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現
在
、
北
海
道
で
は
、
十

げ
ん

ざ
い

数
種
類
も
の
米
が
作
ら
れ
、

日
本
有
数
の
産
地
と
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
今
か
ら

約
百
五
十
年
前
の
明
治
の
こ

ろ
、
北
海
道
は
米
作
り
に
は
向
か
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な
時
代
を
変
え
た
の
は
、
あ
る
人
物
の
米
作
り
に
か
け
る
強

い
思
い
で
し
た
。

一
八
二
八
年
、
河
内

国

（
現
在
の
大
阪
府
）
に
生
ま
れ
た
中
山

か
わ

ち

の
く
に

お
お

さ
か

ふ

久

蔵
は
、
仙
台
藩
士
に
仕
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
維
新

き
ゅ
う
ぞ
う

せ
ん

だ
い

は
ん

し

い

し
ん

と
い
う
改
革
に
よ
り
、
仕
事
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、

か
い
か
く

久
蔵
は
す
で
に
四
十
歳
で
し
た
が
、
「
今
ま
で
失
敗
続
き
で
何
も
や

さ
い

り
と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
生
ま
れ
変
わ
っ
た
つ
も
り
で
再さ

い

出

発
し
よ
う
。
」
と
思
い
、
考
え
た
末
に
、
当
時
未
開
の
地
が
数
多

し
ゅ
っ
ぱ
つ

く
あ
っ
た
北
海
道
で
農
業
を
始
め
よ
う
と
い
う
夢
を
も
ち
、
海
を
渡わ

た

り
ま
し
た
。

米
作
り
の
夜
明
け

中

山

久

蔵
〔旧島松駅逓所蔵〕

てい ぞう

（資料提供：北広島市教育委員会）
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久
蔵
は
、
北
海
道
の
勇
払
（
現
在
の
苫
小
牧
市
）
で
農
業
を
始
め

ゆ
う
ふ
つ

と
ま

こ

ま
い

し

ま
す
が
、
勇
払
の
土
地
は
農
業
に
向
か
ず
、
作
物
は
う
ま
く
育
ち
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
農
業
に
適
し
た
土
地
を
探
し
求
め
、
島
松

て
き

さ
が

（
現
在
の
恵
庭
市
と
北
広
島
市
の

境

界
辺
り
）
へ
移
り
住
み
ま
し

え

に
わ

し

き
ょ
う
か
い

う
つ

す

た
。当

時
の
北
海
道
の
農
業
は
、
主
に
野
菜
や
ヒ
エ
、
ソ
バ
な
ど
を
育

て
て
い
ま
し
た
。
米
作
り
は
、
寒
い
気
候
の
た
め
、
道
南
の
一
部
で

し
か
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
自
分
た
ち
の
手
で
米
を
作
る
こ
と
は
、
北

海
道
に
移
り
住
ん
だ
人
々
の
強
い
願
い
で
し
た
。
久
蔵
も
「
米
は
、

わ
た
し
ら
に
と
っ
て
は
命
を
つ
な
ぐ
大
切
な
食
べ
物
だ
。
」
と
考
え

て
い
ま
し
た
。

そ
う
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
久
蔵
の
心
に
「
や
っ
て
も
み
な
い
で

最
初
か
ら
あ
き
ら
め
て
ど
う
す
る
。
ま
ず
は
作
っ
て
み
る
べ
き
で
は

な
い
か
。
」
と
い
う
思
い
が
わ
き
上
が
り
ま
し
た
。
久
蔵
は
、
一
人

で
米
作
り
に
取
り
組
む
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

久
蔵
は
、
大
野
村
（
現
在
の
北
斗
市
）
か
ら
「
赤
毛
」
と
呼
ば
れ

ほ
く

と

し

よ

る
種
も
み
を
取
り
入
れ
、
苗
を
育
て
ま
し
た
。
芽
が
伸
び
始
め
る
ま

な
え

の

で
は
、
冷
た
い
川
の
水
温
を
上
げ
る
た
め
に
、
わ
か
し
た
お
湯
を
大

き
な
風
呂
樽
を
使
っ
て
、
夜
通
し
水
田
に
流
し
続
け
る
こ
と
も
あ
っ

ふ

ろ

だ
る

た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
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そ
ん
な
久
蔵
を
見
て
、
「
北
海
道
に
稲
作
は
不
向
き
だ
か
ら
、
水

い
な

さ
く

田
を
や
め
て
、
畑
作
を
や
っ
て
み
て
は
ど
う
だ
。
」
と
い
う
人
も
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
久
蔵
は
自
分
を
信
じ
て
米
作
り
を
あ
き
ら
め
ま

せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
て
、
努
力
と
工
夫
を
重
ね
た
久
蔵
は
、
当
時
誰
も
が
無
理

く

ふ
う

だ
れ

だ
と
言
っ
て
い
た
米
を
十
ア
ー
ル
当
た
り
に
し
て
三
四
五
キ
ロ
グ
ラ

ム

収

穫
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
北
海
道
の
米
作
り
の
「
夜
明
け
」

し
ゅ
う
か
く

が
や
っ
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
久
蔵
は
、
「
一
人
で
も
多
く
の
人
が
、
一
粒
で
も
多
く

つ
ぶ

の
種
も
み
を
育
て
て
く
れ
れ
ば
、
世
の
中
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
の

じ
ゃ
。
」
と
言
っ
て
、
苦
労
の
末
育
て
た
種
も
み
を
無

償

で
配
り
、

む

し
ょ
う

農
村
を
訪
ね
歩
い
て
は
米
作

た
ず

り
の
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

し

ど
う

久
蔵
が
亡
く
な
っ
た
翌
年

な

よ
く

ね
ん

の
一
九
二
〇
年
、
北
海
道
米

の
生
産
量
は
百
万
石
を
超
え

こ

ま
し
た
。
「
北
海
道
で
百
万
石

の
米
が
と
れ
る
よ
う
に
な
る

ま
で
は
死
な
な
い
。
」
と
言
っ

て
い
た
久
蔵
が
そ
の
実
現
を

じ
つ

げ
ん

〔寒地稲作発 祥 の地記念碑 北広島市 〕
はっしょう ひ

（資料提供：北広島市教育委員会）
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目
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
亡
く
な
る
前
日

ま
で
水
田
を
見
ま
わ
り
続
け
た
久
蔵
の

姿

か
ら
、

私

た
ち
は
大
切

す
が
た

わ
た
し

な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊
仙
台
藩
…
江
戸
時
代
、
陸
奥

国

宮
城
郡
仙
台
地
方

(

現
在
の

む

つ

の
く
に

宮
城
県)

を

領

有
し
た
藩

り
ょ
う
ゆ
う

＊
石
…
米
一
石
は
、
約
一
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

一
八
二
八

河
内
国
（
現
在
の
大
阪
府
）
で
生
ま
れ
る

一
八
五
三

仙
台
藩
に
仕
え
る
（
二
十
六
歳
）

一
八
七
〇

勇
払
で
農
業
を
始
め
る
（
四
十
二
歳
）

一
八
七
一

島
松
に
移
り
住
む
（
四
十
四
歳
）

一
八
七
三

赤
毛
種
の
試
作
に
成
功
す
る
（
四
十
六
歳
）

一
八
七
七

第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
米
を
出
品
し
、
北

か

ん

ぎ
ょ
う

は
く

ら
ん

か
い

海
道
で
も
米
が
作
れ
る
こ
と
を
示
す
（
五
十
歳
）

一
九
一
九

島
松
で
死
去
す
る
（
九
十
二
歳
）

一
九
二
〇

北
海
道
米
の
生
産
量
が
百
万
石
を
超
え
る


