
戶

櫓
汀

(
近
代
詩
文
特
選

•
第

一
席
)
、
今
村

桃
香

(
近
代
詩
文
特
選
•第
一
席
、
漢
字
第I

席
〕
、
五
十
嵐
蘇
苑

(漢
字
特
選
)
、
遠
藤
玲
子

(漢
字
準
大
賞
)
、
瀬
川
裕
子

(
近

代
詩
文
秀
作
)
、
山
ロ
八
重
子

(
か
な
秀
作
)
、
大
塚
玲
子

(漢
字
秀
作
)
、
片
岡
雨
堂

(
近
代
詩
文
特
選
〕
、
喜
多
富
江

(
近
代
詩

文
特
選
〕
、
倉
本
眞
知
子

(
篆
刻
•刻
字
秀
作
)
、
三
上
禮
子

(
墨象
秀
作
〕
、
鈴
木
藍
洞
、
長
谷
川
光
春
、
菅
原
秀
子
、
長
友
雪
香

(
以
上
、
漢
字
)
、
小
杉
祐
希
枝

(
か
な
)'
相
沢
大
煌
、
仲
尾
悦
子

C
以
上
、
近
代
詩
文
)
。

社
会

•
文
化

編

三
六
五



社
会

.
文
化

編

三
六
六

全
道
*
道
展

•
全
国
書
き
初
め展

¥

鈴
木
藍
洞

(
会
友
賞
)
、
三
井
一
治

C

特
選
)
、
山
本
華
泉

(
特
選
)。

第二

項

絵画

明
治
期
以
前
の
ィ
シ
ヵ
リ
川
ロ
附
近
の
絵
図
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ー
七
九
ニ
(
寛
政
四
)年

の
『
蝦
夷
地
見
取
絵
図
』

(
国
立
公
文
書
館
藏
)
、

一
八
五
四

(
安
政
元
)
年
のI

瀬
紀

一
郎
筆

の

『
蝦
夷
廻
浦
図
絵
』
乾
の
内
の
「
石
狩
運
上
屋
ノ
景
」
(
市

立
函
館
図
書
館
藏
)
、
安
政
三
年
頃
の

『
西蝦
夷
図
巻
』
中
の
「
石
狩
眞
景
」
(
北
海
道
大
学
附
属
中
央
図
書
館
藏
〕
、
同
六
年
の

『
西

蝦
夷
地
唐
太
道
中
記
』
(
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
蔵
)
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
松
浦
武
四
郎
、
小
野
寺
鳳
谷
の
著
書
中
で
も

こ
の
地
方
が
描
か
れ
て
い
る
。

明
治
期
の
絵
画
で
は
、
札
幌
県
時
代

(
一

八
八
ニ
〜

一
八
八
六
〕
の
栗
田
鉄
馬
作
の
木
額

『
石狩
川
口
の

漁
』
(
北
海
道
大
学

農
学
部
付
属
博
物
館
蔵
)
が
目
を
引
く
。
ま
た
、

一
八
九
四

(明
治
ニ
七
〕
年
の

『
風
俗畫
報j

c

東
陽
堂
)
に
所
載
の
関
場
梅
屋

に
よ
る

「
石
狩
觀
眭
漁
の
記
」
の
附
図

「
石
狩
海
濱
娃
大
漁
場
図
」
「
錐
を
菔
中
よ
り
捕
て
圍
の
中
に
運
ふ
図
」
、
「
婦
女
モ
ッn

を

負
て
鮭
を
運
ぶ
図
」
な
ど
は
、
鮭
漁
最
盛
期
当
時
の
様
子
と
風
俗
が
よ
く
描
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
に
続
く
そ
の
後
の
絵
画
も
多

い
と
思
わ
れ

る
が
定
か
で
な
い

。

一
九
三
ニ

(
昭
和
七
〕
年
七
月

一
◦
日
に
は
当
時
の
北
海
道
長
官
佐
上
信

一
が
、
北
海
道
美
術
家
連
盟
展
と
北
海
道
美
術
協
会

(
道
展
)
の
有
志
を
石
狩
浜
砂
丘
の

ハ
マ
ナ
ス
群
生
地
に
誘

っ
て
色
紙
を
描
い
た
り
、
和
歌
を

つ
く
っ
た
り
し
た
。
な
お
、
こ
の

こ
と
か
ら
、
石
狩
川
口
の
風
物
が
当
時
す
で
に
画
人
に
も
よ

く
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
頃
の
作
品
と
し
て

は
、

一
九
三
五

(
昭
和I

〇
)

年
の
小
木
憲
作
に
よ
る

『
石狩
堀
神
威
か
らJ

C
I
o

号
グ
ヮ
ッ
シ
ュ
〕
が
あ
る
。
旭
川
師
範
学
校



石狩のサヶを描いた上野山淸貢画(上 ：小木栄憲所蔵資料•下 ：

金大亭所蔵資料) / r石狩百話j



社
会

•
文
化

編

三
六

八

を
卒
え
、
豊
平
町
立
平
岸
小
学
校
に
赴
任
し
た
小
木
は
、
昭
和
七
年
に
同
地
で
著
名
な
画
家
で
あ

っ
た
上
野
山
清
貢

(
平岸
小
学

校
教
師
経
験
者
で
、
小
木
の
教
え
児
の
親
の
家
のI

室
に
仮
住
居

し
て
い
た
)
と
知
り
合

っ
た
。
そ
し
て
、
以
後
戦
後
ま
で
交
遊

を
続
け
る
こ
と
に
な
つ
た
。
ま
た
、
小
木
は
同
九
年
に
道
展
へ
入
選
し
た
ほ
ど
絵
画
を
趣
味
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
前
記
の
作

品
は
石
狩
町
立
石
狩
尋
常
高
等
小
学
校
教
師
と
し
て
着
任
し
て
き
た
直
後
の
記
念
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。
同
氏
は
同

一
三
年
満
州

に
渡

っ
た
が
、
同
ニI

年
再
び
石
狩
に
住
み
石
狩
の
風
物
を
描
き
続
け
る
か
た
わ
ら
、
上
野
山
清
貢
、
繁
野
三
郎
、
国
松
登
な
ど

の
画
家
を
石
狩
に
招
き
作
品
を
描
か
せ
た
。
さ
ら
に
、
町
内
の
美
術
愛
好
者
を
啓
発
す
る
な
ど
絵
画
普
及
に
盡
し
た
。
現
在
、
上

野
山
清
貢
の
作
品
な
ど
が
町
内
に
多
い
の
は
こ
れ
に
ょ
る
。

な
お
、
小
木
は
現
在
花
川
南
地
区
に
居
住
し
、
太
洋
会
員
と
し
て
精
力
的
に
画
筆
を
振
る
っ
て
い
る
。

ま
た
、
当
時
の
石
狩
の
作
品
と
し
て
は
、
日
本
画
家
本
間
莞
彩

(
一
八
九
四
〜I

九
五
九
)
の
晩
年
の
作
品
群
の
な
か
に

『
石

狩

の
漁
場j

r

石
狩
川
』
な
ど
が
あ
る
と
い
ぅ

(
今
田
敬

一
/

『
北
海
道
美
術
史
』¥

北
海
道
立
美
術
館
友
の
会¥

一
九
七〇

)
。

一
九
四
三

c

昭
和

一
八
)
年
に
は
、
洋
画
家
の
長
谷
川
昇

(
帝
展
審
査
員
、
日
展
顧
問
、
春
陽
会
創
立
会
員
、
芸
術
院
会
員
)

が
石
狩
治
水
事
業
所
(親
船
町
)
を
訪
れ
、
一
〇
日
ほ
ど
滞
在
し
て
『
石
狩
河
ロ
』
を
制
作
し
て
い
る
。
同
作
品
は
現
在
、
長
谷

川
画
伯
が
来
訪
時
に
関
わ
り
の
あ

っ
た
森
田
義
育
が
所
藏
し
て
い
る

(
森
田
義
育¥

『
真駒
内
清
談』

嗷
北
海
道
河
川
防
災

研
究
セ
ン
タl
¥
i

九
八
六
)
。

次
に
、
戦
後
来
町
し
た
前
述
以
外
の
主
な
画
人
を
列
記
す
る
と
、
伊
藤
深
水

•
児
玉
希
望

•
宮
田
重
雄

•
田
辺
三
重
松

•
向
井

潤
吉

，
松
島
正
幸

•
久
守
昭
嘉

•
井
上
覚
造

•
越
沢
満

•
堀
江
象
硯

•
石
川
滋
彦

•
棟
方
志
功

•
北
岡
文
雄

•
大
本
靖

•
松
見
八

百
造
*
本
間
武
男
*
江
ロ
美
春
.
小
野
博
正
な
ど
の
道
内
外
で
著
名
の
洋
画
家
.
版
画
家
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
ょ
る
石
狩
に

つ
い
て
の
作
品
は
多
い
。



さ
て
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
住
民
の
絵
画
活
動
は
、
町
立
の
小
中
学
校

の
教
師
お
よ
び
退
職
者
が
活
動
の
中
心
で
あ

っ
た
。

そ
の
後
、
大
規
模
住
宅
団
地
へ
の
入
居
者
急
増
に
比
例
し
て
'
各
種
展

会
お
よ
び
個
展
、
グ
ル
ー
プ
展
な
ど

へ
の
出
展
者
が
出

る
よ
ぅ
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四〇

年
代
後
半
か
ら
同
五〇

年
前
半
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
納
直
次

(
道
展
•
日
本
水
彩
画
展
)
、
大

森
亮
三

C
道
版
画
協
会
展

•
全
道
展
)
、
小
木
栄
憲
、
木
村
富
秋
、
中
村
静
枝

(
以
上
、
全
道
展
〕
、
水
谷
英
明

(
新
道
展
)
な
ど

は
各
種
展
の
入
選
者
で
あ

っ
た
。

同
五〇

年
半
ば
か
ら
の
各
種
展
入
選
者
は
多
く
、
編
著
者
の
限
ら
れ
た
調
査
に
よ
る
だ
け
で
も
次
の
通
り
で
あ
り

(

漏
も
あ

る
)
'
絵
画
活
動
は
年
と
と
も
に
盛
ん
に
な

っ
て
い
る
と
言
ぅ
こ
と
が
で
き
る
。

全
道展

¥

木
村
富
秋

(奨
励
賞
、
会
員
)
、
中
村
静
枝
、
石
川
康
夫
、m

場
亮
子
、
大
友
和
子

(佳
作
賞
)
、
大
森
亮
三
(
版
画
〕、

佐
藤
武
三

c

版
画
)
、
大
友
勘
十
郎
、
三
浦
弓
子

道展
¥

森
木
偉
雄

(
佳
作
賞
、
会
友
賞
、
会
友
〕
、
栗
木
晋
、
有
田
明
美

新
道展

¥笹

島

ス
ミ
子
、
岩
佐
淑
子
、
山
田
千
枝
子
、
阿
部
み
え
子

道
教
職
貝
美
術
展¥

森
木
偉
雄

(
特
選
)

水
彩
連
盟
展/

森
木
偉
雄

(
会
員
)、
岩
佐
淑
子

独
立展
¥

木
村
富
秋
、
川
本
ヤ
ス
ヒP

、

大
友
和
子

光
風
会
/
森
木
偉
雄

自
由
美
術
展¥

後
藤
紘

ー

第

I

線
美
術¥笹

島

ス
ミ
子

S

友
〕
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読
売
国
際
漫
画
大貧

¥な
が

せ
義
孝

日
本
ブ
ラ
ジ
ル
美
術
展

•
ス
ペ
イ
ン
美
術
大
貧
展¥大

島
龍

(
版
画
〕

日
本
画
美
術
協
会
公
募展

¥

熊
田
雪
吟

(札
幌
市
長
賞
)

ま
た
、
在
町
の
異
色
画
家
と
し
て
、

マ
ス
メ
デ

ィ
ア
に
よ
り
全
圉
的
に
知
ら
れ
て
い
る
の
が

『
石狩
画
廊
』
主
の
濉
井

一
夫
で

あ
る
。
同
氏
は
樺
太
で
生
ま
れ
、
引
揚
げ
て
札
幌
商
業
高
校
、
北
海
学
園
大
学
を
卒
業
し
、
札
幌
市
内
の
一
流
銀
行
に

一
一
年
間

勤
め
て
い
た
が
、
石
狩
浜
に
魅
せ
ら
れ
て
画
業
に
専
念
す

る
た
め
退
職
し
た
。
そ
し
て
'

I

九
六
七

(昭
和
四
ニ
〕
年
か
ら
石
狩

浜
辺
に
住
み
、
画
廊
兼
ア
トy

H

の

『
石狩
画
廊
』
に
年
中
寝
泊
り
し
、
海
を
テ
ー
マ
に
し
た
独
特
の
詩
画
を
描
き
、
写
真
を
撮

り
続
け
て
き
た
。

一
人
暮
し
、
上
半
身
裸

の
生
活
、
メ
ル
ヘ
ン
調
の
作
品
な
ど
に
よ
り
、
「
裸
の
大
将
」
、
「
海
の
画
家J

と
し
て
知

ら
れ
る
同
氏
に
は

フ
ァ
ン
が
多
い
。
同
氏
は
同
三
◦
年
代
に
現
代
美
術
協
会
展
に
入
選
し
同
会

々
員
と
な
り
、
ニ
科
展
奨
励
賞
も

得
て
い
た
が
、
石
狩
居
住
後
は
無
所
属
と
な
り
、
個
展
だ
け
で
通
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
氏
は
毎
年
ニ
！
三
回
の
札
幌
で
の
個
展
、
八
冊
の
著
書

(
詩
集
、
詩
画
集
、
写
真
集
〕
発
刊
'
町
文
芸
サ
̶
ク
ル
誌

毎
号
の
装
丁
協
力
、
町
観
光
ポ
ス
タ
！

パ
ネ
ル
の
毎
年
寄
贈
、
町
公
共
施
設

へ
の
作
品
寄
贈
、
石
狩
浜
の
海
浜
植
物
保
護
な
ど
、

町
をP

R

し
た
功
績
に
よ
り
、

一
九
八
五

(
同六

〇
)

年
に
石
狩
町
産
業
経
済
功
労
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

さ
ら

に
、

石
狩
町
出
身
知
名
画
家
と
し
て
は
、
創
元
会
運
営
委
員
の
宮
下
廣
吉
が
お

り
、

道
内
で
の
個
展
も
開
催
し
て
い
る
。

第
三
項

藤
刻

•
造
形

•
工
芸

•
金
工

•
陶
芸

•
写
真

彫
刻

•
造
形



岡
崎
邦
彦

(

道
展
)
、
山
内
孝
夫

(
道
立
近
代
美
術
館

「
北
方
の
ィ
メ
̶
ジ
/
北
海
道
美
術
別

し
選
定
作
家
六
柿
崎
熙

同
上

舘

「
ィ
メ
ー
ジ
.道¥北

海
道
の
美
術
'8
4」
選
定
作
家
〕
、
後
藤
紘
|(同

舘
「
未
来
の
ィ
メ
ー
ジ
展
」
選
定
作
家
〕
の
活
躍
が
目

立

っ
て
い
る
。

工
芸

浜

ロ
秀
樹
が
道
展
佳
作
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

金
工

鈴
木
ト
ミH

が
七
宝
、
彫
金
で
活
躍
し
て
お
り
、
道
金
工
作
家
協
会
展
、
道
七
宝
作
家
協
会
展

(奨
励
賞
)
な
ど
に
出
品
し
て

い
る
。
ま
た
、
同
氏
は
童
話
な
ど
の
著
書
も

刊
行
、
児
童
版
画
の
指
導
に
も

当
た

っ
て
い
る
。

陶
芸

前
野
右
子
が

一
九
七
六

(
昭
和
五

一
)
年
、
石
狩
町
に

『
北泉
窯
』
を
開
設
、
道
陶
芸
会
第I

回
秀
作
展
に
出
品
の
ほ
か
、
札

幌
で
個
展
を
開
催
し
て
い

る
。

ま
た
、
同
氏
は
同
五
八
年

一
月
に
お
年
寄
り
の
生
き
が
い
対
策
と
し
て
石
狩
町
が
開
設
し
た

f

陶
芸

の
家

•
寿
窯
』
の
講
師
と

し
て
陶
芸
教
室

の
指
導
に
当

っ
て
い
る
。

遠
藤
恵
子
は
、
同
五
三
年
ご
ろ
生
振
村
に

『
風窯J
を
開
設
し
、
札
幌
市
で
個
展
を
開
催
し
て
い
る
。

写
真

I

九
五
五

C

昭
和
三◦)

年

の
第

一
回
石
狩
町
文
化
祭
開
催
を
契
機
と
し
て
、
町
内
の
写
真
同
好
者
に
ょ
り

『
石狩
町
フ
ォ
ー

ト
倶
楽
部J

が
結
成
さ
れ
、
青
木
隆
、
後
藤
幸
雄
、
中
野
浩
な
ど
が
中
心
に
な
り
活
動
を
始
め
、
以
後
文
化
祭
に
出
品
を
続
け
た
。

社
会

•
文
化

編

三
七

一
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同
三

一
年
に
は
第

一
回
石
狩
鮭
ま
つ
り
が
開
催

(

九
月
九
〜

一
六
日
)
さ
れ
、
口
ー
ヵ

ル
ヵ
ラ

！
豊
か
な
秋
の
観
光
ま
つ
り
と

し
て
好
評
を
得
た
が
、
こ
れ
が
次
年
度
以
降
、
秋
の
北
海
道
を
代
表
す
る
観
光
ま
つ
り
と
し
て
定
着
し
、
諸
行
事
中
の
撮
影
会
(
写

真
コ
ン
テ
ス

ト

)

が
参
加
者
で
賑
わ
い
、
そ
の
入
選
作
品
が
町
内
外
に
展
示
さ
れ
た
の
で
、
町
内
の
写
真
愛
好
者
も
増
え
て
い
っ

た
。一

方
、
住
宅
団
地
入
居
者
の
な
か
で
は
、
全
日
本
写
真
連
盟
本
部
札
幌
支
部
長
の
山
ロ
理
峰
が
札
幌
で
個
展
、
グ
ルー

プ
展
を

精
力
的
に
開
催
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
林
育
美

(
ア
サ
ヒ
全
道
写
真
展
ジ

ュ-I

アー

の
部
特
選
)
、
経
塚
剛
敏

(
写
真
道
展
、
ア
サ

ヒ
全
道
選
ほ
か
〕
、
斉
藤
久
則

(
写
真
道
展
〕
が
入
選
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

昭
和
五〇

年
頃
か
ら
は
ま
た
、
伊
藤
博
が
町
文
化
祭
へ

の
出
品
な
ど
で
活
躍
し
て
い
る
。

な
お
、
絵
は
が
き
は
、
戦
前
か
ら
多
種
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
後
に
つ
い
て
は
、
濉
井

一
夫
な
ど
の
も
の
が
あ
る
。
写
真
集

と
し
て
は
、
板
東
忠
明
が

一
九
七
七

(
昭
和
五
ニ
)
年
に

『
い
し
か
り
』
を
出
版
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
ぅ
に
町
内
の
美
術
活
動
は
、
人
口
の
増
加
と
相
ま
っ
て
活
発
化
し
て
き
た
。
前
記
の
ほ
か
町
内
各
学
校
の
生
徒
お
よ

び
児
童
の
意
慾
的
な
活
動
の
成
果
も
見
受
け
ら
れ
、
今
後
の
発
展
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、I

九
八
五

C

昭
和
六0

)年
春
に
、
い
し
か
り
美
術
展
'8
5実
行
委
員
会
主
催
、
石
狩
青
年
会
議
所
.
石
狩
教
育
委
員
会

後
援
で
開
催
さ
れ
た
『
い
し
か
り
町
在
住
芸
術
家
に
よ
る
「
い
し
か
り
美
術
展
,
8
5ヒ
<;会
場
、
花
川
北
中
学
校
〕
は
、
石
狩
町
内

初
の
美
術
展
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
出
展
者
と
し
て
は
、
大
島
龍
(版
画
)
、
黒
田
晶
子
(植
物
画
)
、
漩
井
一
夫
(洋
画
)
、

鈴
木
ト
ミH

C

七
宝
〕
、
前
野
右
子

(陶
芸
)
、
森
木
偉
雄

(
水
彩
画
等
)
、
に
協
賛
出
品
者
の
越
智
紀
久
張

(
厚
田
村
)
が
い
る
。

美
術
愛
好
者
に
よ
る
こ
の
種
の
催
し
の
意
義
は
非
常
に
大
き
い
も
の
が
あ

っ
た
。



さ
ら
に
'
石
狩
町
出
身
の
渡
辺
信
は
、
札
幌
工
業
高
、
道
教
育
大
札
幌
分
校

(
美
術
専
攻
)
を
卒
業
、
道
内
の
中
学
校

.
高
等

学
校
の
教
師
を
務
め
て
お
り
、
美
術
の
専
門
が

金
工
芸
で
、
道
展
、

金
家
協
会
の
各
会
員
、
光
風
会
会
友
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
主
な
受
賞
入
選
歴
は
、
昭
和
三
ニ
年
に
道
展
新
人
賞
、
同
四
五
年
に
光
風
会
工
芸
賞
を
得
て
い
る
ほ
か
、
日
展
に
お

い
て
す
で
に

一〇

回
近
く
入
選
し
て
い
る
。

来
町
の
彫
刻
家
に
は
本
郷
新
、
船
越
保
武
、
本
田
明
ニ
な
ど
が
お
り
、
作
品
と
し
て
本
郷
新

C

新
制
作
協
会
員
、
国
際
優
秀
賞

な
ど
)
制
作
の
ブ

ロ
ン
ズ
像

『
飯
尾
圓
什
之
像
』
(
花
畔
村
)
と

『
石狩
̶
無
辜
の
民
像
』
(
石狩
浜
〕
が
あ
る
。
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第
三
節

音

楽

石
狩
の
歌
は

漁
と
関
わ
り
が
深
い
。
全
道
第
一

の
眭
漁
で
賑

っ
た
石
狩
川
口
の
市
街
に
は
、
明
治
中
期
か
ら
新
潟
県
'
青
森

県
の
海
岸
地
方
か
ら
漁
業
者
が
集
団
的
に
移
住
し
た
。
ま
た
、
同
時
代
に
は

ニ
千
人
を
越
え
る
漁
夫
が
入
込
み
、
貸
座
敷
'
料
飲

店
の
数
は
全
道
有
数
で
あ

っ
た
。
こ
の
当
時
の
唄
と
し
て
、
「
追
分
節
」
「
さ
け
漁
舟
漕
音
頭
」
「
網
お
こ
し
音
頭
」
「
石
狩

ハ
オ
ィ
」

な
ど
が
あ
る
。
漁
業
と
い
え
ば

鱒
漁
業
が
大
宗
を
占
め
て

い
た
石
狩
で
の
そ
れ
ら
の
唄
は
、
鰊
漁
場
で
の
唄
と
は

一
味
違

っ
た

独
特
の
歌
詞
と
唄
い
方
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
今
で
は
唄
い
手
も
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
郷
土
の
唄
と
し
て
復
活
保
存
の
声
が

上
が

っ
て
い
る
。

盆
踊
り
の
唄
と
し
て
は
、
新
潟
県
北
蒲
原
郡
の
移
住
漁
業
者
に
ょ
っ
て
伝
え
ら
れ
た

「
越
後
盆
踊
り
」
が
あ
る
。
作
詞
家
の
時

雨
音
羽
が
、
本
道
の
代
表
的
盆
踊
唄
の

「
北
海
盆
唄
」
は
そ
の
改
作
と
い
っ
て
い
る
が
、
越
後
盆
踊
り
の
本
道
の
発
祥
地
と
い
わ

れ
る
小
樽
市
高
島
で
は
そ
れ
を
疑
問
視
し
て
い
る
ょ
ぅ
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
本
町
市
街
地

の
お
盆
に
は
、
昭
和
期
ま
で
そ
れ
が

唄
い
続
け
ら
れ
て
き
た
。
同
五
九
年
七
月
に

「
越
後
盆
踊
り
保
存
会
」
(
有
田
助
次
郎
、
吉
岡
治
男
他
約
六〇

人
〕
が
発
足
し
、
そ

れ
が
八
月
の
本
町
地
区
盆
踊
り
大
会
で
復
活
さ
れ
た
。
古
老
談
で
は
、
「律
軽
踊
りJ

と

「
い
や
さ
か
さ
っ
さ
の
盆
唄
」
が
市
街
の

場
所
を
異
に
し
て
催
さ
れ
た
と
い
ぅ
が
、
詳
細
は
判
ら
な
い
。

さ
ら
に
、

一
九
五
四

(昭
和
ニ
九
〕
年

一
二
月
に
、
「
石
狩
小
唄
」
が
で
き
た
。
作
詩
が
更
科
源
藏
、
作
曲
が
西
村
貞
次
郎
で
、

石
狩
町
が
観
光
振
興
に
と
、
風
物
の
ハ
マ
ナ
ス
、
鮭
、
灯
台
、
水
稲
を
折
り
込
ん
だ
唄
で
あ
っ
た
が
余
り
普
及
し
な
か

っ
た
。

ま
た
、
同
三〇

年
'
『
石狩
管
内
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会j

C

会
長
/
相
原
美
代
石
狩
町
婦
連
会
長
)
が
管
内
町
婦
連
の
歌
詩
を

募
集
し
、
『
高
岡
婦
人
会
』
会
長
の
長
谷
川
松
子
が
当
選
し
て
い
る

(
作曲
は
平
賀
寿
男
に
依
頼
)
。



そ
し
て
、
同
三
一
年
に
は
、
第I

回
石
狩
鮭
ま
つ
り
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
石狩
音
頭J

C

吉
田
繁
雄
作
詞
〕
が
つ
く

ら
れ
、
レ
コ
ー
ド
に
吹
き
込
ま
れ
て
、
こ
の
曲
が
流
さ
れ
た
。

一
方
、
農
村
地
区
で
は
同
三
五
年
に
「
生振
音
頭
」
(
川中
義
治
作
詞
〕
、
同
四
七
年
に
「
美
登
位
音
頭
」
(
石
山英
治
作
詞
作
曲
)

が
つ
く
ら
れ
、
地
元
会
合
や
町
農
業
ま
つ
り
で
唄
わ
れ
た
。

一
九
七
五

(同
五〇

)

年
に
は
、
『
石狩
町
文
化
協
会J
C

会
長
吉
田
繁
雄
)
が
、
主
催
の
第
二〇

回
町
文
化
祭
を
記
念
し
て
、

ク
ラ
ゥ
ン

•
レn

I
ド
社
に
制
作
依
頼
し
た
レn

l

ド
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
唄
は
、
新
作

「
石狩
河
口
橘
音
頭
」
(
吉
田

繁
雄
作
詞
、
勝
目
有
作
曲
、
笹
み
ど
り
唄
)
と
前
記
の
「
石狩
小
唄
」
(
山
田
真
ニ
唄
)
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
唄
は
舞
踊
化
さ
れ
、

そ
の
後
諸
行
事
に
唄
わ
れ
、
踊
ら
れ
て
い
る
。

歌
謡
曲

石
狩
を
冠
し
た
歌
謡
曲
は
数
多
い
。
『
北
海
道
の歌
謡
曲J

(
柳谷
実
智
博¥

旭
川
振
興
公
社¥

1

九
八
ニ
〕
の
労
著
に
は
、
「
石

狩
の
歌
謡
曲
」
と
し
て
三〇

タ
ィ
ト
ル

(
う
ち
冠

「
石狩
」
は
ニ
四
〕
が
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
石
狩
町

内
の
風
物
を
織

り

こ
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
本
道
の
代
表
的
地
名
の|

つ
で
あ
る
「
ィ
シ
ヵ

リ
」

の
範
囲
は
、
地
名
研
究
家•

学
者
で
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
そ
れ
ら
に
反
映
し
て
い
る
。
「
石狩
挽
歌
」
(
詞な
か
に
し
礼
、
曲
浜
圭
介
、
唄
北
原
ミ
レ

ィ
)
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。

石
狩
町
に
関
わ
り
あ
る
歌
謡
曲
の
例
と
し
て
は
、
「
石狩
の
町
よ
さ
よ
う
な
ら
」
「
石狩
の
初
恋
」
(
と
も
に
詞
富
永
美
代
、
曲
袴

田
宗
孝
)
、
「
石狩
川
悲
歌
」
(
詞
高橋
掏
太
郎
、
曲
江
ロ
浩
司
)、
「
石狩
の
夜
」
(
詞関
沢
新

一
、
曲
新
井
利
昌
〕、
「
あ
あ石
狩
の

ハ
マ
ナ
ス
」(

詞
峰
田
明
彦
'
曲
田
宮
伸

一
)、
「
石狩
の
女
」
(
詞
別所
透
、
曲
越
純
平
)
な
ど
が
あ
る
。

社
会

•
文
化

編

三
七

五
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ま
た
、
昭
和
四
五
年
に
、
石
狩
町
生
振
村
北
出
身
の
北
海
修

ー
が

「
未
練
の
石
狩
川
」(

詞
札
幌

一
郎
、
曲
北
野
ひ
ろ
し
」
を
唄

っ
て
い
る
。
「
若
い
芸
術
音
楽
出
版
ア
テ
ネ
レ
コ
ー
ド
」
で
制
作
さ
れ
た
そ
の
レn

1

ド
は
、
石
狩
町
観
光
協
会
推
薦
と
な
っ
た(

B
面
は

「狩
勝
峠
の
白
い
花
」
)。

そ
の
他
の
町
内
で
の
音
楽
活
動
と
し
て
は
、
同
三

一
年
に
並
木
路
子
が
来
町
し
て
お
り
、
同
五
七
年
のN

H
K

の
ど
自
慢

(
会

場¥

花
川
南
中
)

で
は
'
ゲ
ス
ト
の
三
笠
優
子
と
竜
鉄
也
が
唱

っ
た
。
ま
た
、
同
六
◦
年

|〇

月
二
八
日
に
は
、
町
内
有
志
の
企

画
に
ょ
り
、
辻
久
子

チ
ャ
リ
テ
ィ
.
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
コ
ン
サ
ー
ト

(
会
場
/
花
川
北
中
〕
が
催
さ
れ
'
約

一
、

一oo

人
が
入
場

し
て
鑑
賞
し
た
。

加
え
て
児
童
生
徒
の
町
文
化
祭
な
ど
に
お
け
る
活
動
も
あ
る
。

ま
た
'
石
狩
太
鼓
同
好
会
が

I
九
七
九

(
昭
和
五
四
)
年
八
月
、
町
職
員

•
農
協
青
年
婦
人
部
員
な
ど
ニ〇

数
名
に

ょ
っ
て
結

成
さ
れ
た
。
そ
の

マ
ス
ター

曲
は

「
石
狩
の
夜
明
け
」

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
五
六
年

一
月
に
は
保
存
会
が
発
会
し
'
念
願
の
太

鼓
入
魂
式
を
行
ぅ
ま
で
に
な

っ
た
。
同
会
は

I

九
八
三

(
同
五
八
)
年
九
月
の
第

一
一
回
北
海
道
青
年
会

(
会
場¥

厚
真
町
)
に

参
加
し
、
郷
土
芸
能
最
優
秀
賞
を
得
て
、
全
国
青
年
会
に
出
場
し
、
町
内
の
各
種
行
事
へ
の
参
加
も
積
極
的
で
あ
る
。
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『
紅
燕
情
話
』

(
原
作
者
/
河
合
裸
石
、
戯
曲
の
舞
台¥

石
狩
川
河
口
付
近
〕
の
初
演

が
、I

九

一
八

(
大
正
七
〕
年
八
月
の
開
道
五〇

年
記
念
博
覧
会
の
舞
台

(札
幌
中
島

公
園
)

で
な
さ
れ
、
札
幌

の
芸
者
延
べ
五〇

〇

人
が
五〇

日
間
出
演
し
た
ほ
ど
の
好
演

で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、I

九
六
ニ
®

和
三S

年
四
月

一
日
の
第
五
回
全
道
邦
舞
大

会
で
蘇

っ
た
こ
と
か
ら
、
初
演
以
来
こ
の
邦
舞
に
関
わ

っ
て
き
た
石
狩
町
ゆ
か
り
の

人
、
小
林
哲
雄
の
薦
め
が

あ
り
、
町
教
育
委
員
会
で
は

I

九
八
四

(
同
五
九
〕
年
に
同

氏
な
ど
の
協
力
を
得
る
と
と
も

に
、
資
料
を
収
集
し
て
ビ
デ
オ

テ
ー
プ

r

紅
燕
情
話
』

を
編
集
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
町
内
の

『
舞
扇
同
好
会j

(
会
長
/
尾
田
千
代
)
な
ど

の
舞
踊
グ
ル
ー
プ
が
こ
れ
を
練
習
し
、
町
内
で
の
復
活
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

な
お
、
『
紅
燕
情
話
』
は
、
石
狩
砂
丘

の
ハ
マ
ナ
ス
に
ま
つ
わ
る
伝
説
に

ょ
る
も
の
で
、

奥
州
を
追
わ
れ

てr

蝦
夷
地
」

の
石
狩
の
館
に
仮
宿
し
て
い
た
源
義
経
を
慕
い
、
濃
昼

の
鬼
に
変
し
て
逢
ぅ
機
会
を

ぅ
か
が

っ
て
い
た
積
丹
の

ア
ィ
ヌ
首
長
の
娘
に
、
同
じ
思

い
の
石
狩
の
首
長

の
娘
を
交
え
た
悲
恋
物
語
を
、
舞
踊
に
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、

一
九
三
八

(
昭
和I

三
〕
年
夏
に
は
著
名
な
舞
踊
家
の

石
井
漠
と
門
下
生
の

石

井
不
二
香
、
砂
井
カ
ン
ナ
、
石
垣
初
枝
な
ど

|〇

数
人
が
、
札
幌
公
演

の
合
間
を

ぬ
つ

て
来
町
し
た
。
こ
の
来
町
は
前
々
か
ら
親
交
を
重
ね
て
い
た

能
量
寺

(
親
船
町
〕
住
職

:

.
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八o

飯
尾
圓
什
の
薦
め
に
ょ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、S

井
ら
に
ょ
り
石
狩
浜
で
舞
踊
公
演
会

(
八
月
二
日
か
ら
六
日
ま
で
の
五

日
間
)
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
会
費
は
三
円
で
、
講
師
は
石
井
漠
と
前
記
の
門
下
生
が
担
当
し
た
。
ま
た
、
参
加
者
は
新
聞
報
道

で
募
集
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
少
な
か

っ
た
が
、
石
井
は
石
狩
浜
の
風
景
に
魅
せ
ら
れ
'
の
ち
に
こ
の
時
の
こ
と

を
随
筆
に
記
し

て
い
る
。



第
五

節

趣
味

•
娯
楽

第
一

項

媒
楽

施
設

本
町
地
区
に
は
、
眭
漁
で
賑

っ
て
い
た
明
治
三〇

年
に
、r

北
の
亭
』『

高
田
座j

の
寄
せ
場
が
あ
り
、
浪
花
節
、
芝
居
な
ど
の

興
業
で
大
人
気
を
博
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
昭
和
五
、
六
年
頃

『
北
の
亭
』
は

『
石狩
座
』
と
し
て
復
活
し
、
同
四

一
年
ま
で

映
画
、
芝
居
お
ょ
び
地
元
青
年
団
の
演
芸
会
場
と
し
て
親
し
ま
れ
た
。
八
幡
町
地
区
で
は
、
昭
和
初
期
か
ら

一
二
年
に
焼
失
す
る

ま
で
、
『
宝
樂館

(
座
〕
』が
映
画
な
ど
を
興
行
し
て
い
た
。

ま
た
、
同
二
三
年
か
ら
は
、
石
狩
洋
裁
学
校
の
講
堂
を
活
用
し
て
夜
間
に
映
画
、
浪
曲

一
座
な
ど
が
催
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
大
正
七
年
か
ら
昭
和
六
年
ま
で
の
石
狩
川
生
振
水
路
工
事
の
盛
期
に
は
'

一
千
人
余
の
人
た
ち
が
住
み
込
み
市
街
地

が
生
ま
れ
た
。
そ
こ
に
あ

っ
た
治
水
事
務
所

の

『
振
興
ク
ラ
ブj

は

『
生振
座j

と
呼
ば
れ
て
、
作
業
員
の
娯
楽
場
と
し
て
利
用

さ
れ
、
素
人
芝
居
や
映
画
が
上
演
さ
れ
た
。

第
二

項

囲
碁
等

住
民
の
娯
楽
と
し
て
、
古
く
か
ら
ヵ
ル
タ
(
百
人
一
首
下
の
句
読
み
取
り
)
、
花
札
な
ど
が
家
庭
内
や
隣
り
近
所
、
集
会
所
な
ど

で
、
主
に
冬
季
間
に
行
わ
れ

て
い
た
が
'
昭
和
三〇

年
代
か
ら
は

マー

ジ
ャ
ン
が
普
及
し
た
。
囲
碁

•
将
棋
は
古
く
か
ら
愛
好
者

が
多
く
、
現
在
に
至

っ
て
お
り
、
次
表
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
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石
狩
町

(
本
町
)
囲
碁
番
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表

(
大
正
末
期
〕

三
八
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第
三
項

映
画

.
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン

こ
の
地
が
作
品
の

舞
台
と
な
っ
た
映
画

.
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
に
つ
い
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
映
画
か

ら
挙
げ
る
と
'
早
く
に
は
昭
和

一〇

年
代
に

、
海
浜
学
校

の
様
子
を
能
量
寺
が

『
は
だ
か
の
国j

(
全
ニ
巻
)
と
し

て
フ
ィ
ル
ム
に
収
録
し
て
い
る
(
石
狩
町
教
育
委
員
会

所
蔵
)
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
に
は

昭
和

ニ
五
年
に
石
狩
町
と
し
て
、

花
畔
•樽
川
地
区
に

お
け
る
砂
地
造
田
の
記
録
を

『
砂
と
闘
うJ

C

北
日
本
映
画
株
式
会
社

制
作
〕

と
し
て
ま
と
め
、
さ
ら
に
そ
の

後
続
け

て

『
水
と
闘
う
』
(
新
理
研
映
画
株
式
会
社
〕

お
ょ
び

『
石
狩
と
娃J

(
北
洋
映
画
社
制
作
〕
の
ニ
卷
を
も

つ
く
っ
て
い
る
。

そ
の
後
に

つ
い
て
み
る
と
、

一
九
五
六

(
昭
和
三I

)

年
に
、
大
映
映
画

『大
地
の
侍
』
の
13
ヶ
が
'
石
狩
川
河
ロ
近
く
の
砂

丘
で
行
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
映
画
は
佐
伯
清
が
監
督
で
、
主
演
は

大
友
柳
太
郎
、
高
千
穂
ひ
ず
る
で
あ

っ
た
。
な
お
、
こ
の
原
作

は
、
本
庄
陸
男
の

『
石
狩
川
』
で
あ
る
。

次
い
で
'

一
九
五
七

(同
三
ニ
〕
年
に
は
、
松
竹
映
画

『喜
び
も
悲
し
み
も
幾
年
月
』
の
！！
ヶ
が
、
石
狩
灯
台
を
中
心
に
、
三

月
と
八
月
に
行
わ
れ
た

。
そ
の
監
督
は
木
下
恵
介
、
主
演
は

佐
田
啓
ニ
、
高
峰
秀
子
、
明
石
潮
で
あ
り
、
地
元

の
人
た
ち
も
起
用

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

一
九
六

一

(
同
三
六
)
年
に
は

、
松
竹
映
画

『
あ
の
波
の
果
て
ま
で
』
̶

「
後
編
」
のn

ヶ
が
、
河

口
渡
船
場
を

中
心

と
し
て
行
わ
れ
た

。
こ
の
監
督
は

八
木
三
津
雄
、
主
演
は
岩
下
志
麻
、
高
蜂
三
枝
子
で
あ
る
。

さ
ら

に
、

一
九
六
ニ

C

同
三
七
)
年
に
は
'
大
映
映
画

『あ
し
た
逢
う
人
』
の
ロ
ヶ
が
町
内
で
行
わ
れ
た

。
そ
の
監
督
は
井
上

芳
夫
。
主
演
は
橋
幸
男
、
三
条
江
梨

子
で
あ
る
。

そ
し
て
、

I

九
六
四

(
同
三
九
)
年
に
は

、
日
本
映
画
新
社
製
作
、
東
宝
配
給
の

『
と
べ
な
い
沈
黙
』

のn

ヶ
が
花
川
小
学
校

社
会

.
文
化

編

三
八
三



社
会

•
文
化

編

三
八
四

で
行
わ
れ
た

。
そ
の
監
督
は

黒
木
和
雄
、
主
演
は

加
賀

ま
り
こ
で
、
同
小
学
校

四
年
生
の

平
中
稔

(
一
〇

オ
〕
が
起
用

さ
れ
た
。

加
え
て

、

一
九
八
三
年

(
同
五
八
)

年
に
は

、
共
同
映
画

『
さ
ょ
な
ら

ハ
ー
ネ
ス
』

の
ロ
ケ
が
町
内
で
行
わ
れ
た

。
こ
の
監
督

は
後
藤

俊
夫
、
主
演
は

中
村
明
美
、
前
田
吟
で
あ
る

。

ま
た
、

一
九
七
六C

同
五

一
〕
年
に
は

、
北
海
道

大
学

創
基

一
〇
〇

周
年
記
念

映
画

『

大
い
な

る
楡
̶
北
大

一〇
〇

年

の
年
輪J

のa

ケ
が
石
狩
川
河

口
の
砂
丘
で

行
わ
れ
た

。
そ
の

シ
ー
ン
は
、
ク
ラ
ー
ク
博
士

と
学
生
た
ち

と

の
別
れ
の

場
面
で
あ

っ
た
。

一
方
、
テ
レ
ビ

•
ド
ラ

マ
の

口
ケ
に
つ
い
て
は

数
多
い

.か
"
そ
の
ぅ
ち
の
幾
つ
か
を

紹
介
す

る
と
以
下
の

ょ
ぅ
で
あ
る
。

一
九
六
八

(
同
四
三
)
年
九
月
放
映

の
フ
ジ

̶S
T
V

テ
レ
ビ

•
ド
ラ

マ

『
石
狩
平
野
』

の
ラ

ス
ト
シ
ー
ン
の

1

一
ケ
が

(
中
)
生

振
村
で

行
わ
れ
た

。

こ
の
主
役
は

南
田
洋
子
。
そ
の
原
作
は

船
山
馨

の

『
石
狩
平
野
』
で
あ
る

。

ま
た
、I

九
七
ニ

(
同
四
七
)
年
六
月

一
八
日
放
映
の

H
B
C

東
芝

日
曜
劇
場

『
で
ん
で
ん
太
鼓
』

のa

ケ
が
、
親
船

町
の
本

庄
鍛
冶

屋
を

中
心
に

行
わ
れ
た

。
そ
の
主
演
は

中
村
翫

右
衛
門
、
小
鹿

ミ
キ
で
あ
る
。

『
で
ん
で
ん
太
鼓
』

は
好
評
で

、
翌
四
八

年

一
月
に
は

「
同
冬

の
巻
」
が
、
同
年

八
月
に
は

「
同
夏

の
巻
」
が
相
次
い
で

放
映

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の

ロ
ケ
の
舞
台
は
本
庄

鍛
冶

屋
で

、
主
演
は

何
れ

も
伴
淳
三
郎

、
小
鹿

ミ
キ
で
あ
る

。
さ
ら

に
、
第
四
作

の
『
で

ん
で
ん

太
鼓』

が
同
四
九
年
五
月
に
放
映
さ
れ
た
が
、
こ
の
13
ケ
は
河
0
渡
船
場
が
中
心
で
、
や
は
り
主
役
は
伴
、
小
鹿
で
あ
っ

た
。I

九
七
七

C

同
五
ニ
)
年
に
は

'
五
月
放
映
の

S
T
V

グ
ラ
ン
ド
劇
場

『魔
女
と
呼
ば
れ

る
占
い
師
は

自
己
改
革
を

夢
み

て
たJ

の
ロ
ケ
が
町
内
で

行
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
主
役
は

池
内
淳

子
、
風
吹
ジ

ュ
ン
、
石
坂
浩

ニ
で
あ

っ
た
。

一
九
七
九

(
同
五
四
)
年

一
二
月
に
は

ま
た
、
翌
年

二
月
放
映
の

T
B
S
I
H
B
C

日
曜
劇
場

f

あ
あ

我
が
家
』

の

！一
ケ
が
、

石
狩
浜
で

行
わ
れ
た

。
そ
の
演
出
は

小
西
康

雄
、
主
役
は

北
林
谷
栄
、
川
谷
拓

三
で
あ
る

。



そ
し
て

一
九
八
四

(
同
五
九
)
年
四
月
ニ
五
日
か
ら
五
月
に
か
け
て
、H
B
C

日
曜
劇
場

『
先
生
.だ
い

っ
嫌
いJ

(

仮
題
)

の

口
ヶ
が
、
美
登
位
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
放
映
は
六
月

I

◦
日
で
あ
り
、
主
演
は
眞
野
響
子
、
佐
藤B

作
で
あ

っ
た
。
な
お
、
こ
れ

に
は
美
登
位
小
学
校
五
年
生
の
後
藤
久
美
と
二
年
生
の
雉
子
谷
辰
也
が
起
用
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
ほ
か
'S

T
V

『
老
人
と
海
』
(
一
九
六
八
年
放
映
〕
に
は
、
七
三
才
の
金
谷
亀
五
郎
が
出
演
し
て
い
る
し
、N

H
K

札

幌
の

『
チS
ゥ
ザ

メ
が
の
ぼ

っ
た
川J

、
f

新
港
の
で
き
る
浜j

(
い
ず
れ
も

一
九
七
四
年
放
映
〕
を
は
じ
め
と
し
、
道
内
テ
レ
ビ

各

局
が
、
こ
の
町
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
放
映
し
て
い
る
。
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三
九
六

〔
ク
ラ
ゥ
ン

レn
̶

ド¥

昭
和
五o

年
制
作
〕

更
科
源

蔵
作
詩

西
村
貞
次
郎
作
曲

サ
ト
ゥ
進

ー
編
曲

石

狩

小
唄S

山

田

真

治

クラウン

♦

オ

ー

ケス

ト

ラ

一
、
可
愛
い

い
あ
の

娘
は

石
狩
乙
女

乙
女

似
て
い
る

ハ
マ
ナ
ス
に

紅
く
咲
い
て

る

ハ
マ
ナ
ス
に

ニ
、
川
は

石
狩

千
石
場
所

の

し
ろ
け

ア
キ

ア
ジ

銀
ぅ
ろ
こ

あ
の

娘
の
ホ
オ

に
も

銀
ぅ
ろ
こ

三
、
か
け
た

ま
ご
こ

ろ

祈
り
の
心

み
ご

と
稔

っ
た

稲
の

波

砂
に

稔

っ
た

稲
の

波

四
、
流
れ

小
砂
は

川
口
に
よ
せ
て

よ
せ
た

砂
丘
に

灯
が

と
も
る

月
よ

み
よ
と

て

花
も
咲
く

五
、
か
お
る

浜
風

砂
丘

の
か
げ
に

花
と
咲
き
ま

す

石
狩
乙
女

稲
穂
た

れ
ま
す

金
稲
穂



石 狩 小 唄

あまり早くなく

更 科 源蔵 作詩
西村貞次郎 作曲

| 1j づ.-| 1」.]

かわい あ の こ は いし か りお 一 と め

ダ T.J7 ] r;J>r •で

おとめにている ハマナスに あか一 く

さい一て る 一 ハ マナー- ス 一 に

(注/三段目1 小節 目の4 分音符と次の付点 8 分音符が実際

より半音高く表記されている。;）
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五〇

年
代
制
作
〕

透
作
詩

純
平
作
曲

八
郎
編
曲

石

狩
の

女

唄

高

杉

謙

ミ

ノ

ル

フ
ォ

ン

オ

ー

ケ
ス

ト

ラ

俺
を
待
た
ず

に

稼
い
だ
女
の

横
顔
染
る

川
開
き

な
ん
で
な
ん

で
声
な
ど
か
け
ら
れ
よ
ぅ
か

俺
も
男
さ

忘
れ
る
*た
け
さ

キ
ミ
は
北
国

石
狩
の
女

三
九
八

三
、
明
日
は
別
れ
の

涙
の
酒
を

重
ね
て
酔
え
ぬ

霧
の
町

逢
え
.は

逢
え
ば

つ
ら
い
と

こ
と
づ
け
き
け
ば

未
練
心
に

切
な
く
残
る

君
は
北
国

石
狩
の
女

演
奏
時
間

四
分
一
三
秒

俺
と
お
前
が

初
め
て
逢

っ
た

石
狩
川
の

星
の
夜

私

私
ひ
と
り
を
愛
し
て
く
れ
と

燃
ぇ
た
心
の
®
い
も
夢
か

白
い
小
指
の

石
狩
の
女



石 狩 の 女
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社
会

•
文
化

編

四〇
〇

〔
テ
イ

チ

ク

レ

コ
、

蜂
田

明
彦
作
詩

田
宮
伸

一
作
曲

•ド¥

昭
和
二
三
年
制
作
〕

あ

"
石
狩
の

マ
ナ
ス唄

山

下

雜

波
も
は
る
ば
る

帰
る
の
に

I

人
涙

の

ハ
マ
ナ
ス
よ

空
も
泣
い
て

る

砂
浜
に

香
る
バ
ラ
色
香

る
バ
ラ
色

類

の
色

〔
ア
テ
ネ
レn

̶

ド¥

昭
和
四
四
年
制
作
〕

札
幌
太
郎

作
詩
•
作
曲

北
野
ひ
ろ
し
編
曲

未

練

の

石

狩

川頃

北海

修ー

若
い

芸
術

オー

ケ
ス

ト
ラ

曲

り
く

ね

つ

た

川

だ
け
ど

冷
め
た
い

風
が

俺
ら
を
泣
か
す

赤
い

--'
マ
ナ
ス

咲
く
丘
に

夕
陽
が

照
ら
す

あ
の

日
の
流
れ

未
練

の
未
練

の

石
狩
川

ニ
、
白
と
赤
と
の

灯
台
に

ボ

ッ
ト
灯
が

つ
く

た
そ
が
れ

ょ

君
を
待

つ
日
も

十
三
夜

月
に

し
の
ぶ

か

月
に

し
の
ぶ

か

渡
し
舟

三
、
恋
い
に

あ
こ
が
れ

石
狩

の

丘
に
咲
い
て

る

ハ
マ
ナ
ス
よ

燃
え
る

乙
女

の

愛

の
花

摘
ん
で

あ
げ
た
い

摘
ん
で

あ
げ
た

I

こ
の
胸
に

ニ
、
幼
馴
染
の

川
•た
け
ど

別
れ
て

三
年

東
京

ぐ
ら
し

の
匂
い

も

忘
れ
ず
に

恋
し
故
郷

眺
め
た

月
も

未
練

の
未
練

の

石
狩
川

三
、
二
人
で
位

い
た

川
だ
け
ど

砂
丘
に

捨
て
た

俺
ら
の
涙

粉
雲
淋
し

高
波

の

流
れ
星

さ
え

わ
び
し
く
消
え
る

未
練

の
未
練

の

石
狩
川

演
奏
時
間

二
分
五
八
秒



第
九
章

宗教

第

一
節

神
道

系
諸
組
織

こ
の
地
方
に

お
け
る
神
道

の
歴
史
は
、
少
な
く
と
も

一
七
世
紀
末

頃0

兀
禄
年
間
)
に
ま
で
遡
る
。
す
な
わ
ち

、

一
六
九
四
〔
元

禄
七
〕
年
に
始
ま
る

『
石
狩
辨
天
社
』
の
起
源
が

そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
近
世
期
に
起
源
す

る
神
社
と
し
て
、

一
八
五
八

〔
安

政
五
}
年
に
始
ま
る

『
石
狩
八
幡
神
社J

が
あ
り
、
八
幡
町
の
稲
荷
神
社
も
蓀
末
期
か
ら
の
も
の
と
言
わ
れ
て

い
る
。

そ
の
後
、
明
治
期
の
農
業
開
拓
の

た
め
の
入
植
に

よ
り
人
口
が
次
第
に
増
え
、
そ
れ
と
と
も
に
諸
系
統

の
神
社
が

設
け
ら
れ
て

い

く

こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
現
存
す

る
多
く
の
神
社
は

明
治
期
に
起
源
す

る
が
、
以
下
に

そ
れ
ら
を
含
ん
で

、
本
地
方
の
神

社
、
神
道
系
教
会
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
概
説
す

る
。

伊
夜
日
子
神
社

八
ノ
沢
に
あ

っ
た
神
社
で
、
昭
和
ニ
年lo

月
に
城
戸
忠
義
に

よ
り
寄
進
さ
れ
た
碑cr

社
長
.橋
本
圭
三
郎
閣
下
御
書
」

の
文

字
が
刻
ま
れ
て
い
る
)
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
神
社
は

す
で
に

昭
和
三〇

年
代
後
半
に

札
幌
に
移
さ
れ
て

い
る
。

五
ノ
沢
神
社

現
住
所¥

八
幡
町
字
高
岡

社
会

•
文
化

編

四〇

一



社
会

•
文
化

編

四o

一
一

祭

神
¥

天
照
大
御
神

•
誉
田
別
命

明
治
三
五
年
頃
に
入
植
者
た
ち

の
発
議
に
ょ
っ
て
設
け
ら
れ
た
石
狩
八
幡
神
社
の
末
寺
で
あ
る
。

高
岡
神
社

.

現
住
所
/
八
幡

町
字
高
岡二

二
番

地
ニ

祭

神
¥

誉
田
別
命

•
倉
稲
魂
命

石
狩
八
幡
神
社
社
司
岡
村
静
雄
の
計
ら
い
が
あ

っ
て
、
明
治
ニ
ニ
年
七
月
、
倉
重
重
蔵
所
有
地
に
小
祠
が
建
立
さ
れ
た

と

こ
ろ

に
こ
の
神
社
の
起
源
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
神
社
は
大
正
ニ
年
に
現
在
の
高
岡
小
学
校
敷
地
内
に
移
り
、
大
正I

四
年
四
月
に
現

在
地
へ
と
移
転
し
て
お
り
、
さ
ら

に

大
正

一
四
年
六
月
に
無
格
社
と
す
る
申
請
を
な
し
て
、
昭
和
四
年
に
そ
れ
が
認
可
さ
れ
た
。

稲
荷
神
社

現
住
所
/
八
幡

町

(
母
子
会
館
横
〕

祭
神

¥

倉
稲
魂
命

幕
末
期
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
若
生
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

「
若
生
稲
荷
」
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。

天
理
教
聚
富
分
教
会

現
住
所¥

八
幡
ニ
丁
目七

一
番

地
ニ



厚
田
郡
厚
田
村
大
字
聚
富
で
、
大
正

一o

年

一
二
月

一
八
日
に
柴
田
末
吉
に
ょ
り
創
立
さ
れ
た
が
、
大
正

一
五
年
二
月
四
日
に

八
幡
町
来
札

一
一
九
番
地

一
に
移
転
し
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
後
昭
和
五o

年
九
月
ニ
六
日
に
現
在
地
へ
と
移

っ
た
。

出
雲
教
会

住
所

¥
横
町

南二
三
番

地

祭
神

¥
出
雲
教
大
神

新
潟
県
苔
実
か
ら
横
町
南二

三
番

地
に
入
地
し
た
宮
下
兼
吉
が
、
漁
業
を
営
む
か
た
わ
ら
布
教
に
努
め
、
明
治
三〇

年
代
に
創

立
し
た
。
当
時
は
新
潟
県
付
近
沿
岸
地
域
の
各
地
か
ら
、
漁
業
、
商
業
に
携
わ
る
人
々
の
石
狩
へ
の
入
地
が
あ

っ
て
、
有
力
者
の

協
力
も

得
ら
れ
、
祠
が
建
て
ら
れ
る
と
と
も

に
出

雲
教
大
神
が
祀
ら
れ
た
が
、
宮
下
兼
吉
の
没

C

昭
和

ニ
ニ
年
〕

後
そ
の
祠
が
廃

さ
れ
た
。

な
お
、
そ
の
後
御
神
体
、
神
像
'
神
鏡
、
宝
印
、
御
札
、
獅
子
頭
、
太
鼓
、
御
鈴
、
御
面
な
ど
が
血
縁
者
に
ょ
っ
て
奉
祀
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
、
明
治
四o

年
の
奉
納
品
に
、
「
神
具
楽
連
中
」
九
名
、
「
石
狩
横
町
神
具
楽
世
話
人
」
五
名
、
「
若
者
頭
」
四
名
の

名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
石
狩
の
賑
い
や
出
雲
教
大
神
が
海
上
安
全

.
漁
業
繁
栄
の
た
め
の
守
■
神
と
し
て
崇

敬
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

石
狩
八
播

神
社

現
住
所¥

弁
天
町I

番
地
五

祭
神

¥誉

田
別
命

•
倉
稲
魂
命

社
会

.
文
化

編

四〇

三



社
ム

K

•
文
化

編

四〇

四

ー
八
五
八
【安
政
五
；
一
年
に
箱
館
総
社
八
幡
宮
主
菊
地
大
蔵
が
、
箱
館
奉
行
に
「
今
般
蝦
夷
ー
円
御
料
に
な
り
追
々
お
開
け
に

な
る
に
つ
け
て
蝦
夷
地
の
中
に
当
社
八
幡
宮
の
末
社
を
勧
請
し
蝦
夷
地
総
鎮
守
と
し
た
い
」
と
い
う
願
い
を
上
げ
、
こ
れ
を
認
め

ら
れ
て
石
狩
八
幡
神
社
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
明
治
七
年
八
月
に
開
拓
使
官
員
や
町
中
の
協
議
に
よ
り
現
在
地
に
奉
斎
が
な

さ
れ
、
相
殿
に
稲
荷
大
神
が
祀
ら
れ
た
。
こ
の
稲
荷
大
神
は

一
八
六

一

〔
文
久
元
〕
年
五
月
に
、
幕
府
の
石
狩
詰
役
所
在
勤
荒
井

金
助
に
よ
り
勧
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
'
明
治

一
六
年
六
月
ニ
五
日
に
、
大
阪
安
土
の
鈴
木
源
右K

門
作
の
神
輿
や
付
属
品
が
届
け
ら
れ
、
同
年
九
月

一
五
日
か

ら
毎
年
例
大
祭
に
大
名
行
列
の
神
輿
渡
御
が
行
わ
れ

て
賑
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
祭
り
が

「
石
狩
祭
」
と
し
て
古
老
に
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
に
伴
い
松
前
神
楽
も
奉
納
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
の
神
社
は
も
と
も
と
石
狩
辨
天
社
に
あ

っ
た

一
七
八
九
〔寛
政
元
〕年
の
手
水
鉢

C

小
林
屋
喜
兵
衛
奉
納
)
、

|

八

一
三

〔
文
化
一〇

〕

年
の
石
鳥
居

(
栖
原
屋
半
助

，
米
屋
孫
兵
衛
奉
納
)
な
ど
を
所
蔵
し
て
い
る
な
ど
、
石
狩
辨
天
社
と
の
関
係
が
非

常
に
深
い
。
さ
ら
に
、
石
鳥
居
は
村
山
栄
蔵
の
寄
贈
に
よ
る
も
の
で
、
石
材
が
但
馬
国
の
花
崗
岩
で
あ
る
が
、
大
正
七
年
に
位
置

を
移
さ
れ
た
際
に

一
部
を
代
え
ら
れ
て
い
る
。

石
狩
辨
天

社

現
住
所¥

弁
天
町
北

一
八
番

地

祭

神¥

主
神
̶
厳
島
大
明
神

*
合
殿
̶
妙
亀
法
鮫
大
明
神

•
合
殿
̶
稲
荷
大
明
神

1
六
九
四
〔
元
禄
七
〕
年
、
松
前
神
明
社
神
主
白
鳥
若
宮
太
夫
が
、
松
前
藩
±
で
石
狩
川
秋
味
上
乗
役
の
任
に
命
じ
ら
れ
た
山

下
伴
右
衛
門
の
願
出
に
よ
り
、
ご
神
体
を
勧
請
し
て
楝
札
お
よ
び
御
幣
帛
を
託
し
'
山
下
が
石
狩
に
そ
れ
ら
を
納
め
る
小
祠
を
設
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社
会

•
文
化

編

四〇

六

け
た
。
こ
れ
が
石
狩
辨
天
社
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
後
、
松
前
藩
士
近
藤
小
右
衛
門
が

I

六
九
六

〔
元
禄
九
〕
年
に
こ
の
小
祠

の
再
興
を
図
っ
て
、
白
鳥
若
宮
太
夫
か
ら
棟
札
'
奉
幣
を
受
け
、
さ
ら
に
、
そ
の
翌
年
に
同
藩
士
の
藤
倉
五
郎
治
も
棟
札
な
ど
を

受
け
て

い
る
。
ま
た
、

一
七〇

〇

年
代
後
半
に
は
、
飛
驛
屋
久
兵
衛
、
小
林
屋
、
米
屋
、
宝
屋
な
ど
が
石
狩
場
所
進
出
に
伴
い
、

『
石
狩
辨
財
天
』
(石
狩
辨
天
社
)を
崇
敬

し
て
、
手
水
鉢
な
ど
を
奉
納
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
ー
八
ー
五
〔
文
化

一
ー
一
〕

年
に
石
狩
諸
場
所
を

一
括
請
け
負

っ
た
村
山
傳
兵
衛

(
直之
)
が
、
旧
地
の
回
復
を
祝

っ
て
翌

一
八

一
六

〔
文
化
ニ
ー

1U

年

(
ま

た
は

〔
文
化
一
四
一
年
)
に
再
興
し
、
以
後

『
石狩
辨
天
社J

が
同
家
を
守
護
す

る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
他
の
漁
業

経
営
者
か
ら
の
崇
敬
を
も
集
め
た
。

当
初
、
『
石狩
辨
天
社J
は
石
狩
川
口
に
位
置
し
て
い
た
が
、

一
八
一
五

〔
文
化1

1
IJ

年
に
川
上
の
ホ
リ
ヵ
ム
ィ

(
現
在
の
弁

天
町一

番

地
、
石
狩
八
幡
神
社
所
在
地
)

に
遷
宮
し
、
さ
ら
に
明
治
七
年
に
、
そ
れ
ま
で
石
狩
川
右
岸
の
八
幡
町
に
あ

っ
た
石
狩

八
幡
神
社
が
、
左
岸
市
街
地

の
石
狩
辨
天
社
地
内
に
移
さ
れ
た
の
に
伴
い
'
開
拓
使
の
命
に
よ
り
、
そ
の
境
内
外
の
運
上
屋
隣
地

村
山
家
宅
地
へ
と
移
転
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
そ
れ
ま
で
村
山
家
が
辨
天
社
と
と
も
に
管
理
し
て
い
た
稲
荷

•
亀
鮫
社
や
竜
神
社

が
、
他
寺
に
移
さ
れ
た
り
、
辨
天
社
に
合
祀
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
後

『石
狩
辨
天
社
』
は
、
村
山
家
に
よ
っ
て
祭
事
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
ニ
0
年
に
は
「
神
社
の
境

內
亦
荒
廃

し
て
丹
壁
彩
亜
の
神
殿
も
壁
落
ち
檐
傾
き
て
莊
厳
の
跡
な
く
、
社
務
紊
乱
し
て
拾
収
す
べ
か
ら
ず
」
(
澤
石
太
著
『
開道
五〇

年
記

念
.北
海
道J
)

と
記
さ
れ
る
よ
ぅ
な
状
態
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
四

一
年
に
村
山
家
が
小
樽
に
移

っ
て
か
ら
は
、
村
山

家
旧
宅
管
理
人
や
町
内
の
漁
業
者
、
有
志
ら
に
よ
っ
て
'
辨
天
社
の
祭
事
が
執
り
行
わ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
昭
和
ニ〇

年
七
月

一
五
日
の
米
軍
艦
載
機
の
空
襲
に
よ
り
、
辨
天
社
が
破
損
さ
れ
た
た
め
、
御
神
体
が
石
狩
神
社
に
奉

還
さ
れ
、
昭
和
ニ
四
年
ま
で
同
神
社
で
辨
天
社
大
祭
が
執
り
行
わ
れ
て

い
た
。
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甲
午

己
酉

戌
辰

辛
巳

癸
酉

甲
戌

己
卯

乙
酉

己
丑

丙
申

戊
戌

己
亥

甲
辰

手
水
鉢

手
水
鉢

老
武
將
絵
馬
額

(漆
絵
)

辨
財
天
木
扁
額

(
源清
正
印
〕

石
鳥
居

鰐
口

石
狩
稲
荷
大
明
神
木
扁
額

1
1

大
明
神
神
像

神
燈

一
対

石
狩
稲
荷
大
明
神
神
札

1
1

大
明
神
神
石
額

恵
比
須
神
像

eg

然
石
)

稲
荷

像

幸
作
〕

千
私3

ガ
主
中

小
林
店
喜
兵
衛

(
江
戸
〕

宮
内
定
右
衛
門

(松
前
〕

栖
原
屋
半
助

•
米
屋
孫
兵
工

米
屋
孫
兵H

•
柏
屋
善
三
郎
外
七
名

重
松
伴
右
衛
門

(
松前
)

山
田
仁
右
衛
門

(
松前
)

村
山

•
栖
原

(
松前
)

村
山
傅
次
郎*

長
三
郎

.
梶
浦
外

小
川
幸
右
衛
門

(
江
戸
)

因
藤
多
四
郎

金

龍

寺

石
狩
八
幡
神
社

石
狩

辨

天
社

同

前

石
狩
八
幡
神
社

石
狩
辨
天
社

同

前

同

前

1
1
.

r

同

前

同

前

同

前

同

前
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四
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八

ニ
九

一
八

三

六

一
八

三

八

一
八

三
九

一
八

四

四社

こ
の
社
は
ま
た
、
石
狩
市
域

に
お
け
る
宗
教
史
上
最
も
古
い

歴
史
を

も

つ
も

の
で

石
狩
町
教
育
委
員
会
に

よ
り
文
化
財

第

一

号
に
指
定
さ
れ
て
い
る

と
と
も

に
、
歴
史
的
な

関
係
重
要
資
料

と
し
て
次
の

よ
う
な
も

の
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
社

に
関
わ

る

出
版
物

と
し
て
、
『
石
狩
辨
天

社
史
,-
(
石
狩
辨
天
社

創
建

三
百
年
記
念
事
業
実
行
委

員
会¥

i

九
九

四
〕
が
あ
る
。

石
狩
辨
天
社

関
係

主
要

物

一
覧
表

(
注
和
暦
•
奉
納
者
は

物
の
記
名
に
拠
る
)

西

暦

和

暦

干
支

物

名

奉

納

者

所在

箇所
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編

四〇

八

同
八
同

八

四

九

八

前

五

六 前

四

五

同 安
政
同 嘉
永
弘
化

前 前 ニ ニ

同
前
丙
辰
同
前
己
酉
乙
已

泊
長

対
/ ■—■S

石
像

清
正
虎
退
治
絵
馬
額
へ

同
前

関
羽
正
裝
絵
馬
額

文
昌
作

大
黒
尊
体
御
神
法
御
修
覆
成
神
札

昆
沙
門
天
御
神
體
御
修
覆
成
就
神
札

禮
拜
器

対

大
内
石
可
作

柏

久
兵
エ

内
酒
田

阿
部
屋
傅
次
郎

m
甚
六

阿
部

傅
次
郎

n
甚
六

梶
浦
五

湖
河
長
左
衛
門
他

同 同 同 同 同 同

前 前 前 前 前 前

C

「
石狩
辨
天
社
史J

)

三
吉
神
社

住
所

¥

親
船

町

明
治
三
ニ
年
に
細
川
留
蔵
に
ょ
り
建
て
ら
れ
た
が
、
廃
社
と
な
り
現
存
せ
ず
。
同
所
に
昭
和
六
年

一
〇

月

一
七
日
建
立
の

『
紀

念
碑

三
吉
神
社J

の
碑
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
六
ニ
年
に
撤
去
さ
れ
た
。

生
振
神
社

現
住
所¥

生
振
村五

五
七
番

地
ニ

祭
神

¥

天
照
大
御
神

.
誉
田
別
命

.
倉
稲
魂
命

明
治
六
年
に
、
村
役
の
鈴
木
茂
作
、
鈴
木
傳
義
'
吉
田
林
右
二
門
、
木
村
種
吉
が
総
代
と
な

っ
て
小
祠
を
建
て
た
と
こ
ろ
に
起

源
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
神
社
は
明
治
三
四
年

|〇

月I

八
日
に
創
立
を
出
願
し
、
明
治
三
六
年
三
月

一
六
日
に
こ
れ
を
認
可
さ



れ
た=伏

菴
神
社

住
所
/
生

振
村
北
三
線

明
治
ニ
九
年
に
、
西
生
振
地
区
の
鎮
守
と
し
て
三
線
南五

番

地

(
現
在
の
生
振
神
社
社
有
地
)
に
設
け
ら
れ
、I

時
期
に

「
生

振
神
社
遥
拝
所
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
な
お
、
昭
和
四
三
年
に
は
生
振
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
。

生
北
神
社

現
住
所
/
生
振
村
北
八
線
八
号

祭
神

¥

天
照
大
御
神

.
誉
田
別
命

明
治
三
四
年
に
創
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
四
年
に
拝
殿
向
拝
を
新
築
、
昭
和
五
三
年
に
本
殿
を
新
築
し
、
上
テ
ィ
ネ
ィ
の

稲
荷
神
社
を
合
祠
し
て
い
る
。

美
登
位
神
社

現
住
所
/
生
振
村
北

一
三
線

祭

神¥
誉

田
別
命

も
と
も
と
美
登
位
地
区
は
中
生
振
と
地
続
き
で
あ
っ
た
が
'
石
狩
川
の
切
り
替
え
に
ょ
り
分
断
さ
れ
た
た
め
、
生
振
神
社
と
は

別
の
神
社
が
必
要
視
さ
れ
て
、
昭
和
三
四
年
夏
'
石
狩
八
幡
神
社
の
御
分
霊
に
ょ
り
設
け
ら
れ
た
。

社
会

•
文
化

編

四o

九



社
会

•
文
化

編

四

一〇

香
取
神
社

住
所

¥

生
振
村

一〇

線
南
二
号C

美
登
位
左
岸
堤
防
地
〕

祭
神

¥
茨

城
の
水
神

•
札
幌
神
社
分
神

大
正

一
j

年
、
生
振
地
内
新
水
右
岸
丘
陵

(
紅
葉
山
砂
丘
の

一
部
、

一
◦
線
北

一
号
〕
に
、
全
石
狩
川
本
支
流
工
事
の
守
護
神

と
し
て
創
建
さ
れ
た
。
し
か
し
、
昭
和
六
年
に
新
水
路
が
通
水
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
神
社
は
生
振
の
対
岸
と
な
り
、
住
民
に

と
っ
て
不
便
と
な

っ
た
た
め
、
美
登
位
左
岸
堤
防
地
に
移
さ
れ
た
。

な
お
、
こ
の
神
社
は
そ
の
後
昭
和

一
五
年
頃
ま
で
、
生
振
地
区
住
民
に
よ
り
盛
大
な
例
祭
を
催
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
ニ
年
に

は
祭
神
が
石
狩
八
幡
神
社
に
合
祀
さ
れ
、
社
殿
が
美
登
位
地
区
住
民
の
氏
神
社
殿
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

花
畔
神
社

•
相
馬
妙
見
太
田
神
社

•
花
畔
瑞
穂

神
社

現
住
所¥

花
畔
村
北

一
一
線五

七
三
番

地

祭
神

¥

金
刀
比
羅
之
大
神

(
花畔
神
社
)
•
天
御
中
主
神

(
相
馬
妙
見
太
田
神
社
〕
.
大
巳
貴
神

.
小
彦
名
神

(
花畔
瑞

穂
神
社
)

明
治
四
年
五
月
に
南
部
団
体

(
現
在
の
盛
岡
市
域
住
民
)

三
九
戸
が
花
畔
村
に
入
植
し
た
こ
と
に
よ
り
花
畔
村
が
開
か
れ
た
。

そ
し
て
、
翌
明
治
五
年
七
月
に
花
畔
村
北

八
線
に
小
祠
が
設
け
ら
れ
、
農
業
、
漁
業
、
航
海
の
守
護
神
で
あ
る
金
刀
比
羅
之
大
神

が
祀
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
『
花
畔金
刀
比
羅
神
社
』
が
創
立
さ
れ
た
。
こ
れ
が

『
花
畔神
社
』

の
起
源
で
あ
る
。
ま
た
、
『
花畔

金
刀
比
羅
神
社
』

に
金
刀
比
羅
之
大
神
が
祀
ら
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
の
は
、
南
部
団
体
の
似
鳥
多
大
治
夫
人
が
石
狩
川
岸
に
流
れ



着
い
た
金
刀
比
羅
さ
ん
の
お
札
を
拾

っ
て
、
似
鳥
家
で
祀

っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。

『
花
畔
金
刀
比
羅
神
社
』
に
は
当
初
神
官
が

お
ら
ず
、
南
部

体
の
簡
八
十
九
が
代
拝
者
と
な
っ
て
祭
事
を
執
り
行

っ
て
お
り
、

明
治
ニ
六
年
四
月
に
な

っ
て
当
神
社

の
位
®
が
花
畔
村
北

八
線二
番

地

C

新
港
南
！
丁
目二

番

地
付
近
)

に
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら

に
、
当
神
社
は
明
治
ニ
七
年
八
月
に

『
花畔
神
社J

と
改
称
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
神
社
創
立
願
が
裁
可
さ
れ
、
公
認
さ
れ
た

の
は
明
治
三
四
年
九
月
九
日
の
こ
と
で
あ
り
、
吉
成
多
三
郎
が
初
代
神
職
と
し
て
就
任
し
た
。

そ
の
後

『花
畔
神£

は
、
昭
和
三
◦
年
代
末
か
ら
の
工
業
団
地
造
成
や
昭
和
四
八
年
の
石
狩
湾
新
港

の
開
発
計
画
に
伴
い
'

r

相
馬
妙
見
太
田
神
社』

r
花
畔
瑞
穂
神
社
』
と
と
も
に
新
港
区
域
外
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
、
昭
和
四
八
年
九
月
に
な
っ
て
、

現
在
地
に

三
社
が
合
社
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

『
相
馬
妙
見
太
田
神
社
』
は
、
明
治

一
五
年
七
月
二
三
日
に
福
島
県
相
馬
郡
の
県
社

『
相馬
妙
見
太
田
神
社
』

の
御
祭
神
で
あ

る
天
御
中
主
神
の
分
霊
を
迎
え
、
花
畔
村
北

三
線七

三
番

地
三
に
小
祠
を
建
て
、r

相
馬
妙
見
太
田
神
社
出
張
所J

と
称
し
た
と
こ

ろ
に
起
源
す
る
。
そ
の
当
時
の
社
司
は
阿
部
熊
藏
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
出
張
所
は
明
治
四〇

年

一〇
月

に
社
殿
が
新
し
く
な
る

と
と
も
に
、
『
相馬
妙
見
太
田
神
社j

と
称
す
る
よ
ぅ
に
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
四
三
年
七
月
に
、
石
狩
湾
新
港
地
域
の
開
発
に
伴
い
、

花
畔
村
北
三
線六
五
番

地
七
に
社
殿
を
新
築
し
て
移
転
し
て
い
る
。

r

花
畔
瑞
穂
神
社』

は
、
花
畔
市
街
地
を
中
心
と
し
た
新
神
社
建
立
の
要
望
か
ら
、
昭
和
ニ
六
年
に
花
畔
村
五
七
四
番
地
一
三

(
花
畔
農
協
所
有
地
〕

に
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
神
社

の
御
祭
神
は
'
札
幌
神
社
か
ら
の
御
分
霊
で
あ
る
大
已
貴
神
と
小
彦

名
神
の

ニ
神
で
あ
る
。

南
線
神
社社

会

•
文

化

編

四

ニ



社
会

•
文
化

編

四

ニ
一

現
住
所¥

花
川
南
三
条

一
丁
目
ニ
四

祭
神

¥

金
毘
羅
大
神

明
治
ニ
七

.
二
八
年
の
日
清
戦
争
の
勝
利
を
祝
ぅ
と
と
も
に
、
開
拓
終
了
報
告
を
兼
ね
、
香
川
県
人
片
山
鎌
蔵
が
四
国
巡
礼
の

旅
に
出
て
、
讃
岐
の
金
昆
羅
さ
ん
の
御
分
札
を
受
け
、
そ
れ
に
ょ
り
神
社
を
創
設
し
た
と
こ
ろ
に
起
源
が
あ
る
。
そ
の
後
、
大
正

六
年
に
南
七
線
に
遷
座
し
、
さ
ら
に
昭
和
五
四
年
に
現
在
地
に
移

っ
た
。

天
理
教
花
畔
宣
教

所

岩
手
県
人
の
藤
村
甚
太
郎
が
、
明
治
三〇

年
春
頃
同
郷
人
の

つ
て
を
頼
り
に
花
畔
に
入
地
し
、
河
原
に

ョ
シ
葺
の
掘

っ
建
て
小

屋
を
建
て
て
布
教
活
動
を
始
め
た
。
そ
し
て
、
同
氏
は
明
治
三
ニ
年
に
花
畔
村
南

一
二
線
で
最
初

の
教
堂
と
教
職
舎
を
完
成
さ
せ
、

そ
の
翌
年
のI

二
月
ニ
四
日
に
は
、
花
畔
村
南
九
線
六
号
で

『
北
極
出
張
所
』
を
開
設
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
、
初
代
所
長
と

し
て
就
任
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
所
長
が
代
わ

っ
た
り
教
堂
の
場
所
が
移
さ
れ
た
り
し
た
が
、
明
治
四
ニ
年
の
天
理
教

一
派
独
立

に
伴
い
、
そ
れ
が

『
花畔
宣
教
所
』
と
改
称
さ
れ
た
。

な
お
、
こ
の
宣
教
所
は
四
代
所
長

の
時
代

の
大
正
三
年
五
月

一
四
日
に
、
「
花
畔
」
の
名
を
継
い
だ
ま
ま
当
麻
村

一
七
番

地
に
移

さ
れ
た
。

ま
た
'
こ
の
宣
教
所
に
関
わ
る
発
刊
物
と
し
て
、
三
浦
道
幸
*
芳
賀
幹
夫
編
『
北
極

.
創
立
90
周
年
記
念
誌
』
(天
理
教
花
畔
分

教
会¥
i

九
九〇

〕

が
あ
る
。

天
理
教

石
狩
町
分
教
会



現
住
所
/
花

川
南

一
条I

丁
目I

五
〇
番

地

昭
和
六〇

年
六
月
ニ
六
日
設
立
。

天
理
教

統
花
分

教
会

現
住
所¥

花
川
南
ニ
条

五
丁
目二

一
三
番

地

昭
和
五
八
年

一o
月

ニ
六
日
設
立
。

天
理
教
新
札
幌
分
教
会

現
住
所¥

花
川
南
六
条
三

丁
目二

一
九
番

地

昭
和
四I

年

一
〇

月
二
七
日
設
立
。

天
理
教

幌
北
分
教
会

現
住
所¥花

川
南

一o

条
三

丁
目四

〇
番

地

昭
和

一
一
年
三
月
二
八
日
設
立
。

天
理
教
花
川
布
教
所

現
住
所¥

花
川
南
九
条
ニ

丁
目

一
四
八
番

地

社
会

•
文
化

編

四I

三



社

会
•
文
化

編

四

一
四

樽
川
神
社

現
住
所
/
樽

川
村
西
七
線

祭
神
/
天

照
皇
太
御
神

•
豊
受
大
御
神

明
治
ニo
年
に
目
貫
昇
太
郎
、
小
田
素
五
郎
ら
数
名
が
小
社
を
建
立
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
当
初
は
下
手
稲
村
軽
川
神
社
の
神

職
を
神
官
と
し
て
い
た
が
、
明
治
三
七
年
に
社
殿
地
の
寄
付
を
受
け
て
無
格
社
の
申
請
を
な
し
'
神
職
を
石
狩
郷
社
社
掌
の
岡
村

静
雄
に
願
う
こ
と
と
し
、
そ
れ
が
明
治
三
九
年
三
月
に
公
認
の
運
び
と
な

っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和

一
四
年
に
神
明
宮
を
合
祀
し
、

昭
和
四
七
年
九
月
に
石
狩
湾
新
港
後
背
地
の
開
発
に
伴
う
協
力
で
現
在
地
に
移
転
し
た
。

小
榑
内
川
神
社

祭
神

¥

伏
見
稲
荷

明
治
八
、
九
年
頃
農
漁
の
不
振
な
ど
が
あ

っ
て
、
林
啓
吉
が
京
都
伏
見
神
社
ょ
り
正I

位
伏
見
稲
荷
の
分
身
を
受
け
、
自
宅
床

の
間
に
奉
置
し
て
付
近
の
住
民
と
祈
願
し
た
と
言
わ
れ

て
お
り
、
明
治
三
八
年
頃
に
な
り
、
柳
沢
氏
宅
北
側
に
社
殿
を
新
築
し
て

そ
れ
を
祀

っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
社
殿
が
移
転
を
重
ね
て
、
昭
和
三
年
八
月
に
最
終
的
に
落
ち
着
き
'
昭
和
四
七
年

一
◦
月
八
日

に
、
石
狩
湾
新
港
後
背
地
の
用
地
買
収
に
伴
い
、
本
神
社
の
歴
史
が
閉
じ
ら
れ
た
。

な
お
、
本
神
社
の
歴
史
が
閉
じ
ら
れ
た
の
に
伴
い
、
祭
神
が
札
幌
市
西
区
手
稲
町
の
手
稲
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後

小
撙
内
川
旧
住
民
は
毎
年
二
月
初
午
の
日
に
手
稲
神
社
に
参
集
し
て
、
そ
れ
を
祈
願
す
る
ょ
う
に
な
っ
た
。



第
二
節

仏
教
系
諸
組
織

こ
の
地
に
お
け
る
仏
教
系
寺
院
等
の
創
立
は
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
に
な
る
が
、
一
九
世
紀
半
ば
頃
に
創
立
さ
れ
た
寺
と
し
て
、

能
量
寺

(
浄
土
真
宗
)、
金
龍
寺

(
日
蓮
宗
)
'
法
性
寺

(
浄
土
宗
)、
曹
源
寺

(
禅
宗
曹
洞
宗
)
が
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
明
治

期
か
ら
昭
和
期
の
第
二
次
世
界
大
戦

後
ま
で
を
通
じ
て
寺
'
御
堂
、
道
場
な
ど
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
数
が
増
し
て
い
く
が
、
中
に

は
こ
の
地
か
ら
移

っ
た
り
、
廃
さ
れ
た
り
し
た
例
も
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
個
別
的
に
概
説
す
る
と
以
下
の
ょ
ぅ
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
高
陵
山
光
明
寺

現
住
所¥

八
幡
町
字
高
岡
一
六
番

地
ニ

本
尊

¥

阿
弥
陀
如
来

本
寺
は
、
明
治
ニ
五
年
に
和
田
曇
龍
師
が

『
高
岡
説
教
所j

を
開
い
た
と
こ
ろ
に
起
源
す

る
。r

高
岡
説
教
所j

時
代
に
は
、
初

代
の
和
田
«
龍
師
を
含
め
て
四
代
の
開
教
使
が
同
説
教
所
を
担
っ
て
い
る
が
、
そ
の
四
代
目
西
井
慈
正
師
時
代
の
明
治
三
四
年
に

r

光
明
寺j

の
寺
号
公
称
が
認
め
ら
れ
て
、
同
師
が
初
代
住
職
と
し
て
就
任
し
た
。
現
住
職
は
三
代
目
で
あ
る
。

こ
の
間
光
明
寺
は
、
高
岡
地
区
に
お
け
る
山
口
県
出
身
者
を
主
と
し
た
農
業
開
拓
移
民
た
ち
と
そ
の
子
孫
た
ち

の
精
神
的
拠
り

所
と
な

っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
本
寺
は
昭
和
二
八

•
三
八
年
に
庫
裡
が
焼
失
、
昭
和
三
年
に
本
堂
と
庫
裡
が
焼
失
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
門
信
徒
の
力
に
ょ
り
再
建
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
西
井
ジ
ャ
ゥ

0
1

代
坊
守
)
が
昭
和

一
八
年
以
来
戦
後
ず

っ
と

「
日
曜
学
校
」
を
開
設
し
、
地
域
の
教
育
に
努
め
て
き

た
。
ま
た
、
高
岡
地
区
の
三
ヶ
所
に
お
い
て
、
農
耕
馬
が
使
わ
れ
た
時
代
か
ら

「
馬
頭
講
」
が
も
た
れ
'
「
馬
頭
観
世
音
菩
薩
碑
」

社
会

•
文
化

編

四

一
五



社
会

•
文
化

編

四

一
六

前
供
養
祭
が
開
か
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
際
本
寺
住
職
が
法
要
を
勤
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
講
名
、
開
催
日
、
講
員
数

(
平
成

六
年
〕
を
示
す
と
次
の
ょ
ぅ
で
あ
る
。

中
央

馬
頭

講

七
月
七
日

ニ
ニ
人

五
万
坪
馬
頭
講

七
月I

五
日

ニ
七
人

地
蔵
沢
馬
頭
講

七
月
ニ〇

日

I

八
人

本
寺
に

つ
い
て
は
ま
た
、
光
明
寺
開
救
百
年
慶
讚
会
事
業
委
員
会
記
念
誌
編
集
係
編
の

f

浄
土
真
宗
本
願
寺
高
陵
山
光
明
寺
開

教
百
年
記
念
誌J

C

光
明
寺
開
教
百
年
慶
讚
会
/
一
九
九
四
)
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
信
教
寺

現
住
所¥

八
幡

一
丁
目五
四
番

地
ニ

本
尊

¥

阿
弥
陀

如
来

明
治
三o

年
頃
、
越
後
国
ニ
本
木
村
浄
光
寺
住
職
の
高
松
智
秀
が
、
北
海
道
教
区
教
務
所
開
設
の
命
を
受
け
、
こ
の
地
に
入
っ

て
布
教
活
動
に
当
た

っ
た
が
病
死
と
な
り
、
長
男
智
浄
が
そ
の
後
を
継
い
だ
が
、
信
徒
が
あ
ま
り
得
ら
れ
ず
し
て
布
教
を
断
念
し

た
。
こ
の
後
渡
道
し
て
布
教
活
動
中
で
あ

っ
た
越
中
国
妙
法
寺
住
職
の
石
田
徳
玄
が
、
智
浄
の
去

っ
た
後
の
無
住
の
建
物
を
買
い

取

っ
て
修
理
し
、
こ
の
場
で
布
教
に
努
め
た
と
こ
ろ
、
次
第
に
信
者
を
増
し
、
明
治
三
ニ
年
教
務
所
か
ら
駐
在
員
を
命
じ
ら
れ
て

説
教
所
の
開
設
と
な

っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
四
年
九
月
三
◦
日
に
は
寺
号
公
称
を
認
可
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
明
治
三
四
年
頃
の
本
寺
の
檀
家
数
は
六
四
戸
で
あ

っ
た
。



日
蓮
宗
宝
珠
山
金
龍
寺

現
住
所¥

新
町四

番

地

本

尊¥

十
戒
未
曾
有

大
曼
茶
羅

本
寺
は

一
八
五
九

〔
安
政
六
〕
年
四
月
ニ
九
日
に
、
京
都

の
公
家
外
山
家
の
出
で
あ

っ
た
外
山
貞
妙
師
が
こ
の
地
に
庵
を
設
け
、

布
教
を
始
め
た

と
こ
ろ
に
起
源
が

あ
り
'
法
性
寺
、
能
量
寺
と
と
も
に
石
狩
市
域
に
お
け
る
古
寺

の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
明
治

ニ
ニ
年
に
寺
号
公
称
を
許
可
さ
れ
る
ま
で
、
同
庵
は

r

金
龍
庵
』
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
ま
た
、
本
寺
は
、
石
狩
詰
役
所

の
荒
井
金
助
の
弟
栄
太
郎
が
、
「
井
上
氏
を
継
い
で
葸
府
に
仕
え
た
が
早
世
し
断
絶
し
た
の
で
そ
の
菩
提
を

弔
ん
為
、
同
家
宗
旨
の

法
華
経
に

ょ
り
建
立
し
た
も
の」

で
、
金
龍
寺

の
名
の
起
こ
り
は
、
「
外
山
貞
妙
上
人
の
時
字
達
磨
と
い
う
も
の
来
た
り
竜
の
夢
を

語
っ
た
と
こ
ろ
に
ょ
り
荒
井
金
助
の
ー
字
を
合
わ
せ
て
」
称
し
た
こ
と
に
ょ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
<:『
石
狩
の
碑
』
第
ニ
輯
>
。

ま
た
、
明
治
ニ
六
年
頃
の
檀
徒
数
は

四
ニ〇

人
で

あ

っ
た
。

な
お
、
石
狩
辨
天
社
関
係
の
一
七
七
四
〔安
永
三
1
年
の
手
水
鉢
が
本
寺
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
は
興
昧
深
い
。

浄
土
宗
法
性
寺

現
住
所¥

弁
天
町I

五
番

地

本
尊
/
阿
弥
陀
如
来

「
蝦
夷
三
官
寺
」

の
う
ち
の
有
珠

の
善
光
寺
が

、

一
八
五
七

〔
安
政
四
〕
年
二
月
、
西
蝦
夷
地I

三
力
所
に
小
寺
、
庵
室
を

設

け
る
ょ
う
申
請
し
た

(

『
モ
ン
べ
ッ
御
用
所

御
用
留
』
〕
の
に
対
し
て
、
箱
館
奉
行
と
し
て
は
そ
れ
ら
の
設
置
を

三
*
所
限
り
と

し
、
同
年
九
月
に
許
可
を
与
え
た
。
箱
館
奉
行
に
許
可
さ
れ
た
三
*
所
と
は
、
ス
ッ
ッ.

3

ィ

チ
と

ソ
ゥ
ャ
と
ィ
シ
力y

領
内
サ

社
会

•
文
化

編

四
一
七



社会

■
文化

編

四

ー
,

ッ
ポ

口
•
ハ
ッ
サ
ム
で
あ

っ
た
。
こ
の
許
可
に

つ
い
て
善
光
寺
は

、
箱
館
奉
行
に

ス
ッ
ッ
•
ヨ
イ
チ*

ン
ゥ
ヤ
.
オ
タ
ル
ナ
イ
の

四
力
所
と
す
る
よ
ぅ
求
め
た
が
、
オ
タ
ル
ナ
イ
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ

ら
れ
ず
、
イ
シ
カ
リ
領
に
つ
い
て

ハ
ッ
サ
ム
に
そ
れ
が
設

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ハ
ッ
サ
ム
に
お
け
る
そ
れ
は
、

一
八
五
九

【
安
政
六
}
年
八
月
に
設
置
場
所
が
定
め
ら
れ
'
山
号
、

寺
号
が

『
円
照
山
真
如
院
法
性
寺J

と
さ
れ
た

C

『
紋
別
御
用
所

御
用
留
三

ノ
三
』
〕。
と
こ
ろ
が

、

ハ
ッ
サ
ム
に
つ
い
て
は
、

実
質
的
に

イ
シ
カ
リ
に

『
善
光
寺
休
泊
所J

を
置
く
こ
と
に
よ
り
布
教
活
動
が
も
た
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
本
寺
の
起
源
で
あ

る
。
ま
た
、
本
寺
の
開
基
は
智
恩
院

を
本
山
と
し
た
小
本
寺
大
臼
山
善
光
寺

の
第
七
世
住
職
仙
海
和
尚
に
よ
っ
て
お
り
、
対
ア
イ

ヌ
教
化
な
ど
の
た

め
イ
シ
カ
リ
で
開
山
す

る
に
当
た
り
、
幕
府
か

ら
紫
地
葵
御
紋
入
幔
幕

一
張
と
御
紋
入
高
張
提
灯
を
下
附
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
後
、
本
寺
は
明
治

一
三
年
九
月
に
寺
号
の
許
可
を
得
、
明
治
ニ
五
年
九
月
に
本
堂
が
焼
失
し
て
い
る
。

な
お
、
本
寺
は
金
龍
寺
と
と
も
にI

八
五
九

〔
安
政
六
〕
年
に
起
源
し
た
古
寺
で
あ
り
、
金
昆
羅
大
明
神
、
濱
頭
盧

C

ひ
ん
ず

る
〕
尊
者
、

一
八
六

一

〔
文
久
元
〕
年
の
百
体
地
蔵
尊
な

ど
の
仏
像
、
神
像
を
有
し
て
お
り
、
明
治
ニ
六
年
頃
の
檀
信
徒
数
が
三

七
四
人
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
本
寺
で
は
漁
民
に

よ
る
金
昆
羅
講
が
開
か
れ
て
き
た
。

禅
宗
曹
洞
宗
長
渓
山
曹
源
寺

現
住
所
/
弁
天

町
北二

〇
番

地

本
尊
/
釈
迦
如
来

一
八
六I

〔
文
久
元
〕
年
に
松
前
の
法
源
寺
の
祖
山
太
堂
師
が
、
旧
幕
府
箱
館
奉
行
所
に

一
寺
創
設
を
出
願
し
て
翌
ニ
年

四
月

に

『
長
渓
山
曹
源
寺
』
の
設
置
が
許
可
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
続
く
文
久
三
年
に
は

、
漁
業
で

栄
え
て
い
た
古
平
に

『
禅
源
寺
』
、
塩
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編

四
ニ◦

谷
に

『
徳
源
寺
』
、
石
狩
に

『
曹
源
寺
』
の
三
寺
が
設
け
ら
れ
、
北
海
道
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
布
教
活
動
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
祖
山
太
堂
師

(
法
源
二
十
二
世
)
は
当
初
横
町
の
堂
宇
で
布
教
に
当
た

っ
て
い
た
が
、
明
治
九
年
、
明
治

一
二
年
に
は
大

火
に
よ
り
堂
宇
が
失
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
後
、
堂
宇
は
明
治

一
三
年
に
国
有
地
を
受
け
て
弁
天
町
に
再
建
さ
れ
た
が
'
こ
れ
も
明

治
ニ
五
年

一
一
月
に
焼
失
し
、
五
世
祖
印
徹
道
大
和
尚
の
代
の
明
治
ニ
九
年
に
再
び
建
て
直
さ
れ
'
「
五
世
祖
印
徹
道
大
和
尚
、

再
々
の
大
火
に
心
痛
し
、
小
田
原
の
最
上
寺
か
ら
火
防
の
神
秋
葉
尊
者
を
排
挙
し
て
龍
王
堂
に
祭
り
春
秋
二
回
祈
禱
し
、
檀
信
徒
、

町
民
に
お
礼
を
配

っ
て
火
の
用
心
を
徹
底
さ
せ」
a

曹
源
寺
六
世
東
堂
機
鋒
高
俊
大
和
尚
小
祥忌

(窀

周
忌
〕
•御
内
室
法
明
院
大

慈
高
照
禅
尼
稱
名
忌

(
十
三
回
忌
〕
』
)た
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
当
寺
の
明
治
期
半
ば
の
檀
信
徒
数
、
檀
徒
戸
数
に

つ
い
て
み
る
と
、
ニ
六
年
頃

の
檀
信
徒
数
が
三
四
五
人
で
あ
り
、
明

治
ニ
七
年

の
檀
徒
戸
数
が
百
五
戸

(
『明
細
書
』¥

明
治
ニ
七
年
)

と
さ

れ
て

い
る
。

な
お
、
そ
の
後
昭
和
ニ〇

年
七
月
、
米
軍
の
爆
撃
に
よ
り
堂
宇
、
庫
裡
に
損
傷
を
受
け
、
翌
年
修
築
し
て
い
る
。

浄
土
真
宗
大
谷
派

常
行
山
能
量
寺

現
住
所¥

親
船
町
北二

六
番

地

本
尊

¥

阿
弥
陀
如
来

本
寺
は

『
北
海
道
殖
民
状
況
報
文

.
石
狩
國J

(
明
治
三
三
年
)
に
、
「真
宗
大
谷
派
能
量
寺

ハ
親
船
町

-一
在y

安
政
五
年
ノ
創

立

二
シ
テ
之

ュ
次
ク

ハ
横
町

M

在
ル
浄
土
宗
鎮
西
派
法
性
寺
及
新
町

ニ
在

ル
日
蓮
宗
金
龍
寺

〗一
シ
テ
共

二
安
政
六
年
ノ
建
立

ト

スJ

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『

北
海
道
寺
院
沿
革
誌
』
(
明
治
ニ
六
年
)
に
は
次
の
よ
ぅ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
明
治
十
一
年
十

一
月
十
二
日
開
拓
使
函
館
支
廳
ノ
許
可
ヲ
得
函
館
本
願
寺
別
院
内
役
寺
能
量
寺
々
蹟
ヲ
現
今
ノ
地

〗一
移
ス
始



メ
慶
應
三
年
二
月
玉
川
啓
吉
ノ
居
宅

-一
石
狩
道
場
ヲ
假
設

シ
明
治
八
年
十
二
月
曾
我
信
彦
札
幌
山
鼻
本
願
寺
別
院

ヨ
リ
宗
祖
ノ
畫

像
ヲ
供
奉
シ
來
リ
玉
川
啓
吉
ノ
貸
屋
-|
説
教
所
ヲ
假
設
ス
翌
九
年
六
月
親
船
町
北
ニ
十
五
番
地
〗1
ー
宇
ヲ
建
立
シ
真
宗
説
教
塲
ト

爲

ス
…
中
略
…
明
治
十
一
年
能
量
寺
移
轉
ノ
公
許
ヲ
得
翌
十
二
年
七
月
八
日
ヨ
リ
説
教
所
ヲ
能
量
寺
ト
改
稱

ス
十
四
年
四
月
十
三

日
曾
我
信
彦
住
職
ヲ
命
セ
ル
二
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
死
亡
セ
リ
翌
ニ
十
四
年
中
檀
家

一
同
協
議
ノ
上
本
堂
ノ
建
築
ヲ
企
テ
同

年
秋
土
木
ヲ
起

シ
隣
地
北
廿六

番

地
へ
建
設
二
十
五
年
九
月
入
佛
同
年
十
一
月
舊
假
本
堂
ヲ
新
本
堂
ノ
側-1

移
セ
リ
同
年
同
月

ヨ

リ
本
山
本
局
用
掛
飯
尾
圓
藏
寺
務
整
理
ノ
爲
メ
當
寺

-

1

現
住
寺
務
ヲ
擔
任

ス
骨
堂

ハ
目
下
設
計
中

-一
'ゾ
テ
本
年
中

〗一
建
設
ノ
見
込

ナ
リ
現
今
檀
徒

ノ
重
立

ハ
井
尻
静
藏
、
村
山
ソ
ノ
、
山
田
文
治
、
龜
谷
丑
太
郎
、
柴
野
孫
吉
、
遠
藤
重
吉

二
シ
テ
井
尻
、
龜
谷
、

柴
野
、
遠
藤
'
四
氏

ハ
總
代
ナ
リ
」

そ
し
て
、
初
代
住
職
を
担

っ
た
曾
我
信
彦
は
、
明
治

|
〇

年
厚
田
郡
、
明
治

一
二
年
九
月
札
幌
郡
琴
似
村
、
明
治

一
五
年

一o

月
札
幌
郡
篠
路
村
、
明
治

一
五
年

一
一
月
石
狩
郡
當
別
村
、
明
治
ニ
ニ
年
八
月
厚
田
郡
望
來
村
に
説
教
所
を
設
け
た
り
'
農
業
開

拓
移
民
の
困
窮
の
救
援
に
当
た

っ
た
り
し
て
、
「
開
拓
坊
」
と
呼
ば
れ
た
。

な
お
、
本
寺
は
安
政
期
に
函
館
本
願
寺
別
院
内
に
あ

っ
た

「
能
量
寺
坊
」

に
起
源
す
る
が
、
こ
れ
が
後
に
石
狩
に
移
転
さ
れ
て

末
寺
と
な
り
、f

能
量
寺J

と
称
す
る

(
明治

ニ
一年
〕
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
本
寺
の
明
治
ニ
六
年
頃
の
檀
家
数
は
ニ
ニ〇
戸
で
あ

っ
た
。

日
蓮
正
宗
成
妙
寺

現
住
所¥

親
船
町二

七
番

地
三
四
五

昭
和
五
五
年

|
o

月

|
〇
日

に
設
け
ら
れ
た
。

社
会

•
文
化

編

四I

一
一



社
会

•
文
化

編

四
ニ
ニ

真
言
宗
玉
泉
寺

明
治
期
半
ば
過
ぎ
に
、

一
1

線
北

一
号
美
登
位
に
玉
江
義
浄
が
草
庵
を
開
い
た

の
に
始
ま
り
、
明
治
四〇

年
二
月
五
日
に
寺
号

公
称
を
認
可
さ
れ
た
。
昭
和

一
三
年
に
本
堂
が
全
焼
、
昭
和
ニ
ニ
年
に
は
太
美
へ
と
移
転
し
た
。

臨
済
宗
妙
心
寺
派
妙
法
山
春
光
寺

現
住
所¥

生
振
村
三
線
北三

番

地

本
尊

¥

釈
迦

牟
尼
佛

本
寺
は
明
治
ニ
九
年
に
生
振
村
へ
農
業
開
拓
に
入

っ
た
愛
知
県
移
住
団
体
長
の
長
江
常
三
郎
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
'
京
都
花
園

の
正
法
山
妙
心
寺
を
本
山
と
す
る
妙
心
寺
派
井
村
紹
源
師
が
、
草
庵
を
建
て
た
こ
と
に
よ
り
始
ま
る
。
そ
の
当
時
の
檀
徒
数
は
愛

知
県
移
住
団
体
者

の
約
三
分
の
ニ
に
当
た
る
三
五
名
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
井
村
紹
源
師

の
代
の
明
治
三

一
年
に
は
、
『妙
法
山
春

光
寺j

の
寺
号
公
称
を
認
可
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
三
三
年
に
は
井
村
紹
源
師
が
本
寺
を
去
り
、
代
わ

っ
て
翌
年
四
月
静

岡
県
光
珠
寺
住
職
の
前
川
月
渓
和
尚
が
本
山
開
拓
布
教
師
と
し
て
就
任
し
た
。
当
初
同
布
教
師
は
任
期
を
三
年
と
し
て
就
任
し
た

が
、
長
江
常
三
郎

(
「
中巻

一
」
•
九
六
頁
参
照
)
と
同
じ
愛
知
県
出
身
で
あ
っ

た
な
ど
の
こ
と
か
ら
生
振
に
定
住
す

る
こ
と
に
な

り
、
大
正
ニ
年
に
は
本
寺
の
本
堂
が
建
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
前
川
月
渓
が
大
正lo

年

一
一
月
に

な

っ
て
退
寺
す

る
こ
と

に
な

り
、
四
人
の
主
任
が
後
を
継
い
だ
が
何
れ
も
長
続
き
せ
ず
、
結
局
昭
和
三
年
四
月
よ
り
前
川
月
渓
が
再
び
住
職
の
任
に
着
き
、
昭

和

一
七
年
に
没
す
る
ま
で
そ
の
任
を
担

っ
た
。
昭
和

一
九
年
以
降
に

つ
い
て
は
、
道
寛
住
職
の
時
代
で
あ
る
。

昭
和
四
七
年

の
『
春
光
寺
本
堂
創
立
六〇

周
年
記
念
誌J

に
よ
る
と
、
こ
の
間
本
寺
は
、
「
あ
る
時
は
無
住
と
な
り
鼠
の
棲
家
と



な
り
、
戦
時
の
下
で
は
軍
の
宿
舎
と
な
り
'
又
あ
る
時
は
大
雪
の
下
と
な
り
、
苦
し
い
時
、
辛
い
時
が
あ
り
ま
し
た
」
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
大
凶
作
に
見
舞
わ
れ
た
昭
和
六
年
、
檀
徒
の
窮
状
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
前
川
月
渓
和
尚
が
若
槻
礼
次
郎
に
宛

て
て
次
の
ょ
ぅ
な
意
見
書
を
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
和
尚
の
正
義
感
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
特
筆
に
値
す
る
こ
と
と
言
つ

て
良
か
ろ
ぅ
。

「
僅
々
三
ヶ
年
間
に
農
産
物
は
半
額
以
下
、
牛
馬
等
は
四
分I

、

農
民
は
午
前
四
時
ょ
り
午
後
九
時
迄
活
働
す
る
も
、
利
得
更

に
無
く
、

一
朝
病
の
為
入
院
で
も
す
る
者
あ
ら
ば
、
忽
ち
負

を
免
れ
ず
。
此
れ
に
反
し
、
俸
給
者
は
百
円
以
上

一
割
減
、
尚
十

五
年
や

(？
)

年
に
勤
務
者
は
恩
給
、
農
民
は
倒
れ
て
後
止
む
。
人
類
は
理
性
の
動
物
、
政
事
が
公
な
れ
ば
如
何
な
る
苦
痛
も
服

従
す
る
が
、
減
俸
と
農
産
物
の
下
落
と
換
算
し
た
ら
、
如
何
な
る
愚
民
も
思
ひ
半
に
過
ぎ
む
。
此
れ
政
友
が
絶
対
多
数
を
得
る
因

由
な
り
」
(
『
春
光寺
本
堂
創
立
六〇

周
年
記
念
誌J)

昭
和
ニo

年
に
は
ま
た
、
七
月
、
八
月
に
本
寺
が
航
空
隊
軍
属
の
宿
舎
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
発
刊
物
と
し
て
、
森
山
軍
洽
郎
編
の

『春
光
寺
本
堂
創
立
六〇

周
年
記
念
誌J

C

春
光
寺
/I

九
七
ニ
)
が
あ
る
。

浄
土
真
宗

三
門
徒
派
専
教
寺

本
寺
は
明
治
ニ
六
年
に
梅
田
覚
了
が
代
表
と
な
っ
て
、
六
線
南
の
砂
丘
南
側
に
説
教
所
を
設
け
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
お

り
、
生
振
地
区
の
寺
の
中
で
は
最
も
古
い
起
源
を
有
す
る
。
し
か
し
、
明
治
三
五
年
四
月
に
は
太
美
へ
移
り
、
明
治
三
七
年
に
な

っ
て
、
寺
号
公
称
を
認
可
さ
れ
て
い
る
。

禅
宗

人
間
禅
教
団
石
狩
道
場

社
会

*
文
化

編

四

二
三



社
会

•
文
化

編

四
二
四

現
住
所¥

大
字
生
振
村六

四
番

地

(
六線
南
二
号
)

昭
和
五
六
年

一
一月
三
日
に
設
立
さ
れ
た
。

浄
土
真
宗
大
谷
派

崇
徳
山
生
振
寺

現
住
所¥
生
振
村四

二
六
番

地
ニ

(
六線
南

一
一
番

地
〕

本
尊
/
阿
弥
陀
如

来

本
寺
の
創
立
に

つ
い
て
、f

北
海
道
殖
民
状
況
報
文
•石
狩
国J

C

明
治
三
三
年
)
に
よ
る
と
、
「
村
内
説
教
所
ニ
ヶ
所
ア
リ

I

ハ

大
谷
派

-

1

シ
テ|

ハ
日
蓮
宗
ト
ス
」
と
さ
れ
、
そ
の
後
「
明
治
3
2
萱
野
清
太
夫
、
角
田
六
造
、
谷
内
壮
治
郎
、
立
石
与
三
ら
が

奔
走
し
て
、
春
に
八
線
南

一
号
に
説
教
所
を
建
て
る
こ
と
に
な
り
、
河
西
宗
助
が
敷
地
三
反
を
寄
付
し
、
丸
太
草
屋
根
の
説
教
所

(
一

五
坪
ぐ
ら
い
)
を
建
て
、
御
影
像
を
安
置
し
た
。
こ
の
時
札
幌
別
院
よ
り
若
師

(
藤
田
某
)
が
着
任
し
、
青
年
会
の
夜
学

(
I

〇

人
ぐ
ら
い
)
を
開
き
講
師
を
努
め
る

(
後
略
)
」

(『

生
振
開
村
百
二
十
年J

)

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
若
師
は
明
治

三
四
年
春
で
退
村
し
、
同
年
代
わ
り
の
開
教
師
と
し
て
札
幌
別
院
か
ら
白
山
順
道
が
就
任
し
た
。
ま
た
、
明
治
三
六
年
に
は
在
勤

の

『白
山
順
道
説
教
所
』
が
創
設
さ
れ
、
明
治
四〇
年
に

『崇
徳
山
生
振
寺
』
の
寺
号
公
称
が
認
可
さ
れ
、
さ
ら

に
、

翌
年
九
月

五
日
、
白
山
順
道
が
本
山
よ
り
開
基
住
職
と
し
て
任
命
さ
れ
た
。

な
お
、
昭
和
七
年
に
は
生
振
寺
仏
教
青
年
会

(
約
五〇
名
〕
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。

生
振
勢
至
観
音
堂

現
住
所¥

生
振
村
八
線
北三

番

地



本
尊

¥

勢
至
観
世

音

真
宗
大
谷
派

の
門
徒
で
あ

っ
た
中
田
伊
佐
次
郎
が
、
入
地
し
て
開
墾
に
従
事
し
、
居
宅
を
建
て
よ
う
と
し
て
土
を
掘
り
起
こ
し

た
と
こ
ろ
、
地
中
よ
り
仏
像
が
出
土
し
、
そ
れ
が
崇
敬
す

る
勢
至
観
音
像
で
あ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
同
氏
が
こ
の
勢
至
観
音
像

を
安
置
し
て
信
仰
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
霊
験
あ
ら
た
か
と
な
り
、
こ
れ
を
伝
え
聞
い
た
人
々
が
祈
願
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言

わ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
大
正

一
二
年
四
月

七̶
日
に
、
中
田
伊
佐
次
郎
と
父
庄
次
郎
に
よ
り
、
万
病
治
癒
な
ど
の
た
め
の
開
堂

が
な
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
参
詣
者
は
当
初
少
な
か

っ
た
が
、
昭
和
三
年
頃
か
ら
戦
時
期
に
か
け
て
年
ご
と
に
増
え
、
大
正

一
三
年
.

昭
和
四
年
に
は
参
詣
者
の
た
め
の
旅
館

(
森旅
館

•
河
田
旅
館
)
が
経
営
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
ま
た
、
馬
車

(
不
定
期
四
輪

馬
車¥

大
正

一
二
年

•
定
期
馬
車¥

大
正

一
四
年
〕
、
『
か
も
め
丸
』c

茨
戸1

美
登
位
間
水
路¥

昭
和
三
〜
七
年
)
、
乗
合
自
動
車

(
昭
和
一
七
年
〕
が
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
商
店
も
開
か
れ
た
。

弘
照
院
教
会
ば
ら
と
霊
困

現
住
所
/
生
振
村五
八
七
番

地

一

宗
教
法
人
弘
照
院
教
会

(
主
管
丨
佐
藤
隆
宝
)
が
事
業
主
体
と
な

っ
て
、
昭
和
五
六
年
に
開
い
た
墓
地
で
あ
り
、
同
協
会
直
営

に
よ
る
永
代
管
理
と
僧
侶
五
名
の
常
駐
に

よ
る
供
養
、
仏
事
が
執
り
行
わ
れ
て

い
る
。

日
蓮
正
宗
法
泉
山
日
正
寺
生
振
分
院

現
住
所
/
生
振
村六

七
一
番

地

一C

六
線
北

一
)

本
尊

¥

宗
祖
日
蓮
所
顕
十
界
大
曼
茶
羅

社
会

.
文
化

編

四
ニ
五



社
会

•
文
化

編

四
一
一六

明
治
ニ
七
年
よ
り
愛
知
県
か
ら
生
振
原
野
に
日
蓮
正
宗
輿
道
寺
の
法
華
講
衆
が
入
植
し
、
同
宗
派
の
信
仰
を
続
け
て

い
た
。
ま

た
、
明
治
三
九
年
に
設
置
を
許
可
さ
れ
、
江
別
に
設
け
ら
れ
て
い
た

『
日
蓮
正
宗
富
士
派
第
二
五
号
石
狩
協
会
所
』
が
維
持
困
難

と
な
り
大
正
七
年
に
札
幌
に
移
さ
れ
、
『札
幌
布
教
所
』
と
し
て
開
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
開
堂
は
生
振
の
信
徒
た
ち

の
願
い
と
し
た

と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
'
『
札幌
布
教
所
』
は
昭
和

一
〇

年
に

『
札
幌協
会
所J

と
な
り
、
昭
和

一
三
年
に

『
日
正
寺j

の
寺

号
公
称
が
許
可
さ
れ
た
。

な
お
、
明
治
期
に
生
振
原
野
に
入
植
し
た
人
々
の
子
孫
で
あ
る
信
徒
た
ち
が
、
原
野

一
万
五
千
坪
を
得
る
な
ど
し
た
こ
と
に
よ

り
、
昭
和
六
ニ
年I

o
月
ニ
ニ
日
に
本
分
院
の
設
置
と
生
振
墓
苑

の
造
成
が
な
さ
れ
た
。

真
言
宗
覚
王
山
立
江
寺

現
住
所¥

花
畔
村

一
一
線

本
尊

¥

地
蔵

菩
薩

明
治
四

一
年
以
前
よ
り
現
在
の
花
畔
中
央
会
館

の
付
近
に
草
庵
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
本
寺
の
起
源
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
明
治
四

一
年

一
一
月
ニ
ニ
日
に
創
立
申
請
し
'
翌
年
五
月

一
五
日
に
認
可
さ
れ
た
。
ま
た
、
本
寺
の
創
立
当
初
の
住

職
は
村
井
恵
明
師
で
あ
っ
た
が
、
同
師
亡
き
後
の
大
正
六
年
よ
り
、
本
寺
は
し
ば
ら
く
同
宗
派
の
兼
務
職
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、

昭
和

一
六
年
に
な

っ
て
第
二
代
と
し
て
沼
本
大
量
師
が
任
命
さ
れ
た
。

な
お
、
同
寺
は
新
北
海
道
西
国
三
十
三
ヶ
所
霊
場
第
十
番
札
所
と
な
っ
て
お
り
、
境
内
に
三
十
三
観
音
像
が
配
さ
れ
て
い
る
。

禅
宗
曹
洞
宗
最
雲
山
東
嶺
寺



現
住
所¥

花
川
南
ニ
条

一
丁
目

一
七
番

地

本
尊

¥

阿
弥
陀
如

来

そ
も
そ
も
は
本
寺
は
、
昭
和
三
五
年
に
羽
幌
町
字
曙
で
開
創

一
世
本
間
敏
樹
大
和
尚
に
ょ
り
開
か
れ
た
が
、
昭
和
四〇

年

に
同

町
筑
別
炭
鉱
に
移
り
、
さ
ら
に

炭
鉱
の
閉
山
に
伴

っ
て
石
狩
町
の
現
在
地
に
移
転
さ
れ
た
。

真
宗
興
正
派
紅
葉
山
了
恵
寺

現
住
所¥

花
川
南
ニ
条
五
丁
目一

六
五
番

地

本
尊

¥

阿
弥
陀
如
来

明
治
ニ
六
年
に
香
川
県
香
川
郡
福
岡
村
の
本
山
立
僧
侶
養
成
所
精
勤
教
校
校
長
高
木
了
玄
師
が
、
北
海
道
開
教
を
本
山
に
建
6

し
て
認
め
ら
れ
、
直
ち
に
門
弟
若
干
と
渡
道
し
て
開
教
に
当
た
る

こ
と
に
な
っ
た
。
同
師
は
そ
の
当
初
の
明
治
ニ
七
年
、
樽
川
南

六
線

|
|

番
地
に
草
庵
を
設
け
た
が
、
こ
れ
が
本
寺
の
始
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
真
宗
興
正
派
に
ょ
る
北
海
道
開
教
の
初

め
で
も
あ

っ
た
。
高
木
了
玄
師
は
ま
た
、
こ
の
翌
年
門
弟
と
と
も
に
道
内
各
地
に
お
け
る
布
教
活
動
に
当
た

っ
て
い
る
。
そ
の
後

同
師
ら
は
西
六
線
手
稲
街
道
沿
い
に
移
転
し
た
が
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
追

っ
て
明
治
三
ニ
年
に
花
畔
村
南
七
線

一
四
番

地
に
本
堂

を
も
っ
た
。
こ
の
後
明
治
四〇

年

に
は
説
教
所
の
開
設
が
公
認
さ
れ
、
明
治
四
三
年
に
は

『
花畔
北
線
教
場j

と

r

篠
路
当
別
太

教
場j

を
合
併
す
る
な
ど
し
て
寺
号
公
称
を
認
可
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
本
寺
の
寺
号
は
、
開
基
了
玄
師
と
二
世
住
職
法
恵
師
の
各

一
字
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

昭
和
期
に
入
る
と
、I

I

年
頃
に
は
、
当
地
門
徒
が
経
済
的
困
窮
な
ど
で
四
散
し
、

一
ニ
◦
余
戸
と
な
つ
て
い
た
。
ま
た
、
戦

時
期
の
昭
和I

七
年

一〇

月
に
は
、
梵
鐘
そ
の
他
の
金
属
製
仏
具
類
を
軍
需
資
材
と
し
て
供
出
し
た
り
、
三
世
教
超
師
が
江
別
挺

社
会

•
文
化

編

四
！
一七



社会

■
文化

編

四
二
八

身
隊
入
隊
時
で
あ

っ
た
昭
和
ニ〇

年

に
、
寺
内
が
飛
行
場
建
設
作
業
本
部
と
し
て
使
わ
れ
た
り
し
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦

後

に
つ
い
て
は
ま
た
、
昭
和
三
七
年
五
月

一
日
に
付
帯
事
業
の

一
端
と
し
て
了
恵
寺
立
南
線
保
育
園
を
開
設
し
た
。

な
お
、
昭
和
三

一
年
に
創
立
六
◦
周
年
記
念
法
要
に
伴
い

『
了恵
寺
開
教
史
』
が
発
刊
さ
れ
、
昭
和
六〇

年

か
ら
門
信
徒
ふ
れ

あ
い
誌
と
し
て

『も
み
じ
山J

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
に
加
え
、
紅
葉
山
了
恵
寺
百
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編
の

『
了恵
寺
百
年

誌
』
(
紅葉
山
了
恵
寺
百
年
奉
賛
会¥|

九
九
四
)
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
'
平
成
三
年
に
百
年
記
念
事
業
と
し
て

『
為衆
開
宝
蔵J

と
名
づ
け
ら
れ
た
宝
物
館
が
建
立
さ
れ
、
法
宝
物
を
は
じ
め

と
し
て
、
石
狩
に
関
わ
る
歴
史
資
料
や
考
古
資
料
な
ど
の
諸

資
料
も
保
管
、
展
示
さ
れ
る
よ

ぅ

に
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
特
筆

に
値
す
る
と
言
え

よ

ぅ
。

浄
土
真
宗
大
谷
派

大
誓
山
永
泉
寺

現
住
所¥

花
川
南
三
条

五
丁
目二

〇
番

地

本

尊
¥

阿
弥
陀
如
来

昭
和

一
一
年
よ
り
天
塩
郡
問
寒
別
の
大
誓
寺
住
職

の
任
に
あ

っ
た
光
川
永
昭
が
、
門
信
徒

の
石
狩
方
面
へ
の

移
住
が

あ

っ
た

り
、
還
来
寺
院
代
と
な
っ
て
い
た
稚
内
の
還
来
寺
が
札
幌
に
移

っ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
四
ニ
年
よ
り
春
夏
秋
の
三
度
'
札
幌
'
石

狩
で
巡
回
教
化
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
門
信
徒
ら
に
よ
り
石
狩
»
1花
川
地
区
で
の
大
谷
派
寺
院
開
設
が
望
ま
れ
、

本
寺
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

禅
宗
曹
洞
宗
紅
葉
山
龍
徳
寺



現
住
所¥

花
川四

二
四
番

地
四
五

本

尊
/
釈
迦
牟
尼
佛

本
寺
は
小
樽
の
龍
徳
寺
か
ら
札
幌
へ
と
移
転
し
た
檀
家
の
要
望
に
ょ
り
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
創
立
は
昭
和
五
八
年
八
月
二
日
で

あ
る
。
ま
た
、
本
寺
に
は
台
湾
か
ら
入
手
し
た

一
本
彫
の
ニ
メ
ー
ト
ル
三〇

セ
ン
チ
の
観
音
菩
薩
が
あ
る
。

第
三
節

キ
リ
ス
ト
教
系
諸
組
織

キ
リ
ス
ト
教
系
の
諸
宗
派
に

つ
い
て
は
'
大
別
的
に
見
る
と
神
道
系
、
仏
教
系
の
場
合
に
比
べ
て
新
し
く
、
い
ず
れ
の
場
合
も

石
狩
市
域
で
の
布
教
活
動
や
教
会
な
ど
の
施
設

の
設
置
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
な
り
間
を
お
い
て
か
ら
と
な

っ
て
お
り
、
教

会
な
ど
の
設
置
地
域
が
花
川
地
区
に
集
中
し
て
い
る
®
ま
た
、
そ
れ
ら
を
示
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

花
川
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

現
住
所¥

花
川
北
ニ
条
ニ
丁
目二

〇
二
番

地

昭
和
五
三
年lo

月

九̶
日
に
設
け
ら
れ
た
。
な
お
、
こ
の
教
会
で
は

マ
リ
ア
幼
稚
園
を
開
い
て

い
る
。

若
葉
キ
リ
ス
ト
教
会

現
住
所
/
花
川
北
六
条
四
丁
目

一
二二

番

地

プP

テ
ス

タ
ン

ト
の
教4

1。

社
会

.
文
化

編

四
一
一
九



社
会

•
文
化

編

四
三〇

花
川
キ
リ
ス
ト
教
会

現
住
所¥

花J1I

南

一
条

ニ
丁
目二

四
一
番

地

プ

P
テ
ス

タ
ン

ト

の

教
会

。

花
川
マ
リ
ア
院

現
住
所¥
花
川
南
四
条
五
丁
目

一
六
番

地

カ

ト
リ
ッ
ク

で

、

昭
和

六

一
年
一
二
月

八
日
に
設
け

ら
れ
た
。

日
本
イ
エ
ス
キ

リ
ス
ト
教
団
石
狩
教
会

現
住
所¥

花
川
南
五
条

I

丁
目

I

三三
番

地

プ

a

テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
。
昭
和

六
ニ
年
四
月

|
|
日
に
設
け
ら
れ
、
当
初
花
川
南
七
条
四
丁
目
三
一
三
番
地
に
位
置
し
た
が
、

平
成

六
年

に
現
在
地
に

移
転

し
た
。

エ
ホ
バ
の
証
人
の

石
狩
会
衆

現
住
所¥

花
川
南

ニ
条
四

丁
目二

三
六
番

地

昭
和

五
七
年
に
設
け

ら
れ
た
。

主
要
参
考
資
料C

各
寺
社

.
教
会
関
係
文
中
掲
載
発
行
物
を
除
く
：！



星
野
和
太
郎

f

北
海
道
寺
院
沿
革
誌
,-

時
習
館

一
八
九
三

長
谷
川
嗣

『
郷
土
資
料

一

覧
」
(
孔
版
印
刷
)

一
九
五
七

樽
川
地
主
会
編

r

樽
川
百
年
史j

樽
川
地
主
会

一
九
七
七

樽
川
発
祥
之
地
記
念
編
集
委
員
会
編

『

た
る
か
わ
の
歩
みj

樽
川
発
祥
之
地
記
念
碑
®
立
期
成
会

一
九
八
六

石
狩
町
郷
土
研
究
会
石
碑
調
査
班
編

r

石
狩
の
碑
,-
第
二
輯
石
狩

町
郷
土
研
究
会

一
九
八
八

札
幌
市
教
育
委
員
会
編

r

新
札
幌
市
史』

第
一
巻

*
「
通
史
」
一

札
幌
市

I

九
八
九

同
盟
通
信
社
北
海
道
本
社
編

『
北
海
道
要
覧

•
北
海
道
の
宗
教
と
文
化
財

•
付
北
海
道
宗
教
法
人
名
簿
'-

同
盟
通
信
社
北
海
道
本

社

一
九
九〇

生
振
開
村
百
二
十
年
記
念
話
編
集
委
員
会
編

r

生
振
開
村
百
二
十
年
*-

生
振
開
村
百
二
十
年
記
念
事
業
協
賛
会

一
九
九
ニ

「
生
振
村
愛
知
県
固
体
開
拓
百
年
史
」
編
集
委
員
会

『
生
振
村
愛
知
県
団
体
開
拓
百
年
史j

愛
知
県
団
体
開
拓
百
年
記

_業

協

賛
会

一
九
九
三

r

田
中
実
聞
き
書
き

ノ
ー
ト』

一
九
六
四

社
会

•
文
化

編

四
三

一





「
第九
章

宗
教
」
付
編¥

諸
資
料





五ノ澤神社 （移転後) / 平成 5 年撮影

四

五ノ沢神社境内の牛魂碑、 昭和27年に田中知带時代の道政策と して初めて貸付
された牛20頭な どを祭っている。/ 昭和39年 7 月逮立

社
会

■
文
化

編



髙岡神社の寄附者芳名額/最上段 ：明治27年建築寄附者額 • 中段上 ：大正 4 年

記念碑建設寄附者額 • 中段下 ：昭和 4 年神社昇格基金寄附者額 • 最下段 ：昭和

27年神殿 • 拝殿修饍费寄附者額 / 小池勝慶撮影 • 提供

社
会

•
文
化

編

四
三
六



郷社時代の八幡神社、 烏居は1814 〔文化11〕 年建設 /中島勝人所蔵資料

■ 4

石狩八幡神社に納められている 17的 〔寛政元〕 年奉納の手洗石 /辨天

社旧蔵品 / r石狩の碑j 第 1輯

社会

*
文化

編

四
三
七



創建300年目 （平成 5 年） を迎えた石狩辨天社 （石狩町指定文化財)

念龍寺所蔵の手洗石 / 「安永三卯午年正月吉日 • 奉納千秋丸水主中」 と刻まれ

ている。 旧辨天社所蔵品。/ 『石狩の碑J 第 1輯
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あ

と

が

き

上
巻¥

明
治
期
以
前

中
巻

一¥行
玫

•
産
業
編¥

明
治

*
大
正
期

中
巻
ニ¥行

政

.
産
業
編¥

昭
和
期

下
巻¥

社
会

•
文
化
編

昭
和
四
ニ
年
二
月

一
四
日
に

『
石狩
町
史
編
集
委
員
会J

が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
町
史
の
基
礎
が
築
か
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と

か
ら
、
資
料

の
記
述
的

面
を
重
視
し
て

『
石狩
町
誌j

と
題
し
た
町
史
が
発
刊
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
以
後
本
巻
を
含

め
て
以
下
の
よ
う
に
そ
の
発
刊
が
な
さ
れ
て
き
た
。

昭
和
四
七
年
三
月
三I

日
刊

昭
和
六〇

年
三
月
三I

日
刊

平
成
三
年
三
月
三I

日
刊

平
成
九
年
三
月
三

一
日
刊

こ
れ
ま
で
の
間
執
筆
が
中
座
と
な

っ
た
り
、
延
期
と
な

っ
た
り
し
た
期
間
が
あ
る
が
、
編
集
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
よ
り
三〇

年
も
の
歳
月
が
経

っ
て
い
る
。
最
初
に

「
上
巻
」
を
手
掛
け
ら
れ
、
私
に
そ
の

一
部
を
担
う
よ
う
誘

っ
て
下
さ
っ
た
渡
辺
茂
先
生

が
他
界
さ
れ
た
た
め
'
そ
の
後
私
は
長
谷
川
嗣
先
生
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
「
中
巻

一
」
を
編
集
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

長
谷
川
嗣
先
生
も

「
中
巻
ニ
」
の
発
刊
を
待
た
ず
し
て
昭
和
六
三
年
に
亡
く
な
ら
れ
、
「
中
巻

ニ
」
以
降
を
田
中
実
先
生
と
仕
上
げ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
田
中
実
先
生
は
平
成
七
年
度
で
役
割
を
退
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
局
、
私
は
上
巻
か
ら
下
巻

に
至
る
全
巻
に
関
わ

っ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
通
史
が
や

っ
と
出
揃

っ
た
形
に
な
る
が
、
こ
れ
は
渡
辺
茂

.
長
谷
川
嗣

•
田
中

実
の
諸
先
生
の
多
大
な
お
力
が
あ
っ
て
の

こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
総
頁
数
ニ
、〇

〇
〇

頁
を
越
え
る

f

石
狩
町
誌J

が
こ
こ

に
揃

っ
た
と
は
い
え
、
市
町
村
史
は

一
〇

年
あ
る
い
は

社
会

•
文
化

編

四
四

一



社
会

•
文
化

編

四
四
ニ

ニ〇

年
ほ
ど
で
改
め
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
わ
れ
、
す
で
に
新
資
料
の
発
見
も
多
々
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味

で

『
石狩
町
誌
』
上
巻
'
中
巻
は
す
で
に
改
め
て
編
翦
さ
れ
る
時
期
を
迎
え
て
い
る
し
、
予
定
に
あ
っ
た

「
別巻
」
が
未
完
と
な

り
、
「
資
料編
」
が
編
ま
れ
ぬ
ま
ま
市
制
施
行
と
な
っ
た
た
め
、
新
し
く

『
石狩
市
史J

編
澳
が
な
さ
れ
る
必
要
が
起
き
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
石
狩
市
域
の
歴
史
が
と
り
わ
け
北
海
道
の
う
ち
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
や
、
そ
も
そ
も
市
史
編
纂

が

「
資
料編
」
の
編
集
か
ら
始
め
ら
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、r

石
狩
市
史j

は

『
石狩
町
誌
』
に
伴
っ
て
編
ま
れ
な
か

っ
た

「資
料
編
」
を
ま
ず
整
え
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
と
く
に
最
終
巻
の
「
下巻
」
に
つ
い
て
言
う
と
、
内
容
が
多
岐
に
亘
る
の
で
、
二
倍
以
上
も
の
頁
数
が
必
要
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
予
定
の
大
幅
な
変
更
と
な
り
、
市
制
が
施
行
さ
れ
て
い
る
現
段
階
で
は
き
り
も
良
く
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、

不
本
意
な
が
ら
割
愛
す
る
と
こ
ろ
が
多
々
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
し
か
ら
ず
ご
了
承
願
い
た
い
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
も

〈
石狩
の
生
き
字
引
〉
と
評
し
得
る
田
中
実
先
生
の
膨
大
な
知
識
や
収
集
資
料
に
助
け
ら
れ
て
、
こ
こ
に

『
石狩

市
史
』
の
礎
と
な
る
も
の
を
ひ
と
ま
ず
整
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
誠
に
幸
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
本
卷
の
執
筆
、
編
集
に
当
た
っ
て
は
、
旧
町
民
の
多
く
の
方
々
か
ら
資
料
提
供
な
ど
の
ご
協
力
を
得
て
い
る
。
個
別

的
に
上
げ
る
こ
と
を
控
え
さ
せ
て
頂
く
が
、
そ
れ
ら
の
方
々
に
は
心
よ
り
深
く
感
謝
致
し
て
い
る
次
第
で
す
。

な
お
、
「
下巻
」
の
最
終
事
務
担
当
に
つ
い
て
は
、
総
務
部
長
の
星
正
明
氏
、
総
務
課
長
の
千
葉
公
之
氏
、
同
課
文
書
管
理
係
長

の
高
橋
良
隆
氏
と
同
係
の
藤
川
幸
夫
氏
が
当
た
っ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

.

河

野

本道
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