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は
じ
め
に

　

石
川
県
金
沢
市
の
中
心
市
街
地
は
、
浅

野
川
と
犀
川
に
挟
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
か

ら
引
か
れ
た
辰
巳
用
水
や
鞍
月
用
水
、
大

野
庄
用
水
な
ど
が
縦
横
に
走
る
た
め
、
大

小
さ
ま
ざ
ま
な
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
土
地
柄
か
ら
か
、
金
沢

で
は
「
七
つ
橋
渡
り
」
と
い
う
民
間
行
事

が
営
ま
れ
て
お
り
、
浅
野
川
に
架
か
る
橋

を
七
つ
、
作
法
通
り
に
渡
り
切
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、「
他
人
に
シ
モ
の
世
話
を
し

て
も
ら
う
よ
う
な
病
気
に
か
か
ら
な

い
」、
つ
ま
り
寝
た
き
り
に
な
ら
な
い
と

言
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
こ
の
「
七
つ
橋
渡
り
」
の
起

源
を
考
え
る
と
と
も
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
願
掛
け
に
橋
が
使
わ
れ
る
の
か
を
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
七
つ
橋
渡
り
」
の
作
法
そ
の
１

　

ま
ず
「
七
つ
橋
渡
り
」
の
作
法
を
ご
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
「
浅
野
川
に
架

か
る
七
つ
の
橋
す
な
わ
ち
常
磐
橋
・
天
神

日
の
日
記
に
「
弘
坊
百
日
咳
平
癒
祈
り
の

為
母
は
、
天
神
橋
よ
り
中
嶋
橋
七
橋
を
渡

ら
る
（
后
）」
と
あ
り
ま
す
。
弘
坊
と
は

米
澤
弘
安
の
長
男
の
こ
と
で
、
弘
安
の
母

親
が
孫
の
百
日
咳
平
癒
の
た
め
に
「
七
つ

橋
渡
り
」
を
行
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
し

か
も
夜
半
で
は
な
く
日
中
午
後
で
あ
り
、

祈
願
の
内
容
も
「
寝
た
き
り
に
な
ら
な

い
」
な
ど
と
定
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
作
法
の
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
日

中
に
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る

と
、
全
体
的
に
『
金
沢
市
史
』
が
伝
え
る

も
の
よ
り
簡
単
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え

ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
岸
の
夜
半
や
「
寝
た

き
り
に
な
ら
な
い
」
な
ど
は
、
後
付
け
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
、
き
れ
い
な
下
着
云
々

も
恐
ら
く
同
様
で
し
ょ
う
。

「
万
治
の
石
仏
」
の
お
参
り
の
仕
方

　

と
こ
ろ
で
、
長
野
県
下
諏
訪
に
は
、「
万

治
の
石
仏
」
と
い
う
頭
が
モ
ア
イ
の
よ
う

な
変
わ
っ
た
形
を
し
た
石
仏
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
石
仏
の
横
に
数
年
前
か
ら
次
の

よ
う
な
お
参
り
の
作
法
を
記
し
た
看
板
が

立
て
ら
れ
ま
し
た
。「
一
、
正
面
で
一
礼

し
、
手
を
合
わ
せ
て
『
よ
ろ
ず
お
さ
ま
り

ま
す
よ
う
に
』
と
心
で
念
じ
る
。
二
、
石

仏
の
周
り
を
願
い
事
を
心
で
唱
え
な
が
ら

時
計
回
り
に
三
周
す
る
。
三
、
正
面
に
戻

り
『
よ
ろ
ず
お
さ
め
ま
し
た
』
と
唱
え
て

か
ら
一
礼
す
る
」。

　

こ
れ
は
地
元
の
観
光
協
会
と
商
工
会
議

所
が
、
町
お
こ
し
の
一
環
と
し
て
石
仏
を

活
用
す
る
た
め
に
新
た
に
提
唱
し
た
後
付

浅野川に架かる金沢を代表する橋「浅野川大橋」（石川県金沢市）

金
沢
の
「
七
つ
橋
渡
り
」

浅野川に架かる梅ノ橋（石川県金沢市）

提唱された作法で「万治の石仏」の周囲を回る人 （々長野県下諏訪町）

橋
・
梅
の
橋
・
浅
野
川
大
橋
・
中
の
橋
・

小
橋
・
昌
永
橋
な
ど
を
、
秋
の
彼
岸
の
中

日
の
前
日
の
夜
12
時
か
ら
男
性
は
真
新
し

い
ふ
ん
ど
し
か
パ
ン
ツ
、
女
性
も
真
新
し

い
白
い
晒
の
お
こ
し
か
シ
ョ
ー
ツ
を
つ
け

て
渡
る
。
そ
の
際
一
言
も
し
ゃ
べ
っ
て
は

い
け
な
い
。
そ
し
て
家
に
帰
っ
た
ら
身
に

つ
け
て
い
た
下
着
を
7
日
間
つ
づ
け
て
水

洗
い
を
し
て
、
最
後
に
干
し
て
か
ら
白
い

紙
に
包
ん
で
、
紅
白
の
水
引
を
か
け
て
箪

笥
の
底
に
し
ま
っ
て
お
く
」。

「
七
つ
橋
渡
り
」
の
作
法
そ
の
2

　

ま
た
は
、「
彼
岸
中
日
の
夜
半
、
女
性

は
白
色
の
新
し
い
下
着
を
身
に
つ
け
る
。

七
つ
の
橋
を
渡
り
終
え
る
ま
で
無
言
を
守

る
。
同
じ
道
を
通
ら
な
い
。
下
着
は
７
度

水
に
浸
し
て
洗
い
、
そ
れ
を
奉
書
紙
で
包

み
紅
白
の
水
引
を
か
け
、
次
の
彼
岸
ま
で

箪
笥
に
納
め
て
お
く
。
水
引
を
か
け
た
下

着
は
『
死
後
お
棺
の
中
に
入
れ
て
ほ
し
い
』

と
嫁
さ
ん
に
頼
ん
で
お
く
等
」。

「
七
つ
橋
渡
り
」
の
作
法
そ
の
3

　

そ
の
他
、「
４
人
連
れ
で
夜
12
時
に
出

る
。
そ
の
時
女
は
朝
洗
っ
た
オ
コ
シ
、
男

は
フ
ン
ド
シ
を
し
、
一
週
間
繰
り
返
す
。

途
中
で
し
ゃ
べ
っ
て
は
な
ら
な
い
。（
中

略
）
一
週
間
済
ん
だ
ら
、
オ
コ
シ
・
フ
ン

ド
シ
に
半
紙
を
掛
け
箪
笥
に
入
れ
る
」。

　

こ
の
三
例
を
比
べ
て
み
る
と
、
夜
中
に

浅
野
川
に
架
か
る
七
つ
の
橋
を
無
言
で
渡

る
こ
と
、
き
れ
い
な
下
着
を
身
に
着
け
る

こ
と
、
そ
の
下
着
を
箪
笥
に
入
れ
る
こ
と

は
共
通
し
ま
す
が
、
橋
渡
り
を
続
け
る
日

数
や
、
下
着
の
処
理
法
な
ど
に
差
異
が
み

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
金
沢

市
史　

資
料
編 
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民
俗
』
の
各
章
か
ら

引
用
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
者

が
異
な
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
差
が
あ

る
よ
う
で
す
が
、
要
す
る
に
ま
ち
ま
ち

で
昔
か
ら
定
ま
っ
て
い
た
作
法
と
は
思

え
ま
せ
ん
。

大
正
期
の
「
七
つ
橋
渡
り
」

　

こ
こ
で
大
正
期
の
「
七
つ
橋
渡
り
」
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。
砺
波
和
年
氏
の
『
百

年
の
あ
と
さ
き
「
米
澤
弘
安
日
記
」
の
金

沢
』
は
、
米
澤
弘
安
と
い
う
金
工
職
人
が

残
し
た
日
記
を
も
と
に
、
明
治
末
か
ら
大

正
期
の
金
沢
の
習
俗
を
紹
介
し
た
書
籍
で

す
が
、
大
正
12
年
（
１
９
２
３
）
８
月
24

け
作
法
の
よ
い
例
で
、
私
は
民
間
儀
礼
に

お
け
る
そ
の
形
成
過
程
の
一
例
を
見
た
思

い
が
し
ま
し
た
。

浅
野
川
の
架
橋
年
代

　

こ
の
よ
う
に
民
間
儀
礼
の
作
法
が
後
付

け
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が

少
な
い
と
思
わ
れ
る
弘
安
の
母
が
行
っ
た

大
正
頃
が
、「
七
つ
橋
渡
り
」
が
誕
生
し

た
年
代
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
浅

野
川
の
架
橋
状
況
を
見
て
み
る
と
、
天
保

２
年
（
１
８
３
１
）
の
地
図
に
は
、
浅
野

川
に
は
４
橋
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
さ

ら
に
明
治
13
年
（
１
８
８
０
）
に
な
る
と

８
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
う

ち
５
橋
は
一
文
橋
と
呼
ば
れ
た
有
料
の
仮

橋
な
の
で
、「
七
つ
橋
渡
り
」
が
庶
民
の

間
に
広
ま
る
に
は
適
さ
な
か
っ
た
よ
う
に

思
え
ま
す
。

　

明
治
42
年
（
１
９
０
９
）
に
な
る
と
、

正
式
な
橋
が
７
橋
架
か
っ
て
い
ま
し
た
の

で
、
よ
う
や
く
条
件
が
そ
ろ
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
橋
の
数
か
ら
い
っ
て
も
、
明

治
末
期
以
降
で
な
け
れ
ば
、
浅
野
川
で
の

「
七
つ
橋
渡
り
」
は
難
し
か
っ
た
の
で
す
。

大
正
11
年
の
洪
水

　

ま
た
大
正
11
年
（
１
９
２
２
）
８
月
に

は
、
豪
雨
に
よ
っ
て
洪
水
が
お
こ
り
、
浅

野
川
に
架
か
る
橋
は
ほ
と
ん
ど
流
失
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
米
澤
弘
安
の
母
親
が
、

「
七
つ
橋
渡
り
」
を
行
っ
た
の
は
、
そ
の

１
年
後
で
す
か
ら
、
そ
の
頃
に
は
復
旧
が

進
ん
で
七
つ
以
上
の
橋
が
再
び
架
か
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。

鳥
居
潜
り

　
『
百
年
の
あ
と
さ
き
「
米
澤
弘
安
日
記
」

の
金
沢
』の
著
者
で
あ
る
砺
波
和
年
氏
は
、

明
治
の
初
め
こ
ろ
か
ら
金
沢
で
流
行
し
た

「
鳥
居
潜
り
」
と
い
う
行
事
が
「
七
つ
橋

渡
り
」
の
原
型
だ
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

「
鳥
居
潜
り
」は
、氏
神
の
祭
り
の
前
夜
に
、

石
製
の
鳥
居
を
七
つ
潜
れ
ば
幸
い
が
あ
る

と
い
う
も
の
だ
そ
う
で
、「
七
つ
橋
渡
り
」

と
コ
ン
セ
プ
ト
が
似
て
い
ま
す
。

　

昭
和
２
年
（
１
９
２
７
）
に
刊
行
さ
れ

た
『
稿
本
金
沢
市
史
. 

風
俗
編 

第
一
』

を
見
る
と
、「
鳥
居
潜
り
」
は
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、「
七
つ
橋
渡
り
」
の
記
載
は

な
く
、大
正
か
ら
間
も
な
い
こ
の
頃
に
は
、

ま
だ
民
間
行
事
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
、「
鳥
居
潜
り
」
が
「
七
つ
橋

渡
り
」
へ
と
推
移
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

時
期
は
浅
野
川
に
七
つ
以
上
の
橋
が
架
っ

た
明
治
の
終
わ
り
頃
、
ま
た
は
洪
水
後
の

復
旧
に
よ
っ
て
再
び
橋
が
架
け
揃
っ
た
大

正
12
年
頃
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

お
わ
り
に

　

さ
ら
に
鳥
居
か
ら
橋
へ
の
変
化
は
、
民

俗
学
的
に
は
十
分
あ
り
得
る
話
で
す
。
な

ぜ
な
ら
鳥
居
は
「
聖
と
俗
」、
橋
は
「
彼

岸
と
此
岸
」
と
い
う
ど
ち
ら
も
境
界
の
象

徴
だ
か
ら
で
す
。
民
俗
学
者
の
飯
島
吉
晴

氏
は
、
橋
な
ど
の
境
界
に
つ
い
て
「
此
世

と
異
界
と
の
せ
め
ぎ
あ
う
あ
わ
い
空
間
で

あ
る
と
と
も
に
、
此
世
に
あ
っ
て
此
世
な

ら
ざ
る
領
域
で
も
あ
る
。
橋
は
異
な
る
二

つ
の
世
界
を
媒
介
す
る
両
義
的
な
空
間
と

い
え
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

本
誌
２
０
１
４
夏
号
で
紹
介
し
た
「
味

噌
買
橋
」
の
話
に
し
て
も
、
自
分
の
庭
に

埋
ま
っ
て
い
る
財
宝
を
手
に
入
れ
る
た
め

に
、
わ
ざ
わ
ざ
飛
騨
の
橋
の
上
に
出
か
け

て
お
告
げ
を
聞
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
も
と
も
と
「
味
噌
買
橋
」
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
「
ス
ワ
フ
ァ
ム
の
行
商
人
」
を
翻

案
し
た
も
の
で
す
が
、
原
話
も
ロ
ン
ド
ン

橋
が
託
宣
の
舞
台
で
あ
り
、
和
洋
を
問
わ

ず
橋
の
よ
う
な
境
界
で
は
、
異
界
と
の
交

感
が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
の
で
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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