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「
福
山
区
の
歩
み
」（
抜
粋
）

植
松
茂

明
治
末
期
か
ら
大
正
・
昭
和
初
期

福
山
で
の
造
材
作
業

『
と
こ
ろ
文
庫

常
呂
町
郷
土
史
話
３
』
掲
載
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（
略
）
明
治

年
頃
、
福
山
の
呼
び
名
は
「
太
茶
苗
」
と
い
い
、
ア
イ
ヌ
語
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
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ま
す
。
和
人
は
２
～
３
人
く
ら
い
い
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
後
、
次
第
に
入
地
者
も
多
く
な
り
ま
し

た
。
当
時
、
こ
の
地
区
は
毎
年
の
よ
う
に
常
呂
川
の
氾
濫
で
農
作
物
が
流
失
し
た
そ
う
で
す
。

住
宅
は
ほ
と
ん
ど
が
高
台
地
（
今
の
東
側
）
に
住
ま
い
し
、
男
た
ち
は
造
材
夫
と
し
て
働
き
、
山
稼
ぎ

で
生
計
を
立
て
て
き
た
そ
う
で
す
。
最
盛
期
の
頃
は
、
地
区
の
戸
数
も

数
戸
あ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま

70

す
。造

材
作
業
の
こ
と
を
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
は
人
と
馬
の
み
の
作
業
で
、
杣
夫
（
キ
コ

リ
）
、
藪
出
し
人
夫
、
ま
た
上
挽
き
馬
と
一
体
と
な
っ
て
素
材
丸
太
を
沢
の
下
の
貯
木
場
ま
で
集
材
す
る

の
で
す
。
次
に
下
挽
き
と
い
っ
て
貯
木
場
か
ら
馬
搬
で
流
送
の
で
き
る
場
所
ま
で
搬
出
す
る
の
で
し
た
。

当
時
の
常
呂
川
は
川
幅
も
広
く
、
水
量
も
多
く
、
流
送
す
る
の
に
適
し
て
い
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

河
口
近
く
で
留
め
場
（
ア
バ
）
を
作
り
、
そ
こ
で
丸
太
の
イ
カ
ダ
を
組
み
、
沖
で
待
機
し
て
い
る
貨
物

船
ま
で
流
し
、
本
線
に
積
み
込
ん
だ
そ
う
で
、
相
当
な
人
夫
の
仕
事
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
就
労
し

て
い
た
そ
う
で
す
。
大
東
亜
戦
争
の
戦
争
後
１
～
２
年
ま
で
続
い
た
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
戦
時
中
は
こ
の
山
に
ハ
ッ
カ
油
を
取
る
蒸
留
器
を
設
置
し
て
松
葉
油
作
り
の
仕
事
も
あ
り
、
毎

日
勤
労
奉
仕
の
人
た
ち
で
に
ぎ
わ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

戦
後
は
現
在
の
大
沢
木
工
場
も
営
業
し
て
お
り
、
流
木
の
留
め
場
か
ら
馬
そ
り
で
工
場
ま
で
運
ん
で
お

り
ま
し
た
。
常
呂
小
学
校
の
前
の
道
路
脇
に
細
い
軌
道
が
敷
か
れ
て
お
り
、
ト
ロ
ッ
コ
（
台
車
）
に
積
ん

で
馬
で
運
ん
で
お
り
ま
し
た
。（
略
）

＊
注
：
『
イ
ワ
ケ
シ
ュ
郷
土
史
』
か
ら
福
山
の
造
材
に
関
す
る
記
述
を
抜
粋

大
正
の
初
期
か
ら
北
見
営
林
署
の
宝
庫
と
い
わ
れ
た
幌
内
沢
の
造
材
業
が
盛
ん
に
な
り
、
大
正
７
～
８

年
頃
に
は
一
冬
で
５
万
石
程
度
の
材
木
が
切
り
出
さ
れ
て
い
た
。
切
り
出
し
た
材
木
は
、
常
呂
川
を
流
送

し
て
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
待
機
す
る
木
船
に
積
み
込
み
本
州
方
面
に
移
送
し
た
。

第
２
次
世
界
大
戦
の
盛
時
は
、
町
内
の
青
年
男
女
を
動
員
し
て
軍
用
材
の
造
材
に
精
魂
か
た
む
け
て
汗

を
流
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
ハ
ッ
カ
釜
を
徴
発
し
て
松
葉
・
松
根
を
蒸
溜
し
て
油
を
取
り
、
航
空

機
の
燃
料
に
す
る
な
ど
、
木
材
の
乱
伐
が
続
き
、
そ
の
影
響
は
い
ろ
い
ろ
な
面
で
大
き
か
っ
た
。
そ
の
対

策
と
し
て
、
昭
和

年
頃
か
ら
植
林
の
振
興
、
つ
ま
り
造
林
事
業
の
充
実
を
営
林
署
を
主
体
に
活
発
に
行
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う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。（
略
）


