
　

屯
田
兵
と
は
、
北
海
道
開
拓
に

お
い
て
、
普
段
は
開
墾
と
耕
作
に

従
事
し
、
何
か
事
が
起
き
た
と
き

に
防
衛
に
当
た
る
兵
の
こ
と
。
屯

田
兵
制
度
は
、
紀
元
前
一
世
紀
こ

ろ
の
中
国（
漢
）で
、
辺
境
の
警
備

と
開
拓
の
た
め
に
兵
を
置
い
た
こ

と
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
四
十
九
（
一
九
七
四
）
年
、

琴
似
で
は
琴
似
屯
田
百
年
を
記
念

し
た
式
典
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
碑
は
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
発

寒
屯
田
子
孫
会
発
起
人
な
ど
発
寒

ゆ
か
り
の
人
々
が
建
立
し
た
も
の

で
す
。

所
在
＝
発
寒
一
一
条
三
丁
目
発
寒

神
社
境
内
。
昭
和
五
十
（
一
九
七

五
）
年
建
立
。

　

屯
田
兵
制
度
は
、
明
治
三
十
七

（
一
九
〇
四
）年
で
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

廃
止
の
理
由
は
、
開
拓
事
業
も
明

治
三
十
年
代
に
入
り
、
よ
う
や
く

目
的
を
達
し
人
口
も
急
増
し
た
こ

と
と
、
極
東
地
域
の
国
際
情
勢
が

悪
化
し
た
こ
と
で
し
た
。
明
治
政

府
は
軍
備
拡
張
の
た
め
、
北
海
道

に
陸
軍
第
七
師
団
を
置
き
、
屯
田

兵
は
そ
の
直
属
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
戦
場
で
従
軍
す
る
な

ど
直
接
軍
務
に
服
し
た
者
に
は
軍

人
恩
給
が
支
給
さ
れ
ま
し
た
が
、

大
部
分
の
屯
田
兵
は
そ
の
恩
恵
を

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ

で
、
東
旭
川
な
ど
の
屯
田
兵
村
の

人
々
が
「
屯
田
兵
恩
給
期
成
会
」

を
結
成
し
、
帝
国
議
会
な
ど
に
陳

情
し
た
結
果
、
大
正
十
一
（
一
九

二
二
）
年
に
一
般
恩
給
法
が
改
正

さ
れ
、
屯
田
兵
と
そ
の
遺
族
に
も

恩
給
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
記
念
し
て
、

屯
田
兵
の
遺
族
が
こ
の
碑
を
建
立

し
ま
し
た
。

所
在
＝
発
寒
一
一
条
三
丁
目
発
寒

神
社
境
内
。
大
正
十
四
（
一
九
二

五
）
年
建
立
。

　

桑
園
発
寒
通
と
稲
荷
街
道
が
交

差
す
る
場
所
、
発
寒
ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー
か
ら
道
路
を
挟
ん
で
向

か
い
側
に
、
こ
の
碑
は
あ
り
ま
す
。

発
寒
の
地
に
入
植
し
た
屯
田
兵
が

居
住
し
た
跡
地
に
、
先
人
た
ち
の

偉
業
を
し
の
ん
で
、
そ
の
子
孫
が

建
立
し
た
も
の
で
す
。

所
在
＝
発
寒
五
条
四
丁
目
。
昭
和

六
十
二
（
一
九
八
七
）
年
建
立
。

　

西
区
内
で
最
も
古
い
道
の
一
つ

が
、
稲
荷
街
道（
市
道
稲
荷
線
）で

す
。
在
住
武
士
の
山
岡
精
次
郎
は
、

発
寒
に
入
っ
た
と
き
、
郷
里
の
京

都
伏
見
稲
荷
神
社
か
ら
分
霊
し
て

社
殿
を
建
て
、
こ
れ
を
稲
荷
神
社

と
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
、
発
寒
に
入
村
し
て
き
た
屯

田
兵
か
ら
も
守
護
神
と
し
て
祭
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
つ

し
か
、
こ
の
神
社
前
の
沿
道
を
、

神
社
の
名
に
ち
な
ん
で
「
稲
荷
街

道
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
時
は
道
の
両
側
に
排
水
路
が

あ
っ
た
た
め
、
二
台
の
馬
車
が
す

れ
違
え
る
程
度
の
幅
し
か
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
も
車
輪
が
ぬ

か
る
ほ
ど
の
悪
路
で
、
地
域
の

人
々
は
冬
に
な
る
と
川
か
ら
砂
利

を
採
取
し
、
雪
解
け
を
待
っ
て
地

な
ら
し
を
し
た
そ
う
で
す
。

　

発
寒
に
は
、
幕
府
や
明
治
政
府

に
よ
る
本
格
的
な
開
拓
以
前
か
ら
、

先
住
民
族
の
豊
か
な
文
化
が
築
か

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
続
く
在

住
武
士
や
屯
田
兵
に
よ
る
開
拓
の

労
苦
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
在

の
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
が
あ
る

の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
身
近
で

静
か
に
た
た
ず
む
碑
か
ら
、
歴
史

の
跡
を
た
ど
っ
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

○
写
真
で
見
る
発
寒
の
街
の
移
り
変
わ
り

▼昭和31年の発寒（現在の6条7丁目付近から南を望む。左には三角山が、右には手稲山の山すそが見える。）

▼現在の発寒（9条9丁目札幌新道から南を望む。住宅やマンションが建ち並び、その間から山々が見える。）

三角山

三角山

⑥
「
恩
給
記
念
」
碑

⑦
「
発
寒
屯
田
兵
開
拓
居
住

の
地
」
碑

開
拓
を
担
っ
た
道

　
　
　
　
　

〜
稲
荷
街
道
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★
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