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キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
一
番
」
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
琴
似
が
兵
村
第
一
号

と
な
っ
た
わ
け
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

屯
田
兵
の
目
的
は
、
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
に
対
抗
し
て
国
を
守
る
と
同

時
に
、
未
開
の
大
地
を
開
拓
し
人
の
住
め
る
と
こ
ろ
に
変
え
て
い
く
こ
と

に
あ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
屯
田
兵
を
置
く
場
所
は
、
次
の
二

つ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

■
兵
村
「
第
１
号
」
を
ど
こ
に
置
く
か

　

第
一
に
、
そ
の
地
域
は
、
防
衛
上
あ
る
い
は
治
安
上
重
要
で
あ
る
こ
と
。

　

第
二
に
、
戦
略
の
面
で
も
、
開
拓
の
面
で
も
一
個
中
隊
が
入
植
で
き
る

だ
け
の
地
積
・
面
積
が
あ
る
こ
と
。

　

つ
ま
り
屯
田
兵
が
入
植
す
る
場
所
は
、
防
衛
的
に
は
外
敵
の
侵
入
に
対

抗
し
う
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
ろ
道
南
で
は
暴
動
も
あ
り

ま
し
た
か
ら
治
安
対
策
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
開

拓
事
業
面
を
考
慮
す
る
と
、
屯
田
兵
の
家
族
が
食
べ
て
い
け
る
だ
け
の
生

産
を
あ
げ
ら
れ
る
肥
沃
な
土
地
で
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。

　

当
初
の
候
補
地
は
、
道
南
の
函
館
周
辺
、
そ
し
て
札
幌
と
室
蘭
の
三
か

所
を
考
え
た
よ
う
で
し
た
。

　

道
南
の
函
館
周
辺
の
地
と
は
、
江
差
・
福
山
（
今
の
松
前
）
辺
り
を
考

え
て
い
た
よ
う
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
は
、
旧
松
前
藩
の
館た
て

県
の
士

族
や
、
榎
本
武
揚
の
旧
幕
軍
の
脱
落
者
や
旧
幕
府
の
役
人
た
ち
が
た
く
さ

ん
い
て
、
生
活
に
窮
乏
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
室
蘭
地
区
は
、
北

方
領
土
を
防
衛
す
る
た
め
の
海
軍
の
拠
点
と
な
る
港
と
し
て
重
視
さ
れ
た

か
ら
で
、
時
代
が
少
し
く
だ
っ
た
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
と
二
十
二

（
一
八
八
九
）
年
に
輪
西
兵
村
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
開
拓
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
相
当
な
土
地
面
積
が
必
要
な

た
め
、
結
局
、
二
つ
の
条
件
に
見
合
う
最
初
の
土
地
と
し
て
札
幌
に
絞
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

■
函
館
・
室
蘭
消
え
、
月
寒
か
小
樽
か

　

問
題
は
、
札
幌
地
区
の
兵
村
を
ど
こ
に
す
る
か
で
し
た
。

　

有
力
な
候
補
地
に
月
寒
地
区
が
あ
り
ま
し
た
。「
人
斬
り
半
次
郎
」
と

も
呼
ば
れ
た
桐
野
利
秋
が
札
幌
を
視
察
し
た
と
き
に
推
薦
し
た
所
で
、
松

本
十
郎
大
判
官
も
同
じ
意
見
で
し
た
。
農
業
に
は
向
い
た
地
域
で
し
た
か

ら
、
兵
村
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
開
拓
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
好
都
合

な
と
こ
ろ
で
し
た
。

　

し
か
し
、
戦
略
面
に
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
兵
力
の
移
動
に

難
が
あ
っ
た
の
で
す
。
ま
だ
、
鉄
道
も
開
通
し
て
い
な
い
時
代
で
、
兵
村

設
置
か
ら
二
年
後
の
西
南
戦
争
（
一
八
七
七
年
）
の
と
き
に
は
、
琴
似
と

山
鼻
両
兵
村
で
組
織
さ
れ
た
第
一
中
隊
と
第
二
中
隊
は
、
小
樽
港
へ
向
か

う
途
中
、
銭
函
で
一
泊
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
、
こ
れ
が
月

寒
か
ら
だ
と
す
る
と
二
泊
三
日
が
必
要
と
な
り
、
と
て
も
急
ぎ
の
動
員
に

は
間
に
合
い
ま
せ
ん
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
村
は
札
幌
の
市
街
よ
り
も
西

に
設
営
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
あ
れ
ば
、
北
方
領
土
の
海
域
を
防
備
す
る
根
拠
地
で
あ
る
と
同

時
に
、
樺
太
へ
の
往
来
と
物
資
輸
送
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
小
樽
に
兵
村
を

つ
く
れ
ば
よ
さ
そ
う
に
も
思
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
坂
の
街
・
小
樽
で
は
、

開
拓
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
肥
沃
で
平
坦
な
地
積
は
と
て
も
確
保
で

き
な
い
の
で
す
。

　

銭
函
よ
り
東
に
あ
る
軽が
る
が
わ川
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
こ
は
火
山
灰
地
と

泥
炭
地
で
農
耕
に
好
条
件
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
兵
村
を
設
置
し
て
も
農
業

経
営
に
支
障
が
生
じ
て
、
屯
田
兵
と
そ
の
家
族
が
定
着
す
る
の
は
難
し
い

と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。

　

■
本
府
防
衛
に
適
し
た
肥
沃
な
平
野
部

　

こ
う
し
て
、
最
後
に
残
っ
た
の
が
琴
似
と
発
寒
で
し
た
。
琴
似
は
、
発

寒
川
と
琴
似
川
と
が
つ
く
っ
た
扇
状
地
で
、
肥
沃
な
平
野
部
で
し
た
。
そ

の
上
、
発
寒
に
は
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
に
、
幕
臣
の
山
岡
精
次
郎

や
永
田
休
蔵
ら
が
「
在
住
」
と
し
て
開
墾
に
入
り
、
農
作
物
を
収
穫
し
た

と
い
う
実
績
が
あ
り
ま
し
た
。「
在
住
」
は
武
士
が
農
民
を
引
き
連
れ
て

来
る
の
に
対
し
、
屯
田
は
兵
自
身
が
農
業
を
す
る
と
い
う
点
で
制
度
的
に

異
な
り
ま
す
が
、彼
ら
は
「
屯
田
兵
の
魁
さ
き
が
け」
と
い
っ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。

　

小
樽
へ
の
移
動
、
そ
し
て
札
幌
本
府
を
防
衛
す
る
と
い
う
戦
略
的
な
面

と
、
肥
沃
な
平
野
部
に
位
置
す
る
開
拓
事
業
の
面
か
ら
も
好
都
合
な
琴
似

に
兵
村
第
一
号
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
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カ
ッ
ヘ
ル
と
い
う
炉
も
付
け
た
外
和
内
洋
の
設

計
案
で
し
た
。

　

■
「
薄
紙
様
の
家
屋
」
と
酷
評

　

と
こ
ろ
が
予
算
不
足
も
あ
っ
て
、
結
局
出
来

上
が
っ
た
の
が
、
一
部
土
壁
で
、
屋
根
は
柾
葺

き
、
暖
を
取
る
の
は
い
ろ
り
で
す
。
窓
は
隙
間

の
あ
る
板
の
戸
（
無
双
窓
）
で
窓
ガ
ラ
ス
な
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
内
側
に
障
子
を
は
め
る
仕
組
み

で
す
か
ら
、
風
の
強
い
日
に
は
、
板
壁
の
隙
間

や
煙
出
し
か
ら
寒
風
や
雪
が
吹
き
込
ん
で
く
る

の
で
す
。

　

そ
ん
な
わ
け
で
兵
屋
の
評
判
は
よ
く
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
松
本
大
判
官
は
「
東
京
旧
幕

組
屋
敷
足
軽
之
宅
也
」
と
酷
評
し
、
明
治
七

（
一
八
七
四
）
年
に
来
道
し
た
ケ
プ
ロ
ン
も
「
薄

紙
様
ノ
家
屋
」
と
そ
の
不
適
切
さ
を
指
摘
し
、

設
計
し
た
村
橋
久
成
は
兵
屋
担
当
を
首
に
な
り

ま
し
た
。

　

も
し
、
暖
房
付
き
の
ち
ゃ
ん
と
し
た
家
が
琴

似
に
出
来
て
い
た
な
ら
、
そ
の
後
の
兵
村
の
兵

屋
も
同
じ
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
な
ら
っ
て
一

般
の
住
宅
も
北
海
道
の
冬
を
よ
り
過
ご
し
や
す

い
も
の
に
な
っ
た
に
違
い
な
い―

著
書
の
中
で
こ
う
指
摘
す
る
若
林
滋
さ

ん
の
考
え
に
私
も
同
感
で
す
。

　

あ
る
人
は
「
琴
似
の
兵
屋
に
は
賛
否
両
論
が
あ
る
。
士
別
の
兵
屋
な
ど

は
土
壁
も
な
か
っ
た
」
と
評
論
家
ぶ
っ
て
説
明
し
ま
す
が
、
こ
の
兵
屋

の
暮
ら
し
を
経
験
し
て
い
な
い
人
の
言
で
す
。
そ
の
寒
さ
と
い
っ
た
ら
、

「
否
」
は
あ
っ
て
も
「
賛
」
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
の
で
す
。

　

■
寒
地
対
策
考
え
た
開
拓
使
、
精
神
論
の
陸
軍
省

す
。
と
も
に
ガ
ラ
ス
窓
で
暖
炉
が
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
米
国
式
は
琴
似
の
二
倍
、
コ
サ
ッ
ク
式
は
四
倍
も
の
建
築
費

が
か
か
る
こ
と
や
、
洋
風
の
住
宅
が
屯
田
兵
の
住
習
慣
に
な
じ
ま
な
か
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
、
日
本
風
の
建
築
洋
式
と
違
っ
て
い
た
の
で
、
た
く
さ

ん
造
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
以
後
の
も
の
は
、
琴
似
に

は
あ
っ
た
土
壁
す
ら
な
い
板
壁
だ
け
の
粗
末
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

特
に
、
屯
田
兵
を
開
拓
使
か
ら
引
き
継
い
だ
陸
軍
省
は
、
山
形
有
朋
を

筆
頭
と
す
る
長
州
閥
で
、
軍
拡
を
優
先
し
ま
し
た
。
先
の
大
戦
で
掲
げ

　
　
　

一
番
の
誇
り
と
試
行
錯
誤

　

こ
う
し
て
琴
似
を
最
初
と
し
て
士
別
ま
で
三
十
七
の

兵
村
が
次
々
と
設
置
さ
れ
、明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）

年
ま
で
屯
田
兵
制
度
の
歴
史
が
続
き
ま
し
た
。
そ
の
最

初
か
ら
最
後
ま
で
唯
一
見
続
け
て
き
た
の
が
、
琴
似
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

琴
似
屯
田
子
孫
会
の
仲
間
か
ら
話
を
聞
く
と
、
や
は

り
多
く
の
方
が
「
屯
田
兵
の
一
番
だ
っ
た
」
と
い
う
こ

と
を
大
き
な
誇
り
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
琴
似
が

開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
歴
史
は

試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

最
初
の
試
行
錯
誤
が
、
兵
屋
の
設
計
で
し
た
。

　

琴
似
に
は
二
つ
の
兵
屋
が
残
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も

同
じ
間
取
り
で
す
。
図
面
（
次
ペ
ー
ジ
）
で
は
和
室

が
八
畳
と
四
畳
半
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近
に
な
っ

て
、「
本
当
は
六
畳
と
四
畳
半
で
は
な
い
か
」
と
い
う

異
論
が
出
て
き
ま
し
た
。
確
か
に
こ
の
図
面
で
は
入
り

口
が
不
自
然
な
点
な
ど
疑
問
が
生
じ
て
き
ま
す
が
、
実

際
の
と
こ
ろ
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

琴
似
屯
田
の
兵
屋
の
設
計
に
当
た
っ
て
、
黒
田
清
隆

に
は
「
暖
か
く
し
て
や
り
た
い
」
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
し
た
。
平
屋
だ
け
れ
ど
も
厩
う
ま
や
を
付
け
て
煉
瓦
製
の

　

ケ
プ
ロ
ン
の
建
言
に
従

い
、
開
拓
使
は
職
員
宿
舎
だ

け
は
防
寒
設
備
を
施
し
た
洋

風
住
宅
に
し
ま
し
た
。
坪

単
価
で
比
較
す
る
と
、
琴

似
兵
村
が
十
三
・
四
円
な

の
に
対
し
て
職
員
宿
舎
は

四
十
三
・
五
〜
五
十
一
・
九

円
と
三
倍
以
上
の
開
き
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
明

治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
江

別
に
米
国
式
耐
寒
構
造
の
兵

屋
十
戸
、
翌
年
篠
津
に
は
ロ

シ
ア
の
コ
サ
ッ
ク
式
の
ロ
グ

ハ
ウ
ス
二
十
戸
を
建
設
し
ま

た
「
欲
し
が
り
ま
せ
ん　

勝

つ
ま
で
は
」
と
い
っ
た
標
語

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
万
事

が
精
神
主
義
で
、
兵
屋
の
防

寒
対
策
な
ど
兵
と
家
族
に
対

す
る
配
慮
は
全
く
無
い
に
等

し
い
も
の
で
し
た
。
開
拓
使

は
、
黒
田
清
隆
を
は
じ
め
と

す
る
薩
摩
閥
。
そ
の
兵
屋
改

良
志
向
は
、
長
州
閥
の
陸
軍

に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
た
の
で

す
。

　

私
は
「
会
津
っ
ぽ
」
で
す

か
ら
、
敵
で
あ
っ
た
長
州
・

薩
摩
は
だ
め
で
す
が
、「
な

琴似屯田兵が初めて開墾をしたときの記念写真

兵屋内部と間取り図
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ん
と
か
暖
か
く
し
て
や
ろ
う
」
と
い
う
開
拓
使
＝
薩
摩
の
思
い
に
は
感
謝

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

■
兵
屋
移
転
を
招
い
た
集
団
密
居
型

　

兵
村
を
ど
ん
な
構
造
に
す
る
か
、
ど
の
く
ら
い
の
土
地
を
給
付
す
れ
ば

よ
い
の
か
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
や
っ
て
み
て
判
断
す
る
と
い
う
試
行
錯
誤

の
連
続
で
し
た
。

　

琴
似
の
兵
村
は
、
兵
屋
が
ぎ
っ
し
り
建
ち
並
ん
だ
「
密
居
型
」
で
、
一

戸
分
を
百
五
十
坪
と
し
、
十
戸
で
一
区
画
と
す
る
変
形
碁
盤
割
り
で
し

た
。
集
団
密
居
型
は
コ
ス
ト
が
安
く
済
む
の
で
す
が
、
畑
仕
事
を
す
る
と

き
に
は
、
そ
こ
か
ら
遠
く
の
農
地
ま
で
出
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
耕
地
と
の
距
離
が
遠
い
と
い
う
集
団
密
居
制
の
最
大
の
欠
点
が
、
後

の
兵
屋
移
転
問
題
の
原
因
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

琴
似
屯
田
の
宅
地
百
五
十
坪
（
発
寒
兵
村
は
二
百
坪
）
で
は
「
野
菜
も

作
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
一
戸
に
つ
き
五
十
坪
が
蔬
菜
栽
培
地
と

し
て
給
与
さ
れ
ま
し
た
。
開
拓
使
は
、
養
蚕
を
兵
村
の
第
一
の
産
業
に
し

よ
う
と
計
画
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ま
ず
五
百
坪
の
桑
畑
を
作
ら
せ
ま
し

た
。
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
は
、
五
千
坪
を
耕
し
て
、
な
お
余
力

の
あ
る
者
に
は
、
更
に
五
千
坪
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
宅
地
の

二
百
坪
と
桑
畑
の
五
百
坪
を
差
し
引
い
て
、
四
千
三
百
坪
が
給
与
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
な
る
と
、
新
設
の
兵
村
で
は
、

一
万
五
千
坪
（
五
町
歩
）
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
琴
似
兵

の
集
落
を
構
成
し
て
い
る
琴
似
兵
村
で
は
、
手
近
な
と
こ
ろ
に
ま
と
ま
っ

た
土
地
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
発
寒
の
泥
炭
地
と
か
南
の
山
岳
地
帯

で
あ
る
と
か
、
は
た
ま
た
藻
岩
山
麓
の
八は
っ
た
り
べ
つ

垂
別
と
い
っ
た
よ
う
に
、
琴
似

以
外
に
も
土
地
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
遠
い

村
で
も
一
万
五
千
坪

が
給
与
さ
れ
、
下
士

に
は
更
に
五
千
坪
計

二
万
坪
が
給
与
さ
れ

ま
し
た
。同
年
の「
土

地
給
与
規
則
」
に

よ
っ
て
、
更
に
一
戸

当
た
り
五
町
歩
が
公

有
財
産
と
し
て
給
与

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
段
階

的
に
給
与
地
が
増
え

て
い
っ
た
こ
と
で
、

新
た
な
問
題
が
生
じ

て
き
た
の
で
す
。
初

め
か
ら
二
百
八
戸
に

五
町
歩
ず
つ
の
土
地

を
給
与
す
る
と
い
う

計
画
で
は
な
か
っ
た

の
で
、
集
団
密
居
式

　

︻
レ
ジ
ュ
メ
よ
り
︼

　

奨
励
作
物
に
見
る
琴
似
の
農
産

　

辛し
ん
び
い
ち
の
む
ら

未
一
ノ
村
か
ら
の
移
住
以
来
、
札
幌
本
府
周
辺
村
落
の
一
つ

で
あ
る
琴
似
は
、
北
海
道
開
拓
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
根
本
問
題

の
実
験
地
と
し
て
の
役
割
を
担
う
定
め
に
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で

す
。
開
拓
使
最
初
の
屯
田
兵
村
の
誕
生
は
、
以
後
の
屯
田
兵
村
の

モ
デ
ル
と
し
て
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の

面
で
も
実
験
地
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

屯
田
兵
入
植
前
年
の
明
治
七
︵
一
八
七
四
︶
年
の
記
録
に
は
、

各
村
の
農
産
物
中
、
大
麦
・
小
麦
・
大
豆
・
小
豆
・
菜
種
・
麻
の

六
種
は
毎
月
二
、
七
、
四
、
九
の
日
に
買
い
上
げ
る
と
い
う
布
達
を

出
し
て
い
ま
す
か
ら
、
農
家
で
作
ら
れ
た
農
産
物
を
開
拓
使
が
買

い
上
げ
て
加
工
品
に
す
る
と
い
う
農
産
加
工
を
行
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
当
時
売
り
先
の
な
い
農
産
物
を
加
工
し
て
製
品
と
し
て
商

品
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
政
策
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
買
い
上

げ
政
策
に
よ
っ
て
、
農
民
の
生
活
は
、
割
合
と
安
定
し
て
い
た
よ

う
で
す
。

　

屯
田
兵
入
植
の
明
治
八
︵
一
八
七
五
︶
年
か
ら
は
、
小
麦
と
麻

と
繭
の
三
品
と
、
後
に
追
加
さ
れ
た
大
麦
が
買
い
上
げ
作
物
と
な

り
ま
し
た
。
明
治
十
一
︵
一
八
七
八
︶
年
か
ら
は
、
特
に
屯
田
兵

に
は
麻
の
耕
作
を
奨
励
し
ま
し
た
の
で
、
開
拓
使
の
奨
励
し
て
い

る
作
物
を
作
れ
ば
買
い
上
げ
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ

に
な
ら
っ
た
農
作
物
と
な
り
ま
し
た
。

　

奨
励
作
物
の
繭
は
養
蚕
に
よ
る
織
物
の
生
産
で
あ
り
、
麻
の
耕

作
は
漁
村
で
使
う
漁
網
の
生
産
、
そ
し
て
大
豆
は
味
噌
醤
油
・
菜

種
は
植
物
油
の
自
給
で
あ
り
、
大
麦
は
新
し
い
産
業
と
し
て
の

ビ
ー
ル
醸
造
用
の
原
料
で
あ
り
、
小
麦
は
水
田
耕
作
が
不
可
能
と

い
う
説
に
よ
る
米
食
生
活
か
ら
パ
ン
食
へ
の
転
換
を
図
る
と
い
う

計
画
に
よ
る
も
の
で
、
製
粉
・
製
パ
ン
の
原
料
で
あ
っ
た
わ
け
で

す
。
こ
れ
以
外
の
耕
作
物
は
自
家
用
作
物
に
限
ら
れ
て
い
た
と
み

る
べ
き
で
、
農
家
は
、
一
種
の
実
験
場
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
と

い
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
代
最
も
力
を
入
れ
た
養
蚕
は
、
不
慣
れ
と
紡

績
工
業
の
先
進
地
の
機
械
化
に
太
刀
打
ち
で
き
ず
、
次
第
に
衰
微

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
麻
も
無
肥
料
耕
作
を
続
け
た
た

め
に
地
力
が
弱
く
な
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
防
風
林
を
失
っ
た

風
害
に
加
え
て
製
網
工
業
の
機
械
化
に
圧
倒
さ
れ
、
や
が
て
消
え

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
ろ
は
、
肥
料
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
、
開
拓
使
は
屯
田
兵
に
﹁
草
木
培
養
糞
肥
定
法
﹂
と
い
う
肥
料

に
対
す
る
知
識
を
配
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、﹁
人
溺
﹂
と
か
﹁
腐

肥
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
人
溺
は
尿
の
こ
と
で
、
腐
肥

琴似兵村に軒を連ねて建ち並ぶ屯田兵屋
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と
こ
ろ
に
、
し
か
も
ば
ら
ば
ら
に
土
地
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

ま
さ
に
、
琴
似
が
、
兵
村
第
一
号
で
あ
っ
た
た
め
の
試
行
錯
誤
そ
の
も
の

で
あ
り
ま
し
た
。

　

■
開
拓
の
「
実
験
地
」
の
役
割
を
担
う

　

こ
の
不
便
を
解
消
す
る
た
め
に
、
分
散
し
た
耕
地
を
家
ご
と
に
ま
と
め

て
合
理
的
に
農
業
経
営
を
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
な

る
と
、
い
っ
そ
家
ご
と
に
移
転
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
兵
屋
の
移

転
問
題
に
発
展
し
、
こ
の
間
に
は
移
転
費
用
を
め
ぐ
っ
て
村
を
二
分
す
る

大
論
争
も
巻
き
起
こ
り
ま
し
た
。

　

二
回
の
大
移
動
と
新
た
に
兵
村
地
域
に
入
っ
て
来
る
者
に
よ
っ
て
、
琴

似
の
村
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
三
十
年
に
わ
た
る
琴
似

の
兵
農
生
活
は
、
土
地
へ
の
深
い
愛
着
を
培
っ
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
屯

田
兵
の
定
着
率
は
一
般
農
民
に
比
べ
て
と
て
も
高
く
、
割
り
当
た
っ
た
兵

屋
地
や
そ
の
近
辺
、
そ
し
て
西
区
界
隈
に
今
で
も
住
み
続
け
て
い
る
子
孫

が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
す
。

　

琴
似
は
す
べ
て
試
行
錯
誤
で
す
か
ら
、
作
物
も
奨
励
さ
れ
た
も
の
を

作
っ
て
い
く
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
養
蚕
か
ら
始
ま
っ
て
、
漁
網
を
作

る
た
め
の
麻
、
豆
腐
・
味
噌
醤
油
を
作
る
た
め
の
大
豆
、
油
を
絞
る
た
め

の
菜
種
、
パ
ン
を
作
る
小
麦
、
そ
し
て
ビ
ー
ル
を
醸
造
す
る
た
め
の
大
麦

と
い
っ
た
作
物
で
す
。
北
海
道
開
拓
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
根
本
問
題
を

解
決
す
る
た
め
に
、
と
に
か
く
や
っ
て
み
て
考
え
る
「
実
験
地
」
と
し
て

の
役
割
を
、
琴
似
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

│
│
│
│　

☆　

│
│
│
│

　
　
　

屯
田
兵
は
「
一
番
」
で
は
な
か
っ
た

　

ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
に
対
し
て
蝦
夷
地
の
守
り
を
固
め
る
た
め
、
江
戸

幕
府
は
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
、
発
寒
に
大
竹
慎
十
郎
、
山
岡
精
次
郎
、

永
田
休
蔵
ら
二
十
人
を
在
住
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
西
区
集

団
移
住
の
第
一
号
で
、
当
時
創
建
さ
れ
た
発
寒
神
社
に
は
「
安
政
三
年
に

は
堆
肥
の
こ
と
で
す
。

　

新
琴
似
と
篠
路
に
屯
田
兵
村
が
誕
生
し
た
明
治
二
十
年
代
に
な

る
と
、
既
に
養
蚕
や
大
麻
が
衰
微
し
て
、
新
し
く
亜
麻
会
社
や
製

糖
会
社
が
設
立
し
て
、
試
験
作
物
と
し
て
亜
麻
や
甜
菜
が
登
場
し

ま
す
。
ま
た
、
大
麦
や
小
麦
・
大
豆
・
小
豆
な
ど
の
雑
穀
類
が
札

幌
の
工
場
原
料
と
し
て
買
い
付
け
さ
れ
た
り
、
よ
う
や
く
登
場
し

た
雑
穀
商
人
に
よ
っ
て
買
い
付
け
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
ま
だ
泥
炭
地
帯
が
十
分
に
利
用
さ
れ
ず
、
肥
料
も
や
っ
と
使

い
出
さ
れ
た
程
度
で
し
た
。
明
治
四
十
年
代
の
軍
用
燕
麦
が
購
入

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
約
二
十
年
間
を
粗
放
雑
穀
時
代
と
い

い
ま
す
。

　

琴
似
の
主
要
農
産
物
は
、
大
麦
と
小
麦
で
市
場
は
札
幌
。
発
寒

の
主
産
物
は
麻
で
輸
送
先
は
横
須
賀
で
し
た
。

　

入
地
後
十
五
年
余
り
の
歳
月
を
経
た
琴
似
屯
田
は
、
既
に
耕
地

も
整
備
さ
れ
、
兵
役
も
現
役
を
終
え
た
の
で
、
耕
作
も
命
令
に
関

係
な
く
自
由
に
耕
作
物
を
選
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
で
も
、
全
体
を
通
し
て
こ
の
時
代
は
、
ビ
ー
ル
会
社
を
対
象
と

し
た
大
麦
、
亜
麻
会
社
の
亜
麻
、
醸
造
用
の
大
豆
な
ど
が
琴
似
の

農
業
の
中
心
を
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

明
治
四
十
二
︵
一
九
〇
九
︶
年
に
始
ま
っ
た
軍
用
燕
麦
と
牧
草

の
買
い
入
れ
に
よ
っ
て
、
琴
似
の
泥
炭
地
帯
は
燕
麦
と
牧
草
の
耕

作
地
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

日
露
戦
争
後
の
経
済
不
況
は
、
大
豆
・
小
豆
を
原
料
と
す
る
醸

造
家
も
資
金
不
足
に
陥
っ
た
上
に
、
北
海
道
大
豆
の
不
作
に
対
し

て
満
州
大
豆
の
大
豊
作
と
、
京
阪
地
方
の
製
油
業
者
が
安
い
支
那

大
豆
を
原
料
に
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
に
、
不
作
の
上
に
虫
食

い
の
多
い
北
海
道
大
豆
の
大
半
は
肥
料
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う

北
海
道
産
雑
穀
は
一
大
危
機
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
の
危
機
に
対
し
て
の
救
い
は
、
軍
用
燕
麦
の
買
い
入
れ
だ
っ

た
の
で
す
。
も
と
も
と
北
海
道
の
燕
麦
は
、
雑
穀
商
人
に
よ
っ

て
一
部
は
他
府
県
の
競
馬
馬
育
成
地
に
、
一
部
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス

ト
ッ
ク
に
送
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
燕
麦
が
コ
サ
ッ
ク
兵

の
軍
馬
の
飼
料
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
日
露
戦

争
で
、
コ
サ
ッ
ク
兵
に
手
痛
い
打
撃
を
受
け
た
陸
軍
は
、
騎
兵
を

拡
張
し
て
軍
馬
の
育
成
を
図
る
こ
と
に
な
っ
て
軍
馬
用
の
燕
麦
牧

草
を
買
い
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
北
海
道
の
農

民
に
と
っ
て
は
、
乾
天
の
慈
雨
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
琴
似
の
燕
麦
耕
作
地
は
、
明
治
四
十
一
︵
一
九
〇
八
︶
年
の

三
百
十
五
町
が
大
正
十
四
︵
一
九
二
五
︶
年
に
は
千
百
三
十
六
町

へ
と
大
飛
躍
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
酸
性
地
帯
に
強

い
こ
の
作
物
は
、
新
琴
似
、
篠
路
方
面
の
泥
炭
地
帯
に
牧
草
と
共

に
非
常
な
勢
い
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
新
琴
似
で
は
、
こ

の
燕
麦
と
明
治
三
十
年
代
か
ら
の
大
根
を
そ
の
裏
作
と
し
て
、
宅

地
化
が
進
む
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

始
ま
る
」
と
書
か
れ
た

も
の
が
あ
り
、「
三
年
」

は
誤
り
だ
と
思
い
ま
す

が
、
私
は
こ
こ
が
札
幌

で
一
番
古
い
神
社
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

二
十
人
も
の
農
民
を

連
れ
て
来
た
永
田
休
蔵

は
、
大
竹
慎
十
郎
と
石

狩
か
ら
海
岸
通
り
を
帰

る
途
中
オ
タ
ル
ナ
イ
川

の
辺
り
で
波
に
さ
ら
わ

れ
て
死
亡
す
る
と
い
う

い
た
ま
し
い
事
故
が
起

き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と

永田久蔵の碑と発寒開拓記念碑
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明
治
五
年
に
上

手
稲
に
入
っ
た

仙
台
藩
白
石
城

片
倉
家
臣
団
で

す
。
し
た
が
っ

て
、
開
拓
使
最

初
の
屯
田
兵
で

あ
る
琴
似
の
屯

田
兵
は
、
四
番

目
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
そ
の

前
に
三
つ
の
集

団
が
入
植
し
て

い
た
の
で
す
。

そ
の
第
一
号
と

三
号
、
そ
し
て

四
号
が
武
士
団

を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
第
二

号
は
、
武
士
団
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

十
干
・
十
二
支
の
年
号
か
ら
付
い
た
「
辛し
ん
び
い
ち
の
む
ら

未
一
ノ
村
」
と
い
う
村
が
、

今
の
薄
野
の
本
願
寺
の
辺
り
に
あ
り
ま
し
た
。
開
拓
使
は
、
薄
野
に
遊
郭

を
置
く
の
に
合
わ
せ
て
一
帯
の
区
画
整
理
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に

既
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
四
十
四
軒
を
追
い
払
い
、
彼
ら
が
行
っ
た
先
の

家
の
数
が
そ
の
ま
ま
地
名
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
う
ち
「
八
軒
」
と
「
二
十
四
軒
」
は
今
も
地
名
と
し
て
残
っ
て
い

ま
す
。
今
の
宮
の
森
に
当
た
る
「
十
二
軒
」
の
地
名
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、「
十
二
軒
道
路
」
や
「
宮
の
森
十
二
軒
緑
地
」
と
い
う
標
示
に
そ
の

名
残
が
あ
り
ま
す
。

　

■
第
３
号
は
咸
臨
丸
最
後
の
乗
客
・
片
倉
家
臣
団

　

勝
海
舟
、
福
沢
諭
吉
ら
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
際
に
乗
っ
た
咸
臨
丸
は
、

明
治
維
新
後
、
開
拓
使
の
御
用
船
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治

四
（
一
八
七
一
）
年
、
片
倉
氏
の
旧
臣
を
移
住
さ
せ
る
目
的
で
松
島
湾
の

寒
風
沢
か
ら
函
館
を
経
由
し
て
小
樽
へ
向
か
う
途
中
、
木
古
内
沖
で
遭
難

し
、
沈
没
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

咸
臨
丸
最
後
の
乗
客
だ
っ
た
白
石
片
倉
家
の
人
々
は
全
員
無
事
に
上
陸

し
、
後
続
船
で
小
樽
に
到
着
し
ま
し
た
。
こ
の
年
十
一
月
、
古
里
の
名
を

と
っ
て
白
石
村
が
誕
生
し
た
と
き
、
移
住
し
て
来
た
百
五
十
七
戸
す
べ
て

が
佐
藤
孝
郷
指
揮
下
の
白
石
村
に
入
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

佐
藤
の
や
り
方
に
反
感
を
抱

い
て
い
た
家
老
の
三
木
勉
を

リ
ー
ダ
ー
と
す
る
四
十
七
戸

は
、
三
月
ま
で
に
発
寒
村
に
入

り
ま
し
た
。
発
寒
は
、
明
治
五

年
ま
で
は
、
後
の
上
手
稲
村
と

発
寒
村
一
帯
を
含
む
広
い
地
域

て
た
屯
田
兵
の
制
服
を
着
て
の
パ
レ
ー
ド
や
兵
屋
跡
で
の
菜
園
事
業
、
歴

史
展
の
開
催
な
ど
で
す
。
二
週
間
に
わ
た
っ
た
祭
り
の
期
間
中
に
は
、
福

島
県
知
事
も
い
ら
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
歴
史
展
の
資
料
づ
く
り
を
し
て
い
る
と
き
に
、
琴
似
屯
田
子
孫
会

の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
が
「
こ
れ
か
ら
は
学
び
、
発
信
す
る
子
孫
会
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
な
」と
つ
ぶ
や
い
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
子
孫
会
は
、

屯
田
兵
の
子
孫
だ
け
が
集
ま
っ
た
単
な
る
親
睦
会
で
、
外
へ
向
か
っ
て
の

発
信
な
ど
考
え
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、考
え
て
み
る
と
、私
た
ち
は
ど
れ
だ
け
屯
田
兵
の
こ
と
を
知
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
意
見
を
交
わ
す
う
ち
に
、
互
い
に
学
び
合
う
必
要
が

を
悼
ん
で
発
寒
屯
田
の
人
た
ち
が
建
て
た
碑
が
、
発
寒
開
拓
記
念
碑
と
と

も
に
発
寒
地
区
セ
ン
タ
ー
横
の
小
さ
な
公
園
の
中
に
あ
り
ま
す
。

　

■
第
１
号
は
「
在
住
」、
２
号
は
「
立
ち
退
き
組
」

　

そ
し
て
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
「
八
軒
・
十
二
軒
・
二
十
四
軒
」

に
入
っ
た
人
た
ち
が
、
西
区
に
集
団
移
住
し
た
第
二
号
で
、
第
三
号
が
翌

を
指
し
て
い
ま
し
た
。
三
木
勉
た
ち
が
入
っ
た
の
は
、
今
の
西
区
宮
の

沢
の
旧
国
道
５
号
線
と
中
の
川
が
交
わ
る
辺
り
で
す
。
手
稲
村
は
、
明
治

十
五
（
一
八
八
二
）
年
に
、
今
の
西
町
・
宮
の
沢
・
西
野
を
中
心
と
し
た

上
手
稲
村
と
星
置
を
中
心
と
し
た
下
手
稲
村
、
そ
し
て
山
口
を
中
心
と
し

た
山
口
村
と
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
三
木
勉
ら
が
入
っ
た

の
は
上
手
稲
村
で
、
こ
れ
が
西
区
集
団
移
民
の
第
三
号
で
す
。

│
│
│
│　

☆　

│
│
│
│

　
　
　

入
植
百
三
十
年
を
節
目
に

　

屯
田
兵
が
入
植
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
三
十
年
目
に
当
た
る
平
成
十
七

（
二
〇
〇
五
）
年
、
琴
似
の
ま
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
事
業
を
繰
り
広
げ

ま
し
た
。
西
区
役
所
は
じ
め
商
店
街
や
町
内
会
、
そ
れ
に
子
孫
会
な
ど
が

一
体
と
な
っ
て
の
「
か
が
や
け
コ
ト
ニ
屯
田
兵
の
里
祭
り
」
と
い
う
地
域

挙
げ
て
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　

琴
似
本
通
り
に
ウ
エ
ル
カ
ム
フ
ラ
ッ
グ
を
連
ね
、
学
生
服
を
元
に
仕
立

西区への集団移住の歴史

①発寒の在住　安政 4 年（1857）

　幕臣山岡精次郎・永田休蔵・大竹新十郎

ら 20 余人在住として発寒に移住。

②八軒・十二軒・二十四軒　明治 4 年（1871）

　山鼻の辛未一ノ村から 8 戸・12 戸・24

戸が移住し、それぞれその戸数から八軒・

十二軒・二十四軒という地名となった。

③片倉家臣団　明治 5 年（1872）

　三木勉を取締とする旧伊達藩白石片倉家

の家臣 47 戸が、白石村に入った人々と

別れて上手稲に移住。（咸臨丸最後の乗客）

④屯田兵　明治 8 年（1875）

　戊辰戦争で敗れた旧仙台・会津・庄内・

松前藩などの士族を中心に 198 戸が移住

し、琴似は開拓使最初の屯田兵村となる。

咸臨丸難航図（横浜開港資料館保管）

三木勉
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あ
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
思
い
は
み
な
同
じ
で
し
た
。
何
よ
り
も「
か

が
や
け
コ
ト
ニ
屯
田
兵
の
里
祭
り
」
で
盛
り
上
が
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
こ

れ
か
ら
も
燃
や
し
続
け
て
い
こ
う
と
い
う
機
運
が
琴
似
全
体
に
満
ち
て
、

そ
の
後
も
毎
年
、
活
発
な
事
業
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
発
信
す
る
子
孫
会
」
の
最
初
の
取
り
組
み
は
、
歴
史
講
演
会
の
開
催

で
、
住
民
の
歴
史
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
会
合
に
呼

ば
れ
て
話
を
す
る
機
会
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
私
は
、
地
元
の
小
学
校

で
四
年
生
を
相
手
に
毎
年
授
業
を
持
つ
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

■
学
び
・
発
信
す
る
子
孫
会
へ

　

西
南
戦
争
か
ら
百
三
十
年
目
の
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
に
は
、
お

じ
い
ち
ゃ
ん
と
同
じ
景
色
を
見
て
、
同
じ
空
気
を
吸
っ
て
、
出
征
し
た

屯
田
兵
の
思
い
を
感
じ
取
り
た
い
と
「
西
南
戦
争
ゆ
か
り
の
地
め
ぐ
り
の

旅
」
と
い
う
の
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
戦
争
に
は
琴
似
、
山
鼻
合
わ
せ

て
約
五
百
人
が
出
兵
し
て
、
戦
死
者
八
名
と
戦
病
死
等
さ
れ
た
二
十
九
名

の
犠
牲
者
を
出
し
な
が
ら
も
よ
く
奮
戦
し
ま
し
た
。

　

戊
辰
戦
争
で
賊
軍
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
琴
似
の
屯
田
兵
に
と
っ
て
、

国
が
お
お
っ
ぴ
ら
に
「
敵
討
ち
し
て
も
い
い
」
と
い
っ
て
く
れ
た
戦
争
で

す
。
幹
部
に
と
っ
て
は
身
内
同
士
の
辛
い
戦
い
で
し
た
が
、
兵
に
と
っ
て

は
「
弔
い
合
戦
」、
目
の
色
を
変
え
て
戦
っ
た
の
で
す
か
ら
強
か
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
史
跡
を
訪
ね
歩
く
中
で
、
熊
本
県
の
人
吉
市
長
か
ら
は
大
歓
迎
を

受
け
、
翌
年
に
は
、
市
長
自
ら
が
琴
似
に
足
を
運
ん
で
く
れ
ま
し
た
。　

　
「
土
曜
は
コ
ト
ニ
」
と
い
う
事
業
で
一
昨
年
は
、
幌
内
鉄
道
開
通

百
三
十
年
の
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
し
た
。
琴
似
駅
は
屯
田
兵
が
運
動

し
て
開
設
さ
れ
た
フ
ラ
グ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
も
あ
り
、
こ
と
し
五
月
十
二

日
に
は
琴
似
を
も
じ
っ
て
「
５
１
２
の
日
」
と
呼
び
、
Ｊ
Ｒ
琴
似
駅
前
で

唱
歌
「
ふ
る
さ
と
」
を
大
合
唱
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
、「
発
信
す
る
琴
似
」
は
、
徐
々
に

定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
上

げ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、
住
民
の
参
加
の
輪
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
西
区
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
・
三
角
山
放
送
局
で
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
と
し
て
「
屯
田
兵
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
番
組
を
担
当
す
る
こ
と

に
な
り
、
も
う
二
百
話
近
く
も
屯
田
兵
と
琴
似
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
今
年
か
ら
は
「
屯
田
兵
の
ふ
る
さ
と
〝
み
ち
の
く
〞
を
巡

る
旅
」
と
い
う
取
り
組
み
も
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
な
ど
、「
郷
土
に
学
ぶ
」

と
い
う
私
た
ち
の
取
り
組
み
は
、
こ
れ
か
ら
も
着
実
に
積
み
重
ね
て
行
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

◇
講
演
に
当
た
っ
て
永
峰
さ
ん
が
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意
し
て
く
れ
ま

し
た
。
時
間
制
限
の
た
め
十
分
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
琴

似
兵
村
の
二
回
の
﹁
民
族
大
移
動
﹂
や
辛
未
一
ノ
村
の
移
住
を
め
ぐ

る
考
察
、
片
倉
家
臣
団
の
内
紛
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
興
味
深

い
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
余
部
が
多
少
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
希
望

の
方
は
編
集
部
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

　

積
雪
の
た
め
に
屋
根
瓦
を
使
う
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
な
い
北
海
道
で
は
、
本
州
な
ど
で
は
ご
く

一
般
的
な
鬼
瓦
と
も
あ
ま
り
縁
が
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
札
幌
市
の
有
形

文
化
財
と
し
て
新
琴
似
神
社
の
境
内
に
保
存
さ

れ
て
い
る
屯
田
兵
中
隊
本
部
の
玄
関
先
に
立
つ

と
、
ぐ
っ
と
に
ら
み
を
き
か
せ
た
鬼
が
、
訪
問

き
な
い
「
希
少
種
」
で
、
雪
が
積
も
り
に
く
く

す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

全
体
の
印
象
は
、
か
な
り
シ
ン
プ
ル
に
デ

フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
て
、
鬼
瓦
の
印
象
が
薄
れ

た
分
だ
け
ア
ー
ト
な
イ
メ
ー
ジ
が
残
る
。
曲
線

的
な
鬣
た
て
が
みと
鋭
角
的
な
牙
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
配

置
に
は
、
和
魂
洋
才
を
目
指
そ
う
と
し
た
制
作

の
鬼
瓦
、
あ
ち
ら
で
見
か
け
る
も
の
に
比
べ
る

と
、
な
か
な
か
ユ
ニ
ー
ク
な
形
を
し
て
い
る
。

者
の
高
邁
な
野
心

さ
え
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

屋
根
の
三
角
形
の
部
分
を
飾
る
破は

ふ風
板
も
幾

何
学
的
な
意
匠
で
、
日
本
や
中
国
に
特
有
な

懸げ
ぎ
ょ魚
（
火
除
け
の
ま
じ
な
い
と
し
て
水
に
縁
の

深
い
魚
を
彫
刻
し
た
も
の
が
原
形
）
は
逆
四
角

錐
に
ま
で
簡
略
化
さ
れ
洋
風
な
匂
い
が
漂
う
。

　

新
琴
似
よ
り
二
年
早
い
野
幌
の
中
隊
本
部

は
、
外
観
か
ら
構
造
、
細
部
に
わ
た
っ
て
類
似

し
た
姉
妹
建
築
だ
が
、
鬼
瓦
と
破
風
の
デ
ザ
イ

ン
に
は
微
妙
な
違
い
の
味
付
け
が
施
さ
れ
て
い

る
。
西
洋
の
技
術
に
学
ぶ
時
代
か
ら
、
独
自
の

日
本
建
築
へ
。
外
来
様
式
に
染
ま
り
き
ら
ず

に
、
自
由
に
モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
い
こ
う
と
す

る
明
治
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
心
意
気
が
、
屯
田
兵

の
建
物
に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。　

Ψ

者
を
出
迎
え
て
く

れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ

屯田兵の
デザイン考

屋
根
に
合
わ

せ
て
ト
タ
ン
張

り
な
の
は
、
純

北
海
道
仕
様
だ

が
、
何
よ
り
も

天
に
向
か
っ
て

ツ
ン
と
伸
び
た

一
本
角
が
目
を

引
く
。
鎌
倉
・

長ち
ょ
う
ほ
う
じ

保
寺
な
ど
ご

く
一
部
で
し
か

見
る
こ
と
が
で

新琴似屯田兵中隊本部の鬼瓦
札幌市北区新琴似 8条 3丁目
4～ 11 月の火・木・土曜日
午前 10 時～午後 4時開館

一
本
角
に
和
魂
洋
才
を
見
た

（
明
治
19
年
創
建
）


