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十
勝
平
野
に
残
る
足
跡

そ
の
日
帯
広
は
快
晴
だ
っ
た
。

こ
れ
を
�
十
勝
晴
れ
�
と
い
う
の

だ
ろ
う
か
と
窓
か
ら
見
え
る
景
色

を
眺
め
な
が
ら
考
え
て
い
た
。
音

み

た

せ
い
し
ん

更
町
在
住
の
三
田
正
真
さ
ん（
五

四

）

を
訪
ね
よ
う
と
、
帯
広
行
き
の
汽

車
に
乗
っ
て
い
た
。
三
田
さ
ん
は
、

会
社
経
営
の
傍
ら
、
数
年
前
か
ら

露
山
の
絵
や
足
跡
に
つ
い
て
調
べ

て
い
る
と
い
う
指
折
り
の
露
山
研

究
家
で
あ
る
。
改
札
を
出
る
と
、

三
田
さ
ん
が
車
で
迎
え
に
来
て
く

れ
て
い
た
。
帯
広
名
物
の
豚
丼
を

ほ
お
張
り
な
が
ら
話
を
聞
い
た
。

三
田
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
露
山
は
道

東
や
道
北
を
中
心
に
各
地
の
農
家

を
渡
り
歩
き
、
そ
の
家
の
持
ち
馬

を
描
い
て
放
浪
し
て
い
た
と
い
う
。

道
東
の
馬
産
農
家
に
は
相
当
名
の

知
れ
た
画
家
だ
っ
た
よ
う
だ
。
露

山
の
馬
絵
の
大
き
な
特
徴
は
「
八

方
に
ら
み
」
。
描
か
れ
た
馬
の
目

が
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
見
て
い
る

者
の
方
を
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら

そ
う
呼
ば
れ
た
。
「
自
分
の
描
く

絵
は
、
馬
一
頭
分
の
価
値
が
あ

る
」
と
い
う
の
が
口
癖
で
、
気
が

向
か
な
い
と
頼
ま
れ
て
も
描
か
な

か
っ
た
と
い
う
。
次
々
と
語
ら
れ

る
露
山
の
知
ら
れ
ざ
る
素
顔
に
、

お
い
し
い
は
ず
の
豚
丼
の
味
さ
え

よ
く
分
か
ら
な
い
。
「
露
山
は
こ

の
辺
り
の
生
ま
れ
で
す
か
」
と
尋

ね
た
。
す
る
と
三
田
さ
ん
は
そ
の

質
問
を
制
し
、
あ
る
人
に
会
わ
せ

て
く
れ
る
と
言
う
。
そ
の
意
味
を

測
り
か
ね
て
い
る
と
三
田
さ
ん
は

言
っ
た
。
「
露
山
の
親
戚
に
当
た

る
人
が
帯
広
に
い
る
。
直
接
聞
い

て
み
る
と
い
い
」
。

帯
広
市
内
の
と
あ
る
所
に
、
三

田
さ
ん
は
車
を
走
ら
せ
た
。
つ
い

に
探
し
求
め
て
い
た
露
山
の
素
顔

を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
興
奮
と

緊
張
で
の
ど
が
乾
い
て
き
た
。
三

田
さ
ん
が
紹
介
し
て
く
れ
た
人
物

の

じ
ま

ふ

じ

ま
つ

は
、
野
島
富
士
末
（
九

一

）
さ
ん
と

い
う
。
亡
き
夫
人
が
、
露
山
の
め

い
に
あ
た
る
。
露
山
の
義
理
の
お

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
野
島
さ

ん
は
、
突
然
の
来
訪
者
に
面
食
ら

っ
た
様
子
だ
っ
た
が
、
い
き
さ
つ

を
説
明
す
る
と
快
く
露
山
に
つ
い

て
話
し
て
く
れ
た
。
波
瀾
万
丈
の

露
山
の
生
涯
に
し
ば
ら
く
言
葉
を

失
っ
た
。

蘇
る
俊
才
露
山
の
素
顔

は
た
な
か
せ
い

き

露
山
の
本
名
は
、
畠
中
清
喜
。

明
治
二
十
年
、
愛
媛
県
越
智
郡
関

前
村
で
生
ま
れ
た
と
い
う
。
関
前

村
は
、
瀬
戸
内
海
の
芸
予
諸
島
に

あ
る
。
実
家
は
た
ば
こ
の
栽
培
を

し
て
い
た
。
大
正
の
初
め
こ
ろ
、

先
に
北
海
道
に
入
植
し
て
い
た
兄

じ
ん

え

も

ん

甚
右
ヱ
門
を
頼
っ
て
来
道
、
現
在

の
陸
別
町
に
入
っ
た
。
陸
別
で
は

山
本
商
店
と
い
う
材
木
商
で
馬
追

い
を
し
て
、
切
り
出
し
た
木
を
運

ん
で
い
た
と
い
う
。

絵
を
学
ん
だ
の
も
こ
の
こ
ろ
で
、

す
べ
て
独
学
で
あ
っ
た
と
い
う
。

馬
追
い
を
し
な
が
ら
、
炭
で
馬
の

絵
を
何
時
間
も
描
き
続
け
た
そ
う

だ
。
あ
る
時
、
店
主
か
ら
「
一
時

▲酒井敏男さん所蔵。縦１m７５cm、横９５cmの
大きな墨絵だ。恐らくふすま絵なのだろう。露
山には珍しい書の入った作品で、書家との合作
と思われる。書に「紀元二千六百年」の表記があ
ることから、昭和１５年の作と思われる。（八雲町）

▲

露
山
は
、
大
型
の
農
耕
馬
を
専
門
に
描
い

た
。
と
り
わ
け
芦
毛
（
馬
の
毛
色
。
白
色
に

黒
や
灰
の
差
し
毛
の
入
っ
た
も
の
）
が
好
み

だ
っ
た
と
い
う
。
馬
の
体
に
見
え
る
紋
様
は
、

「
銭
型
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
体
調
の
良
い
馬

に
出
る
特
殊
な
紋
様
。
露
山
の
馬
に
関
す
る

知
識
の
豊
富
さ
が
う
か
が
え
る
。
岩
瀬
功
さ

ん
所
蔵
。（
白
石
区
）

▲

露
山
が
墨
で
一
筆
画
を
描
く
の
は
、
大
抵
酒
を
飲
ん
で
上
機
嫌
の
時
で
、
瞬
く
間
に
描
い
た
と
い
わ
れ
る
。
も
と
も
と
馬
追
い
を
し

て
い
て
馬
の
骨
格
を
良
く
知
り
、
ま
た
観
察
眼
の
鋭
い
露
山
に
は
お
手
の
物
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
三
田
正
真
さ
ん
所
蔵
。（
音
更
町
）


