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北
門
の
鎖さ
や
く鑰
た
る
北
海
道
の
警
備
に
関
し
て
は
寛
永
以
来
本
邦
朝ち
ょ
う
や野
の
士
に
よ
り
叫
ば
れ
た
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ

が
施
設
に
当
り
て
は
幕
府
は
深
く
鑑
み
る
所
あ
り
、
有
為
の
吏
員
を
派
遣
し
て
取
調
べ
さ
せ
そ
の
状
勢
を
知
り
、
当
時

適
当
な
る
措
置
を
施
し
た
が
、
特
に
移
民
政
策
と
し
て
見
る
べ
き
実
績
の
顕
著
な
る
も
の
が
少
な
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ

る
。

　

明
治
二
年
北
海
道
開
拓
使
が
置
か
れ
て
、
時
の
開
拓
使
次
官
黒
田
清
隆
の
建
議
に
よ
り
、
屯
田
兵
制
が
実
施
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
て
、そ
れ
以
来
本
道
の
警
備
と
移
民
問
題
が
本
格
的
に
軌
道
に
の
り
、初
め
て
本
道
拓
殖
の
方
針
が
着
々

実
施
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
全
く
本
道
開
拓
使
設
置
の
際
、
賜
わ
っ
た
、
御
詔
書
の
余
慶
と
拝
察
し
奉
る

も
の
で
あ
る
。

　

明
治
七
年
初
め
て
琴
似
村
に
屯
田
兵
屋
が
建
設
さ
れ
、
翌
年
五
月
最
初
の
屯
田
兵
が
移
住
し
た
の
は
、
今
よ
り
七
十

年
の
昔
で
あ
る
。
当
時
移
住
し
た
初
代
の
屯
田
兵
は
唯
一
人
生
残
っ
て
居
る
の
み
で
、
他
は
全
部
故
人
に
な
っ
た
様
な

次
第
で
、
今
日
昔
の
屯
田
兵
の
こ
と
な
ど
尋
ね
て
も
知
る
人
と
て
は
な
く
、
又
記
録
の
存
す
る
も
の
も
な
く
、
こ
の
点

甚
だ
遺
憾
に
堪
え
な
い
。

　

著
者
は
琴
似
兵
村
に
生
れ
か
つ
て
第
二
世
屯
田
兵
で
あ
っ
た
。
幼
少
の
時
よ
り
屯
田
兵
の
練
兵
演
習
を
視
、
又
永
山

司
令
官
が
幹
部
の
将
校
を
連
れ
て
兵
屋
検
閲
の
時
、
門
前
に
一
行
を
迎
え
た
当
時
の
事
ど
も
記
憶
に
存
し
、
ま
た
農
桑

に
親
し
む
兵
員
及
家
族
の
苦
労
の
状
態
も
知
り
、
著
者
も
自
ら
桑
を
摘
み
、
桑
園
の
手
入
を
為
し
、
又
老
母
や
弟
妹
と

耕
転
に
従
事
し
、
現
役
時
代
よ
り
後
備
役
満
期
当
時
の
兵
村
の
状
態
や
、
屯
田
の
公
有
財
産
が
第
七
師
団
司
令
部
よ
り

地
方
庁
へ
引
継
が
れ
る
際
の
事
情
も
知
り
、
今
日
琴
似
兵
村
が
町
制
を
実
施
さ
れ
、
七
十
年
間
の
兵
村
の
変
遷
を
想
う

と
感
慨
無
量
な
も
の
が
あ
る
。

　

著
者
は
昔
日
の
屯
田
兵
村
の
状
態
や
、
屯
田
兵
の
世
活
総
て
が
尚
記
憶
し
、
又
初
代
屯
田
兵
に
つ
い
て
調
べ
て
置
い

た
資
料
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
纏
め
て
見
よ
う
と
余
暇
を
偸ぬ
す

ん
で
筆
を
採
っ
た
。
勿
論
多
忙
中
に
書
い
た
も
の
で
、
脱

稿
し
て
見
る
と
不
備
杜
撰
遺
憾
の
点
が
多
い
。
た
だ
事
実
を
そ
の
ま
ま
述
べ
て
見
た
兵
村
の
沿
革
史
に
過
ぎ
な
い
。
こ

れ
を
筐
き
ょ
う
て
い
底
に
蔵
す
る
の
も
如
何
か
と
思
わ
れ
、
こ
こ
に
上
梓
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
物
資
不
足
の
今
日
こ
れ
容
易
な
ら

ざ
る
次
第
で
、
辛
う
じ
て
公
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
若
し
そ
れ
看か
ん
じ
ゃ者
の
参
考
と
な
る
事
が
あ
っ
た
な
ら
望
外
の
幸
で

あ
る
。

　

昭
和
十
九
年
五
月

　

琴
似
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里
に
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識


