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清
川
歴
史
公
園
管
理
運
営
委
員
会
で
は
、

食
堂
・
売
店
・
ガ
イ
ド
な
ど
に
ご
協
力
い
た

だ
け
る
方
、
一
緒
に
地
域
を
盛
り
上
げ
て
い

た
だ
け
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
役
場
商

工
観
光
課
ま
で
ぜ
ひ
お
声
が
け
く
だ
さ
い
。 

連
絡
先 

〇
二
三
四
-五
六
-二
二
一
三 

水駅として栄えた宿場町「清川」 

１３軒の旅館でにぎわった明治時代 

清川歴史公園かわら版 平成 31 年（2019 年）3 月 1 日 

︻
籠
、
人
力
車
か
ら
自
動
車
へ
︼ 

 

籠
と
馬
の
乗
物
時
代
か
ら
人
力
車
に
変
わ
っ

た
の
が
明
治
初
年
ご
ろ
。
交
通
の
要
衝
だ
っ
た

清
川
は
人
力
車
業
社
も
年
々
増
し
て
、
一
九
〇

七 ︵
明
治
四
〇
︶年
こ
ろ
に
は
一
〇
〇
台
以
上
も

運
行
し
て
い
ま
し
た
。 

︻
定
期
自
動
車
の
運
行
︼ 

 

一
九
一
〇 ︵
明
治
四
三
︶
年
に
は
、
庄
内
で
初

め
て
鶴
岡
～
清
川
間
に
定
期
自
動
車
が
運
行
さ

れ
ま
し
た
。
料
金
は
六
十
銭
︵
現
在
の
金
額
で 

お
よ
そ
六
〇
〇
〇
円
︶で
し
た
。バ
ス
の
発
達
に

つ
れ
て
、
人
力
車
の
姿
は
次
第
に
見
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

明治末期の清川本町通り （「写真でみる清川の歴史」より） 

陸
上
交
通
の
移
り
変
わ
り 

清川～鶴岡間に運行した定期自動車（鶴岡自動車株式会社） 1910（明治 43）年 

 

水
駅
と
し
て
栄
え
た
清
川
は
、最
上

か
ら
庄
内
に
入
る
人
、
庄
内
か
ら
最

上 
・
仙
台 
・
東
京
に
出
る
人
の
大
部
分

が
通
る
の
で
旅
館
業
が
繁
盛
し
ま
し

た
。
出
羽
三
山
参
り
の
お
客
様
だ
け

で
、夏
ご
ろ
は
一
日
平
均
七
〇
〇
人
か

ら
一
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
人
が
宿
泊
し

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

一
八
九
四 ︵
明
治
二
七
︶
年
に
清
川

に
下
り
立
っ
た
田
山
花
袋
︵
文
学
者
︶

は
、最
上
川
の
溶
々
た
る
流
れ
に
心
躍

ら
せ
、鮎
の
塩
焼
き
を
絶
賛
し
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

上
の
写
真
中
央
の
女
性
が
立
っ
て

い
る
横
の
建
物
は
渡
辺
旅
館
。旅
館
前

の
本
町
通
り
を
鶴
岡
と
行
き
来
す
る

乗
合
自
動
車
が
走
っ
て
い
ま
す
。 

明治初年の旅館（13 軒） 

渡辺登弥太  矢口久太郎 

門脇善吉   斎藤半九郎 

広田文四郎  広田五兵衛 

正木正之助  八木平内 

五十嵐市助  正木角右衛門 

藤田貞斎   成沢蔵治 

広田亀吉 
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清川の子どもたち 

清川歴史公園かわら版 平成 31 年（2019 年）3 月 1 日 

探
し
て
い
ま
す 

清
川
の
塞
の
神 

 

夏
に
な
る
と
、
最
上
川
は
子
ど

も
た
ち
の
格
好
の
遊
び
場
と
な

り
ま
し
た
。
清
川
学
校
は
最
上
川

を
公
認
の
水
遊
び
場
と
し
、
体
を

鍛
え
る
場
と
し
て
も
活
用
し
て

い
ま
し
た
。 

毎
年
八
月
十
八
日
に
は
、
御
諸

皇
子
神
社
例
祭
が
盛
大
に
行
わ

れ
、
み
こ
し
や
山
車
、
獅
子
踊
り

で
、
ま
す
ま
す
賑
わ
っ
た
清
川
地

内
。
現
在
も
夏
に
な
る
と
、
山
車

作
り
が
行
わ
れ
、
八
月
十
八
日
に

は
子
ど
も
た
ち
が
山
車
を
引
い

て
歩
き
ま
す
。 

 

冬
は
塞
の
神
行
事
で
、
子
ど
も

た
ち
は
デ
グ
様
を
持
っ
て
唱
言

し
な
が
ら
、
町
内
一
軒
一
軒
を
回

り
ま
し
た
。 

舟遊び 1952（昭和 27）年ごろ 

子どもたちにとって、最上川は格好の遊び場でした 

かんちかしめ 

（カジカとり）  

カジカ     1952（昭和 27）年ごろ 

山車をひいた子どもたち 1935（昭和 10）年 8 月 18 日 

で
、
黄
泉
の
国
か
ら
襲
い
来
る
疫
病
や

悪
魔
な
ど
を
村
境
や
辻
な
ど
で
遮
っ

て
路
上
の
悪
気
を
祓
い
、
道
行
く
人
を

守
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

清
川
の
塞
の
神
の
特
色
は
、
デ
グ
様

と
い
う
人
形
を
持
つ
こ
と
。
人
形
師
が

作
っ
た
も
の
や
、
木
の
こ
ぶ
を
使
っ
て

作
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
、﹁
ケ
ン
ケ
ロ
﹂

﹁
梅
干
﹂﹁
し
な
も
ち
﹂﹁
赤
で
こ
﹂
な

ど
の
名
前
が
つ
い
て
、
髪
を
振
り
乱
す

形
相
の
も
の
や
赤
黒
い
顔
の
も
の
な

ど
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。 

昔
々
の
書
物
や
写
真
、
食
器
、
御
膳

な
ど
、
お
う
ち
や
蔵
に
眠
っ
て
い
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

清
川
歴
史
公
園
管
理
運
営
委
員
会

で
は
、
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
か

ら
、
ず
っ
と
昔
に
伝
え
ら
れ
た
も
の

や
、
家
の
整
理
を
し
て
い
た
ら 
﹁
こ
ん

な
も
の
が
出
て
き
た
よ
﹂
な
ど
、
情
報

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

テ
レ
ビ
番
組
の
よ
う
な 
﹁
鑑
定
﹂
と

ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
歴
史
資
料
と

し
て
写
真
を
撮
ら
せ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
な
も
の
を
探
し
て
い
ま
す
。 

ぜ
ひ
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。 

︻
連
絡
先
︼ 

 

庄
内
町
商
工
観
光
課
立
川
地
域
観

光
振
興
係 
︵
電
話
〇
二
三
四
︲
五
六
︲

二
二
一
三
、
F
A
X
〇
二
三
四
︲
五
六

︲
二
六
二
八
︶ 

塞の神行事の神宿を出るところ 1960（昭和 35）年ごろ 塞の神のデグ様（人形） 

雪
の
御
殿
林
を
歩
く 

ミ
ノ
ボ
ウ
シ
姿
の
子
ど
も 

 

昔
か
ら
清
川
に
伝
わ
る
民
間
伝
承
﹁
塞
の

神
﹂
は
庄
内
の
各
地
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
清
川
が
最
も
昔
の
風
情
を
残
し
て
い

る
と
言
わ
れ
ま
す
。
塞
の
神
は
道
を
守
る
神 

冬の子どもたち 

清
川
駅
前
広
場
に
集
ま
っ
た
山
車 

一
九
四
四 

(

昭
和
十
九)

年
八
月
十
八
日 

夏の子どもたち 


