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４
月
29
日
か
ら
運

行
を
開
始
し
た
ラ
イ
ト

レ
ー
ル
の
発
着
点
と
し
て
、

注
目
を
集
め
て
い
る
富
山

市
岩
瀬
地
区
。
５
月
中
旬

に
は
３
４
０
年
以
上
の
歴

史
を
持
つ
綺
羅
び
や
か
な
男
の
祭
り

「
岩
瀬
曳
山
車
祭
」
も
開
催
さ
れ
る
な

ど
、
誇
り
高
い
伝
統
を
守
り
続
け
て
い

る
一
帯
だ
。

　

岩
瀬
浜
駅
に
降
り
立
つ
と
カ
ナ
ル

会
館
が
あ
り
、
ト
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
を

見
な
が
ら
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
め
る
ウ
ッ

ド
デ
ッ
キ
が
新
し
く
な
っ
て
い
る
。
岩

瀬
運
河
に
架
か
る
「
大
漁
橋
」は
太
鼓

橋
に
な
っ
て
い
て
下
を
船
が
く
ぐ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
歩
行
者
専

用
の
橋
を
渡
り
住
宅
街
を
抜
け
て
い
く

ライトレールで注目を集めている岩瀬地区。廻船問屋が軒を連ねた情緒あ
る街並みを復活させようという気運が高まっている。当時、北前船で膨大
な財を成した廻船問屋…今回はその北前船の歴史を辿ってみたい。

歴
史
と
今
が

行
き
交
う
町

　大町公園は一般公開
されている回船問屋・森
家の向いにある。一番遅
くまであった千石積みのバ
イ船「神通丸」（米田家所有）
がモデルで、約 1/12 縮尺。
長さ 2.0m、高さ 1.7m、
幅 0.7m。大町公園には近
ごろガス灯が立てられた。

▶大町公園にある北前船の
モニュメント

と
、
石
畳
に
昔
な
が
ら
の
町
家
造
り
が

軒
を
連
ね
る
、
な
ん
と
も
人
情
味
溢
れ

る
岩
瀬
大
町
通
り
に
出
る
。
大
町
は
旧

北
国
街
道
沿
い
４
０
０
メ
ー
ト
ル
に
80

軒
の
廻
船
問
屋
が
集
中
し
て
い
た
地
域

だ
。
豪
商
、
馬
場
家
や
森
家
の
屋
敷
が

格
式
を
感
じ
さ
せ
る
。
昔
は
通
り
か
ら

家
屋
に
入
る
と
、
そ
の
す
ぐ
裏
に
北
前

船
が
停
め
て
あ
っ
た
。
荷
物
を
通
り
か

ら
船
に
直
接
運
べ
る
便
利
な
造
り
だ
。

国
指
定
重
要
文
化
財
の
森
家
は
、
一
般

公
開
さ
れ
て
お
り
、
中
に
入
る
と
小
豆

島
か
ら
運
ば
れ
た
大
き
な
一
枚
岩
や
、

土
蔵
の
鏝
絵
、
壁
の
隠
し
金
庫
な
ど
、

贅
を
尽
く
し
た
迫
力
に
廻
船
問
屋
の
当

時
の
豪
勢
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

岩
瀬
は
神
通
川
の
河
口
港
と
し
て
古

く
か
ら
栄
え
て
い
た
町
だ
。
元
和
７
年

（
１
６
２
１
）
の
金
沢
城
の
再
建
の
際

に
は
、
松
前
な
ど
か
ら
運
ん
だ
木
材
の

積
み
降
ろ
し
港
と
し
て
利
用
さ
れ
、
江

戸
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
は
北
前
船

が
隆
盛
を
誇
っ
た
の
で
あ
る
。

　

北
前
船
は
大
阪
と
蝦
夷
地（
北
海
道
）

と
を
日
本
海
回
り
で
往
復
し
て
い
た
和

船
の
こ
と
で
、尾
道
、下
関
、萩
、舞
鶴
、

輪
島
な
ど
、
母
港
や
寄
港
地
は
海
路
に

沿
っ
て
点
在
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な

時
代
を
背
景
に
県
内
で
も
東
岩
瀬
、
新

湊
、
伏
木
か
ら
大
阪
や
北
海
道
へ
千
石

船
（
１
５
０
ト
ン
の
米
の
積
載
能
力
）

で
富
山
県
産
品
が
移
出
さ
れ
て
い
た
の

だ
。
当
時
の
主
な
県
産
品
は
越
中
米
、

新
川
木
綿
、
縄
や
ワ
ラ
工
芸
品
な
ど
。

北
海
道
か
ら
は
魚
肥
用
の
胴
鰊
、
笹
目

鰊
、
鰊
粕
や
昆
布
、
数
の
子
、
白
子
な

ど
の
水
産
品
が
移
入
さ
れ
、
北
海
道
と

大
阪
と
の
盛
ん
な
交
易
の
一
躍
を
担
っ

て
い
た
。

　

肥
料
と
し
て
の
ニ
シ
ン
の
需
要
は
、

西
日
本
に
お
け
る
米
・
綿
・
藍
・
菜
種

な
ど
の
農
業
の
発
達
に
よ
り
急
増
し

た
。
越
中
で
も
、
幕
末
期
、
北
前
船
が

射
水
、砺
波
両
郡
に
運
ん
だ
ニ
シ
ン
は
、

年
間
５
０
０
０
ト
ン
を
超
え
た
と
い
う

か
ら
膨
大
な
量
で
あ
る
。
越
中
で
は
魚

肥
は
主
と
し
て
稲
作
に
使
わ
れ
た
と
い

う
。

　

東
北
か
ら
日
本
海
を
南
下
し
、
下
関

▲昭和11年頃の東岩瀬。運河に船が浮かぶ。

古
く
か
ら
栄
え
て
い

た
港
町
・
岩
瀬　

～岩瀬の風情～

先人達の知恵と勇気が育んだ
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琶
湖
・
大
津
経
由
で
大
坂
に
運
ば
れ
て

い
た
が
、
運
送
費
が
高
く
つ
い
た
為
、

次
第
に
利
用
が
減
少
し
て
い
っ
た
。
岩

瀬
に
当
時
、
米
蔵
の
あ
っ
た
場
所
に
は

今
も
御
蔵
町
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い

る
。

　

さ
て
、こ
の「
北
前
船（
き
た
ま
え
ぶ

ね
）」
と
い
う
呼
び
名
だ
が
、
実
は
こ

れ
は
瀬
戸
内
地
域
の
呼
び
方
だ
そ
う

だ
。
瀬
戸
内
地
域
で
は
古
く
か
ら
、
京

都
や
大
阪
を
上
口（
か
み
ぐ
ち
）、九
州

を
下
口（
し
も
ぐ
ち
）、日
本
海
側
を
北

前
、
と
呼
ん
で
い
た
そ
う
だ
。

　

地
元
・
岩
瀬
で
は
バ
イ
船せ
ん

と
呼
ば
れ

て
い
た
。
バ
イ
船
の
名
の
由
来
に
つ
い

て
は
、買
い
積
み
船
を
略
称
し
た
買（
ば

い
）船
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
説
、
倍

に
儲
か
る
か
ら
と
い
う
説
、
弁
財（
べ

ざ
い
）船
が
変
化
し
た
と
い
う
説
な
ど

諸
説
あ
る
が
中
で
も
、
倍
に
儲
か
る
か

ら
、
と
い
う
説
は
い
か
に
も
海
の
豪
気

な
男
た
ち
の
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
く
る

ま
で
米
を
運
ん
で
い
る
。

　

北
陸
か
ら
下
関
経
由
で
大
阪
に
行
く

航
路
は
そ
れ
以
前
に
も
あ
り
、
寛
永
16

年（
１
６
３
９
）に
、加
賀
藩
三
代
藩
主
・

前
田
利
常
が
大
阪
で
米
を
売
る
た
め
に

こ
の
ル
ー
ト
を
開
発
し
て
い
る
。
朝
鮮

出
兵
の
時
の
経
験
が
こ
の
時
生
き
た
と

さ
れ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
敦
賀
か
ら
琵
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〜
瀬
戸
内
海
を
経
て
大
坂
に
入
る
海
路

を
西
廻
航
路
と
い
う
。
こ
れ
は
、
幕
府

に
命
じ
ら
れ
寛
文
11
年（
１
６
７
１
年
）

に
東
廻
航
路
の
整
備
を
果
た
し
た
河
村

瑞
賢
が
、
再
び
幕
府
よ
り
命
を
受
け
翌

年
に
開
拓
し
た
航
路
で
あ
る
。
寛
文
12

年
、
最
上
川
河
口
の
港
、
酒
田
か
ら
出

航
し
た
船
は
一
艘
の
遭
難
も
な
く
江
戸

大阪牛窓
尾道

多度津
下関

萩
浜田
宇龍 久美浜

舞鶴

金石（金沢）

輪島

東
岩
瀬

新
湊

伏木
柏崎

新潟

金浦

深浦

大間松前
函館

小樽
苫小牧

日本海

太平洋

主な北前船寄港地
岩瀬に廻船問屋の街並み復活
地元の動きに応えて、街並みの修景事業が進んでいます。

　

古
き
良
き
廻
船
問
屋
の
街
並
み

を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、
修
景
事
業

が
進
ん
で
い
る
岩
瀬
地
区
。
岩
瀬

浜
駅
か
ら
大
町
・
新
川
町
通
り
を

抜
け
る
1.7
キ
ロ
の
散
策
ル
ー
ト
で

は
電
柱
が
消
え
、
代
わ
り
に
ガ
ス

灯
が
登
場
し
た
。
さ
ら
に
道
案
内

の
看
板
も
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
設
置

さ
れ
、
よ
り
風
情
あ
る
通
り
と
し

て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
。

　

廻
船
問
屋
が
隆
盛
を
誇
っ
た
こ

の
地
区
に
は
、
岩
瀬
独
自
の
家
屋

形
式
が
今
も
残
っ
て
お
り
、
格
子

の
原
型
と
言
わ
れ
て
い
る
全
国
的

に
も
貴
重
な
「
ス
ム
シ
コ
」
や
、

装
飾
さ
れ
た
繊
細
な
表
現
を
持
つ

起む

く
り
の
あ
る
庇ひ
さ
し、
何
気
な
く
見

過
ご
し
て
し
ま
い
そ
う
な
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
塀
が
ド
イ
ツ
か
ら
輸
入

さ
れ
た
走
り
の
ド
イ
ツ
塀
だ
っ
た

り
な
ど
、
贅
沢
な
見
ど
こ
ろ
も
多

い
。

　

し
か
し
老
朽
化
と
現
代
風
の
改

築
工
事
な
ど
で
、
情
緒
あ
る
統
一

感
や
明
治
の
面
影
が
失
わ
れ
つ

つ
あ
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
岩
瀬

の
街
並
み
が
消
え
て
し
ま
う
の
で

は
、
そ
う
危
惧
し
た
地
元
の
方
々

は
、
歴
史
的
財
産
を
守
り
生
か
し

て
い
こ
う
と
、
数
年
前
か
ら
自
分

た
ち
の
手
で
街
づ
く
り
を
進
め
て

き
て
い
た
の
だ
。
そ
の
一
つ
、
旧

森
家
の
土
蔵
は
昔
の
工
法
で
全
面

改
装
が
行
わ
れ
、
酒
造
、
ガ
ラ
ス

工
房
、
陶
芸
工
房
が
開
店
。
古
い

家
屋
と
現
代
の
芸
術
家
ら
と
の
融

合
が
新
し
い
風
を
運
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
地
元
の
人
々
の
思

い
を
汲
ん
で
平
成
17
年
７
月
か
ら

は
、
富
山
市
岩
瀬
大
町
・
新
川
町

通
り
街
並
み
修
景
等
整
備
事
業
補

助
制
度
が
設
け
ら
れ
、
伝
統
的
家

屋
を
守
る
た
め
に
市
か
ら
補
助
金

が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
独
特
な

工
法
を
復
元
に
近
い
形
で
進
め
る

修
景
作
業
に
、
設
計
士
の
方
も
苦

労
さ
れ
た
そ
う
だ
が
、
現
在
７
軒

の
修
復
作
業
が
完
了
。
見
失
わ
れ

て
い
た
、”岩
瀬
ら
し
い
街
並
み
“

の
復
元
は
着
々
と
進
ん
で
い
る
。

▲大町通り

十三湊

江差

酒田

小浜
敦賀

「北前船  寄港地と交易の物語」から抜粋

小木
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よ
う
で
面
白
い
。
な
お
、

東
岩
瀬
で
は
北
前
船
の
こ

と
を
ヤ
マ
ト
船
と
も
呼
ん

で
い
た
と
い
う
。

　

同
じ
時
代
、
他
の
船
が

「
運
賃
積
み
」（
早
く
沢
山

運
べ
ば
儲
か
る
）
を
し
て

い
た
の
と
違
い
、
北
前
船

の
商
い
は
「
買
い
積
み
」

（
商
品
を
売
り
さ
ば
い
て

儲
け
る
）
で
あ
っ
た
。
即

ち
往
復
と
も
自
分
の
荷
物
と
し
て
、
寄

港
地
で
自
由
に
売
買
し
て
い
た
。
い
わ

ば「
海
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
」で
あ
る
。（「
昆

布
を
運
ん
だ
北
前
船
」
よ
り
）

　

北
前
船
は
ま
ず
北
海
道
で
県
産
品
を

売
り
さ
ば
き
、
そ
れ
を
元
手
に
北
海
道

で
手
に
入
れ
た
昆
布
や
鰊
で
大
阪
ま
で

の
寄
港
地
で
も
商
売
を
し
た
。
一
航
海

で
元
は
と
れ
、
年
に
２
回
の
航
海
で
倍

に
な
っ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
は
男
た
ち
も

笑
い
が
止
ま
ら
な
い
は
ず
だ
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
商
法
、
一
体
ど
こ
か

ら
き
た
も
の
か
と
い
う
と
、
彼
ら
の
最

初
の
ご
主
人
、
近
江
商
人
が
行
っ
て
い

た「
持
ち
下
り
商
法
」
に
学
ん
だ
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
の
推
測
が
あ

る
。
近
江
商
人
は
天
ビ
ン
棒
を
肩
に
か

つ
い
で
自
国
の
品
物
を
隣
国
に
売
り
、

そ
の
利
益
で
ま
た
違
っ
た
品
物
を
仕
入

れ
、
そ
れ
を
次
の
土
地
で
売
る
、
そ
う

し
た
こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
北
海
道

ま
で
行
商
を
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

正
月
の
酒
、２
月
に
は
起
舟
の
祝
い
、

雪
が
溶
け
れ
ば
春
祭
り
…
秋
に
港
へ

帰
っ
て
き
た
船
乗
り
達
は
、
し
ば
し
陸

で
の
平
穏
な
日
々
を
過
ご
す
。

　

そ
し
て
３
〜
５
月
、
い
よ
い
よ
出
立

の
日
。
冬
の
間
寝
か
せ
て
お
い
た
帆
柱

を
起
こ
し
、
帆
を
張
り
、
北
前
船
は
沖

ま
で
出
る
。
荷
運
び
用
の
伝
馬
船
（
て

ん
ま
せ
ん
）
で
米
や
酒
、
縄
、
む
し
ろ

な
ど
を
運
び
、
甲
板
い
っ
ぱ
い
に
山
の

よ
う
に
荷
積
み
を
し
て
準
備
は
万
端

だ
。

　

家
族
に
見
送
ら
れ
な
が
ら
港
を
旅

立
っ
た
北
前
船
は
蝦
夷
地
を
目
指
し
、

そ
の
後
は
寄
港
地
で
売
買
を
し
な
が
ら

航
海
を
続
け
て
い
っ
た
。
１
年
に
２
往

復
が
常
だ
っ
た
そ
う
だ
。
冬
の
季
節
風

に
遭
わ
ぬ
よ
う
に
、
旧
暦
８
月
28
日
ま

で
の
帰
港
を
目
指
す
。
し
か
し
、
西
廻

り
で
大
阪
へ
行
っ
た
船
は
旧
暦
10
月
頃

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い

う
。
無
事
に
岩
瀬
へ
辿
り
着
い
た
船
乗

り
た
ち
は
、
信
仰
を
寄
せ
る
村
の
社
へ

御
礼
参
り
に
足
を
運
び
、
海
路
か
ら
無

事
故
郷
へ
戻
れ
た
こ
と
を
心
か
ら
感
謝

す
る
の
だ
っ
た
。

　

蝦
夷（
北
海
道
）
で
仕
入
れ
た
昆
布

は
越
中
の
売
薬
さ
ん
に
と
っ
て
重
要
な

位
置
に
あ
っ
た
。
特
に
薩
摩
藩
へ
売
薬

に
行
っ
て
い
た
薩
摩
組
に
と
っ
て
は
、

売
薬
差
し
止
め
を
解
除
し
て
も
ら
い
商

い
を
続
け
る
た
め
の
献
納
品
と
し
て
欠

か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
当
時
、
薩
摩

藩
は
幕
府
に
よ
り
木
曽
川
の
大
治
水
を

命
じ
ら
れ
た
こ
と
等
か
ら
多
額
の
負
債

を
抱
え
て
お
り
、
こ
の
状
況
を
打
開
す

る
た
め
、
琉
球
を
通
し
て
中
国
と
密
貿

易
を
し
て
い
た
。
そ
の
時
に
、
昆
布
が

重
宝
さ
れ
た
。
中
国
で
は
昆
布
が
大
陸

に
蔓
延
し
て
い
た
風
土
病
・
甲
状
腺
腫

に
よ
く
効
く
と
し
て
、
大
変
重
要
視
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
薩
摩
は
昆
布

を
集
め
る
た
め
に
信
用
の
お
け
る
商
人

に
低
利
融
資
を
し
て
造
船
を
助
け
て
い

た
と
い
う
。
そ
の
中
に
薩
摩
組
も
入
っ

て
い
た
。薩
摩
は
中
国
に
昆
布
を
売
り
、

代
わ
り
に
中
国
か
ら
薬
の
原
料
を
買
っ

た
。
そ
れ
は
日
本
で
高
く
売
れ
た
。
薩

摩
組
も
買
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し

て
薩
摩
は
蓄
財
し
、
大
砲
な
ど
の
洋
式

の
製
造
所
を
建
設
。
こ
れ
が
倒
幕
、
維

新
の
原
動
力
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　　

一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
昆
布
を
積
ん

で
薩
摩
へ
向
か
う
船
の
一
つ
、
長
者
丸

は
航
路
の
途
中
で
大
風
に
吹
か
れ
遭
難

の
憂
き
目
に
遭
っ
て
い
る
。
こ
の
時

代
の
航
海
は
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ

ど
に
危
険
の
と
も
な
う
命
が
け
の
も
の

だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

古
く
薩
摩
売
薬
で
知
ら
れ
た
能
登
屋

（
現
密
田
家
）の
北
前
船「
長
者
丸
」は
、

天
保
９
年
（
１
８
３
８
）
９
月
中
旬
、

出
立
は
春
、

船
乗
り
の
一
年

北
の
昆
布
が

南
で
薬
種
に
化
け
た

▲森家に残っている古い櫂。これで荒波を漕ぎ分けたのだろうか。

▲森家の土蔵に描かれている立派な龍の鏝絵（こて
え）。大波から這い上がる姿が勇ましい。

薩
摩
向
き
北
前
船

長
者
丸
の
遭
難
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松
前
箱
館
で
薩
摩
向
昆
布
５
、６
０
０

石
を
積
み
、
10
月
上
旬
に
出
帆
。
次
に

向
か
っ
た
南
部
田
之
浜（
岩
手
船
越
駅

近
く
の
浜
艀
）
で
艀（
は
し
け
）
を
修

理
し
た
後
、
11
月
上
旬
、
仙
台
唐
丹
湊

（
現
釜
石
市
）
に
寄
港
し
た
。
そ
し
て

11
月
23
日
に
同
港
を
出
帆
し
た
長
者
丸

は
、
朝
４
時
頃
、
大
西
風
に
吹
き
流
さ

れ
遭
難
し
た
。
北
前
船「
長
者
丸
」
の

乗
組
員
で
あ
り
、
東
岩
瀬
出
身
の
米
田

屋
次
郎
吉（
当
時
25
歳
）
ら
は
命
か
ら

が
ら
ア
メ
リ
カ
の
捕
鯨
船
に
助
け
ら
れ

ハ
ワ
イ
に
辿
り
着
い
た
。
こ
の
漂
流
記

に
つ
い
て
次
郎
吉
が
語
っ
た
も
の
を
図

柄
付
き
で
事
細
か
に
記
し
た「
時と
け
い規
物

語
」は
前
田
家
秘
本
と
し
て
蔵
書
さ
れ
、

な
か
な
か
一
般
に
は
目
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
が
、
こ
の
史
実
を
研
究

さ
れ
た
元
富
山
大
学
教
授
文
学
博
士
・

高
瀬
重
雄
氏
著
「
北
前
船　

長
者
丸
の

漂
流
」
と
い
う
一
冊
の
本
を
、
県
立
図

書
館
で
借
り
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下

抜
粋
。

　
　
　
　
　
　

〜

　

天
保
９
年
11
月
23
日
。
朝
の
４
時
ご

ろ
か
ら
大
西
風
が
お
こ
り
、
船
は
吹
き

流
さ
れ
る
。
25
日
の
昼
ご
ろ
に
は
金
華

山
の
あ
り
か
も
見
え
な
く
な
る
。（
金

華
山
は
仙
台
か
ら
東
、
太
平
洋
に
浮
か

ぶ
島
）
漂
流
船
の
処
置
と
し
て
帆
柱
の

切
断
を
行
う
。
大
雨
風
は
依
然
と
し
て

続
き
、
七
日
七
夜
に
お
よ
ぶ
。
12
月
17

日
、
こ
の
日
の
夜
中
か
ら
大
荒
れ
に
な

り
、
高
波
が
船
へ
う
ち
こ
み
、
船
中
こ

と
ご
と
く
大
破
、
荷
物
も
水
び
た
し
と

な
る
。
人
び
と
は
互
い
に
髪
を
切
り
、

金
毘
羅
さ
ん
の
加
護
を
祈
る
。
18
日
以

降
、
風
は
次
第
に
穏
や
か
に
な
っ
た

が
、
粮
米
は
す
で
に
尽
き
、
昆
布
を
た

べ
て
日
を
お
く
る
。
飲
水
も
乏
し
く
な

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
太
平
洋
上
を
あ

て
も
な
く
漂
流
す
る
う
ち
に
、
天
保
10

年
が
明
け
る
。
正
月
24
日
、
渇
き
に
苦

し
む
う
ち
、
五
三
郎
は
壊
れ
た
長
者
丸

の
な
か
で
死
亡
す
る
。
遺
体
は
、
海
中

に
投
ず
る
水
葬
の
他
は
な
い
。
４
月
12

日
、
善
右
衛
門
も
死
亡
。
４
月
15
日
ご

ろ
、
物
心
両
面
の
苦
痛
か
ら
金
六
は
投

身
自
殺
を
す
る
。
残
る
は
七
人
、
な
お

も
望
み
な
き
漂
流
を
続
け
る
。
４
月
24

日
、
朝
、
三
本
の
帆
柱
を
も
つ
巨
船
が

近
づ
い
て
き
て
、
七
人
の
漂
流
者
を
救

助
し
て
く
れ
た
。
こ
の
巨
船
は
、
ア
メ

リ
カ
の
ナ
ン
タ
ケ
ッ
ト
島
所
属
の
捕
鯨

船
「
ゼ
ン
ロ
ッ
パ
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

〜

　

長
者
丸
の
船
頭
は
、
木
町
（
現
在
の

今
木
町
・
本
町
）
に
住
ん
で
い
た
佐
渡

組
売
薬
商
人
、
吉
岡
屋
平
四
郎
。
船
頭

と
し
て
の
経
験
は
あ
ま
り
豊
富
で
は

な
か
っ
た
よ
う
だ
。
木
町
は
、
神
通

川
（
今
の
松
川
）
沿
い
に
あ
り
、
資
材

の
積
み
降
ろ
し
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ

の
様
子
を
見
て
、
水
運
に
た
ず
さ
わ
る

夢
を
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
塩
照

夫
さ
ん
は
、「
昆
布
を
運
ん
だ
北
前
船
」

の
中
で
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
長
者
丸

の
持
ち
主
・
密
田
家
の
九
代
林
蔵
は
、

明
治
11
年
に
北
陸
銀
行
の
前
身
、
第

百
二
十
三
国
立
銀
行
を
発
起
人
と
な
っ

て
設
立
し
て
い
る
。
船
頭
・
平
四
郎

は
、
薩
摩
藩
が
密
輸
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
秘
密
に
昆
布
を
運
ぶ
た
め
、
危
険

と
さ
れ
た
東
廻
航
路
（
太
平
洋
回
り
）

を
利
用
し
、
遭
難
し
た
よ
う
だ
。
そ
の

後
、
ハ
ワ
イ
で
約
一
年
を
過
ご
し
た
次

郎
吉
は
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
で
約
一
年
、

そ
し
て
シ
ベ
リ
ア
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
、
ア

ラ
ス
カ
の
シ
イ
ト
カ
な
ど
、
運
命
の

ま
ま
に
流
寓
し
た
が
、
遂
に
天
保
14
年

（
１
８
５
３
）、
５
年
以
上
に
渡
る
流
浪

の
生
活
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
、
エ
ト

ロ
フ
島
に
帰
還
し
た
。

　

長
者
丸
の
乗
組
員
も
加
護
を
祈
っ

た
金
毘
羅
さ
ん
は
、「
こ
ん
ぴ
ら 

ふ
ね 

ふ
ね
」
と
歌
に
も
あ
る
よ
う
に
、
航

海
の
神
を
司
る
讃
岐
の
金
毘
羅
社
が

本
山
。
東
岩
瀬
の
海
岸
脇
に
立
つ
金

刀
比
羅
社
は
、
文
政
３
年

（
１
８
２
０
）
に
建
て
ら
れ

た
も
の
で
、
港
の
守
護
神

と
し
て
船
方
衆
の
尊
敬
を

集
め
て
い
た
。
境
内
に
あ

る
約
６
メ
ー
ト
ル
の
古
い

高
灯
籠
は
、
北
前
船
時
代

の
常
夜
灯
で
当
時
、
燈
台

の
役
目
も
果
た
し
て
い
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
呉
羽
山
の「
長
慶
寺
五
百
羅

漢
」は
米
穀
商
と
廻
船
問
屋
を
営
む
黒

牧
善
次
郎
が
松
前
へ
米
を
運
ん
だ
帰
り

に
、
運
ば
せ
た
も
の
。
佐
渡
椿
尾
村
で

刻
ま
れ
た
羅
漢
像
は
、
北
前
船
で
佐
渡

島
・
小
木
港
か
ら
東
岩
瀬
ま
で
運
ば
れ
、

そ
こ
で
、川
登
船
に
積
み
な
お
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
神
通
川
（
今
の
松
川
）
の
木

町
浜
口
で
陸
揚
げ
さ
れ
て
荷
車
で
長
慶

寺
ま
で
運
ば
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て

今
も
息
づ
く
信
仰
の
跡
に
、
懸
命
に
海

を
渡
っ
た
船
乗
り
た
ち
の
純
粋
さ
が
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

【
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▲高さが 6mもある金刀比羅社の常夜灯。
海
の
安
全
を
祈
る

信
仰
と
北
前
船


