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日
本
開
拓
吏
上
に
於
け
る
北
海
道
が
、
如
何
に
重
要
の
位
麗
を
占
め
、
其
は
猶
今
月
に
蓮
亡
し
て
、
我
國
の
入
口
食

料
問
題
を
解
決
す
べ
き
資
源
に
な
っ
て
み
る
こ
と
は
、
改
め
て
論
及
す
べ
き
必
要
も
な
い
程
に
明
自
で
あ
る
。
然
も
豊

罠
時
代
か
ら
江
戸
藩
時
代
へ
か
け
て
、
蝦
夷
地
の
名
稽
の
重
壁
青
膨
氏
の
支
配
に
委
せ
ら
れ
た
三
世
紀
聞
鵡

如
何
に
國
家
が
鎮
國
と
し
て
事
勿
れ
主
義
に
始
無
し
て
る
た
と
は
云
へ
、
・
、
〕
の
油
壷
た
る
皇
女
地
に
は
、
p
云
飼
い
事
物

趨
源
的
な
拓
殖
の
鋤
が
加
へ
ら
れ
た
丈
け
に
止
っ
て
、
殆
ど
そ
の
経
論
を
示
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
絡
っ
て
み
た
。
天
然

の
富
源
と
し
て
著
聞
さ
れ
た
洛
岸
の
漁
猿
場
は
、
「
場
所
」
と
し
て
松
前
藩
士
の
問
に
宛
行
せ
ら
れ
、
彼
等
は
亦
之
を
講

負
商
人
に
依
托
し
た
。
斯
る
形
態
の
下
に
於
け
る
漕
岸
の
開
獲
は
、
早
く
江
戸
幕
府
の
初
期
に
瀕
っ
て
、
そ
れ
以
來
持

績
さ
れ
て
來
旋
。
然
も
澹
岸
内
部
に
於
け
る
耕
地
の
開
嚢
と
定
往
者
の
移
殖
と
は
、
幾
度
か
特
筆
に
値
す
べ
き
探
下
家

の
誘
導
が
繰
返
さ
、
れ
た
に
係
は
ら
す
、
僅
か
に
漸
片
的
な
い
く
つ
か
の
事
績
が
孤
立
し
て
み
る
丈
け
に
止
っ
て
み
る
。

元
隷
中
佐
書
信
景
が
厚
岸
奥
の
山
野
に
田
畑
を
拓
き
、
五
穀
を
播
種
し
て
生
育
の
可
能
を
確
め
た
と
云
ふ
の
は
、
（
土
性
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辮
）
鷲
谷
里
馬
の
試
み
で
は
あ
る
が
、
結
局
松
前
氏
の
懸
る
、
と
こ
ろ
と
な
ら
す
し
て
中
絶
し
、
そ
の
後
画
館
近
郊
に

あ
っ
て
も
、
水
田
の
試
作
は
志
野
は
れ
た
が
、
多
く
は
失
敗
に
申
し
た
と
云
は
れ
て
る
る
。

　
然
も
松
前
氏
の
下
に
殆
ど
假
黙
思
態
に
あ
っ
た
蝦
夷
地
が
、
明
和
・
天
明
以
降
幕
府
を
震
骸
せ
し
め
る
に
至
う
、
從

來
蝕
）
に
無
畏
心
で
あ
っ
た
こ
の
地
を
警
備
と
開
拓
と
に
全
力
を
向
け
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
當
然
の
麩
置
と

云
ふ
べ
き
で
あ
っ
た
Q
寛
政
か
ら
文
政
に
亙
っ
て
第
一
次
幕
府
の
蝦
夷
地
直
轄
時
代
と
な
ゆ
、
そ
の
間
入
王
二
千
入
組

百
数
十
人
が
「
農
兵
の
姿
」
を
以
て
一
時
的
で
あ
っ
た
と
は
云
へ
、
鵡
川
・
自
糠
地
方
に
屯
田
し
た
の
は
興
味
あ
る
事
實

で
あ
り
、
或
は
亦
幕
府
画
館
近
郊
に
越
後
邊
の
農
民
を
移
し
て
一
暴
百
数
十
町
の
水
田
を
拓
か
せ
た
こ
と
な
ど
も
、
そ

の
喬
鯖
臼
に
開
拓
を
急
い
で
國
防
の
聖
母
庶
幾
す
・
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
岡

　
唯
然
し
、
此
等
の
企
圓
は
大
渓
結
果
か
ら
見
て
一
時
の
試
み
に
絡
は
つ
て
み
る
こ
と
を
遣
憾
と
す
る
。
既
に
し
て
松

前
氏
は
一
旦
全
島
の
支
配
を
復
せ
ら
れ
た
が
、
第
二
次
莫
逆
と
し
て
直
轄
さ
れ
た
安
政
以
降
、
慶
癒
末
に
至
る
期
間
の

全
島
の
施
設
は
、
更
ら
に
注
意
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
其
は
始
め
東
北
諸
藩
－
南
部
・
仙
壷
・
津
輕
・
秋
田
・
松
前
を

し
て
全
滋
沿
岸
を
逼
劃
し
て
分
轄
警
備
せ
し
め
、
既
に
し
て
會
津
・
庄
内
を
加
へ
、
都
合
七
藩
に
そ
れ
み
＼
警
備
逼
を

支
配
地
と
し
て
、
屯
田
の
實
を
暴
げ
し
め
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
。
而
し
て
更
ら
に
そ
れ
よ
り
前
、
幕
府
直
轄
の
農
兵
を

室
蘭
・
石
狩
・
函
館
に
分
遣
し
、
或
は
亦
令
達
し
て
旗
本
諸
藩
に
も
卒
族
の
移
住
を
奨
塗
し
た
。
此
等
の
施
設
に
現
は
れ

た
幕
府
の
意
圖
は
、
勿
論
第
一
次
直
轄
時
代
に
試
み
た
国
防
の
充
實
を
期
せ
ん
が
白
め
の
拓
殖
で
あ
う
、
屯
田
で
あ
っ



た
。
故
に
、
幕
府
と
し
て
は
内
憂
外
患
の
際
で
は
あ
っ
た
が
、
存
外
深
き
注
意
を
向
け
、
或
は
御
手
作
場
を
設
け
、
或

は
東
西
本
願
寺
等
の
有
力
な
互
刹
に
拗
め
て
各
地
從
薦
の
門
徒
を
移
住
せ
し
め
、
漸
く
滋
に
松
前
氏
の
治
下
に
は
豫
期

す
る
こ
と
の
出
職
な
か
っ
た
成
果
を
見
る
こ
と
、
な
っ
た
。
唯
然
し
、
薙
に
も
繰
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
當

時
幕
府
の
醤
時
局
上
止
む
を
得
な
か
っ
た
と
は
云
へ
、
斯
る
拓
殖
政
策
は
、
當
初
の
方
針
を
上
行
す
る
こ
と
が
不
可
能

と
な
っ
て
、
途
に
豫
期
し
た
致
果
を
牧
む
る
こ
と
の
幽
來
な
か
っ
た
黙
で
あ
る
。

　
以
上
の
概
槻
に
し
て
謬
う
な
し
と
す
る
な
ら
ば
、
同
時
代
に
於
け
る
幾
多
の
経
世
家
に
唱
導
さ
れ
た
蝦
夷
地
開
饗
策

は
、
切
札
の
ま
、
次
の
時
代
に
持
越
さ
る
、
こ
と
、
な
っ
た
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
彼
等
の
所
期
し
た
抱
負
の
大
部
分

は
藩
時
代
姦
じ
て
画
せ
ら
れ
・
・
と
な
し
に
勝
つ
た
の
で
あ
・
・
私
は
鼻
糞
て
蝦
鑑
の
開
拓
に
論
及
し
た
働

多
く
の
識
見
者
を
代
表
せ
し
む
る
に
足
る
、
京
儒
並
河
天
民
の
開
拓
意
見
の
一
部
を
叢
に
抄
記
し
て
、
こ
の
洞
徹
し
た

意
見
が
、
途
に
机
上
論
と
し
て
終
っ
た
こ
と
を
遣
憾
と
し
た
い
。
・
彼
は
土
地
入
民
の
慣
充
を
天
子
陰
癬
の
大
業
と
し
、

蝦
夷
の
如
き
大
國
の
無
用
親
さ
れ
た
る
現
状
を
痛
嘆
し
、
「
彼
國
の
圖
を
見
候
に
、
皆
々
海
邊
に
住
居
仕
候
て
、
國
の
最

中
は
無
人
の
地
に
候
。
國
の
最
中
を
開
き
、
國
郡
御
分
ち
遊
ば
さ
れ
候
は
い
、
数
年
の
中
に
は
、
見
事
な
る
國
と
な
り

日
本
國
と
一
つ
に
成
串
候
べ
く
、
左
候
は
い
、
大
日
本
國
を
且
々
増
加
し
て
、
大
々
購
本
國
と
な
り
可
〆
幽
候
。
近
年
諸

色
高
直
に
て
、
下
々
殊
の
外
困
窮
致
し
候
。
唐
土
よ
り
煙
り
王
土
種
絹
布
の
類
、
日
本
よ
り
出
で
候
蚕
種
絹
布
よ
り
も

下
直
に
候
。
是
は
、
唐
土
は
迫
撃
く
、
諸
色
澤
山
臼
由
な
る
故
に
可
レ
有
“
御
座
一
塁
。
日
本
國
も
温
く
在
り
候
は
や
、
総
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騰
に
て
諸
事
く
つ
ろ
ぎ
、
・
下
々
の
困
窮
も
宮
ら
緩
か
に
な
り
串
候
べ
し
と
奉
レ
潮
候
。
然
ら
ば
蝦
夷
國
御
開
き
遊
ば
さ
れ

候
は
い
、
是
又
莫
大
の
御
慈
悲
に
可
レ
賓
御
座
」
候
。
下
略
」
へ
開
彊
録
）
と
論
じ
て
み
る
の
に
、
そ
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
を

知
ら
れ
る
ρ
最
も
天
民
は
享
保
四
年
に
鼓
し
て
み
る
か
ら
、
魯
入
墨
路
の
警
報
は
未
だ
知
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
其
黙

に
論
及
さ
れ
て
み
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
姻
家
主
義
を
強
調
し
て
、
國
民
生
活
安
定
の
立
場
か
ら
、
拓
殖
の
途
行

を
急
務
と
し
た
卓
見
は
、
今
日
に
猫
生
彩
を
減
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
網
「

　
幕
府
崩
壊
天
皇
親
政
の
際
、
も
と
よ
り
蝦
夷
地
髄
脳
の
問
題
は
、
そ
の
重
要
さ
に
於
て
、
百
寮
革
新
の
間
に
伍
し
て

緊
暴
で
は
あ
つ
塁
幕
外
迅
速
に
璽
の
議
に
上
っ
た
の
は
、
一
に
薄
墨
裏
門
甦
派
の
志
士
茱
帯
∴

親
思
せ
る
清
水
谷
・
高
野
等
の
廷
臣
を
動
か
し
て
上
奏
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
○
帥
ち
剛
治
元
年
三
月
太
政
官
代
に
於

け
る
蝦
夷
地
開
拓
の
可
否
御
宴
胸
を
登
端
と
し
て
、
群
議
そ
の
利
を
言
上
す
る
に
及
び
、
や
が
て
鎭
細
蟹
派
遣
の
建
言

を
徴
せ
ら
る
、
こ
と
、
な
っ
た
。
右
建
言
書
は
、
三
十
五
名
二
十
五
通
の
多
き
を
見
た
と
は
云
へ
、
総
じ
て
臨
地
の
實

情
に
至
っ
て
は
殆
ど
知
ら
れ
す
、
唯
魯
國
侵
略
の
憂
患
に
至
っ
て
は
、
衆
口
一
致
等
し
く
痛
威
せ
ら
れ
て
み
た
。
故
に

嘉
彰
親
王
の
如
き
に
至
っ
て
は
、
島
中
の
一
部
を
委
任
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
上
奏
せ
ら
れ
て
居
り
、
堤
哲
長
は
、
町
入
有

志
の
彼
地
進
出
を
利
樺
猫
占
の
黙
か
ら
首
塚
し
て
み
る
の
が
先
以
て
注
霞
さ
れ
る
。
更
に
津
和
野
侍
從
の
磁
位
に
は
、

我
邦
國
内
人
ロ
増
加
の
趨
勢
を
説
き
、
そ
の
豊
策
と
し
て
壮
勇
の
徒
の
移
住
を
要
す
と
せ
る
も
の
、
如
き
は
、
論
策
中



の
自
眉
と
し
て
時
勢
に
鰯
れ
る
も
の
が
あ
る
の
を
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
叛
け
の
準
備
の
下
に
、
元
年
四
月
欝
幕
府
の
函

館
奉
行
駈
を
撤
退
せ
し
め
て
、
函
館
裁
劉
所
の
開
設
と
な
つ
淀
Q

　
内
新
政
府
の
蝦
夷
地
纒
管
方
針
は
、
裁
判
所
開
設
に
先
っ
て
蓬
示
し
た
郵
書
に
要
約
さ
れ
て
み
る
。
そ
れ
に
は
、
開
拓

は
総
べ
て
総
督
に
委
任
し
、
同
地
を
南
北
二
歯
数
國
に
分
ち
、
列
藩
中
よ
り
開
拓
心
得
の
も
の
を
傭
聰
し
、
牧
回
す
べ

き
諸
挽
は
篤
く
開
拓
費
用
に
充
當
し
、
開
拓
希
望
の
諸
侯
に
土
地
を
割
譲
し
、
宗
谷
附
近
に
一
府
を
建
て
、
蝦
夷
地
開

拓
の
規
模
確
立
の
上
に
て
北
蝦
夷
師
ち
樺
太
開
拓
の
手
段
を
講
ず
る
こ
と
、
せ
ん
と
定
め
て
み
る
。
此
等
の
條
項
は
、

何
れ
も
新
政
の
規
模
を
鮮
か
に
揚
言
し
た
も
の
と
し
て
、
磐
幕
府
の
施
設
に
は
見
ら
れ
な
い
新
味
を
持
ち
．
宗
谷
に
「

府
を
建
設
せ
ん
と
す
る
も
の
、
如
き
は
、
樺
太
接
近
の
要
害
と
し
て
、
勤
國
防
策
上
重
要
な
意
昧
を
有
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
然
し
、
一
面
諸
侯
に
封
ず
る
支
配
地
罰
當
の
宣
言
に
至
っ
て
は
、
総
督
專
任
の
規
模
に
封
ず
る
不
統
一
を
豫
期
せ

ら
る
、
も
の
と
し
て
、
折
角
の
経
論
に
柔
な
る
陰
湿
を
投
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
そ
れ
は
、
新
政
府
の
實
力
の
反

映
そ
の
も
の
た
る
以
上
に
解
話
せ
ら
る
べ
き
筈
の
も
の
で
は
な
い
Q
但
し
、
こ
の
重
要
な
意
味
を
有
っ
た
折
角
の
畳
書

は
、
途
に
實
施
せ
ら
る
、
に
及
ば
す
し
て
、
画
無
畏
（
裁
悪
所
改
総
）
の
存
在
さ
へ
危
ぶ
ま
る
、
に
至
つ
だ
の
は
、
所
謂

幕
府
倒
壌
後
の
鯨
波
が
、
東
北
に
渦
流
し
だ
静
め
で
、
こ
の
年
五
月
以
來
奥
戸
列
藩
の
藩
儒
の
脅
威
を
受
け
、
既
に
し

て
十
月
磐
幕
府
脱
走
軍
の
函
館
占
領
に
先
だ
ち
、
清
水
谷
府
知
事
の
青
森
退
去
と
な
り
新
政
府
の
警
策
は
こ
、
に
大
頓

挫
を
來
た
す
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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口
蝦
夷
が
反
徒
の
手
に
渡
っ
て
以
來
、
翌
二
年
五
月
五
稜
郭
の
開
城
迄
孚
歳
の
間
、
も
と
よ
り
一
窮
鼠
に
過
ぎ
な
い

彼
等
と
し
て
は
、
例
へ
首
領
榎
本
や
大
鳥
の
如
き
夙
に
泰
西
の
事
情
に
通
じ
た
達
識
の
士
に
統
率
さ
れ
て
る
た
と
は
云

へ
、
占
領
地
に
封
し
て
秩
序
あ
る
施
設
を
な
す
迄
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
但
し
榎
本
等
の
政
府
に
願
聰
し
た
嘆
願
書
中

に
、
幕
府
二
百
翌
年
問
に
臣
僚
と
せ
る
も
の
三
十
萬
、
今
軍
士
の
七
十
萬
石
に
て
は
之
を
容
る
、
に
足
ら
す
、
さ
れ
ば

と
て
商
頁
と
伍
す
能
は
ざ
れ
ば
、
彼
等
を
蝦
夷
地
に
移
住
せ
し
め
、
永
く
皇
國
の
盛
業
を
な
さ
ん
爲
め
こ
の
墓
に
及
べ

り
と
な
し
、
今
や
静
心
安
定
し
た
る
を
以
て
、
山
野
開
拓
、
北
門
警
衛
の
沙
汰
あ
る
や
う
叡
裁
を
仰
ぐ
と
あ
る
の
は
、

勿
論
誰
辮
の
甚
し
い
略
の
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
北
門
の
開
拓
警
衛
を
高
調
し
て
、
之
を
善
幕
臣
の
手
に
委
任
せ

ら
る
べ
し
と
の
黙
は
、
前
出
新
政
府
の
畳
書
中
、
諸
侯
に
開
拓
地
を
分
割
す
べ
し
と
の
條
項
と
相
甥
照
す
べ
き
も
の
が

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
函
館
府
は
脱
走
軍
の
降
伏
に
よ
っ
て
再
び
全
蝦
夷
地
に
政
合
を
布
く
こ
と
、
な
っ
た
が
、
然
し
當
初
の
規
模
を
以
て

七
て
は
到
底
所
期
の
経
論
を
完
了
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
る
こ
と
を
痛
戚
し
た
政
府
は
、
叢
に
官
制
改
革
を
断
行
し
て

ご
年
七
月
開
拓
使
の
設
置
と
な
っ
た
。
鍋
島
直
正
長
官
と
な
り
、
任
地
に
赴
く
に
至
ら
す
し
て
束
久
世
通
蒋
補
任
せ
ら

れ
、
開
拓
鋼
官
と
し
て
島
義
勇
・
津
田
正
臣
・
岩
村
蓮
俊
岡
本
欝
乎
・
松
本
十
郎
・
竹
田
信
順
等
を
任
用
し
た
の
は
、
之
を

画
館
府
の
規
模
に
比
較
し
て
格
段
の
重
厚
を
加
へ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
久
し
き
懸
案
で
あ
っ
た
國
郡
設
定
の
議
も
、

（98）



北
海
滋
と
改
繋
の
下
に
、
十
一
國
入
十
七
郡
を
分
ち
て
、
叢
に
第
二
次
の
拓
殖
計
書
は
開
始
さ
れ
π
Q
前
例
に
よ
っ
て

公
示
さ
れ
た
漸
施
設
要
項
は
絡
べ
て
十
数
條
の
多
岐
に
亙
り
、
之
を
第
一
次
画
館
府
時
代
の
施
設
宣
言
に
比
較
し
て
更

に
黒
馬
の
剴
切
昧
を
看
取
さ
れ
る
。
以
下
之
を
要
約
す
る
と
、
開
拓
使
は
石
狩
に
怨
府
を
経
螢
さ
る
、
黒
黒
の
下
に
姑

く
函
館
を
根
慷
と
し
て
長
官
弦
に
駐
在
し
、
各
贈
官
を
石
狩
・
根
室
・
宗
谷
・
樺
太
に
分
遣
し
、
當
該
地
方
を
中
心
と
し
て

開
褒
を
期
す
る
こ
と
が
根
本
策
と
な
っ
て
み
た
。
次
に
幣
制
の
場
所
請
負
人
を
全
離
す
る
こ
と
、
し
、
沖
ノ
訂
運
上
所

を
増
設
す
る
等
の
財
政
策
上
の
改
革
を
示
し
、
特
に
樺
太
に
臆
し
て
は
魯
入
雑
居
の
地
と
し
て
可
成
清
極
的
の
態
度
を

持
せ
し
む
る
方
針
を
明
示
し
た
。
唯
然
し
以
上
の
條
項
と
相
並
ん
で
、
更
に
重
要
な
る
意
味
を
有
っ
た
諸
藩
よ
り
開
拓

地
留
の
暴
政
鷹
開
纏
に
之
を
註
せ
し
め
た
・
後
薫
せ
し
め
・
褒
記
載
・
れ
て
る
・
の
寂
依
画

然
と
し
て
折
角
の
改
革
が
不
徹
底
に
絡
ら
ん
と
し
て
み
る
の
を
着
取
せ
ら
れ
す
に
は
み
ら
れ
な
い
。
其
は
亦
二
重
に
太

政
官
の
布
告
ど
も
な
っ
て
表
朋
さ
れ
た
。
「
蝦
夷
地
開
拓
地
の
義
先
般
御
下
問
も
有
レ
影
干
通
に
付
、
今
後
諸
藩
士
族
等
廉

民
に
至
る
迄
志
願
次
第
申
出
候
は
や
相
慮
の
地
所
割
渡
し
開
拓
可
レ
被
昌
仰
付
一
算
事
。
」
と
云
へ
る
も
の
で
あ
る
。
も
と

よ
り
此
條
項
並
び
に
布
告
の
利
害
に
怪
し
て
は
、
達
識
あ
る
有
司
の
問
に
ば
期
せ
ず
し
て
こ
の
遠
大
の
計
書
が
、
途
に

不
統
一
に
絡
ら
ん
と
す
る
杷
憂
を
目
前
に
豫
号
す
る
も
の
が
少
く
な
か
っ
た
の
に
も
、
第
二
次
施
設
が
早
く
も
密
雲
裡

に
閉
さ
る
、
の
威
を
深
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
郎
ち
諸
藩
分
管
挙
々
論
者
た
る
岩
村
鋼
官
の
如
き
は
、
頗
る
激
越
の

態
度
を
以
て
、
戦
後
疲
弊
の
諸
藩
を
し
て
開
拓
に
當
ら
し
む
る
も
必
ず
奏
功
せ
ざ
る
べ
き
を
論
じ
、
之
を
強
制
せ
し
め

　
　
　
　
維
薪
霞
後
の
雲
海
池
拓
殖
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
二
貌
　
　
二
五
七



　
　
　
　
維
嚢
霞
後
の
北
海
道
拓
蕪
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
幸
七
巷
　
第
二
號
　
　
二
五
八

ん
か
私
利
を
謀
る
に
止
る
べ
し
と
云
っ
て
み
る
。
（
貫
厳
存
稿
）
然
し
暑
気
は
、
斯
く
諸
藩
分
管
を
否
定
し
た
に
係
は
ら

す
．
之
に
代
ふ
る
に
農
商
有
力
者
を
し
て
之
に
常
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
に
至
っ
て
は
、
當
時
の
姦
物
に
則
し
た
所
信

に
相
違
な
い
が
、
何
れ
の
開
拓
地
に
も
有
り
勝
な
資
本
家
結
托
の
一
面
を
暗
示
さ
せ
る
黙
が
な
い
で
は
な
い
。
更
ら
に

亦
こ
の
諸
藩
胃
管
の
實
施
さ
れ
た
直
後
、
批
弊
百
串
の
状
を
見
て
、
之
が
康
止
断
行
を
主
張
し
た
代
表
者
に
松
本
判
官
が

あ
る
。
彼
は
趣
意
貫
徹
の
警
め
開
拓
使
一
途
の
支
配
と
な
す
べ
し
と
し
、
疲
弊
せ
る
無
力
を
し
て
隔
絶
の
地
に
引
々
た

る
規
模
を
な
さ
し
む
る
を
無
意
義
な
り
と
論
じ
て
み
る
。
（
蝦
夷
藻
屑
紙
）
然
も
諸
藩
の
財
政
難
は
新
政
府
と
し
て
も
同

襟
で
あ
り
、
或
は
そ
れ
以
上
の
窮
乏
に
直
面
し
た
際
に
あ
っ
て
は
、
當
路
の
有
司
中
に
は
諸
藩
分
管
の
失
敗
に
埋
る
べ

き
を
慢
言
し
な
が
ら
、
止
む
を
得
す
か
、
る
姑
息
な
政
策
を
し
て
新
宣
言
中
に
存
着
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
破
目
に
あ
っ

た
も
の
も
少
く
な
く
、
途
に
衆
議
と
な
っ
て
接
写
の
實
施
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
唯
然
し
猶
一
考
を
要
す
べ
き
は
、
當

時
の
開
登
は
楽
な
る
拓
殖
に
あ
ら
す
し
て
一
面
國
防
－
頗
る
切
迫
せ
る
状
態
に
あ
る
甥
樺
太
並
び
に
千
島
群
島
の
魯

人
侵
賂
の
寒
期
に
液
ん
で
み
た
關
係
上
、
強
大
な
る
武
力
を
も
必
要
と
し
て
み
た
情
勢
を
度
外
親
し
て
は
な
ら
な
い
。

故
に
當
時
の
軍
備
に
斯
て
頗
る
貧
弱
な
新
政
府
に
之
を
求
む
る
こ
と
は
至
難
な
る
事
情
か
ら
、
寧
ろ
薩
・
長
・
土
・
肥
の

如
き
強
大
な
る
諸
藩
に
、
石
狩
本
府
は
勿
論
、
道
内
の
要
地
に
墨
守
せ
し
め
、
又
大
中
小
藩
の
華
族
、
名
刹
大
寺
、
並

び
に
降
伏
入
を
移
し
て
兵
農
兼
帯
の
制
を
布
く
べ
し
と
な
し
、
之
を
建
言
し
π
九
山
作
樂
の
如
き
論
者
も
あ
っ
た
◎
彼

慧
當
時
樺
太
に
出
張
し
て
審
か
に
形
勢
を
概
、
北
海
遣
の
経
螢
を
急
と
し
た
最
強
硬
論
者
で
あ
っ
だ
。

（　leo）



　
斯
し
て
支
配
地
を
分
管
さ
れ
た
も
の
は
前
後
二
十
数
藩
に
達
し
だ
。
然
し
此
等
諸
藩
は
全
部
當
初
よ
り
一
榛
に
朝
旨

を
遵
奉
し
た
も
の
で
は
な
い
。
水
戸
ニ
ノ
關
・
佐
賀
・
徳
島
・
高
知
等
は
二
年
入
朝
直
ち
に
皇
護
翼
賛
の
意
を
以
て
願
出

し
、
や
が
て
そ
れ
み
＼
大
要
東
蝦
夷
地
を
支
配
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
政
府
當
局
の
期
す
る
と
こ
ろ
は
寧
ろ

上
記
以
外
の
諸
大
藩
の
願
出
で
あ
っ
た
に
も
係
は
ら
す
因
循
決
せ
ざ
る
を
見
て
、
途
に
金
澤
・
鹿
兇
島
・
静
岡
・
名
古
屋
・

和
歌
由
・
熊
本
・
黒
藻
・
編
岡
・
山
口
の
諸
藩
に
命
じ
て
、
列
藩
協
力
す
る
に
聾
す
ん
ば
開
顕
の
成
功
畳
平
な
き
旨
を
以
て

し
、
静
岡
藩
の
外
は
賞
典
緑
に
准
披
し
て
割
野
地
の
廣
狭
を
定
め
、
鹿
兇
島
・
山
口
等
の
順
位
を
以
て
、
希
望
の
如
何

に
係
は
ら
す
之
を
支
配
せ
し
め
る
こ
と
、
し
た
。
地
域
は
北
見
・
天
界
等
頗
る
僻
遠
に
及
び
、
彼
等
を
し
て
國
防
の
第

】
線
に
當
ら
し
む
る
目
的
を
如
實
に
示
す
も
の
で
あ
っ
淀
。
猶
此
と
相
前
後
し
て
、
大
泉
・
久
保
田
・
弘
前
・
庄
内
・
米
　
∞
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

澤
・
鳥
取
．
彦
根
の
諸
藩
亦
支
配
を
許
可
せ
ら
れ
、
年
を
越
え
て
三
年
正
月
田
鼠
・
一
橋
．
岡
由
諸
藩
等
更
に
支
配
地
の
列

に
入
っ
た
。
此
等
の
諸
藩
支
配
地
は
、
何
れ
に
し
て
も
四
年
入
月
第
三
次
の
施
設
改
革
に
當
っ
て
一
罪
に
返
上
を
命
ぜ

ら
れ
て
る
る
か
ら
、
最
も
長
く
藩
領
と
し
た
も
の
に
あ
っ
て
も
、
漸
く
二
年
三
ヶ
月
に
過
ぎ
す
、
如
何
に
奮
銘
し
た
と

し
て
も
、
到
底
所
期
の
回
数
を
畢
げ
ら
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。

　
而
し
て
濁
り
支
配
期
間
が
斯
く
短
期
に
絡
つ
た
の
み
な
ら
す
、
諸
藩
の
割
當
地
に
あ
っ
て
も
希
望
地
を
許
可
さ
れ
た

も
の
は
殆
ど
な
く
、
漁
利
交
通
の
便
少
く
、
初
経
験
の
開
拓
地
と
し
て
は
頗
る
不
利
な
諸
藩
に
置
れ
、
更
ら
に
財
政
上

の
籐
裕
な
く
、
叉
概
し
て
東
北
諸
藩
の
外
は
實
地
の
事
情
に
暗
く
、
豫
定
の
計
書
常
に
墨
家
し
、
叉
支
配
鵠
願
の
諸
藩

　
　
　
　
維
新
践
後
の
北
海
撹
妬
殖
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
二
號
　
　
二
五
九



　
　
　
　
維
血
漸
副
馬
後
の
北
海
漕
鴬
鶉
嚇
…
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
丁
・
乱
掘
燈
　
篇
弟
懲
悪
　
　
　
二
山
ハ
∩
V

に
あ
っ
て
も
、
漫
然
北
海
の
魚
利
多
き
を
想
像
し
た
位
の
こ
と
で
、
誠
意
拓
殖
に
從
齢
せ
ん
と
す
る
も
の
に
至
っ
て
は

比
較
的
少
数
に
止
っ
た
の
で
あ
る
。

　
斯
る
概
槻
の
下
に
於
け
る
諸
藩
の
動
静
が
那
邊
に
落
着
し
た
か
は
豫
め
省
察
す
る
に
難
く
な
い
。
今
諸
藩
支
配
地
の

成
績
一
斑
を
利
曝
せ
ん
と
す
る
に
當
）
、
果
し
て
豫
期
の
如
く
強
制
的
に
分
掌
せ
し
め
た
諸
大
藩
が
、
迅
早
く
悲
鳴
撤

退
の
聲
を
墨
げ
た
こ
と
を
先
以
て
指
摘
さ
れ
る
。
郎
ち
刻
下
の
首
班
鹿
夏
島
は
既
に
二
年
十
月
南
北
領
地
盛
り
に
隔
絶

し
寒
暖
を
異
に
す
る
と
の
理
由
を
以
で
、
反
っ
て
王
民
を
傷
ふ
も
の
と
し
て
未
着
手
の
ま
、
断
乎
上
地
の
庸
を
開
き
、

次
で
金
澤
藩
は
國
防
上
歯
も
福
要
の
地
と
せ
ら
れ
た
北
見
三
郡
支
配
の
上
に
、
更
ら
に
開
拓
使
直
轄
地
た
る
宗
谷
地
方

を
姦
地
せ
一
程
の
暮
を
寓
し
た
が
、
然
も
當
初
よ
鴬
豆
屯
田
の
意
志
を
有
し
た
と
薯
へ
ら
裳
三
鋤

年
五
月
に
至
っ
て
理
由
を
一
翼
の
疲
弊
に
籍
り
、
撤
退
の
意
志
を
有
し
、
開
拓
使
を
し
て
こ
の
北
門
の
要
害
ば
到
底
回

書
第
一
の
大
藩
を
起
し
む
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
畳
数
不
可
能
な
れ
ば
、
因
循
の
願
意
を
許
容
せ
ら
れ
ざ
ら
ん
こ
と
を
副
串

し
、
そ
の
成
敗
は
係
っ
て
諸
藩
の
氣
配
に
影
響
す
べ
き
を
縷
述
せ
し
め
た
が
、
然
も
そ
の
翌
六
月
に
は
上
地
許
可
の
止

む
な
き
に
至
り
、
之
に
微
つ
た
名
古
屋
藩
に
律
し
て
も
、
開
拓
使
は
管
簾
激
論
を
乞
ふ
て
願
意
を
翻
さ
し
め
ん
と
し
た

が
同
じ
く
失
敗
に
蹄
し
た
。
其
他
和
歌
山
藩
に
あ
っ
て
は
、
北
見
の
支
配
地
が
割
曇
霞
殆
ど
一
ヶ
年
猫
着
手
の
形
跡
な

き
を
以
て
開
拓
使
の
督
促
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
そ
の
答
辮
書
に
は
成
業
の
見
込
立
た
ざ
る
を
以
て
延
引
せ
る
を

述
べ
、
猶
長
期
に
亙
っ
て
猫
豫
を
乞
ふ
て
る
る
が
、
幾
何
く
も
な
く
三
年
入
月
次
民
極
寒
の
地
を
知
ら
す
前
途
論
法
立



難
き
故
を
以
て
奉
還
し
た
。
そ
の
後
較
よ
取
れ
て
同
年
十
一
月
同
風
藩
亦
釧
路
・
北
見
の
内
二
郡
を
返
還
し
た
が
、
理

由
と
す
る
と
こ
ろ
は
藩
債
累
積
し
て
到
底
力
を
開
拓
に
誰
す
能
は
ざ
る
が
故
な
り
と
言
明
し
て
ゐ
を
。
斯
る
理
事
の
下

に
上
地
を
乞
請
し
た
諸
藩
は
猶
二
三
・
に
し
て
止
ら
な
か
っ
た
が
、
開
拓
使
の
之
に
謝
す
る
意
向
は
、
前
述
金
澤
・
名
古

屋
藩
等
の
場
合
に
示
さ
れ
た
如
く
、
可
成
撤
退
を
拒
み
專
ら
諸
藩
の
カ
に
よ
っ
て
目
的
の
確
立
を
期
せ
し
め
ん
と
す
る

に
あ
っ
た
。
故
に
宗
谷
の
如
き
元
來
は
直
轄
す
べ
き
筈
の
要
地
を
も
中
途
金
澤
藩
に
強
制
支
配
せ
し
む
る
や
う
な
手
段

に
出
で
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
開
拓
使
軍
濁
支
配
の
理
想
よ
り
云
へ
ば
、
頗
る
事
大
主
義
に
質
し
た
矛
盾
せ
る
術
策
と

云
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
斯
る
意
圖
に
出
つ
る
に
至
ら
し
め
だ
最
大
原
因
は
、
蹄
す
る
と
こ
ろ
開
拓
使
と
し

て
の
豫
定
支
出
経
費
に
て
は
副
底
そ
の
経
讐
が
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
期
せ
ず
し
て
諸
大
藩
の
手
か
ら
　
働
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返
還
さ
れ
た
北
見
諸
郡
に
あ
り
て
は
、
重
要
な
る
地
域
た
る
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
が
、
今
や
大
藩
の
手
を
離
れ
て
は

到
底
管
轄
の
見
込
立
た
ざ
る
を
以
て
、
専
制
に
復
し
て
寧
ろ
請
負
入
に
委
す
る
よ
り
外
に
手
段
な
か
る
べ
し
と
の
、
回

り
に
も
消
極
的
な
意
見
が
開
拓
使
よ
り
心
算
さ
れ
て
る
る
始
末
で
あ
っ
た
。

　
然
し
更
ら
に
田
野
を
縛
じ
て
幾
分
成
功
の
端
緒
を
獲
得
し
た
諸
藩
の
成
績
を
展
望
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
て
無
下
に

問
題
覗
せ
ら
れ
ぬ
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
Q
例
之
、
最
初
の
開
拓
長
官
を
戴
い
た
佐
賀
藩
は
支
配
地
釧
路
沿
岸
に
拮
据

し
て
三
百
童
名
を
移
殖
し
、
水
戸
藩
は
藩
革
綴
來
の
掃
墨
を
辿
り
、
藩
主
昭
武
既
に
早
く
元
年
閏
四
月
電
田
を
奏
介
し

た
程
の
事
丈
け
あ
っ
て
、
三
年
自
ら
数
十
名
の
蛮
族
を
恋
†
み
て
支
配
地
を
踏
査
し
、
鍵
盤
川
の
通
水
漁
滲
を
策
す
る
も

　
　
　
　
蒲
雁
薪
｛
鼠
後
の
三
唱
獅
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の
多
く
、
高
知
藩
亦
石
狩
・
謄
振
三
郡
の
支
配
地
に
奮
癒
し
て
七
十
野
合
の
卒
族
を
移
殖
し
た
。
更
ら
に
仙
壷
藩
は
當

初
膿
罪
の
意
昧
を
以
て
特
旨
を
受
け
、
先
づ
繹
捉
島
の
　
郡
を
所
管
せ
し
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
地
は
も
と
よ
わ
涯
寒
不

毛
警
備
駐
屯
の
黙
に
の
み
重
要
な
意
昧
が
あ
る
の
で
、
別
に
屯
田
開
墾
の
基
本
地
を
本
道
中
に
乞
請
し
て
鑓
高
の
一
郡

を
得
、
｝
．
一
、
に
百
数
十
名
の
卒
族
を
移
し
、
次
で
露
命
島
の
中
を
塔
地
せ
ら
れ
、
更
ら
に
根
室
の
中
二
郡
を
も
懇
請
し

た
が
、
此
等
の
中
拓
殖
の
實
を
暴
げ
た
の
は
日
高
の
み
に
止
っ
た
。
水
戸
藩
と
そ
の
支
配
地
を
隣
し
た
彦
根
藩
は
、
初

め
揮
捉
島
の
一
郡
守
衛
の
命
を
受
け
、
次
い
で
右
屯
田
の
元
地
と
し
て
日
高
の
一
風
を
許
可
せ
ら
れ
、
こ
、
に
士
民
百

除
名
を
移
し
た
。
最
後
に
山
口
藩
は
そ
の
割
當
地
石
狩
・
天
降
四
聖
の
中
に
は
留
萌
・
増
毛
の
如
き
道
内
主
要
な
る
漁
独

地
壇
有
し
た
吝
に
、
露
の
讐
は
頗
・
難
霧
び
た
。
そ
の
施
設
遜
と
し
て
培
毛
の
平
更
・
助
田
萌
働

の
石
炭
常
磁
乏
汽
船
の
運
漕
、
講
負
人
の
猫
占
禁
止
、
懸
路
開
盤
、
不
毛
地
の
開
拓
、
米
國
式
捕
鯨
船
の
購
入
、
野
夫

の
招
致
等
の
個
條
を
刻
記
し
て
み
る
の
は
、
果
し
て
豫
定
の
如
き
成
案
を
暴
ぐ
る
に
足
る
藩
費
の
支
出
に
見
込
蓮
ひ
が

な
か
っ
た
か
否
か
は
保
謹
の
限
り
で
な
い
が
、
増
毛
に
は
伊
達
レ
留
萌
に
は
栖
原
等
の
代
表
的
場
所
請
負
人
の
番
頭
が

そ
れ
み
＼
根
薫
習
と
し
て
み
た
被
け
に
、
道
内
有
数
の
繁
盛
地
と
し
て
斯
る
管
掌
な
る
企
業
を
可
能
な
ら
し
む
る
潮
け

の
好
條
件
を
有
し
て
み
た
こ
と
丈
け
は
髄
か
で
あ
っ
た
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
諸
藩
の
支
配
地
は
大
膿
斯
る
歌
曲
を
以
て
全
面
に
亙
っ
て
割
糠
し
兎
も
角
曲
り
な
り
に
開
拓
の
實
に
就
く
に
至
つ
だ



の
で
あ
る
が
、
前
記
太
政
官
布
告
に
も
示
さ
れ
た
如
く
、
斯
る
方
針
の
も
と
に
支
配
地
を
許
可
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
諸

藩
以
下
猶
官
省
・
府
・
寺
院
等
に
亙
り
、
就
中
藩
そ
の
も
の
と
は
別
途
に
、
諸
藩
卒
族
の
團
膿
が
特
異
の
分
野
を
占
め
て

み
た
の
は
注
意
に
値
す
る
。
該
諸
藩
團
膿
は
総
数
入
件
の
中
六
件
迄
仙
憂
欝
の
支
族
老
臣
で
あ
っ
た
。
．
此
は
親
藩
そ
の

も
の
が
維
新
の
鍵
に
順
逆
を
謬
り
爲
め
に
減
俸
せ
ら
れ
た
影
響
に
加
ふ
る
に
、
彼
等
は
李
常
野
地
に
あ
う
て
屯
田
的
の

牛
活
に
馴
れ
、
又
北
海
道
は
屡
蕾
幕
府
時
代
よ
り
駐
屯
し
た
経
験
が
あ
り
、
爲
め
に
背
水
の
陣
を
張
っ
て
冠
畢
に
出
で

た
も
の
に
相
違
な
い
。
先
づ
彼
等
の
中
最
も
署
聞
さ
れ
た
伊
逮
邦
成
を
首
領
と
す
る
一
團
を
見
る
。
郵
成
は
陸
前
涌
谷

に
於
け
る
仙
籔
の
支
藩
と
し
て
戦
後
薄
緑
蕎
臣
千
三
百
最
戸
を
養
ふ
能
は
ざ
る
を
察
し
て
開
拓
を
出
願
し
、
匡
特
に
謄
振

有
珠
郡
の
支
配
を
命
せ
ら
れ
、
威
際
し
て
膚
ら
率
先
渡
藩
儒
察
の
結
果
、
三
・
四
爾
年
間
に
三
百
徐
戸
を
移
し
、
開
拓

地
亦
諸
藩
合
計
の
孚
数
を
占
め
頗
る
好
成
績
を
牧
め
る
こ
と
が
出
來
た
。
こ
の
閥
屡
，
塘
支
配
地
を
要
と
し
、
更
ら
に

室
蘭
・
虻
田
の
諸
郡
を
加
へ
ら
れ
、
や
が
て
四
年
入
月
の
改
革
に
は
支
配
罷
免
の
命
を
受
け
た
が
、
然
し
野
際
は
移
住

者
を
暴
げ
て
開
拓
使
貫
鷹
と
な
り
、
連
績
郷
黛
の
民
戸
を
移
し
て
拓
殖
に
努
力
し
た
。
此
邦
成
の
偉
功
鳳
、
北
海
道
拓

殖
史
上
の
一
大
光
彩
と
し
て
熟
知
せ
ら
る
》
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
然
も
こ
の
蓄
蔵
二
ヶ
年
間
に
於
け
る
動
静
を
見
る
な

あ
ば
、
輩
に
上
述
の
如
き
簡
軍
な
る
経
路
に
よ
っ
て
展
開
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
殊
に
主
從
協
力
の
封
建
的
精
紳

を
最
も
賞
讃
す
べ
き
形
に
於
て
登
毒
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
早
く
よ
り
こ
の
不
屈
の
精
帥
を
洞
察
し
た
政
府

の
當
局
は
當
初
よ
り
頗
る
好
意
を
寄
せ
、
或
は
開
拓
使
に
疑
し
て
特
刷
の
詮
議
を
な
さ
し
め
、
開
拓
使
に
あ
り
て
は
割
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鳳
灘
逸
士
後
の
北
海
道
拓
殖
に
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い
て
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二
山
ハ
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閏

渡
地
を
諸
藩
と
同
機
に
支
配
地
と
聡
す
る
は
不
稔
當
と
し
、
之
を
仙
憂
藩
に
籠
め
て
一
畷
劃
を
立
て
し
む
る
方
針
を
定

め
て
上
申
に
及
ん
だ
が
、
太
政
官
は
審
議
の
結
果
晶
群
支
配
地
と
し
て
支
障
な
き
を
指
示
し
、
或
は
亦
伝
単
使
よ
り
開

拓
使
に
命
じ
て
特
に
救
助
米
を
附
輿
す
べ
き
を
論
示
し
、
開
拓
使
と
し
て
は
財
政
窮
迫
の
慰
め
之
に
癒
す
る
能
は
ざ
る

は
勿
論
諸
藩
と
同
一
の
位
列
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
當
然
自
餐
開
拓
を
以
て
始
指
す
べ
し
と
複
画
し
た
り
な
ど
し
て
開

拓
使
と
し
て
も
疎
意
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
結
局
融
通
資
金
の
不
足
か
ら
、
斯
る
方
針
に
鵠
で
ざ
る
を
得
な
か

つ
だ
の
で
あ
る
。
邦
成
の
外
、
仙
壷
姿
図
係
の
も
の
に
伊
達
邦
直
・
亘
理
胤
元
・
片
倉
邦
憲
・
石
川
邦
光
・
伊
達
廣
高
等
が

あ
る
。
何
れ
も
殆
ど
郵
成
と
同
一
の
理
由
を
以
て
支
配
地
を
乞
ひ
、
土
着
の
目
的
を
達
し
四
年
改
革
後
指
連
書
し
て
開

糎
器
と
し
て
舞
に
始
熟
し
た
。
但
し
石
川
邦
光
の
み
は
不
霧
民
蓬
に
し
て
簸
地
筆
意
の
反
警
臨

し
て
領
内
騒
擾
し
、
功
を
温
む
る
こ
と
が
出
塁
な
か
っ
た
。
以
上
の
外
藩
士
と
し
て
徳
島
藩
老
稻
田
邦
直
に
平
家
さ
れ

た
一
志
が
あ
る
。
邦
直
の
場
合
は
仙
壷
髭
男
係
者
の
そ
れ
と
は
理
由
を
異
に
し
、
寧
ろ
溝
極
的
と
書
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
邦
直
は
三
年
事
を
以
て
本
島
と
孚
ひ
爲
め
に
兵
庫
縣
貫
族
と
し
て
移
住
を
下
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
旦
尚
の
一
部

と
色
丹
島
を
支
配
地
と
し
て
四
年
中
に
百
三
十
飴
戸
を
移
し
て
み
る
。

　
諸
藩
並
び
に
諸
藩
卒
族
團
膿
の
成
績
を
歴
著
し
て
、
次
に
問
題
と
な
る
も
の
は
省
・
府
の
割
込
で
あ
る
。
初
め
政
府

は
會
津
降
盗
人
の
管
理
を
軍
務
官
に
附
托
し
、
之
を
石
狩
方
面
に
移
し
て
拓
殖
せ
し
め
ん
と
し
、
罷
め
に
同
地
方
を
軍

務
官
の
管
轄
に
附
し
た
。
二
年
半
月
軍
務
官
兵
部
省
と
改
殺
せ
ら
る
、
や
、
石
狩
・
小
樽
・
高
島
三
郡
を
支
配
し
、
次
で
後



、

志
方
面
に
も
堰
劃
し
て
之
を
支
配
せ
し
め
た
。
當
時
恰
も
開
拓
使
は
札
幌
経
義
中
に
薦
し
、
較
、
も
す
れ
ば
物
資
の
供

給
等
に
聾
し
て
兵
部
省
と
の
問
に
紛
擾
し
、
島
判
官
の
如
き
は
極
力
之
を
排
除
せ
ん
と
し
、
今
に
し
て
断
然
た
る
庭
麗

な
く
ば
本
府
創
業
の
見
込
立
ち
難
し
と
迄
切
言
し
、
二
年
正
月
途
に
同
省
の
管
轄
を
罷
免
す
る
こ
と
、
な
っ
た
。
然
も

こ
の
事
件
は
そ
れ
貸
主
に
重
大
な
も
の
で
は
な
く
、
軍
に
構
限
論
を
事
と
す
る
官
吏
の
常
套
と
見
る
べ
き
も
の
に
過
ぎ

な
い
。
然
る
に
次
の
問
題
と
す
べ
き
東
京
府
の
管
轄
事
件
は
、
少
か
ら
ず
一
部
の
官
憲
並
び
に
一
般
庶
民
を
し
て
疑
憾

の
眼
を
騰
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
Q
そ
の
鼻
端
は
三
年
三
月
東
京
府
弁
官
に
申
達
し
て
、
兵
馬
倥
偲
以
黒
物
贋
騰
貴
府

下
繊
塵
の
産
業
不
振
窮
民
保
護
の
目
的
立
た
ざ
る
を
以
て
、
北
海
滋
内
三
四
郡
を
引
受
け
、
物
産
融
通
の
途
を
開
か
ん

こ
と
を
乞
ひ
、
開
拓
使
に
複
牒
の
結
果
直
ち
に
之
を
許
可
す
る
こ
と
と
し
、
根
室
三
郡
を
之
に
宛
て
ん
こ
と
に
決
定
し

た
◎
東
京
府
は
之
に
於
て
直
に
係
員
を
涙
遣
し
て
米
姿
そ
の
他
の
必
要
品
を
逸
見
し
て
頗
る
迅
蓮
に
経
讐
着
手
の
運
び

と
な
っ
た
。
然
も
そ
の
裏
面
に
は
二
三
の
狡
商
根
室
の
漁
利
豊
富
な
る
を
聞
き
、
暗
中
活
躍
し
て
開
拓
使
を
動
か
し
だ

眞
相
が
洩
知
さ
れ
た
の
で
、
根
室
出
張
所
の
磨
止
と
函
館
蹄
還
の
命
を
受
け
た
松
本
判
官
は
￥
極
力
こ
の
國
盤
上
の
要

地
に
從
黒
藻
，
失
敗
の
経
験
あ
る
東
京
府
民
を
移
す
の
愛
糞
を
中
止
せ
し
め
ん
と
し
、
職
を
賭
し
て
心
墨
し
た
結
果
途

に
取
潰
を
命
ぜ
ら
れ
、
謄
振
の
一
難
を
代
地
と
せ
ら
れ
た
が
、
府
は
も
と
よ
り
代
地
支
配
の
意
志
を
有
し
な
か
っ
た
。
－

　
更
に
右
東
京
府
の
利
構
三
雲
問
題
に
聯
焦
せ
ら
る
、
も
の
に
、
寺
院
支
配
地
中
の
二
三
が
あ
る
〇
一
塁
寺
院
が
斯
る

支
配
地
の
管
掌
を
幽
界
せ
ん
と
す
る
意
向
は
、
性
質
上
簗
膿
た
る
は
勿
論
で
あ
る
が
、
近
く
幕
府
時
代
に
以
て
も
彼
等

　
　
　
　
繰
下
薪
山
脚
後
の
北
海
蓮
畑
粕
確
に
’
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
が
十
七
巷
　
　
第
二
…
概
　
　
　
二
山
ハ
五

（le7）



　
　
　
　
維
薮
蹴
鳳
後
の
北
噛
輪
軸
追
押
鶉
殖
に
．
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
ふ
U
巷
　

強
剛
二
號
　
　
　
斑
晶
ハ
山
ハ

の
射
利
行
爲
は
多
方
面
に
俗
界
と
交
渉
す
る
も
の
が
あ
ウ
、
今
や
こ
の
機
に
乗
じ
て
巧
み
で
享
楽
に
縁
越
し
て
目
的
を

達
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
但
し
猶
考
慮
す
べ
き
は
、
當
時
政
府
と
し
て
頗
る
杞
憂
と
し
た
外
敏
取
締
に
算
し
て
、
此

等
寺
院
は
名
目
を
移
民
激
化
、
殊
に
外
教
防
遇
の
溜
め
を
高
唱
し
て
巧
み
に
所
期
の
目
的
を
達
し
た
黙
を
も
見
逃
し
難

い
。
斯
の
如
く
し
て
割
意
地
を
許
可
さ
れ
た
寺
院
は
、
そ
の
数
に
於
て
は
僅
か
に
二
三
に
止
っ
た
と
は
云
へ
、
そ
の
動

機
は
主
と
し
て
射
利
的
な
も
の
に
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
先
づ
増
上
寺
は
、
二
年
九
月
早
く
も
田

高
の
沿
海
一
部
を
支
配
地
と
し
て
許
可
せ
ら
れ
、
直
ち
に
係
員
を
派
遣
し
て
み
る
が
、
開
拓
使
は
寺
肚
と
し
て
土
地
人

民
の
支
配
は
布
令
に
立
春
す
る
も
の
と
し
、
頑
強
に
そ
の
名
義
取
溝
を
上
々
し
た
。
但
し
太
政
官
は
更
ら
に
複
葉
し
て

此
際
有
力
寺
院
の
希
望
を
容
れ
す
し
て
は
開
拓
の
功
成
り
難
き
を
以
て
、
事
下
獄
に
絶
す
る
こ
と
の
み
を
面
出
の
こ
と

、
し
、
開
拓
使
管
掌
の
反
っ
て
総
懸
拘
泥
に
略
る
べ
き
旨
を
諭
し
て
願
意
を
容
れ
し
め
、
更
ら
に
色
丹
島
の
増
支
配
に

迄
及
ぼ
さ
せ
て
み
る
。
然
し
憶
想
は
開
拓
使
の
抗
議
し
た
如
父
、
右
許
可
以
後
一
ヶ
年
拓
殖
の
成
績
毫
も
見
る
べ
き
な

く
、
唯
駕
場
所
講
負
人
を
介
し
て
鮭
・
昆
布
等
の
海
産
物
を
牧
益
す
る
驚
け
に
止
ま
っ
た
の
で
、
断
じ
て
上
地
せ
し
め
ギ

院
土
地
支
配
の
悪
弊
を
一
洗
せ
ん
と
し
た
が
、
こ
れ
と
て
政
府
に
あ
っ
て
は
猶
一
癒
責
督
の
上
到
底
歯
数
な
き
場
合
迄

上
地
を
見
合
す
べ
し
と
指
令
し
て
み
る
の
に
も
、
そ
こ
に
利
椹
運
動
の
一
面
を
思
は
せ
る
も
の
が
あ
る
。
猶
増
上
寺
は

政
府
に
上
干
し
て
門
徒
所
在
の
地
、
渡
島
・
後
志
・
石
狩
・
天
塩
・
旦
尚
の
内
六
郡
に
亙
り
、
各
末
寺
一
ケ
寺
を
建
設
す
べ

き
敷
地
を
割
譲
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
ひ
、
以
て
人
民
唱
導
土
入
産
業
指
導
に
資
し
、
素
点
を
報
せ
ん
と
し
て
み
る
が
開

（1os）



拓
使
と
し
て
は
絶
醤
に
斯
る
願
意
を
容
る
～
除
地
な
し
と
し
、
新
る
報
國
の
實
意
あ
ら
ば
先
づ
以
て
當
支
配
地
の
實
敷

を
目
前
に
示
す
べ
し
と
し
て
そ
の
儒
購
的
態
度
を
痛
論
し
て
み
る
。
次
に
佛
光
寺
は
蝦
夷
地
支
配
地
の
宛
行
は
既
に
奮

幕
府
に
よ
っ
て
既
得
椹
を
得
た
り
と
し
、
適
當
の
場
所
を
願
出
し
後
志
の
沿
海
一
部
を
得
て
み
る
が
、
右
田
願
書
に
は

寺
院
を
建
立
し
て
專
ら
北
國
末
派
の
門
徒
を
移
住
せ
し
め
、
併
せ
て
開
墾
と
物
産
の
興
立
に
カ
め
外
論
に
染
潤
せ
ざ
る

や
う
敏
論
せ
ん
と
揚
言
し
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
増
上
寺
と
同
標
支
配
地
許
可
満
一
ケ
年
の
後
寸
敷
を
表
は

さ
ざ
る
廉
を
以
て
、
上
地
内
申
の
不
首
尾
を
暴
露
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
．
以
上
二
寺
院
よ
り
も
更
ら
に
猫
露
骨
な
利
椹

運
動
を
試
み
て
、
流
石
の
支
配
地
割
込
も
途
に
成
立
に
及
ば
な
か
っ
た
も
の
に
泉
涌
寺
が
あ
る
。
師
ち
同
寺
住
職
の
名

を
以
で
抑
，
四
條
帝
以
來
先
帝
に
至
る
迄
密
接
な
る
皇
室
と
の
關
係
を
冒
頭
し
て
、
失
産
流
離
の
窮
民
を
救
助
し
て
開

拓
興
産
に
カ
め
ん
と
し
、
堅
く
一
己
の
寺
力
に
よ
る
も
の
な
る
旨
を
誓
言
し
て
支
配
地
を
要
面
し
て
み
る
。
そ
の
幽
願

は
前
記
二
寺
院
の
不
誠
意
が
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
三
年
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
だ
か
ら
、
開
拓
使
の
答
串
は
頗
る
深
将

に
近
傍
寺
院
支
配
地
の
串
立
は
漁
猟
貸
金
の
悟
得
を
眼
目
と
し
て
自
己
の
窮
乏
を
補
綴
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
を
指
摘

し
、
臨
乎
反
響
し
た
。
而
し
て
事
の
面
相
に
至
っ
て
は
越
前
三
國
湊
の
商
人
等
同
家
と
結
托
し
て
利
権
獲
取
の
爆
に
幾

で
ん
と
し
た
の
で
、
爾
響
町
ら
に
追
願
を
重
ね
た
。
そ
の
開
拓
見
込
書
に
よ
れ
ば
、
失
産
流
離
の
窮
民
夫
婦
百
組
を
移

殖
し
十
ケ
年
間
費
用
一
切
を
支
給
し
、
養
獄
製
璽
を
も
奨
蓋
し
新
式
の
器
具
を
使
用
し
て
内
地
同
機
の
村
落
を
経
管
せ

し
め
ん
と
す
る
に
あ
っ
て
、
誹
査
と
し
て
は
比
較
的
進
歩
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
主
た
る
眼
目
と
す
べ
き
資
金
の
融

　
　
　
　
維
就
制
颪
絡
晒
の
距
川
海
遺
加
鶉
帖
残
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
・
悲
恐
　
　
筑
一
二
號
　
　
　
ご
山
ハ
七

（　le9　）



　
　
　
　
維
新
霞
後
の
北
海
遺
拓
殖
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
倦
　
第
二
號
　
　
二
六
入

通
に
つ
き
危
惧
せ
ら
る
、
も
の
多
く
、
出
資
者
の
身
元
探
索
の
結
果
、
果
し
て
山
師
的
の
計
書
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と

が
暴
露
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
上
述
寺
院
の
割
込
運
動
に
は
何
れ
も
規
を
一
に
し
て
當
路
の
撒
心
を
買
は
ん
が
爲
、
先
以
て
激
化
を
昌
に
し
て
移
住

民
の
問
に
邪
激
の
潜
入
を
防
遇
せ
ん
と
述
べ
て
み
る
の
は
、
勿
論
政
府
に
と
っ
て
は
當
蒔
猫
外
毅
禁
止
の
立
場
の
下
に

國
内
動
揺
の
際
に
乗
じ
て
彼
等
の
宣
傳
を
恐
れ
た
時
代
と
し
て
、
格
好
の
武
器
で
あ
っ
た
と
は
云
へ
流
石
に
有
司
間
に

は
そ
の
黒
白
を
弊
別
し
て
一
時
の
儒
購
に
獲
る
な
く
、
一
面
或
程
度
迄
寺
院
の
活
動
に
塗
し
て
も
誠
意
を
表
す
る
も
の

に
甥
し
遙
進
で
鍵
を
書
せ
し
め
た
場
合
も
少
－
な
か
っ
た
。
そ
の
好
例
と
す
べ
き
も
の
手
本
辱
が
あ
働

る
。
凡
そ
本
願
寺
は
東
西
と
も
蝦
夷
地
に
開
敏
す
る
も
の
早
く
、
殊
に
東
派
の
激
勢
は
著
し
く
強
大
で
、
軍
に
維
新
以

後
新
規
に
激
線
を
張
ら
ん
と
す
る
も
の
は
選
を
異
に
し
て
、
既
に
連
綾
し
て
深
き
關
係
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て

今
や
こ
の
場
合
に
當
）
一
画
の
方
針
は
北
海
開
教
に
全
力
を
暴
げ
、
互
費
を
出
し
て
開
登
に
當
ら
ん
と
し
た
。
斯
の
如

く
し
て
開
拓
使
は
邪
宗
防
禦
労
，
北
地
勢
末
敏
論
の
繁
藤
ま
の
來
滋
を
希
望
し
、
や
が
て
三
年
七
月
の
新
門
主
巡
錫
と

な
り
、
こ
れ
よ
り
先
き
彼
の
函
館
方
面
よ
り
謄
振
に
食
じ
て
札
幌
に
達
す
る
薪
道
i
本
願
寺
遣
路
の
開
盤
と
な
り
、

別
に
函
館
江
差
間
の
開
通
嚢
三
千
八
百
爾
を
…
獄
じ
た
の
は
二
年
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
緊
急
を
要
す
る
施
設
が

開
拓
使
の
好
戚
を
得
た
の
は
云
ふ
迄
も
な
い
Q
爾
來
同
時
に
殆
ど
全
道
に
亙
る
些
末
激
化
の
込
め
取
締
り
を
な
し
、
札



幌
を
中
心
と
し
て
諸
國
に
亙
っ
て
全
数
ケ
所
に
亙
り
滋
場
の
建
設
を
願
出
し
、
連
絡
道
路
の
開
馨
を
來
し
て
一
大
激
化

綱
を
立
ち
ん
と
し
、
結
局
札
幌
以
下
六
ケ
所
に
寺
域
一
千
坪
宛
を
割
概
し
て
建
設
を
許
可
す
る
こ
と
、
な
っ
た
。
斯
る

一
例
誰
は
何
よ
り
も
開
拓
使
に
樹
す
る
財
的
援
助
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
現
象
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
と
共
に
、
又
政

府
が
開
港
場
函
館
を
有
す
る
新
開
地
に
撃
殺
の
潜
入
を
偽
る
、
黙
が
あ
っ
な
爲
で
あ
っ
た
と
も
云
へ
る
。
當
時
太
政
官

よ
り
開
拓
使
長
官
に
宛
て
、
警
戒
せ
し
め
た
　
密
書
と
稽
す
る
も
の
は
、
問
題
の
人
フ
ル
ペ
ッ
キ
並
び
に
エ
ン
ハ
ー
ル

等
の
潜
激
卓
布
激
の
恐
る
べ
き
を
縷
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
意
は
兇
戯
に
類
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
云
へ
、
彼
等

に
具
ふ
る
爲
寺
院
活
躍
の
一
素
因
を
な
さ
し
む
る
に
至
っ
た
も
の
と
し
て
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
然
る
に
猫
耳
野
を
他
面
に
齢
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
維
新
直
後
は
極
端
に
排
佛
殿
繹
の
行
は
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
、

故
に
寺
院
は
屏
息
し
て
仁
道
の
宣
揚
猫
り
隆
昌
を
極
む
る
に
際
し
、
新
開
地
の
舞
皇
に
於
て
も
懸
道
の
活
躍
が
何
等
か

の
形
を
執
っ
て
表
は
れ
ん
と
す
る
は
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
大
紫
撹
内
の
鎭
守
と
し
て
開
拓
紳
は
二
年
十
月
島
鋼
官

の
御
璽
代
を
奉
祀
し
て
札
幌
に
入
っ
て
以
來
、
三
年
三
月
太
政
官
帥
砥
官
に
牒
し
て
祭
祀
を
行
は
し
め
て
み
る
迄
に
な

っ
て
み
る
が
、
然
も
帥
肚
の
造
螢
は
は
か
ど
ら
す
北
海
の
駿
勢
を
傳
ふ
る
も
の
佛
駿
獅
り
盛
に
外
激
亦
行
は
れ
ん
と
す

と
云
ひ
、
今
に
し
て
撮
た
る
一
ノ
宮
を
経
螢
し
て
野
馬
を
弘
布
す
る
に
あ
ら
す
ん
ば
由
々
し
き
大
事
に
及
ば
ん
と
な

し
、
斯
の
東
京
府
の
支
配
地
上
串
の
例
に
傲
ひ
て
日
高
四
郡
を
紳
祇
省
支
配
地
に
宛
て
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
ひ
、
徒
罪
者

並
び
に
窮
民
等
を
移
住
せ
し
め
そ
の
地
の
所
得
を
以
て
経
管
に
從
ひ
、
外
は
異
端
激
賊
を
抑
制
し
、
異
國
の
難
路
を
防

　
　
　
　
維
薪
霞
後
の
北
海
道
拓
残
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
谷
　
第
ご
號
　
　
二
六
九

（111）



　
　
　
　
維
薪
藏
後
の
北
海
遺
事
熱
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
二
號
　
　
二
七
〇

ぎ
、
内
は
紳
胤
の
経
螢
を
完
う
し
士
艮
に
孝
道
激
辛
を
施
さ
ん
と
す
と
建
議
し
て
み
る
も
の
が
あ
る
。
右
騨
籟
見
込
地

に
擬
平
し
た
臓
高
四
郡
は
、
海
産
輝
輝
の
一
中
心
と
し
て
當
時
一
年
の
税
額
三
分
穐
と
し
て
総
計
三
萬
七
千
除
爾
を
算

し
て
み
だ
Q
こ
の
串
講
は
大
聖
開
拓
使
官
吏
諮
良
大
主
典
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
丈
け
に
、
二
時
の
筆
勢
を
熟
察
し

て
か
、
る
方
法
を
書
算
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
例
へ
紳
紙
省
の
名
目
を
以
て
な
さ
れ
た
も
の
に
も
せ
よ
、
も
と
よ
り

斯
る
財
源
を
一
省
に
附
托
す
る
こ
と
は
劉
底
開
拓
使
と
し
て
詮
議
す
る
限
り
で
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
以
上
歴
織
し
た
概
槻
に
次
い
で
織
る
も
の
は
彌
，
開
拓
使
そ
の
も
の
、
経
典
が
如
何
に
獲
算
し
た
か
の
問
題
で
あ

る
〇
二
年
入
月
に
宣
言
さ
れ
た
前
記
新
施
設
要
項
は
果
し
て
豫
期
し
た
成
果
を
牧
め
た
か
。
札
幌
府
の
建
設
に
没
頭
し

π
島
、
根
室
に
駐
屯
し
た
松
本
、
函
館
に
東
久
世
長
官
を
助
け
た
岩
村
の
各
判
官
は
何
れ
も
す
ぐ
れ
た
才
賂
の
所
有
者

と
し
て
互
に
煽
精
し
た
が
、
然
し
互
に
樺
限
を
持
す
る
こ
と
固
く
較
も
す
れ
ば
意
志
の
疏
通
を
歓
き
、
函
館
に
於
け
る

束
久
世
長
官
は
之
を
制
禦
す
る
に
苦
し
み
、
且
政
府
と
の
交
渉
に
あ
り
て
も
多
く
の
利
権
漁
り
は
直
接
東
京
に
於
て
運

動
し
事
々
に
控
制
す
る
を
常
と
し
、
早
く
も
革
新
の
結
綿
は
破
綻
の
淵
に
藩
ま
ん
と
す
る
形
勢
に
あ
っ
淀
。
札
幌
府
の

建
設
に
つ
い
て
は
島
剣
官
の
敬
遠
、
東
京
府
割
込
に
つ
い
て
は
松
本
判
官
の
僻
愈
愈
明
等
は
そ
の
表
は
れ
の
一
端
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
こ
の
藤
織
た
る
新
経
管
地
に
鋼
す
る
所
當
経
費
は
到
底
所
期
の
事
業
の
一
端
を
も
施
設
し

得
ざ
る
窮
境
に
隔
る
の
止
む
な
き
に
至
つ
π
の
は
唖
然
で
あ
っ
た
。
故
に
開
拓
使
と
し
て
は
當
初
の
揚
言
を
裏
切
っ
て

（　l12　）



出
鉱
得
を
丈
け
縮
少
せ
る
場
面
を
最
低
限
度
に
施
設
す
る
よ
り
外
に
方
策
が
な
か
つ
だ
。
・
寒
詣
瞥
備
の
要
地
と
し
て
重

要
視
せ
あ
れ
た
宗
谷
を
大
藩
を
名
と
し
て
金
澤
藩
に
托
し
衆
後
、
、
三
年
正
月
に
出
さ
れ
た
開
拓
使
の
伺
書
に
は
、
爾
今

管
鞍
地
は
札
幌
附
近
等
の
福
要
地
に
限
る
こ
と
、
し
、
根
室
は
宗
谷
の
例
に
倣
ひ
て
藩
の
支
配
地
と
な
し
、
諸
藩
配
、
當

φ
地
ぽ
殆
ど
差
分
せ
ら
れ
た
る
を
以
て
本
府
隔
絶
の
地
域
は
之
を
良
除
の
諸
藩
地
に
墾
更
し
、
樺
太
は
複
雑
な
る
外
交

上
の
営
営
を
顧
慮
し
て
外
務
省
管
轄
た
ら
し
め
ん
と
し
て
み
る
も
の
が
あ
る
。
除
り
に
も
退
嬰
的
な
方
針
を
暴
露
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
ざ
れ
ば
そ
の
後
同
年
五
，
月
に
至
っ
て
政
府
…
に
上
呂
し
た
開
拓
見
込
大
略
に
は
、
　
一
、
海
漕
を
利
し
諸

」
物
有
無
葱
泄
す
、
、
一
、
移
民
開
拓
の
基
本
を
定
む
、
　
一
、
恒
産
を
與
へ
農
業
を
罷
む
、
一
、
漁
場
を
開
く
、
一
、
地
宜

を
相
し
て
生
産
を
興
す
、
一
、
鑛
由
を
開
産
す
、
（
以
上
當
務
）
、
一
、
府
縣
制
を
定
む
、
一
、
塁
壁
を
興
す
、
一
、
大

小
豊
麗
を
興
す
、
（
以
上
後
家
見
込
）
と
さ
れ
て
み
る
も
の
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
其
は
未
だ
軍
な
る
抽
象
案
の
羅
渕
に

過
ぎ
な
い
實
情
で
あ
っ
だ
。
唯
，
然
し
、
そ
こ
に
は
漸
を
追
て
施
設
上
に
於
け
る
定
見
が
繰
返
さ
れ
て
來
た
こ
と
丈
け
は

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
諏
⑩
次
で
同
年
十
月
政
府
へ
の
伺
書
に
は
、
　
一
、
魂
土
建
府
は
近
郊
の
戸
口
移
殖
の
後
思
う
に
着

手
す
べ
き
こ
と
、
一
，
、
田
畑
の
新
開
は
一
反
毎
に
金
二
爾
を
下
附
し
、
一
、
軍
備
と
し
て
札
幌
に
常
備
兵
を
憂
き
軍
艦

二
型
を
無
用
し
て
漕
海
を
巡
航
せ
し
む
る
こ
と
等
が
示
さ
れ
て
み
る
が
、
・
軍
備
以
外
の
件
は
何
れ
も
許
可
せ
ら
れ
で
る

る
か
ら
之
を
前
出
の
見
込
書
に
比
較
し
て
更
ら
に
施
設
の
安
定
と
進
歩
と
が
幾
分
窺
知
さ
れ
る
。

　
今
距
等
の
施
設
の
巾
幸
し
き
事
項
に
↓
亙
り
て
少
し
く
省
察
し
て
見
る
な
ら
ば
、
第
一
全
滋
の
中
心
と
し
て
の
札
幌
府

　
　
　
　
維
新
颪
後
の
北
海
誼
繕
事
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
霧
　
第
二
號
　
　
一
一
七
一

（王1ぎ）



　
　
　
　
維
新
直
後
の
北
海
道
妬
殖
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
二
號
　
　
二
七
二

の
経
螢
は
夙
に
衆
議
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
、
主
と
し
て
島
早
宮
之
を
劃
策
し
、
そ
の
官
衙
地
幣
と
街
優
地
帯
と
を
分
ち

て
縦
横
井
然
た
る
街
路
を
通
じ
た
大
規
模
の
都
市
計
書
に
は
流
石
に
遠
大
の
雄
圖
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
然
も
攣
り
に

耳
管
…
に
急
い
で
失
　
費
に
過
ぎ
た
結
果
長
官
の
忌
誰
に
塗
れ
て
敬
課
せ
ら
れ
、
岩
村
判
官
之
に
代
は
る
に
及
ん
で
は
先
づ

建
府
よ
り
も
該
地
域
近
接
の
棊
落
維
讐
の
急
な
る
を
説
き
、
着
々
と
し
て
之
が
雑
談
に
カ
む
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
噺

の
如
く
し
て
島
剣
官
に
よ
っ
て
先
に
劃
策
さ
れ
た
朋
越
移
民
よ
り
成
る
近
郊
四
ケ
村
に
加
ふ
る
に
、
四
年
中
に
至
る
迄

の
間
岩
村
判
官
は
陸
前
陸
中
の
士
民
を
移
し
て
入
ケ
村
の
建
設
に
成
害
し
だ
。
但
し
一
面
稀
府
も
亦
輿
論
不
急
と
す
る

を
許
さ
す
、
官
衙
地
帯
の
諸
建
築
先
づ
成
り
市
街
地
帯
に
は
欝
欝
市
民
を
移
し
て
、
四
年
五
月
彌
こ
、
に
鵬
拓
使
長
官

の
赴
任
寛
・
迄
量
っ
た
の
で
あ
・
。
而
し
て
・
れ
よ
亮
さ
藩
伺
書
の
兵
瘤
題
i
雷
兵
児
塁
の
唱
∴

を
見
る
に
至
っ
た
の
は
、
後
の
該
制
度
の
具
禮
的
萌
芽
と
し
て
特
に
注
意
を
惹
か
れ
る
○
右
の
開
拓
使
案
は
東
京
府
貫

属
の
士
卒
を
精
選
し
て
凡
そ
百
二
十
戸
を
移
し
、
兵
備
に
条
ね
て
桑
麻
の
恒
産
を
興
さ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
、
東
京

府
に
著
て
は
之
が
細
則
を
告
示
し
て
既
に
徴
募
に
及
ば
ん
と
し
た
が
、
其
間
種
々
の
支
障
が
あ
っ
て
實
施
せ
ら
る
、
に

至
ら
な
か
つ
泥
。

　
衣
で
場
面
を
札
幌
以
外
に
轄
す
る
な
ら
ば
、
移
募
民
の
招
致
に
は
實
に
波
瀾
曲
折
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
繰
返
し
て
み

る
。
先
ず
開
拓
使
と
し
て
最
初
の
試
み
と
な
っ
た
二
年
九
月
東
京
府
募
集
の
五
百
の
庶
民
は
そ
れ
ぐ
樺
太
・
根
室
・
宗

谷
に
分
置
せ
ら
れ
だ
が
、
恣
卒
の
際
平
等
の
多
く
は
不
良
烏
合
の
徒
と
し
て
全
く
豫
想
を
裏
切
り
、
且
つ
氣
候
と
業
務



に
馴
致
せ
す
久
し
か
ら
す
し
て
四
散
す
る
に
至
っ
て
み
る
。
又
移
住
者
中
異
色
あ
る
會
津
降
伏
人
は
、
初
め
政
府
軍
務

官
管
理
と
し
て
一
萬
二
千
入
の
大
数
を
移
し
て
拓
殖
せ
し
む
る
措
定
を
な
し
詳
細
に
計
書
案
を
立
て
さ
し
め
た
が
、
既

に
し
て
そ
の
一
部
小
樽
に
移
り
奮
縁
を
以
て
斗
南
藩
主
に
引
渡
さ
れ
た
が
、
僻
退
す
る
に
及
び
開
拓
使
も
領
家
を
容
れ

す
、
漸
く
樺
太
開
拓
使
に
碕
干
し
、
次
で
そ
の
老
令
に
毒
し
て
そ
の
ま
、
土
着
し
て
百
七
十
戸
二
ヶ
村
を
形
成
す
る
如

き
数
奇
の
運
命
に
零
し
て
み
る
が
、
彼
等
は
敗
愚
心
と
し
て
久
し
く
逆
境
に
置
れ
だ
も
の
、
土
着
後
の
開
拓
成
績
は
頗

る
盗
り
、
別
に
後
志
洛
岸
の
斗
南
藩
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
る
同
降
伏
人
の
数
部
落
と
共
に
健
金
な
る
狡
達
を
途
げ
た
Q

次
に
之
と
相
封
照
せ
ら
る
、
函
館
降
伏
人
は
、
主
と
し
て
蕾
幕
府
及
漏
壷
藩
士
e
あ
っ
た
。
政
府
の
意
向
と
し
て
は
彼

題
し
て
そ
の
ま
、
土
着
墨
せ
し
め
ん
と
塞
に
あ
っ
再
開
複
最
窟
舞
の
徒
の
養
と
蕩
の
裂
漉

写
声
法
人
に
比
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
を
陳
べ
、
遽
に
之
を
諾
せ
す
し
て
退
催
せ
し
め
た
。
斯
る
一
＝
こ
の
例
謹
に
よ
っ
て

も
當
時
移
民
の
困
難
は
豫
想
外
に
出
で
、
殊
に
本
土
と
の
距
離
氣
候
等
從
來
の
關
係
上
渡
來
者
の
大
多
数
は
奥
朋
北
越

等
に
制
限
せ
ら
る
、
の
傾
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
等
の
習
性
は
一
般
に
遊
惰
に
過
ぐ
と
聡
せ
ら
れ
た
爲
め
に
、

開
拓
使
の
新
し
き
試
み
と
し
て
篤
實
農
業
の
聞
え
あ
る
肥
前
の
農
民
四
十
徐
戸
を
浦
河
に
移
殖
す
る
迄
の
蓮
び
に
及
ん

で
み
る
。
但
し
そ
の
成
績
は
普
蓮
以
上
に
出
で
な
か
っ
た
。
更
ら
に
募
移
民
と
連
質
し
て
暴
ぐ
べ
き
も
の
に
漁
場
持
の

漁
民
移
殖
が
あ
る
。
漁
場
持
は
多
く
新
政
に
よ
っ
て
漸
次
磨
止
の
犀
潟
に
潰
れ
た
奮
場
所
講
負
で
あ
っ
た
が
，
殊
に
根

室
方
面
に
於
て
彼
等
は
奥
朋
乃
至
編
出
・
函
館
の
民
を
招
致
し
て
所
在
に
幽
き
、
釧
路
の
如
き
は
一
暴
百
戸
に
近
き
市

　
　
　
　
維
新
…
直
後
の
北
海
撹
拓
殖
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
二
號
　
　
二
七
三



　
　
　
　
維
凝
撹
後
の
牝
海
滋
絡
醗
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ナ
七
魯
　
第
二
號
　
　
二
七
臨

街
を
開
く
に
至
っ
て
み
る
。
更
ら
に
窟
移
民
と
し
て
は
開
拓
使
所
管
の
内
後
志
場
所
は
漁
猟
盛
行
の
爲
め
、
函
館
は
既

に
飛
年
期
に
入
ら
ん
と
す
る
都
市
と
し
て
、
札
幌
は
移
住
の
商
工
に
劉
す
る
早
撃
最
も
篶
か
つ
た
理
由
の
下
に
順
調
に

戸
ロ
の
増
加
を
見
る
に
至
っ
た
。

　
開
拓
使
の
施
設
を
歴
叙
遮
観
し
て
猶
多
く
の
重
要
事
項
は
取
残
さ
れ
て
み
る
。
當
時
全
滋
沿
岸
の
経
緯
的
實
椹
を

掌
握
し
て
み
た
場
所
講
負
入
の
愚
亭
問
題
に
し
て
も
、
亦
開
拓
使
の
重
要
な
る
財
源
と
し
て
座
せ
ら
れ
た
海
閣
所
の
増

設
、
或
は
産
物
會
激
の
設
置
に
し
て
も
、
そ
の
結
果
は
相
待
っ
て
全
道
拓
殖
計
書
の
成
否
を
動
か
す
要
因
で
あ
っ
た
。

然
し
そ
れ
迄
全
面
的
に
親
野
を
専
大
せ
す
軍
に
如
上
の
概
擬
の
み
に
よ
る
と
す
る
も
、
こ
の
期
待
さ
れ
た
新
事
業
は
早

一
行
詰
あ
状
魯
繋
れ
た
・
と
を
叢
す
・
に
難
事
い
。
殆
ど
初
叢
と
毒
す
べ
姦
・
難
妻
需
も
働

貧
弱
な
る
縷
餐
に
よ
っ
て
短
期
問
に
虚
顕
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
に
属
す
る
。
而
も
此
際
何
等
か
の
打
開
策
が

行
は
る
、
に
平
す
ん
ば
新
政
府
の
聲
明
を
裏
切
る
の
み
な
ら
す
、
画
家
懸
來
、
の
安
危
に
製
す
る
重
大
事
と
し
て
廟
堂
の

重
爆
と
も
な
っ
た
。
此
時
に
繋
り
三
年
こ
月
新
に
分
離
し
た
樺
太
開
拓
使
の
任
に
當
つ
た
開
拓
使
次
官
黒
田
清
隆
の
任

地
よ
り
蹄
途
四
年
九
月
の
本
病
視
察
の
結
果
は
、
こ
の
行
詰
り
の
現
状
に
饗
し
て
一
大
警
策
を
輿
へ
、
途
に
黒
田
次
嘗

の
意
見
を
基
本
と
し
て
拓
殖
政
策
は
轄
回
せ
ら
る
、
こ
と
、
な
っ
た
。
そ
の
建
議
案
に
よ
れ
ば
、
石
狩
重
質
（
札
幌
）
を

中
心
と
し
て
四
方
を
控
制
し
、
樺
太
を
そ
の
部
内
に
複
し
、
歳
額
百
五
十
萬
爾
を
費
し
二
十
年
に
し
て
奏
敷
す
べ
し
と

云
ひ
、
風
土
適
當
の
異
邦
よ
り
開
拓
に
長
ず
る
も
の
を
聰
逸
し
て
一
定
の
法
を
立
て
、
開
登
す
べ
し
と
論
じ
、
別
に
詳



愚
な
る
維
塁
壁
算
表
を
添
へ
、
且
つ
財
源
に
つ
い
て
雨
覆
の
方
法
を
も
附
記
し
て
み
る
。
こ
の
建
議
書
に
現
は
れ
た
少

く
と
も
二
つ
の
重
要
事
項
は
、
將
來
の
経
費
と
開
拓
指
導
者
の
聰
用
と
で
あ
る
が
、
；
從
來
開
拓
使
事
業
の
不
振
理
山
と

し
た
経
嚢
は
樺
太
を
幽
し
て
年
額
二
十
萬
墨
髭
一
萬
石
籐
に
過
ぎ
す
、
但
し
三
年
の
豫
不
調
表
に
よ
れ
ば
道
内
牧
入
の

租
税
額
約
七
十
六
萬
籐
爾
内
約
七
十
萬
爾
を
支
出
せ
ん
と
し
て
み
る
か
ら
、
多
少
の
墾
更
あ
り
と
す
る
も
大
輔
五
六
十

萬
爾
を
支
出
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
今
黒
田
次
官
は
一
年
毎
に
そ
の
約
三
倍
を
支
出
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
」

財
政
難
に
困
ん
だ
政
府
と
し
て
如
何
に
之
を
裁
決
す
る
か
は
猶
未
定
の
問
題
で
あ
っ
た
。
更
ら
に
開
拓
指
導
者
の
庸
璃

に
卜
し
て
は
、
黒
田
次
官
に
洋
行
を
命
じ
て
外
國
開
拓
地
の
視
察
と
顧
問
の
庸
聰
、
器
械
の
購
求
等
に
嘗
ら
し
む
る
こ

と
、
し
、
や
が
て
米
國
に
向
つ
た
黒
田
次
官
は
同
國
政
府
に
交
渉
し
て
農
務
局
長
ホ
ラ
シ
・
ケ
プ
ロ
ン
聰
用
の
契
約
は
，

四
年
二
月
に
締
結
せ
ら
れ
た
Q
此
聞
墾
議
副
島
種
臣
亦
詳
か
に
札
幌
附
近
を
覗
察
し
、
や
が
て
副
島
・
黒
田
・
東
久
世
の

三
頭
會
議
と
な
り
、
恰
も
全
歯
磨
葉
面
縣
断
行
の
翌
八
月
維
新
後
第
三
次
の
大
改
革
と
な
り
、
樺
太
開
拓
使
を
併
合
し

奮
諸
藩
・
寺
院
の
支
配
地
を
免
じ
、
全
滋
劃
一
開
拓
使
の
隷
属
と
し
、
懸
來
拓
殖
の
風
面
と
し
て
は
十
年
一
千
萬
圓
を

総
額
と
し
て
更
新
の
前
途
は
展
開
せ
ら
れ
て
行
っ
た
Q
之
を
黒
田
次
官
の
建
議
に
一
ヶ
年
百
五
十
萬
爾
…
二
十
ヶ
年
総
額

三
千
萬
爾
に
比
す
れ
ば
三
分
一
と
な
っ
た
が
、
當
時
政
府
…
の
財
政
上
よ
り
す
れ
ば
非
常
の
英
断
で
あ
っ
た
9

　
　
　
　
　
　
　
　
七

　
明
治
維
新
薩
後
四
年
七
月
康
藩
置
石
の
断
行
に
至
る
迄
の
期
間
は
、
新
日
本
國
家
結
成
へ
の
一
過
程
と
し
て
、
政
府

　
　
　
　
維
新
薩
後
の
北
海
遺
拓
殖
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
二
號
　
　
ご
七
五

（ユi7）
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の
基
礎
未
だ
輩
固
な
ら
す
財
政
準
備
そ
の
他
何
れ
の
瓢
よ
り
見
る
も
所
在
に
敏
隔
を
有
し
、
諸
藩
錯
綜
せ
る
地
方
統
治

の
煩
雑
さ
は
想
像
外
に
あ
っ
た
。
斯
る
時
期
に
あ
っ
て
未
経
験
の
大
舞
豪
と
未
経
験
に
近
い
封
魯
警
備
の
重
任
を
兼
ね

た
任
務
の
挙
行
を
要
し
た
開
拓
使
の
事
業
に
も
、
同
じ
く
不
安
定
な
一
面
を
免
れ
な
か
っ
た
。
二
年
乃
至
四
年
に
亙
る

事
業
の
総
決
算
は
、
着
手
獣
畜
な
ら
す
し
て
當
初
の
宣
言
を
裏
切
り
破
綻
百
出
し
牧
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
窮
状
に
隔
っ

た
。
こ
の
原
因
を
槍
冠
し
て
軍
に
財
政
難
の
み
に
蹄
す
る
こ
と
は
一
面
の
理
由
に
過
ぎ
嫁
い
。
斯
し
て
こ
の
困
厄
せ
る

試
練
の
問
に
は
事
業
の
成
功
如
何
に
係
は
ら
す
多
く
の
注
意
す
べ
き
事
件
を
示
現
し
た
。
彼
の
諸
藩
・
寺
院
等
に
支
配

地
を
附
托
し
て
開
拓
の
癌
種
と
な
っ
た
失
敗
は
、
錯
綜
せ
る
内
地
の
藩
縣
制
度
を
移
し
て
こ
、
に
皮
霜
の
延
長
を
な
さ

し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
卒
族
團
駿
の
移
住
が
概
し
て
堅
實
な
る
成
績
を
示
し
た
の
は
、
そ
の
模
子
が
封
建
的
主

思
關
係
の
結
合
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
零
れ
は
拓
殖
民
と
し
て
最
も
嫌
悪
す
べ
き
遊
民
の
徒
が
幾
度
か
豫
期
の
如
く
不

成
績
に
絡
つ
た
も
の
と
封
照
さ
れ
る
◎
殊
に
こ
の
黒
歯
團
禮
の
成
功
は
、
や
が
て
全
國
的
の
問
題
と
な
っ
た
士
族
授
産

を
見
越
し
て
そ
の
模
範
と
な
っ
た
黙
に
於
て
も
興
昧
が
あ
る
。
更
ら
に
明
治
中
期
に
亙
り
濁
特
の
登
達
を
途
げ
た
北
海

滋
屯
田
兵
制
が
既
に
こ
の
期
間
に
充
分
の
萌
芽
を
示
し
て
み
る
の
も
奪
き
蛙
軍
で
あ
り
、
特
に
全
遽
統
制
の
中
心
と
し

て
の
札
幌
建
府
が
多
少
の
賜
与
を
帯
し
た
と
は
云
へ
、
殆
ど
符
節
を
合
し
て
単
寧
式
の
都
市
計
叢
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の

に
建
設
せ
ら
れ
だ
の
は
偉
と
す
べ
き
で
あ
り
、
又
一
部
の
塚
山
が
外
人
に
よ
っ
て
穿
掘
さ
る
、
に
至
っ
た
の
は
米
人
庸

聴
前
の
試
み
と
し
て
意
昧
が
あ
る
。

（　118　）



附
記

こ
の
小
篇
に
使
朋
し
査
吏
料
に
、
殆
ど
全
部
北
海
逆
箭
所
藏
の

謎
詑
に
及
ば
な
か
つ
乳
。
護
者
諒
焉
。

「
公
文
錐
」
に
牧
め
ら
れ
大
経
時
の
公
文
擁
し
に
よ
っ
た
O
今
一
々
煩
た
避
け
て

（119）
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