
                             

                             

                            

■
宗
谷
岬
と 

 

国
境
の
ま
ち 

 

稚
内
を
訪
れ
る
観
光
客
の
皆

さ
ん
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
立
ち
寄
る
場
所
の
一
つ
が
宗

谷
岬
の
「
日
本
最
北
端
の
地
の

碑
」
で
す
。
碑
の
前
で
記
念
写

真
を
撮
り
、
空
気
を
い
っ
ぱ
い

吸
い
込
ん
で
日
本
の
て
っ
ぺ
ん

に
到
達
し
た
実
感
を
楽
し
む
多

く
の
方
を
拝
見
し
ま
す
が
、
こ

の
碑
よ
り
わ
ず
か
四
十
三
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
先
に
映
る
島
影
が
サ

ハ
リ
ン
で
、
こ
こ
宗
谷
を
「
国

境
の
ま
ち
」
と
知
る
人
は
少
な

い
と
思
い
ま
す
。 

 
碑
の
手
前
に
は
、
今
か
ら
二

百
十
年
前
、
日
本
と
ロ
シ
ア
両

国
民
が
混
在
し
て
い
た
土
地
・

樺
太
が
島
で
あ
る
こ
と
を
発
見

し
、
世
界
地
図
に
名
を
残
し
た

た
だ
一
人
の
日
本
人
で
あ
る
間

宮
林
蔵
の
顕
彰
碑
が
は
る
か
彼

方
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。
そ
の

姿
は
青
少
年
に
世
界
に
羽
ば
た

く
夢
と
勇
気
を
抱
く
よ
う
に
言

っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。 

■
国
境
の
ま
ち

と
平
和 

 

宗
谷
岬
の
南
側
の
高
台
を
上

っ
て
い
く
と
、
は
る
か
昔
に
形

成
さ
れ
た
周
氷
河
地
形
の
宗
谷

丘
陵
が
ど
こ
ま
で
も
見
渡
せ
る

景
色
が
広
が
り
ま
す
が
、
こ
の

一
角
は
宗
谷
岬
平
和
公
園
と
呼

ば
れ
、「
国
境
の
ま
ち
」
と
し
て

の
歴
史
を
思
わ
せ
て
く
れ
る
数

多
く
の
碑
や
建
造
物
が
あ
り
ま

す
。
明
治
時
代
に
建
て
ら
れ
た

「
旧
海
軍
の
望
楼
」
も
そ
の
一

つ
。
明
治
八
年
に
樺
太
と
千
島

が
交
換
さ
れ
、
稚
内
は
「
国
境

の
ま
ち
」
と
し
て
緊
張
感
が
高

ま
り
ま
す
。
こ
の
望
楼
は
、
日

露
戦
争
の
際
、
ロ
シ
ア
軍
艦
の

「
ノ
ー
ウ
ィ
ッ
ク
号
」
が
宗
谷

沖
に
現
れ
た
と
き
に
、
大
い
に

真
価
を
発
揮
し
た
と
の
こ
と
で

す
。
現
在
は
、
現
存
す
る
明
治

年
代
の
数
少
な
い
稚
内
市
有
形

文
化
財
と
し
て
、
当
時
の
国
境

の
緊
張
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。 

 

望
楼
の
隣
に
は
、
宗
谷
海
域

で
亡
く
な
っ
た
海
軍
の
方
の
鎮

魂
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

碑
は
、
特
に
樺
太
か
ら
稚
内
に

航
行
中
の
連
絡
船
「
宗
谷
丸
」

を
ア
メ
リ
カ
の
潜
水
艇
か
ら
守

る
た
め
に
身
代
わ
り
と
な
っ
て

爆
沈
し
た
海
防
艇
の
乗
組
員
百

五
十
二
名
の
霊
を
鎮
め
る
た
め

に
建
て
ら
れ
、「
再
び
戦
争
を
繰

り
返
す
ま
じ
」
と
い
う
祈
り
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

隣
に
あ
る
平
和
の
碑
は
、
宗

谷
海
峡
で
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の

間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
悲
痛
な 

宗
谷
に
は
「
国
境
の
ま
ち
」
な
ら
で
は
の 

歴
史
が
た
く
さ
ん
。
そ
の
一
部
を
宗
谷
岬
で

感
じ
、
次
世
代
へ
平
和
の
願
い
を
伝
え
る
。 

 

稚内市民観光ボランティアガイド 

臼井 立身さん 



                             

                             

                             

                             

戦
い
に
よ
る
両
国
の
犠
牲
者
の

家
族
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も

の
で
、
平
和
を
願
う
両
国
民
の

気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

戦
後
、
日
本
で
は
平
和
が
続

い
て
い
ま
す
が
、
近
隣
の
国
で

は
争
い
が
多
く
起
こ
っ
て
い
ま

す
。 昭

和
五
十
八
年
（
一
九
八
三

年
）、
サ
ハ
リ
ン
上
空
を
侵
犯
し

た
大
韓
航
空
機
が
ソ
連
の
ミ
サ

イ
ル
攻
撃
を
受
け
て
モ
ネ
ロ
ン

島
沖
に
墜
落
し
ま
し
た
。
宗
谷

岬
平
和
公
園
で
一
番
高
い
平
和

記
念
碑
「
祈
り
の
塔
」
は
、
こ

の
事
件
で
犠
牲
と
な
っ
た
二
百

六
十
九
名
（
う
ち
二
十
八
名
は

日
本
人
）
の
慰
霊
と
世
界
恒
久

の
平
和
を
願
っ
て
全
国
か
ら
の

浄
財
で
建
立
さ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
隣
に
あ
る
「
世
界
平
和

の
鐘
」
は
、
海
の
彼
方
に
サ
ハ

リ
ン
を
望
む
「
国
境
の
ま
ち
」

に
昭
和
六
十
三
年
に
日
本
第
一

号
と
し
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
鐘
は
世
界
平
和
の
願
い
を

広
め
よ
う
と
、
世
界
中
に
建
て

ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

■
平
和
の
願
い

を
次
世
代
へ 

戦
後
生
ま
れ
が
八
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
る
現
代
、
宗
谷
岬

を
訪
れ
「
最
北
端
の
地
の
碑
」

の
前
で
写
真
を
撮
る
だ
け
の
忙

し
い
観
光
で
は
な
く
、「
再
び
戦

争
を
繰
り
返
す
ま
じ
」
の
気
持

ち
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
私

た
ち
の
使
命
で
は
な
い
か
と
思

い
、
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
観

光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
を
続

け
て
い
ま
す
。 

      

昭和 58 年に起きた大韓航空機撃墜事件。遭難現場に近い稚内は、事件調査や報道の前線基

地として重要な役割を果たした。遭難者の慰霊と世界恒久の平和を願い建立された「祈りの

塔」の付近には６月から 7 月にかけてアルメリアが咲き乱れる。 

「景色だけでなく宗谷の奥深い 

歴史も感じてほしい」と臼井さん。 

稚内市民観光ボランティアガイド

では、平成 30 年から夏季限定で 

「稚内歴史巡りガイド」の案内を

行っている。 

“日本のてっぺん”に位置する「最北端の地の碑」は人気の観光スポット。天気が良ければ海の向こうにサハリンが見渡せる。 宗谷岬に建つ樺太が島であることを発見した間宮林蔵の立像。

これとは別に稚内市街から宗谷岬に向かう途中の第２清浜地

区には、間宮林蔵が樺太へ向けて出発した「間宮林蔵渡樺出港

の地」の記念碑がある。 

 

旧海軍望楼は、明治 35 年に帝政ロシアとの戦いに備えて旧帝国海軍が建設した２階建ての

監視所。当時１階には見張り室と待機室、２階には指揮室があり、小窓からは宗谷海峡が

一望できた。 



戦
争
の
発
信
地
で
捧
げ
る
平
和
の
祈
り
。 

越
冬
に
震
え
る
藩
士
た
ち
を
支
え
た
も
の
。 

宗
谷
に
は
「
国
境
の
ま
ち
」
の
物
語
が
あ
る
。 

 

                             

                             

                            

■
赤
れ
ん
が
通

信
所
の
物
語 

 

稚
内
空
港
か
ら
内
陸
に
向
か

い
、
車
で
五
分
ほ
ど
走
っ
た
と

こ
ろ
に
れ
ん
が
造
り
の
建
物
が

ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
建
物
は
、「
旧
海
軍
大
湊
通

信
隊
稚
内
分
遣
隊
幕
別
送
信

所
」。
昭
和
十
六
年
に
始
ま
っ
た

太
平
洋
戦
争
の
き
っ
か
け
を
担

っ
て
し
ま
っ
た
建
物
で
も
あ
り

ま
す
。（
以
下
「
赤
れ
ん
が
通
信

所
」
と
呼
ぶ
） 

建
物
は
三
棟
あ
り
、
一
番
大

き
な
Ａ
棟
、
望
楼
が
印
象
的
な

Ｂ
棟
、
一
番
小
さ
な
Ｃ
棟
が
最

北
の
厳
し
い
風
雪
に
耐
え
な
が

ら
現
存
し
て
い
ま
す
。 

 

昭
和
五
年
、
満
州
事
変
の
前

年
に
こ
の
建
物
の
建
築
が
始
ま

り
ま
し
た
。
日
本
が
次
第
に
世

界
か
ら
孤
立
し
、
戦
争
と
い
う

悲
劇
に
傾
い
て
い
っ
た
時
代
で

す
。 

 

Ａ
棟
と
Ｃ
棟
は
、
昭
和
五
年

か
ら
六
年
に
か
け
て
建
築
さ
れ
、

Ｂ
棟
は
昭
和
十
六
年
に
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
特
徴
的
な

の
は
、
Ａ
棟
と
Ｃ
棟
の
屋
根
の

小
屋
組
み
が
鉄
骨
な
の
に
対
し
、

十
年
後
に
建
て
ら
れ
た
Ｂ
棟
の

小
屋
組
み
が
木
造
で
あ
る
と
い

う
点
で
す
。
推
測
で
す
が
、
昭

和
十
六
年
は
太
平
洋
戦
争
が
勃

発
し
た
年
で
あ
り
、
す
で
に
鉄

が
不
足
し
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

昭
和
十
六
年
十
二
月
二
日
十

七
時
、
大
本
営
よ
り
真
珠
湾
攻

撃
の
暗
号
電
文
「
ニ
イ
タ
カ
ヤ

マ
ノ
ボ
レ
一
二
○
八
（
ひ
と
ふ

た
ま
る
は
ち
）」
が
発
信
さ
れ
ま

し
た
。
ち
な
み
に
電
文
の
中
の

「
ニ
イ
タ
カ
ヤ
マ
」
は
、
当
時

日
本
領
で
あ
っ
た
台
湾
の
山
の

名
前
で
あ
り
、
富
士
山
よ
り
高

く
、
そ
の
と
き
の
日
本
の
最
高

峰
で
し
た
。
暗
号
電
文
は
、
国

内
数
箇
所
か
ら
送
信
さ
れ
ま
し

た
が
、
当
時
、
稚
内
市
街
地
に

あ
っ
た
受
信
所
に
勤
務
さ
れ
て

い
た
方
が
「
受
信
所
で
暗
号
電

文
を
受
信
し
、
恵
北
の
送
信
所

に
送
っ
た
」
と
話
さ
れ
て
お
り
、

文
書
の
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
こ
の
赤
れ
ん
が
通
信
所

か
ら
も
「
ニ
イ
タ
カ
ヤ
マ
ノ
ボ

レ
」
が
送
信
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。 

十
二
月
八
日
午
前
一
時
三
十

分
、
日
本
海
軍
空
母
機
動
部
隊

に
よ
る
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
攻
撃
が

行
わ
れ
、
太
平
洋
戦
争
が
勃
発

し
ま
し
た
。
我
々
は
、
戦
争
の

き
っ
か
け
を
担
っ
て
し
ま
っ
た

こ
の
場
所
で
、
毎
年
十
二
月
八

日
に
平
和
の
祈
り
を
込
め
て
灯

篭
を
灯
し
て
い
ま
す
。 

稚内市歴史・まち研究会 

富田 伸司さん 



                       

                       

■
稚
内
の 

珈
琲
物
語 

 

時
は
幕
末
。
蝦
夷
周
辺
で
狼

藉
を
は
た
ら
く
ロ
シ
ア
に
対
し
、

幕
府
は
東
北
諸
藩
に
蝦
夷
地
警

護
を
命
じ
ま
す
。
文
化
四
年
（
一

八
〇
七
年
）
の
夏
、
宗
谷
警
護

を
命
ぜ
ら
れ
た
津
軽
藩
士
た
ち

は
、
宗
谷
に
着
任
し
ま
す
。
当

初
は
秋
ま
で
駐
屯
の
予
定
で
し

た
が
、
急
遽
、
明
年
三
月
ま
で

駐
屯
の
命
を
受
け
ま
す
。
秋
に

帰
る
予
定
だ
っ
た
津
軽
藩
士
た

ち
に
は
、
防
寒
着
ど
こ
ろ
か
満

足
な
夜
具
も
あ
り
ま
せ
ん
。
や

が
て
冬
を
迎
え
、
故
郷
の
弘
前

と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
宗

谷
の
寒
さ
に
、
藩
士
た
ち
は
激

し
く
動
揺
し
ま
す
。
更
に
藩
士

た
ち
に
ビ
タ
ミ
ン
不
足
に
よ
る

浮
腫
（
ふ
し
ゅ
）
病
が
追
い
討

ち
を
か
け
ま
す
。
こ
の
と
き
の

津
軽
藩
士
た
ち
は
、
ロ
シ
ア
で

は
な
く
、
寒
さ
と
栄
養
不
足
と

い
う
敵
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。 

 

年
が
明
け
た
二
月
。
多
く
の

藩
士
が
浮
腫
病
に
よ
り
命
を
落

と
し
ま
し
た
。 

津
軽
藩
は
安
政
四
年
（
一
八

五
七
年
）
に
も
宗
谷
警
護
を
命

ぜ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
頃
に
は

浮
腫
病
に
対
し
て
、
珈
琲
豆
に

薬
効
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

幕
府
か
ら
和
蘭
珈
琲
豆
が
配
給

さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
頃
は
珈
琲
が
一

般
に
出
回
っ
て
お
ら
ず
、
当
時

の
庶
民
が
口
に
し
た
初
め
て
の

珈
琲
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

宗
谷
歴
史
公
園
に
ひ
っ
そ
り

と
た
た
ず
む
津
軽
藩
兵
詰
合
記

念
碑
は
、
珈
琲
を
飲
む
こ
と
が

で
き
ず
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
藩
士
た
ち
を
悼
み
、
そ
の
後
、

薬
と
し
て
珈
琲
を
大
切
に
飲
ん

だ
で
あ
ろ
う
先
人
た
ち
に
思
い

を
は
せ
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。 

 

■
国
産
実
用
ス

ト
ー
ブ
発
祥

の
地 

 
 

安
政
三
年
（
一
八
五
六
年
）

二
月
、
あ
と
十
年
ほ
ど
で
明
治

維
新
を
迎
え
る
蝦
夷
地
で
、
函

館
奉
行
所
の
梨
本
弥
五
郎
（
な

し
も
と
や
ご
ろ
う
）
は
、
悩
ん

で
い
ま
し
た
。
彼
は
こ
の
年
、

妻
子
同
伴
で
蝦
夷
最
北
の
地
で

あ
る
宗
谷
に
赴
任
が
決
ま
っ
て

い
た
か
ら
で
す
。
恐
ら
く
弥
五

郎
は
、
五
十
年
ほ
ど
前
に
津
軽

藩
の
多
く
の
藩
兵
が
寒
さ
と
浮

腫
病
の
た
め
に
命
を
落
と
し
た

こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
何
と
し
て
も
防
寒
の
手
立

て
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。 

函
館
奉
行
か
ら
、
極
寒
の
地

で
の
越
冬
方
法
に
つ
い
て
意
見

を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
弥
五
郎

は
「
カ
ッ
ヘ
ル
（
現
在
の
ス
ト

ー
ブ
）」
の
配
備
を
要
求
し
ま
す
。

奉
行
か
ら
製
造
許
可
を
得
た
弥

五
郎
は
、
武
田
斐
三
郎
と
と
も

に
イ
ギ
リ
ス
船
に
乗
り
込
み
、

写
生
図
を
書
い
て
鋳
物
師
に
製

造
を
命
じ
ま
す
。 

 

同
年
三
月
末
、
弥
五
郎
は
家

族
と
と
も
に
宗
谷
に
向
け
出
発

し
ま
す
。
着
任
し
て
夏
も
過
ぎ

よ
う
と
す
る
頃
、
も
し
か
す
る

と
製
造
が
間
に
合
わ
な
い
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
知
ら
せ
が
届

き
ま
す
。
そ
の
と
き
函
館
で
製

作
さ
れ
た
「
カ
ッ
ヘ
ル
」
は
わ

ず
か
六
個
。
鋳
物
師
の
技
術
が

未
熟
な
た
め
に
製
作
が
遅
れ
、

し
か
も
で
き
た
も
の
は
と
て
も

重
か
っ
た
の
で
す
。「
カ
ッ
ヘ
ル
」

が
届
か
な
い
こ
と
を
知
り
、
一

時
は
妻
子
を
増
毛
ま
で
撤
退
さ

せ
る
こ
と
も
考
え
ま
し
た
が
、

弥
五
郎
は
奮
起
し
ま
す
。「
来
な

い
も
の
を
待
っ
て
い
て
も
仕
方

が
な
い
。
こ
こ
宗
谷
で
カ
ッ
ヘ

ル
を
作
ろ
う
！
」。 

こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
帰
属

ア
イ
ヌ
の
景
蔵
で
す
。
彼
は
も

と
も
と
鉄
砲
鍛
冶
で
、
鉄
砲
の

修
理
は
も
ち
ろ
ん
、
頼
ま
れ
れ

ば
何
で
も
こ
な
す
器
用
な
人
で

し
た
。
弥
五
郎
は
紙
で
模
型
を

作
り
、
製
作
を
頼
む
と
、
景
蔵

は
期
待
に
応
え
、
次
々
と
作
り

出
し
ま
す
。
彼
の
「
カ
ッ
ヘ
ル
」

は
、
鍛
鉄
製
だ
っ
た
た
め
、
函

館
の
鋳
物
製
に
比
べ
、
一
個
五

十
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
非
常
に
軽

く
、
し
か
も
値
段
は
三
分
の
一

と
安
く
仕
上
が
り
ま
し
た
。
こ

う
し
て
、
日
本
初
の
実
用
ス
ト

ー
ブ
は
、
ア
イ
ヌ
の
協
力
を
得

て
、
宗
谷
の
地
で
誕
生
し
た
の

で
す
。 

現存する赤れんが通信所の全景。写真手前から A 棟、B 棟、C 棟と並ぶ。歴史的遺産も厳しい自然環境にさらされ老朽化が著しい。 

現在は徐々に補修を行っている。 

稚内歴史・まち研究会の皆さんによって復元された

カッヘルは今でも現役ストーブとして役目を果た

している。 

宗谷歴史公園の津軽藩兵詰合記念碑（珈琲の碑）。

近隣には宗谷厳島神社や宗谷護国寺など歴史的建

造物が建ち並ぶ。 



                             

                             

                            

■
灯
台
た
ち
の

誕
生 

 

宗
谷
海
峡
は
日
本
海
と
オ
ホ

ー
ツ
ク
海
を
結
ぶ
海
上
交
通
の

要
所
で
あ
り
、
明
治
期
に
お
い

て
も
そ
の
重
要
性
に
変
わ
り
は

な
く
、
特
に
鉄
道
や
道
路
な
ど

の
陸
上
交
通
網
が
未
発
達
の
明

治
期
は
海
上
交
通
が
主
流
で
大

量
輸
送
す
る
手
段
は
船
舶
し
か

な
か
っ
た
時
代
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
時
代
の
中
、
宗

谷
海
峡
な
ど
最
北
の
海
を
航
行

す
る
船
舶
の
海
の
道
し
る
べ
と

し
て
、
明
治
十
八
年
宗
谷
岬
灯

台
が
、
同
三
十
三
年
に
は
稚
内

灯
台
が
誕
生
し
ま
し
た
。 

 
 

宗
谷
岬
灯
台
は
、
納
沙
布
岬

灯
台(

根
室
市)
、
日
和
山
灯
台

(

小
樽
市)

に
次
い
で
北
海
道
で

三
番
目
に
古
い
灯
台
で
す
。
い

ち
早
く
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
そ

の
優
先
度
の
高
さ
を
物
語
っ
て

い
ま
す
。 

■
宗
谷
岬
灯
台

の
あ
ゆ
み 

明
治
十
八
年
、
宗
谷
丘
陵
に

宗
谷
岬
灯
台
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
当
時
の
灯
塔
は
鉄
造
り
で

八
角
形
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
こ
の
灯
台
は
明
治

四
十
四
年
五
月
の
山
火
事
に
よ

り
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
翌
年
の
大
正
元
年
十

月
に
、
同
じ
鉄
造
り
で
八
角
形

の
灯
台
が
再
建
さ
れ
、
昭
和
二

十
八
年
十
一
月
に
は
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
建
て
の
現
在
の
灯
塔

に
建
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
時
、
灯
塔
は
白
黒
横
線
塗
り

に
塗
装
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
に
現
在

の
白
地
に
赤
横
線
塗
り
に
変
更

さ
れ
て
い
ま
す
。 

冬
の
間
、
背
景
が
積
雪
で
白

く
な
る
地
域
で
は
、
白
い
灯
塔

に
黒
色
や
赤
色
の
帯
を
塗
る
こ

と
で
視
認
性
を
高
め
て
い
ま
す
。

古
く
は
黒
帯
だ
け
で
し
た
が
、

映
画
「
喜
び
も
悲
し
み
も
幾
年

月
」
を
撮
影
す
る
際
、
天
然
色

(

カ
ラ
ー)

フ
ィ
ル
ム
の
効
果
を

出
す
た
め
に
、
石
狩
灯
台(

石
狩

市)

の
白
黒
の
一
部
を
紅
白
に

塗
り
替
え
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が

効
果
的
だ
っ
た
た
め
、
昭
和
三

十
二
年
に
石
狩
灯
台
を
白
黒
塗

り
か
ら
白
赤
塗
り
に
変
更
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
宗
谷
岬
灯
台

を
含
め
、
多
く
の
灯
台
が
塗
り

替
え
ら
れ
ま
し
た
。 

宗
谷
岬
灯
台
の
初
代
レ
ン
ズ

は
フ
ラ
ン
ス
製
で
明
治
十
八
年

に
灯
台
の
設
置
時
に
据
え
付
け

ら
れ
ま
し
た
が
、
山
火
事
に
よ

り
焼
損
し
、
現
在
は
現
役
を
退

き
石
川
県
の
道
の
駅
で
展
示
さ 

古
く
か
ら
海
の
安
全
を
見
守
り
続
け
て 

き
た
灯
台
は
、
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て 

沖
を
行
き
交
う
船
に
光
を
放
っ
て
い
る
。 

  

（前）稚内海上保安部交通課 

堤 憲一郎さん 



                             

                             

                

             

れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
宗
谷
岬

灯
台
で
使
用
し
て
い
る
二
代
目

の
レ
ン
ズ
は
、
明
治
期
に
輸
入

さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
製
で
百
年
以

上
に
わ
た
り
、
遠
く
離
れ
た
最

北
の
海
を
照
ら
し
て
い
ま
す
。 

■
稚
内
灯
台
の 

 

あ
ゆ
み 

初
代
の
稚
内
灯
台
は
明
治
三

十
三
年
に
赤
色
、
円
形
鉄
造
り
、

灯
塔
の
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
で
、

ノ
シ
ャ
ッ
プ
岬
の
丘
の
上
、
現

在
の
自
衛
隊
稚
内
基
地
の
敷
地

内
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

後
に
灯
台
の
建
て
替
え
時
期

と
な
り
、
ノ
シ
ャ
ッ
プ
岬
の
先

端
の
海
岸
に
移
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
灯
台
の
光

達
距
離
を
変
え
な
い
た
め
に
は
、

海
面
か
ら
の
高
さ
を
丘
に
あ
っ

た
時
と
同
じ
に
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
灯
塔
高

四
十
二
．
七
メ
ー
ト
ル
と
、
北

海
道
で
は
一
番
高
い
灯
台
が
昭

和
四
十
一
年
に
完
成
し
ま
し
た
。

全
国
の
海
上
保
安
庁
の
管
理
す

る
灯
台
で
は
、
出
雲
日
御
碕
灯

台(

島
根
県
出
雲
市 

四
十
三
．

七
メ
ー
ト
ル)

に
次
い
で
二
番

目
に
高
い
灯
台
で
す
。 

■
灯
台
守
の 

生
活 

 
 

宗
谷
岬
灯
台
、
稚
内
灯
台
で

は
、
当
時
い
わ
ゆ
る
「
灯
台
守
」

が
常
駐
し
て
い
ま
し
た
。
灯
台

守
の
仕
事
は
、
日
没
に
石
油
灯

に
火
を
灯
し
燃
料
を
補
給
し
つ

つ
、
夜
中
は
レ
ン
ズ
を
回
転
さ

せ
る
た
め
の
大
変
重
た
い
分
銅

と
呼
ば
れ
る
錘
を
何
度
も
巻
き

上
げ
る
な
ど
、
相
当
の
重
労
働

だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 
 

ま
た
、
生
活
面
に
お
い
て
も
、

人
気
の
な
い
岬
の
先
端
に
住
み
、

井
戸
を
掘
っ
て
も
水
は
出
な
い
、

季
節
風
が
強
い
、
遠
方
ま
で
の

買
い
出
し
と
い
っ
た
厳
し
い
生

活
環
境
に
あ
り
ま
し
た
。 

■
地
域
の 

シ
ン
ボ
ル 

 
 

明
治
時
代
か
ら
最
北
の
海
を

照
ら
し
続
け
、
こ
れ
か
ら
も
海

の
安
全
を
守
り
続
け
る
灯
台
た

ち
と
、
そ
こ
で
働
い
て
き
た
灯

台
守
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

宗
谷
岬
灯
台
と
稚
内
灯
台
は

「
あ
な
た
が
選
ぶ
『
日
本
の
灯

台
五
十
選
』
」(

燈
光
会)

に
も
選

ば
れ
、
宗
谷
地
方
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
古
く
か
ら
地
域
の
皆
様

に
愛
さ
れ
て
き
た
灯
台
で
す
。 

宗
谷
に
お
越
し
の
際
に
は
、

宗
谷
岬
や
野
寒
布
岬
な
ど
の
丘

の
上
か
ら
、
灯
台
を
め
ぐ
る
さ

ま
ざ
ま
な
ド
ラ
マ
や
た
く
さ
ん

の
灯
台
守
た
ち
の
生
活
が
あ
っ

た
こ
と
に
思
い
を
は
せ
、
今
も

変
わ
ら
ず
沖
を
行
く
船
へ
光
を

放
つ
灯
台
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
、

灯
台
が
持
つ
大
切
な
役
割
を
ご

理
解
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。 

     

現在宗谷岬灯台で使われているレンズは、英国チャンス・ブラザーズ社製。と

ても重いレンズは水銀に浮かべられ 30 秒で１回転する。 

サハリンの島影を臨みながら海の安全を見守る宗谷岬灯台 

大正元年に建設された２代目の宗谷岬灯台。この頃の灯台は白黒横線

塗りに塗装されていた。 

北海道で一番高い稚内灯台は、ノシ

ャップ岬のシンボルの一つとして訪

れる観光客を魅了する。 

平成 30 年は日本で最初に洋式灯台が起工した年から 150 周年にあたり、これを記念して海上

保安庁では電子版の「灯台カード」を提供している。各灯台の入り口付近で二次元コードを

読み取り入手できるので、訪れた際にはぜひゲットしてみては。 



                             

                             

                            

■
鉄
路
と
樺
太 

現
在
の
宗
谷
本
線
が
開
通
し

た
の
は
大
正
時
代
。
開
通
当
時

の
稚
内
駅
は
、
今
の
南
稚
内
駅

よ
り
少
し
北
に
行
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
し
た
。
南
樺
太
が
日

本
領
だ
っ
た
時
代
に
は
、
稚
内

港
の
北
防
波
堤
ド
ー
ム
に
「
稚

内
桟
橋
駅
」
と
い
う
名
の
駅
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
樺
太
に
向
け

て
連
絡
船
が
出
て
い
ま
し
た
。 

北
防
波
堤
ド
ー
ム
に
は
今
で

も
そ
の
名
残
が
あ
り
、
樺
太
へ

の
玄
関
口
で
あ
っ
た
稚
内
の
様

子
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。 

■
宗
谷
地
域
の 

二
つ
の
鉄
路 

以
前
は
、
宗
谷
地
域
の
オ
ホ

ー
ツ
ク
海
側
を
駆
け
抜
け
て
い

た
「
天
北
線
」
と
い
う
路
線
も

あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
路
線
は
惜
し
く
も
平
成

元
年
に
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
が
、
歴
史
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
み
る
と
実
は
宗
谷
地
域
の

鉄
路
は
、
天
塩
川
沿
い
を
北
上

す
る
現
在
の
宗
谷
本
線
の
ル
ー

ト
よ
り
も
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
側
を

通
る
天
北
線
の
ル
ー
ト
が
さ
き

に
開
通
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

の
当
時
、
現
在
の
宗
谷
本
線
沿

線
地
域
は
天
塩
川
を
利
用
し
た

水
運
が
活
発
だ
っ
た
の
に
対
し
、

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
側
は
物
流
手
段

が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
結

果
と
し
て
、
交
通
が
未
発
達
だ

っ
た
地
域
を
優
先
し
て
鉄
道
を

引
い
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
地
域
の
期
待
ど
お
り
、

宗
谷
本
線
と
天
北
線
は
街
の
発

展
に
大
い
に
貢
献
し
ま
し
た
。 

北
の
鉄
路
は
樺
太
と
の
モ

ノ
・
ヒ
ト
の
行
き
来
や
地
域
の

開
拓
、
物
資
の
輸
送
に
活
躍
し
、

沿
線
地
域
は
活
気
に
満
ち
て
い

ま
し
た
。 

■
路
線
唯
一
の 

ト
ン
ネ
ル
と 

幻
の
旧
線 

 

旭
川
を
出
発
し
た
宗
谷
本
線

は
、
名
寄
を
過
ぎ
る
と
天
塩
川

に
沿
っ
て
蛇
行
し
な
が
ら
ゆ
っ

く
り
と
進
み
ま
す
。
そ
し
て
、

糠
南
駅
を
過
ぎ
る
と
一
旦
天
塩

川
か
ら
離
れ
、
路
線
唯
一
の
ト

ン
ネ
ル
「
下
平
ト
ン
ネ
ル
」
に

吸
い
込
ま
れ
ま
す
。
実
は
こ
の

ト
ン
ネ
ル
を
通
る
ル
ー
ト
は
付

け
替
え
後
の
新
線
な
の
で
す
。 

旧
線
は
こ
の
部
分
も
天
塩
川

沿
い
を
走
っ
て
い
ま
し
た
が
、

土
砂
崩
れ
や
地
す
べ
り
な
ど
自

然
災
害
が
相
次
い
だ
た
め
、
昭

和
四
十
年
に
現
在
の
ル
ー
ト
へ

と
そ
の
座
を
譲
り
ま
し
た
。 

マ
チ
の
発
展
を
支
え
、 

人
々
の
夢
と
希
望
を
運
ん
だ
鉄
路
は
、 

今
も
地
域
か
ら
愛
さ
れ
続
け
て
い
る 

元幌延町地域おこし協力隊 

青柳 太一さん 



                             

                             

旧
線
の
一
部
は
道
路
と
し
て

利
用
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
そ

の
姿
を
見
る
場
所
が
あ
る
の
で

す
。
下
平
ト
ン
ネ
ル
の
ち
ょ
う

ど
横
に
架
か
る
「
下
平
橋
」
は
、

付
け
替
え
前
の
「
下
平
橋
梁
」

を
道
路
と
し
て
再
利
用
し
た
も

の
。
橋
の
上
を
歩
い
て
み
る
と
、

鉄
道
橋
な
ら
で
は
の
橋
脚
や
待

避
場
な
ど
、
鉄
道
が
走
っ
て
い

た
面
影
が
よ
み
が
え
り
ま
す
。 

■
交
通
の
要
だ

っ
た
幌
延
町 

 

こ
こ
か
ら
は
、
私
が
住
ん
で

い
る
幌
延
町
に
つ
い
て
お
話
し

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
、

町
内
の
駅
の
ほ
と
ん
ど
が
無
人

駅
と
な
っ
て
い
る
幌
延
で
す
が
、

国
鉄
時
代
に
は
留
萌
と
宗
谷
を

結
ん
だ
羽
幌
線
が
接
続
し
て
い

た
り
、
幌
延
駅
構
内
に
機
関
区

が
あ
っ
た
り
と
、
ま
さ
に
交
通

の
要
所
で
し
た
。
ニ
シ
ン
漁
や

炭
鉱
開
発
を
支
え
続
け
た
羽
幌

線
も
昭
和
六
十
二
年
に
廃
止
、

そ
の
面
影
は
既
に
歴
史
の
流
れ

と
と
も
に
消
え
去
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
が
、
幌
延
駅
構
内
が
妙

に
開
け
て
い
る
姿
か
ら
当
時
の

様
子
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

■
地
域
に
愛
さ

れ
続
け
る
鉄

路
と
秘
境
駅 

 

幌
延
町
に
あ
る
宗
谷
本
線
の

駅
は
八
駅
中
六
駅
が
「
全
国
秘

境
駅
ラ
ン
キ
ン
グ
」
に
ラ
ン
ク

イ
ン
し
て
お
り
、
全
国
か
ら
秘

境
駅
フ
ァ
ン
が
訪
れ
ま
す
。
ま

た
、
町
で
も
秘
境
駅
を
中
心
と

し
た
魅
力
あ
る
鉄
道
系
資
産
を

観
光
資
源
と
し
て
ま
ち
お
こ
し

に
活
用
し
て
い
ま
す
。 

 

秘
境
駅
は
、
一
日
数
本
し
か

列
車
は
止
ま
ら
ず
、
辺
り
一
面

は
自
然
に
包
ま
れ
て
い
る
無
人

駅
で
す
が
、
昔
か
ら
秘
境
駅
だ

っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

マ
チ
の
発
展
と
共
に
鉄
道
が
敷

か
れ
、
駅
が
で
き
、
街
が
で
き
、

多
く
の
人
が
鉄
道
を
利
用
し
て

い
ま
し
た
が
、
時
代
の
移
り
変

わ
り
と
と
も
に
駅
だ
け
が
取
り

残
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

秘
境
駅
を
ま
わ
っ
て
み
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
駅
で
地
域
の
歴
史

や
人
々
の
思
い
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
近
隣
住
民
の
方

が
待
合
所
の
清
掃
や
管
理
を
行

っ
て
い
る
駅
が
あ
っ
た
り
、
待

合
所
に
は
地
域
の
方
が
昔
の
写

真
を
飾
り
、
設
置
さ
れ
た
「
秘

境
駅
ノ
ー
ト
」
に
は
訪
れ
た
鉄

道
フ
ァ
ン
が
思
い
を
つ
づ
っ
て

い
ま
す
。
時
代
に
取
り
残
さ
れ

た
秘
境
駅
は
現
在
も
多
く
の
方

か
ら
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。 

■
鉄
道
は
地
域

の
歴
史
を
語

り
継
ぐ
財
産 

 

秘
境
駅
へ
の
旅
は
ぜ
ひ
宗
谷

本
線
に
乗
っ
て
き
て
み
て
く
だ

さ
い
。
駅
に
降
り
て
耳
を
澄
ま

し
て
み
る
と
、
鳥
の
さ
え
ず
り

や
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
な
ど
が
聴

こ
え
、
目
の
前
に
は
絶
景
が
広

が
り
ま
す
。
宗
谷
の
自
然
が
創

り
出
す
大
自
然
を
五
感
で
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
の
が
魅
力
で

す
。
手
つ
か
ず
の
自
然
の
中
を

一
本
の
レ
ー
ル
が
続
く
風
景
は

と
て
も
美
し
い
で
す
よ
。 

鉄
道
は
単
な
る
交
通
手
段
で

は
な
く
街
の
発
展
を
支
え
た
地

域
の
財
産
。
私
は
宗
谷
本
線
、

秘
境
駅
の
歴
史
を
地
域
の
皆
さ

ん
と
と
も
に
振
り
返
り
、
現
在

も
活
躍
す
る
歴
史
的
遺
産
と
し

て
の
魅
力
を
訪
れ
て
く
れ
た
観

光
客
の
皆
さ
ん
へ
伝
え
て
い
き

た
い
で
す
。 

  

幌延町では平成30年から地域住民や

警察との連携により秘境駅の巡回パ

トロールを実施し、鉄道利用者や観

光客が安全に利用できるように努め

ている。 

北海道遺産に選定された稚内港北防波堤ドームには「稚泊航路記念碑」と連絡船に接続した汽

車の動輪があり、駅があったことが感じられる。 

付け替え前の旧線跡“下平橋梁”から天塩

川を望む青柳さん。「ここから見下ろす天塩

川は四季折々の姿を見せてくれるんです。」 

投票により決めたキャラクターを描き綺麗に蘇

った下沼駅。「お色直し会」は全て地域住民や鉄

道ファンなどのボランティアによって行われた。 


