
渡
し
守
の
時
代

安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
、
当

時
の
幕
府
の
命
に
よ
り
、
現
在
の

小
樽
市
銭
函
か
ら
千
歳
・
勇
払
に

さ
っ
ぽ
ろ
ご
え
し
ん
ど
う

至
る
札
幌
越
新
道
の
開
削
が
始
ま

り
ま
し
た
。
後
の
国
道
３６
号
と
な

る
こ
の
道
路
は
豊
平
川
を
横
切
っ

て
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
橋
は
無
く
、

両
岸
に
渡
し
守
を
置
い
て
人
や
物

を
運
ん
で
い
ま
し
た
。
札
幌
市
内

初
の
和
人
居
住
者
の
一
人
と
言
わ

し
む
ら
て
つ
い
ち

れ
る
志
村
鐵
一
は
、
右
岸
の
渡
し

守
と
し
て
こ
の
地
に
定
住
し
、
豊

平
の
歴
史
が
始
ま
り
ま
し
た
。

初
め
て
の
橋

初
め
て
橋
が
架
け
ら
れ
た
の
は

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
の
こ
と

で
し
た
。
丸
太
造
の
２
本
の
橋
で

し
た
が
、
当
時
の
豊
平
川
の
流
れ

は
速
く
、
あ
っ
と
言
う
間
に
流
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

「
橋
を
架
け
て
は
流
さ
れ
る
」
の

連
続
で
、
一
年
に
何
度
も
架
け
直

し
た
年
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

異
国
の
技
術
を
導
入

度
重
な
る
落
橋
対
策
と
し
て
、

明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
、
ア
メ

リ
カ
人
技
師
の
設
計
に
よ
る
木
造

の
本
格
的
な
橋
が
完
成
し
ま
し
た

が
、
ま
だ
堤
防
の
な
か
っ
た
豊
平

川
の
洪
水
に
は
勝
て
ず
、
わ
ず
か

２
年
ほ
ど
で
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）

年
に
は
、
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
人
技

師
が
設
計
し
た
橋
が
架
け
ら
れ
、

補
強
を
加
え
な
が
ら
も
１０
年
間
に

わ
た
り
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

美
し
い
永
久
橋

そ
の
後
、
何
度
か
の
架
け
替
え

を
経
て
、
大
正
一
三
（
一
九
二

四
）
年
、
永
久
橋
と
し
て
登
場
し

た
の
が
旧
豊
平
橋
で
す
。
藻
岩
山

を
背
景
と
し
た
美
し
い
姿
は
、
旭

ぬ
さ
ま
い

川
の
旭
橋
、
釧
路
の
旧
幣
舞
橋
と

と
も
に
、
北
海
道
三
大
名
橋
と
い

わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
中
央
に
は

線
路
が
敷
か
れ
、
巨
大
な
橋
を
電

車
が
渡
る
風
景
は
、
当
時
の
札
幌

名
物
の
一
つ
で
し
た
。
こ
の
橋
が

完
成
し
た
こ
ろ
、
交
通
手
段
は
馬

車
が
中
心
で
し
た
が
、
時
代
と
と

も
に
自
動
車
が
主
流
と
な
り
、
交

通
量
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）

年
に
国
道
の
拡
幅
に
伴
い
、
惜
し

ま
れ
な
が
ら
も
解
体
さ
れ
ま
し
た
。

の歴史

昭和５（１９３０）年／札幌市写真ライブラリー所蔵

～第３回～

豊平
語り継ぎたい

思ひ出の旧豊平橋
豊平区と都心部を結ぶ橋、豊平橋。昭和４１（１９６６）年に、現在の姿

になる前は、華麗な三連アーチの橋が架けられていました。

今月は、北海道三大名橋ともいわれ、今なお、人々の心に強く面影を

残す旧豊平橋を、当時を良く知る方の思い出とともに、ご紹介します。

まちをつないだ華麗なアーチ

大正１３年８月２６日の渡橋式には、約６万人の見物客が
訪れました。
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