
旧
小
樽
倉
庫
。
明
治
23

年
建
立
。
小
樽
独
特
の

木
骨
石
造
倉
庫
の
一
つ
。

小
樽
で
喫
茶
店
を

叫
児
楼
は
質
屋
の
石
倉
を
改
造
し

た
店
で
２
０
０
０
年
ま
で
25
年
間
、

オ
ー
ナ
ー
と
し
て
切
り
盛
り
し
た
。

現
在
は
別
の
方
が
経
営
さ
れ
て
い
る
。

「
開
店
し
た
当
時
は
丁
度
、
北
一
硝

子
さ
ん
が
売
れ
出
し
た
頃
で
、
口
コ

ミ
で
お
店
に
来
る
人
が
増
え
た
ん
で

す
。
食
器
や
ラ
ン
プ
を
北
一
さ
ん
の

も
の
で
揃
え
ま
し
た
。
」

籔
半
が
ア
ジ
ト

叫
児
楼
に
は
若
者
が
出
入
り
し
た
。

小
樽
の
街
の
話
で
意
気
投
合
す
る
と

そ
の
後
、
蕎
麦
屋
の
籔
半
の
二
階
に

場
所
を
移
し
て
、
議
論
を
続
け
た
。

疲
れ
る
と
座
布
団
を
枕
に
朝
ま
で
話

し
合
っ
た
。
「
真
剣
勝
負
で
し
た
。
」

伝
説
の
ポ
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

（
１
９
７
８
年
、
第
１
回
）
は
人
で

は
な
く
「
小
樽
の
神
様
が
動
か
し
た
」

と
い
う
。

ポ
ー
ト
三
人
組
の
中
で
山
口
保
さ

ん
は
プ
ラ
ン
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
す

人
、
小
川
原
格
さ
ん
は
設
計
（
や
り

方
を
指
南
）
す
る
人
、
佐
々
木
さ
ん

は
施
工
す
る
人
（
実
行
役
）
、
と
い

う
役
割
が
で
き
て
い
た
。

「
港
で
何
か
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
け
ど
、
何
を
、
と
な
っ
た
。

そ
の
頃
、
北
大
大
学
院
建
築
学
科
の

柳
田
さ
ん
、
石
塚
さ
ん
、
森
下
さ
ん

（
北
大
三
人
組
）
が
「
小
樽
運
河
保

存
の
た
め
の
港
湾
開
発
と
運
河
再
利

用
計
画
展
」
を
実
施
し
て
い
て
、
山

口
保
さ
ん
が
「
こ
れ
だ
」
と
ひ
ら
め

い
た
。
運
河
や
倉
庫
の
魅
力
を
再
確

認
す
る
催
し
に
す
る
の
だ
。

資
金
は
ゼ
ロ
の
市
民
の
祭
り
だ
か

ら
、
市
民
に
タ
オ
ル
を
買
っ
て
も
ら

い
、
資
金
調
達
し
た
。
一
本
３
０
０

円
、
何
の
た
め
に
や
る
の
か
真
剣
に

説
明
し
た
よ
。
」

ポ
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
は
予

想
を
上
回
る
８
万
人
の
観
客
が
押
し

寄
せ
た
。

半
分
残
っ
た
運
河
は
偽
物

運
動
は
盛
り
上
が
り
、
10
万
人
近

く
の
運
河
保
存
署
名
が
集
ま
っ
た
も

の
の
、
運
河
は
半
分
埋
立
て
ら
れ
、

道
路
は
造
成
さ
れ
た
。
や
が
て
小
樽

は
観
光
客
が
年
間
八
百
万
人
押
し
寄

せ
る
観
光
都
市
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「
僕
は
運
河
は
残
っ
て
い
な
い
と
言
っ

て
い
ま
す
。
観
光
客
の
方
が
こ
こ
に

来
て
、
「
運
河
は
ど
こ
に
あ
る
ん
で

す
か
」
っ
て
聞
く
ん
で
す
。
橋
の
上

を
通
っ
て
見
て
い
る
の
に
気
づ
か
な

い
ん
だ
ね
。
小
樽
に
偽
物
は
似
合
わ

な
い
。

横
路
孝
弘
さ
ん
が
生
前
、
言
っ
て

く
れ
た
よ
。
「
佐
々
木
さ
ん
、
道
路

の
下
に
運
河
の
護
岸
の
石
が
置
い
て

あ
る
か
ら
、
掘
り
起
こ
せ
ば
、
運
河

は
出
て
く
る
よ
」
っ
て
ね
。
当
時
の

市
長
も
運
河
埋
立
て
に
本
当
は
賛
成

で
は
な
か
っ
た
と
も
聞
い
て
い
る
。

道
路
や
埠
頭
が
で
き
て
も
小
樽
は

豊
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
検
証
が
必

要
だ
よ
ね
。
」

山
口
保
さ
ん
た
ち
は
運
河
と
平
行

し
て
残
る
手
宮
線
に
注
目
し
、
１
９

９
９
年
か
ら
「
小
樽
雪
あ
か
り
の
路
」

を
開
催
し
て
い
る
。

小
樽
の
観
光
に
来
る
人
に
は
「
旅

人
」
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
本
当
の
小

樽
の
良
さ
を
見
て
、
知
っ
て
ほ
し
い
。

堺
町
通
り
は
、
小
樽
ら
し
さ
が
薄
れ

て
し
ま
っ
た
、
と
語
る
。

こ
れ
か
ら
の
小
樽
に
つ
い
て
は
、

古
い
も
の
を
残
す
街
に
な
っ
て
ほ
し

い
。
そ
こ
に
大
切
な
記
憶
が
あ
る
か

ら
。
ま
た
、
古
い
も
の
を
取
り
入
れ

て
生
か
す
街
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ

て
い
る
。
港
の
有
効
利
用
も
課
題
だ

と
い
う
。
た
と
え
ば
災
害
支
援
指
定

港
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
、

地
場
産
業
の
段
ボ
ー
ル
や
ゴ
ム
を
生

か
す
こ
と
も
考
え
た
い
。

好
き
な
こ
と
を
追
求
し
な
さ
い

高
校
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

自
分
の
好
き
な
こ
と
を
求
め
て
や
っ

て
い
く
と
い
い
。
苦
し
く
て
も
放
り

出
さ
な
い
。
お
腹
い
っ
ぱ
い
よ
り
も

胸
い
っ
ぱ
い
で
。
そ
し
て
、
小
樽
の

こ
と
を
一
生
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。

若
い
世
代
へ
の
バ
ト
ン

大
塚
翔
太
（
１-

４
）

佐
々
木
さ
ん
の
お
話
を
う
か
が
い
、

今
の
小
樽
は
本
来
の
小
樽
で
は
な
い
、

本
当
の
良
さ
を
み
ん
な
知
ら
な
い
の

だ
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
観
光
や

景
観
な
ど
問
題
も
少
な
く
な
い
と
感

じ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
、
若
い
世
代
が
街
づ
く

り
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。
私
た
ち
が
小
樽
の
こ
と
を
学
び

準
備
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
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小樽再発見（５) 小
樽
運
河
プ
ラ
ザ
喫
茶
一
番
庫
マ
ス
タ
ー

「
小
樽
に
偽
物
は
似
合
わ
な
い
」

小
樽
運
河
保
存
運
動
の
中
核
を
担
う
若
者
の
た
ま
り
場
と
な
っ
て
い
た
伝

説
の
喫
茶
店
「
叫
児
楼
」
の
元
店
主
で
あ
る
佐
々
木
一
夫
さ
ん
（
73
歳
）
は

現
在
、
小
樽
運
河
プ
ラ
ザ
（
左
写
真
）
喫
茶
一
番
庫
の
マ
ス
タ
ー
と
し
て
観

光
客
を
出
迎
え
て
い
る
。
か
つ
て
は
ポ
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
作
っ
た

「
ポ
ー
ト
三
人
組
」
の
お
一
人
で
も
あ
る
。
小
樽
生
ま
れ
、
Ｕ
タ
ー
ン
組
の

佐
々
木
さ
ん
の
小
樽
へ
の
熱
い
思
い
を
う
か
が
っ
た
。

佐
々
木
一
夫
氏

花
園
の
写
真
店
に

生
ま
れ
る
。
運
河
や
港
は
遊
び
場
だ
っ

た
。
札
幌
の
喫
茶
店
で
５
年
間
、
修

行
し
、
自
分
の
店
を
持
つ
前
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
主
要
都
市
を
旅
し
て
「
小

樽
に
通
じ
る
」
も
の
を
感
じ
、
札
幌

で
は
な
く
小
樽
で
の
開
業
を
決
意
し

た
。
１
９
７
５
年
に
「
叫
児
楼
」
を

オ
ー
プ
ン
す
る
。


