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う
と
、
う
れ
し
く
て
涙
が
出
ま
し
た
。

人
と
の
ふ
れ
あ
い
、
対
面
販
売
を
し

て
い
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
思
い
出

の
一
つ
で
す
。

現
在
、
北
二
四
条
付
近
で
は
、
商
店
街
が
中
心
と
な
り
、

自
分
た
ち
で
育
て
た
野
菜
を
食
べ
た
り
販
売
し
た
り
す

る
地
産
地
消
の
活
動
や
、
花
で
街
を
美
し
く
飾

る
こ
と
な
ど
「
食
と
花
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
ス

ロ
ー
ラ
イ
フ
・
イ
ン
・
に
ー
よ
ん
」
と
呼
ば
れ

る
ま
ち
づ
く
り
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

街
に
少
し
ず
つ
元
気
が
戻

っ
て
き
た
気
が
し
ま
す
ね
。

プ
ラ
ン
タ
ー
に
花
を
植
え
た

り
、
収
穫
祭
を
行
っ
た
り
す

る
こ
と
で
、
住
民
同
士
が
交

流
し
、
心
を
通
わ
せ
る
こ
と

の
で
き
る
場
が
増
え
ま
し
た
。

こ
の
取
り
組
み
が
き
っ
か
け

と
な
り
、
自
分
た
ち
の
街
を

良
く
し
て
い
こ
う
と
す
る
人

間
関
係
の
輪
が
確
実
に
広
が

っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て

い
ま
す
。
物
が
な
く
貧
し
く
と
も
、

お
互
い
に
助
け
合
い
心
豊
か
だ
っ
た

こ
ろ
。
そ
ん
な
良
き
時
代
を
思
い
出

し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
街
を

見
つ
め
続
け
、
暮
ら
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

昭
和
二
十
三
年
創
業
の
酒
屋
「
㐂
久
屋
・
錦
古
里
商
店
」。

北
二
四
条
か
い
わ
い
で
最
初
の
商
店
と
し
て
親
し
ま
れ
、

コ
ッ
プ
に
盛
り
切
り
を
一
杯
ず
つ
売
る「
も
っ
き
り
酒
」

を
楽
し
み
に
す
る
人
々
が
集
ま
る
交
流
の
場
で
し
た
。

　

私
が
店
を
手
伝
い
始
め
た
昭
和

二
十
七
年
当
時
は
、
新
琴
似
方
面
の

農
家
の
人
た
ち
が
馬
車
に
大
根
を
載

せ
て
札
幌
駅
方
面
に
売
り
に
行
く

「
大
根
馬
車
」
が
、
ま
だ
行
き
交
っ

て
い
ま
し
た
。
夕
方
に
な
る
と
、
そ

う
し
た
農
家
の
人
た
ち
が
店
に
立
ち

寄
っ
て
く
れ
る
の
で
す
が
、
馬
が
す

っ
か
り
そ
の
習
慣
を
覚
え
て
、
店
の

前
に
来
る
と
ぴ
っ
た
り
止
ま
る
ん
で

す
よ
。
パ
カ
ッ
パ
カ
ッ
…
馬
の
ひ
づ

め
の
音
が
近
づ
く
と
、う
れ
し
く
て
ね
ぇ
。

お
客
さ
ん
と
一
緒
に
、
そ
の
日
の
出

来
事
や
将
来
の
こ
と
な
ど
を
話
し
合

っ
て
い
ま
し
た
ね
。
お
酒
を
た
く
さ

ん
売
る
こ
と
よ
り
も
、
お
互
い
に
会

話
を
楽
し
み
交
流
す
る
、
そ
ん
な
商

い
を
し
て
い
ま
し
た
よ
。

昭
和
二
十
七
年
、
市
電
鉄
北
線
の
北
一
八
条
｜
北

二
四
条
間
が
開
通
し
、
昭
和
三
十
四
年
に
は
北
二
七

条
ま
で
延
長
。
人
々
の
足
と
し
て
親
し
ま
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
交
通
手
段
の
主
役
は
昭
和
四
十
六

年
に
整
備
さ
れ
た
地
下
鉄
へ
と
移
り
変
わ
り
ま
す
。

　

北
二
四
条
か
い
わ
い
の
街
並
み
が

大
き
く
様
変
わ
り
し
た
の
は
、
や
は

り
地
下
鉄
の
開
通
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
ま
で
も
市
電
が
走
っ
て

い
た
こ
と
で
、
人
々
の
行

き
交
い
は
多
か
っ
た
の
で

す
が
、
開
通
後
は
、
ま
さ

に
人
の
波
が
押
し
寄
せ
て

く
る
よ
う
な
感
じ
で
、
新

し
い
建
物
が
立
ち
並
ぶ
な

ど
風
景
が
見
る
見
る
う
ち

に
一
変
し
ま
し
た
ね
。
そ

の
一
方
で
、
人
と
人
と
の

交
流
が
薄
れ
、
心
通
わ
せ

る
場
面
が
徐
々
に
少
な
く

な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、

店
の
前
で
、
通
り
過
ぎ
る
人
た
ち
に

あ
い
さ
つ
を
し
て
も
返
事
が
返
っ
て

こ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
対
面
販

売
を
し
て
人
と
会
話
を
す
る
こ
と
が

当
た
り
前
だ
と
い
う
感
覚
が
身
に
付

い
て
い
る
だ
け
に
、
ふ
と
寂
し
く
、

何
か
失
わ
れ
た
も
の
を
感
じ
ま
す
ね
。

そ
ん
な
中
、
七
、八
年
前
く
ら
い
か

し
ら
、
店
に
年
配
の
方
が
訪
れ
、
新

聞
紙
に
包
ん
だ
花
束
を
く
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
だ
店
が
「
も
っ

き
り
酒
」
を
売
っ
て
い
た
こ
ろ
、
お

酒
を
飲
ん
で
い
た
そ
の
方
の
服
が
破

れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
私
が
縫

っ
て
あ
げ
た
ん
で
す
。
そ
の
時
の
お

礼
に
と
い
っ
て
、
自
分
の
庭
に
咲
い

て
い
る
花
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
ん
な
さ
さ
や
か
な
こ
と

を
ず
っ
と
覚
え
て
い
て
く
れ
た
と
思

錦
にし

古
こ

里
り

　小
さ よ こ

夜子さん

㐂
き

久
く

屋
や

・錦古里商店（北
24西3。現在はコンビニ
エンスストア）の二代目。
現在は小夜子さんの長
男が三代目として経営。
昭和30年代から、北24
条周辺の街並みや人の
流れを見つめてきた一
人。北24条商店街の振
興に力を注いでいる。

昭和47、8年ごろの北24条西4丁目付近。麻生方面に伸びる市電の姿が見られる。
地下鉄が開通したこのころから、街並みは様変わりしていく。
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