
歴
史
は
資
源
、
活
か
せ
る

●
先
生
は
歴
史
学
と
地
域
資
源
論
が

ご
専
門
と
聞
き
ま
し
た
。
普
通
の
歴

史
学
で
は
や
ら
な
い
こ
と
に
取
り
組

ん
で
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
ね
。

普
通
の
歴
史
学
な
ら
、
対
象
を
た

だ
研
究
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
地

域
資
源
論
の
観
点
か
ら
は
、
対
象

（＝

資
源
）
を
活
用
す
る
こ
と
が
重

要
に
な
り
ま
す
。
小
樽
に
は
人
口
減

少
な
ど
の
課
題
が
あ
り
ま
す
が
、
課

題
解
決
、
地
域
活
性
化
の
た
め
に
は

過
去
を
紐
解
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

資
料
か
ら
学
ぶ
歴
史
学
が
、
観
光
や

ま
ち
作
り
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

私
は
石
川
県
加
賀
市
出
身
で
す
が
、

小
樽
と
は
北
前
船
で
繋
が
っ
て
い
ま

す
。
故
郷
の
橋
立
町
は
北
前
船
の
船

主
の
町
で
、
船
は
小
樽
に
寄
港
し
て

い
ま
し
た
。
小
樽
に
今
も
残
る
倉
庫

群
は
そ
の
時
代
の
名
残
で
す
。
私
の

親
の
世
代
は
船
主
の
屋
敷
を
歴
史
遺

産
と
し
て
残
す
活
動
を
し
て
ま
ち
興

し
を
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
10
年
前

に
小
樽
に
来
ま
し
た
が
、
北
前
船
を

通
じ
て
故
郷
と
の
つ
な
が
り
や
歴
史

的
建
造
物
を
活
か
す
意
義
を
感
じ
て

い
ま
す
。

物
語
性
を
大
切
に

●
小
樽
商
大
に
つ
い
て
も
教
え
て
下

さ
い
。

小
樽
商
大
は
商
学
部
の
単
科
大
学

で
す
が
、
学
問
を
地
域
に
活
か
す
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
学
風
が
あ
り
ま
す
。

10
年
前
で
す
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ

で
「
マ
ッ
サ
ン
」
が
放
映
さ
れ
た
後
、

モ
デ
ル
と
な
っ
た
竹
鶴
政
孝
・
リ
タ

夫
妻
の
こ
と
を
調
べ
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
研
究
を
広
域
観
光
に
活
か
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
聞
き
取
り
調
査

か
ら
、
夫
妻
が
余
市
か
ら
小
樽
に
来

て
、
ど
こ
に
立
ち
寄
っ
た
の
か
、
小

樽
と
の
繋
が
り
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
リ
タ
さ
ん
の
レ
シ
ピ
を

活
か
し
た
プ
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
キ
を
ル
・

キ
ャ
ト
リ
エ
ム
さ
ん
（
洋
菓
子
店
）

に
商
品
化
し
て
も
ら
う
、
二
人
の
小

樽
で
の
足
跡
を
た
ど
る
ツ
ア
ー
の
実

施
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
、
大

き
な
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

小
樽
に
来
て
、
歴
史
を
資
源
と
し
て

活
か
す
最
初
の
取
り
組
み
に
な
っ
た

と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
背
景
に
あ
る
物
語
や

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
れ
ば
、
親
し
み
が

わ
き
、
見
に
行
き
た
い
と
い
う
動
機

付
け
に
な
る
。
物
語
性
が
大
事
で
す
。

石
造
倉
庫
は
北
前
船
の
遺
産

●
北
前
船
の
研
究
に
つ
い
て
教
え
て

下
さ
い
。

北
前
船
と
は
江
戸
時
代
中
期
に
発

展
し
た
本
州
と
北
海
道
を
つ
な
ぐ
商

船
の
こ
と
で
、
北
海
道
か
ら
は
昆
布

や
肥
料
用
の
鰊
か
す
を
、
本
州
か
ら

は
北
海
道
で
は
手
に
入
ら
な
か
っ
た

生
活
物
資
（
米
、
味
噌
、
醤
油
な
ど
）

を
運
び
ま
し
た
。
小
樽
の
石
造
倉
庫

は
そ
の
歴
史
遺
産
と
し
て
利
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

小
樽
の
神
社
に
は
船
の
安
全
を
祈

願
す
る
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

船
が
精
緻
に
描
写
さ
れ
、
歴
史
資
料

と
し
て
重
要
で
す
。
鮮
や
か
な
色
彩

で
描
か
れ
て
お
り
、
美
術
品
と
し
て

も
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
恵
美

須
神
社
（
２
面
）
、
龍
徳
寺
金
比
羅

殿
（
８
面
）
、
徳
源
寺
龍
神
堂
（
３

面
）
、
塩
谷
神
社
（
30
面
）
の
船
絵

馬
が
日
本
遺
産
構
成
文
化
財
に
認
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

昆
布
は
奥
が
深
い

●
昆
布
文
化
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

昆
布
は
日
本
食
で
出
汁
を
取
る
の

に
は
欠
か
せ
な
い
食
材
で
す
。
ま
た
、

ア
ジ
ア
で
は
漢
方
に
使
う
医
薬
品
で

も
あ
り
ま
し
た
。
２
年
前
に
ベ
ル
サ

イ
ユ
宮
殿
で
北
前
船
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

を
開
催
し
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
面

で
も
大
き
な
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。

小
樽
を
日
本
遺
産
に

●
「
北
海
道
の
『
心
臓
』
と
呼
ば
れ

た
ま
ち
・
小
樽
」
の
日
本
遺
産
認
定

の
構
想
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

「
北
海
道
の
『
心
臓
』
と
呼
ば
れ

た
ま
ち
」
と
い
う
表
現
は
小
林
多
喜

二
の
文
章
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
す
。

(1)第12号 小樽双葉高校新聞「学道一如」 ２０２４年５月２２日

学

道

一

如
発行

小樽双葉高校
生徒会通信

2024年5月22日
第12号

小
樽
商
大
客
員
研
究
員

高
野
宏
康
さ
ん
（
50
歳
）

石
川
県
加
賀
市
生
ま
れ
。
明
治

大
学
卒
業
後
、
２
０
０
８
年
神

奈
川
大
大
学
院
博
士
後
期
課
程

修
了
。
北
前
船
の
研
究
や
遺
産

を
活
用
し
た
地
域
活
性
化
事
業

に
取
り
組
む
。
専
門
は
歴
史
学

と
地
域
資
源
論
。

地
域
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
株
式
会
社
・

代
表
取
締
役
。

小
樽
の
歴
史
・
文
化
を
掘
り
起

こ
し
、
ま
ち
づ
く
り
に
活
か
す

取
り
組
み
に
学
術
的
に
取
り
組

み
、
発
信
し
て
い
る
高
野
宏
康

先
生
を
訪
ね
、
お
話
を
聞
い
た
。

小樽の歴史のキーワード

北前船

（源徳寺龍神宮の絵馬）

江戸時代中期から明治30年代にかけ

て、北海道と大阪を主に日本海回りで

往来した商船群は『北前船』と呼ばれ、

「動く総合商社」と形容されるほどそ

の富は莫大なものでした。明治２年に

開拓使が設置されると、小樽には各地

から移民が押し寄せ、人口が急増しま

す。小樽港は、交易品と移民たちの生
活物資を運ぶ北前船の重要な寄港地と

して発展を遂げ、北前船主たちによっ

て大規模な倉庫などが次々と建造され

ます。社交場として賑わう料亭、大き

な商家や蔵、神社仏閣への奉納物など、

北前船を取り巻く人たちによって街が

築かれていきました。

日本海の荒波を越え、一攫千金を夢

見た男たちが、人・物・文化を運んだ

『北前船』は、北海道にやってきた人

たちの生活を支え、小樽の発展の基礎

をつくったと言えるのです。（日本遺産

「北前船」小樽市の構成文化財・周遊マッ

プより）



日
本
遺
産
を
説
明
す
る
の
に
は
ス

ト
ー
リ
ー
が
大
事
で
す
。
小
樽
の
人

が
自
分
た
ち
の
ま
ち
を
説
明
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
、
ま
ち
の
物
語

を
作
る
こ
と
に
意
義
が
あ
り
ま
す
。

文
化
財
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
発
掘
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
認
定
の
た
め

に
は
、
何
か
取
り
組
み
を
し
て
い
る

こ
と
、
文
化
財
が
活
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
日
本
で
は

こ
れ
ま
で
104
箇
所
の
日
本
遺
産
が
認

定
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
候
補
地
域

は
３
箇
所
で
す
。
認
定
に
つ
い
て
は
、

文
化
庁
に
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
ア
ピ
ー

ル
で
き
れ
ば
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

看
板
な
ど
の
掲
示
物
を
複
数
の
言
語

で
表
記
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
す
。

小
樽
に
は
こ
れ
ま
で
、
運
河
や
旧
手

宮
線
を
活
か
し
た
小
樽
雪
あ
か
り
の

路
な
ど
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ

て
き
た
実
績
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

ま
ち
の
人
の
話
を
聞
く
こ
と
か
ら

●
先
生
の
ご
研
究
は
ま
ち
の
人
と
の

つ
な
が
り
を
大
切
に
さ
れ
て
い
る
と

想
像
し
ま
す
が
、
小
樽
に
移
ら
れ
て

か
ら
ど
の
よ
う
に
人
脈
を
築
い
て
こ

ら
れ
ま
し
た
か
。

民
俗
学
が
好
き
で
、
大
学
院
で
研

究
し
て
き
ま
し
た
。
ま
ち
の
人
の
暮

ら
し
ぶ
り
を
知
り
、
人
か
ら
話
を
聞

く
の
は
大
切
で
す
。
た
と
え
ば
、
ま

ち
の
中
の
お
店
、
飲
食
店
に
は
歴
史

が
あ
り
、
訪
ね
て
い
く
と
そ
れ
を
体

感
で
き
ま
す
。
大
学
で
は
「
小
樽
の

人
に
学
ぶ
」
と
い
う
講
義
で
学
生
に
、

地
域
の
事
業
者
に
聞
き
取
り
を
し
て

も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

観
光
船
・
屋
形
船
の
活
用
を

●
小
樽
港
の
歴
史
と
こ
れ
か
ら
に
つ

い
て
教
え
て
下
さ
い
。

小
樽
駅
は
駅
か
ら
港
が
見
え
ま
す

し
、
北
防
波
堤
が
見
え
ま
す
。
こ
ん

な
と
こ
ろ
は
他
に
は
な
い
、
ま
さ
に

地
域
資
源
で
す
。
最
近
で
は
第
三
埠

頭
に
大
型
客
船
が
停
泊
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
「
み
な
と
オ
ア
シ
ス
」
の

登
録
を
受
け
、
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
ま

し
た
ね
。

港
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
観
光
船

や
屋
形
船
を
も
っ
と
活
用
す
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。
観
光
船
「
あ
お
ば
と
」

に
乗
っ
て
、
祝
津
で
美
味
し
い
海
産

物
を
食
べ
て
戻
る
と
い
う
旅
行
プ
ラ

ン
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

新
日
本
海
フ
ェ
リ
ー
の
航
路
も
も
っ

と
活
用
さ
れ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
昨

夏
、
北
前
船
子
ど
も
フ
ェ
リ
ー
使
節

団
が
、
新
潟
や
石
川
県
を
訪
問
し
、

良
い
経
験
が
で
き
ま
し
た
。

港
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
旧
手
宮

線
も
貴
重
な
資
源
で
す
。
廃
線
後
も

線
路
が
残
っ
て
歩
け
る
と
こ
ろ
は
滅

多
に
な
く
、
貴
重
で
す
。
こ
の
施
設

（
取
材
場
所
・
上

写
真
）
は
「
レ
ー

ル
ウ
ェ
イ
」
と
い

う
名
前
で
、
労
働

組
合
の
事
務
所
を

改
装
し
た
も
の
で

す
が
、
旧
手
宮
線

の
利
活
用
に
役
立

て
た
い
と
い
う
意

図
も
あ
り
ま
す
。

商
大
生
の
カ
フ
ェ
盛
況

●
小
樽
商
大
の
学
生
さ
ん
が
運
営
す
る

カ
フ
ェ
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

学
生
が
会
社
を
作
り
、
運
営
し
て

い
る
嶋
谷
カ
フ
ェ
（
色
内
１
丁
目
２

-

18
）
（
上
写

真
）
は
Ｈ
Ｐ

を
作
り
、
商

品
開
発
も
し

て
い
ま
す
。

地
域
資
源
で

あ
る
石
造
倉
庫
の
利
活
用
で
す
。
地

域
に
は
知
ら
な
い
間
に
取
り
壊
さ
れ

て
い
る
倉
庫
が
か
な
り
あ
り
ま
す
よ
。

関
心
の
あ
る
こ
と
を
掘
り
下
げ
て

物
事
を
捉
え
る
視
点
を
大
事
に

●
先
生
は
高
校
・
大
学
時
代
、
ど
ん
な

学
生
で
し
た
か
。
高
校
生
へ
の
ア
ド
バ

イ
ス
が
あ
れ
ば
、
お
願
い
し
ま
す
。

常
に
机
に
向
か
っ
て
勉
強
す
る
と

い
う
よ
り
、
好
奇
心
旺
盛
で
調
べ
る

の
が
好
き
で
し
た
。
高
校
時
代
は
カ

ヌ
ー
部
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
大
学

で
は
地
中
海
沿
岸
、
ギ
リ
シ
ャ
や
エ

ジ
プ
ト
な
ど
の
歴
史
や
文
化
に
関
心

を
持
ち
、
吉
村
作
治
先
生
に
つ
い
て
、

エ
ジ
プ
ト
の
発
掘
調
査
に
関
わ
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
海
外
の
エ
キ
ゾ

チ
ッ
ク
な
も
の
に
関
心
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
ん
な
中
、
大
学
３
年
の
時
、

歴
史
学
者
・
網
野
善
彦
先
生
の
講
演

を
聞
き
、
日
本
海
沿
岸
の
交
易
や
職

人
の
世
界
の
面
白
さ
に
触
れ
、
そ
こ

か
ら
日
本
に
研
究
を
移
す
こ
と
に
し

ま
し
た
。
網
野
先
生
が
創
設
し
た
大

学
院
に
所
属
す
る
傍
ら
、
個
人
指
導

の
塾
で
長
く
教
え
て
い
ま
し
た
が
、

あ
る
時
、
中
学
生
に
「
先
生
こ
れ
か

ら
ど
う
す
る
の
」
と
聞
か
れ
、
博
士

論
文
に
真
剣
に
取
り
組
み
始
め
ま
し

た
。
テ
ー
マ
は
「
江
戸
時
代
に
北
前

船
の
交
易
で
繁
栄
し
た
日
本
海
が
近

代
以
降
に
〝
裏
日
本
化
〟
し
て
い
く

過
程
の
意
識
や
社
会
の
変
化
に
つ
い

て
」
で
す
。

高
校
生
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て

は
、
関
心
の
あ
る
こ
と
を
掘
り
下
げ

て
ほ
し
い
で
す
。

ま
た
、
物
事
を
捉
え
る
視
点
を
大

事
に
し
て
ほ
し
い
。
長
く
小
樽
に
住

ん
で
い
る
と
気
付
か
な
い
こ
と
が
多
々

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
色
々
な
見
方

が
で
き
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
銭

函
の
印
象
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
海
水

浴
と
漁
業
の
町
、
ひ
な
び
た
と
こ
ろ

と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
や

「
北
の
湘
南
」
と
し
て
注
目
さ
れ
、

お
し
ゃ
れ
な
店
が
建
ち
並
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
ね
。

ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
意
義

●
関
東
大
震
災
の
研
究
も
さ
れ
て
い

た
そ
う
で
す
ね
。

東
日
本
大
震
災
後
、
災
害
史
に
つ

い
て
調
査
す
る
意
義
が
見
直
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
大
学
院
時
代
、
災
害
史

研
究
の
第
一
人
者
・
北
原
糸
子
先
生

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
、
関
東

大
震
災
の
資
料
調
査
研
究
を
し
ま
し

た
。
関
東
大
震
災
に
は
２
つ
の
側
面

が
あ
り
ま
す
。
東
京
は
壊
滅
的
な
状

態
に
な
り
、
多
く
の
命
が
犠
牲
に
な
っ

た
が
、
後
藤
新
平
が
復
興
を
指
揮
し
、

新
し
い
都
市
が
造
ら
れ
た
こ
と
。
も

う
一
つ
は
、
デ
マ
に
よ
り
朝
鮮
人
・

中
国
人
の
虐
殺
が
起
こ
っ
た
と
い
う

負
の
歴
史
の
側
面
で
す
。
歴
史
の
両

面
が
大
事
な
ん
で
す
。

小
樽
の
日
本
遺
産
認
定
の
テ
ー
マ
に

「
北
海
道
の
『
心
臓
』
と
呼
ば
れ
た

ま
ち…

」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す

が
、
小
林
多
喜
二
の
文
章
か
ら
採
っ

て
い
る
表
現
で
、
小
樽
は
社
会
運
動

が
盛
ん
な
ま
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
歴

史
、
観
光
だ
け
で
は
な
い
、
歴
史
や

文
化
を
思
い
起
こ
す
と
い
う
意
味
も

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

高
島
に
特
攻
隧
道(

小
樽
海
軍
特

攻
隊
基
地)

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

て
い
ま
す
か
。
戦
時
中
、
高
島
岬
の

洞
窟
に
は
特
攻
用
の
小
船
の
出
撃
基

地
が
あ
り
ま
し
た
。
小
船
は
ベ
ニ
ヤ

板
で
作
ら
れ
、
250
キ
ロ
の
爆
弾
を
搭

載
し
て
、
敵
船
に
体
当
た
り
し
て
い

た
の
で
す
。
こ
こ
は
戦
争
遺
産
マ
ッ

プ
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

い
っ
た
負
の
遺
産
巡
り
を
ダ
ー
ク
・

ツ
ー
リ
ズ
ム
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ

も
地
域
の
魅
力
を
知
る
た
め
に
意
義

が
あ
り
ま
す
。

関
東
大
震
災
の
調
査
で
は
、
ま
ち

の
人
へ
の
聞
き
取
り
を
し
て
、
震
災

の
記
憶
集
め
る
こ
と
の
大
切
さ
も
知

り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
経
験
か
ら
、

歴
史
を
研
究
し
て
論
文
を
書
く
だ
け

で
な
く
、
資
料
の
整
理
保
存
を
行
い

公
開
に
結
び
付
け
、
さ
ら
に
多
く
の

人
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
地

域
の
人
と
協
力
し
な
が
ら
色
々
な
こ

と
に
取
り
組
む
。
そ
こ
ま
で
含
め
て

行
う
こ
と
が
歴
史
学
の
仕
事
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
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あ
ん
か
け
焼
そ
ば
食
べ
歩
き

●
小
樽
に
初
め
て
来
た
と
き
の
印
象
、

住
み
始
め
て
か
ら
の
感
想
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。

列
車
か
ら
海
が
見
え
る
の
が
絶
景

だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
た
だ
、
冬
の

厳
し
い
寒
さ
、
猛
吹
雪
に
は
心
が
折

れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
で
も
雪

も
地
域
資
源
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

食
べ
物
は
美
味
し
い
で
す
ね
。
寿
司

な
ど
の
海
鮮
の
ほ
か
に
、
あ
ん
か
け

焼
そ
ば
に
注
目
し
ま
し
た
。
小
樽
は

港
湾
労
働
者
の
ま
ち
で
も
あ
り
、
ソ

ウ
ル
フ
ー
ド
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
あ

ん
か
け
焼
そ
ば
は
安
く
て
腹
持
ち
の

良
い
一
品
で
、
お
店
に
よ
っ
て
違
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
100
店
く
ら
い
、
食

べ
歩
い
た
か
な
。
商
大
の
江
頭
ゼ
ミ

で
は
「
あ
ん
か
け
焼
そ
ば
」
事
典

（↓

）
を
出
し
て
い
る
く
ら
い
で
す
。

歴
史
と
暮
ら
し
や
す
さ
の
両
立
を

●
今
の
小
樽
を
ど
う
思
い
ま
す
か
、

そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
小
樽
は
ど
う
な

れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
か
。

今
は
歴
史
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
に
と
て
も
力
を
入
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
で
も
官
民
連
携
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
実
は
最
近
の
こ

と
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
運
河
や
歴
史

的
建
造
物
の
保
存
に
つ
い
て
賛
否
が

分
か
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
。
２
０
１

３
年
頃
に
は
小
樽
に
カ
ジ
ノ
を
誘
致

す
る
動
き
が
あ
り
ま
し
た
が
、
も
う

今
は
聞
こ
え
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。

市
政
が
成
熟
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

で
も
、
ま
だ
ま
ち
づ
く
り
は
市
民
が

共
有
す
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
、
旧
北
海
製
罐
第
３

倉
庫
を
ど
う
活
か
し
て
い
く
か
、
議

論
が
必
要
で
す
。
市
民
の
暮
ら
し
や

す
さ
と
歴
史
を
活
か
す
こ
と
が
両
立

す
る
よ
う
な
活
用
方
法
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

小
樽
築
港
の
ウ
イ
ン
グ
ベ
イ
も
そ

う
で
す
。
こ
れ
ま
で
２
回
倒
産
し
、

ま
だ
再
建
中
で
す
が
、
あ
の
よ
う
な

巨
大
な
施
設
は
建
設
も
取
り
壊
し
も

大
変
で
す
し
、
小
樽
に
は
貴
重
な
財

産
で
す
。
日
本
遺
産
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
空
間
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
が
古
い

商
店
街
と
共
存
し
て
、
生
き
残
る
道
、

利
活
用
す
る
方
法
を
考
え
る
べ
き
で

す
。
地
域
資
源
は
住
み
や
す
さ
も
セ
ッ

ト
で
考
え
る
べ
き
で
す
。
こ
の
よ
う

に
私
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
見
過

ご
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ま
だ
沢
山
あ

る
の
で
、
活
か
し
て
い
く
こ
と
を
考

え
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
。

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
を
後
押
し

●
先
生
が
次
世
代
に
残
し
た
い
も
の

は
何
で
す
か
。

身
近
な
も
の
に
立
ち
止
ま
っ
て
、

気
づ
き
を
得
て
ほ
し
い
。
シ
ビ
ッ
ク

プ
ラ
イ
ド
（
市
民
の
誇
り
）
と
言
い

ま
す
が
、
地
域
資
源
を
誇
り
に
思
う
、

自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
ま
ち
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
共
有
す
る
。
そ

れ
を
支
え
る
の
も
自
分
の
仕
事
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て

●
地
域
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
株
式
会
社
の

代
表
取
締
役
な
ん
で
す
ね
。

こ
の
会
社
は
、
地
域
の
歴
史
文
化

の
調
査
研
究
・
活
用
を
中
心
に
、
観

光
・
社
会
教
育
・
商
品
開
発
な
ど
、

様
々
な
領
域
で
の
地
域
活
性
化
事
業

を
推
進
・
支
援
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ

ジ
ネ
ス
カ
ン
パ
ニ
ー
で
す
。
研
究
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
３
つ
を
使
い

分
け
る
た
め
、
２
０
２
２
年
に
起
業

し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
堺
町
か
ら

北
前
船
の
こ
と
を
学
べ
る
よ
う
な
プ

レ
ミ
ア
ム
・
ガ
イ
ド
を
し
た
り
、
衰

退
が
深
刻
な
西
部
地
区
の
北
前
船
の

研
究
を
し
て
い
ま
す
。
後
志
の
他
の

町
村
と
の
連
携
も
今
後
の
課
題
で
す
。

北
前
船
で
お
菓
子
を
商
品
化

●
菓
子
「
小
樽
瓦
焼
バ
ウ
ム
」
に
つ

い
て
（
上
写
真
）

北
前
船
で
運
ば

れ
た
「
瓦
」
を
モ

チ
ー
フ
に
、
小
樽

百
貨
Ｕ
Ｎ
Ｇ
Ａ←

（
う
ん
が
ぷ
ら
す
）
が
商
品
開
発
し

た
菓
子
で
主
力
商
品
に
な
り
ま
し
た
。

「
瓦
」
は
商
品
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

船
の
転
覆
を
防
ぎ
、
重
心
を
と
る
た

め
に
船
底
に
積
ま
れ
た
と
言
い
ま
す
。

北
前
船
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
歴
史

的
な
情
報
提
供
し
、
こ
だ
わ
り
抜
い

た
一
流
の
商
品
に
な
り
ま
し
た
。
民

俗
学
者
の
宮
本
常
一
先
生
が
「
歩
く
・

見
る
・
聞
く
」
を
民
俗
学
で
重
視
し

ま
し
た
が
、
食
べ
て
感
じ
る
五
感
も

大
切
に
し
た
い
で
す
。

西
部
地
区
を
北
前
船
か
ら
興
す

●
今
、
力
を
入
れ
て
い
る
研
究
は
何

で
す
か
。

小
樽
市
西
部
地
区
の
北
前
船
の
遺

産
調
査
で
す
。
オ
タ
モ
イ
は
景
勝
地

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
か
つ

て
は
遊
園
地
や
料
亭
が
あ
り
、
昭
和

の
時
代
に
栄
え
て
い
ま
し
た
。
実
は

そ
こ
に
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
に
は
そ
れ
以
前
の
歴
史
が
あ
っ

た
の
で
す
。
オ
タ
モ
イ
の
断
崖
絶
壁

の
ふ
も
と
に
は
三
千
体
以
上
が
納
め

ら
れ
た
地
蔵
堂
が
あ
り
、
伝
承
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
船
旅
で
犠
牲
に
な
っ

た
方
々
の
供
養
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

歴
史
的
な
根
っ
子
が
な
い
と
本
当
の

観
光
地
に
は
な
れ
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
市
内
の
７
箇
所
の
地
蔵
を
回

る
と
い
う
忍
路
高
島
七
地
蔵
の
聖
地

巡
礼
も
今
後
大
事
に
し
た
い
で
す
ね
。

【
取
材
を
終
え
て
】

日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
る
よ
う
に

自
分
は
小
樽
が
す
で
に
地
域
型
日

本
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
さ
れ
て
い
な

い
と
知
り
、
認
定
さ
れ
る
よ
う
な
ま

ち
作
り
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
（
加
藤
大
智
、
小
学
生
の
頃
、

小
樽
案
内
人
を
体
験
）

負
の
遺
産
も
地
域
資
源

高
野
先
生
は
楽
し
い
観
光
だ
け
で

な
く
負
の
遺
産
、
負
の
側
面
も
見
せ

る
こ
と
で
小
樽
は
本
当
の
観
光
地
に

な
る
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

市
の
衰
退
か
ら
始
ま
っ
た
小
樽
の

観
光
、
「
光
」
の
歴
史
が
全
て
で
は

な
く
、
そ
の
陰
に
も
着
目
し
て
、
全

て
を
地
域
資
源
と
考
え
る
高
野
先
生

の
捉
え
方
は
と
て
も
小
樽
に
合
っ
て

い
る
と
思
い
ま
し
た
。
（
大
塚
翔
太
）
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オタモイ地蔵堂の伝承

1847年、富山県の医者の一人娘
が親しくなった青年の子を身ごも
りましたが、両親の反対にあい、
青年は北海道に渡って漁夫になり
ます。女性は北前船に密航して青
年の後を追いますが、積丹半島の
神威岬沖で嵐に遭い、海の神の怒
りをおさめるため船から身を投じ
ます。女性の遺体はオタモイ海岸

に流れ着
きますが、
妊娠して
いたため
母乳が流
れてあた
りの海を

白く染めたといいます（ニシンの
群来だったという説もあります）。
哀れんだ漁夫たちが地蔵尊の近く
に埋葬し、供養のために地蔵尊が
建立されました。以来、母乳不足
の女性がこの地蔵を祈願し、昭和
初期には諸病にも霊験があるとさ
れるようになりました。
（2023.7.14 HTB北海道ニュースより、

写真は地蔵堂と地蔵）
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