
「
両
親
は
、
開
拓
が
始
ま
っ
て
間
も
な

い
大
正
７
年
４
月
、
長
野
県
か
ら
津
別

町
に
入
植
。
当
時
は
、
農
耕
を
目
的
と

し
て
土
地
賃
借
契
約
書
を
交
し
て
、
北

海
道
か
ら
貸
し
渡
し
を
受
け
て
い
ま
し

た
」
と
語
る
。

「
父
親
は
、
昭
和
18
年
10
月
16
日
、
私

が
戦
地
で
留
守
の
と
き
に
、
51
歳
の
生

涯
を
閉
じ
ま
し
た
」
と
話
さ
れ
た
。

昭
和
60
年
、
亡
き
父
の
苦
労
を
し
の

ぶ
家
族
史
「
北
を
拓ひ
ら

く
」
を
50
部
編
集
、

作
成
し
て
関
係
者
、
親
類
に
配
布
し
て

い
る
。

「
北
を
拓
く
」
は
、
両
親
が
８
人
の
子

供
を
抱
え
、
荒
れ
地
を
切
り
開
き
自
然

と
の
闘
い
の
中
、
入
植
し
た
当
時
の
状

況
を
、
資
料
や
イ
ラ
ス
ト
、
写
真
を
使

い
作
成
さ
れ
て
い
て
、
生
ま
れ
育
っ
た

津
別
町
、
最
上
地
区
を
知
る
上
で
貴
重

な
郷
土
史
で
あ
る
。

ま
た
、
昭
和
46
年
発
行
の
新
訂
津
別

町
史
（
開
基
85
年
）、
昭
和
60
年
発
行

の
津
別
町
百
年
史
に
は
、
当
時
の
写
真

や
保
管
し
て
い
た
資
料
が
提
供
さ
れ
て

い
ま
す
。

戦
争
体
験
は
「
昭
和
15
年
６
月
14
日
、

徴
兵
検
査
に
合
格
し
、
中
国
に
派
遣
に

な
り
、
大
陸
各
地
を
転
々
と
し
、
昭
和

20
年
８
月
15
日
、
中
国
河
南
省
で
終
戦

と
な
り
ま
し
た
が
、
国
府
軍
（
蒋
介

石
・
中
華
民
国
軍
）
と
八
路
軍
（
中
国

共
産
党
）
の
摩
擦
の
中
、
夜
間
強
行
脱

出
な
ど
、
小
さ
な
戦
闘
が
各
地
で
発
生

し
、
日
本
軍
に
も
犠
牲
者
が
多
く
出
ま

し
た
」
と
当
時
を
振
り
返
る
。

「
私
は
、
重
火
器
中
隊
の
武
器
接
収
責

任
者
で
し
た
の
で
、
米
軍
の
指
示
で
、

国
府
軍
に
日
本
軍
の
武
器
を
引
き
渡
し

て
、
復
員
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、

翌
年
の
４
月
10
日
で
し
た
。
国
交
回
復

後
、
中
国
に
は
３
回
視
察
旅
行
で
行
き
、

戦
地
な
ど
を
回
り
ま
し
た
。
私
の
第
２

の
故
郷
は
中
国
で
す
」
と
話
す
。

「
戦
争
は
間
違
っ
て
も
す
べ
き
で
は
な

く
、
平
和
で
戦
争
の
な
い
世
の
中
を
望

み
ま
す
」
と
語
る
。

健
康
で
元
気
な
理
由
は
「
く
よ
く
よ

し
な
い
で
、
の
ん
び
り
時
間
を
過
ご
し

て
い
ま
す
」
と
話
さ
れ
た
。

き
ち
ょ
う
め
ん
な
性
格
で
、
体
の
動

き
も
俊
敏
な
倉
石
さ
ん
で
す
。

くらいし　まさと　さん／大正９年６月津別町で生まれる／
90歳／ 最上在住

さ
ん

戦
争
は
、

忘
却
で
き
な
い
悪
夢

倉
石
　
正
人
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○
ど
ん
な
こ
と
が
き
っ
か
け
？

高
齢
に
な
る
と
、
体
力
の
低

下
・
親
し
い
友
人
や
兄
弟
が
亡
く

な
る
・
一
人
暮
ら
し
に
な
り
話
し

相
手
も
い
な
く
な
る
・
病
気
に
な

る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た

環
境
変
化
に
よ
り
「
喪
失
感
」
を

感
じ
る
こ
と
が
自
然
と
生
じ
や
す

く
な
り
ま
す
。
ど
の
高
齢
の
方
に

も
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
「
喪
失

感
」
。
こ
の
「
喪
失
感
」
こ
そ
が
、

う
つ
病
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け

と
な
る
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

○
ど
ん
な
症
状
？

う
つ
病
は
若
い
人
に
も
起
こ
り

ま
す
が
、
高
齢
の
方
の
う
つ
病
は

「
疲
労
が
と
れ
な
い
」
「
体
の
あ
ち

こ
ち
が
痛
い
」
な
ど
、
身
体
の
症

状
が
前
面
に
出
る
こ
と
が
多
く
な

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
症
状
は
、
普

通
の
高
齢
の
方
で
も
よ
く
み
か
け

る
症
状
で
あ
る
た
め
、
病
気
と
は

気
づ
か
れ
に
く
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
「
物
忘
れ
」
「
頭
が
ぼ

ん
や
り
す
る
」
な
ど
の
症
状
は
、

認
知
症
と
勘
違
い
さ
れ
て
し
ま
う

場
合
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
一

般
的
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
気

分
の
落
ち
込
み
」
「
強
い
不
安
感
」

「
意
欲
の
低
下
」
「
不
眠
」
な
ど
の

う
つ
症
状
も
伴
い
ま
す
。

○
う
つ
病
だ
と
感
じ
た
ら
？

う
つ
病
を
放
っ
て
お
く
と
状
況

は
さ
ら
に
悪
化
し
、
物
事
の
考
え

方
も
悲
観
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、

自
殺
に
及
ぶ
危
険
性
が
高
ま
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

そ
の
た
め
「
最
近
様
子
が
お
か

し
い
な
」
と
感
じ
た
ら
、
早
い
段

階
で
精
神
科
に
受
診
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
適
切
な
治
療
を
行
う

こ
と
で
、
数
ヶ
月
で
治
る
場
合
が

多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
治
療

内
容
と
し
て
は
「
ゆ
っ
く
り
休
養

す
る
こ
と
」
「
処
方
さ
れ
た
薬
を

飲
む
」
な
ど
の
こ
と
が
主
で
す
。

ご
家
族
な
ど
に
は
、
ご
本
人
に

十
分
休
養
を
と
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
心
が
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
「
が
ん
ば
れ
」
と
い
う

励
ま
し
は
、
逆
に
ご
本
人
を
追
い

つ
め
て
し
ま
い
症
状
の
悪
化
に
つ

な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

適
切
な
対
応
を
心
が
け
、
う
つ

症
状
の
悪
化
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

「
お
客
様
の
お
金
を
預
か
っ
て
い
る
身

な
の
で
常
に
緊
張
感
を
持
っ
て
仕
事
を

し
て
い
ま
す
」
と
話
す
の
は
、
今
年
の

４
月
か
ら
網
走
信
用
金
庫
津
別
支
店
で

勤
務
し
て
い
る
今
田
さ
ん
。
出
身
は
斜

里
町
で
、
斜
里
中
学
校
、
網
走
南
ヶ
丘

高
校
を
卒
業
後
、
北
海
道
武
蔵
女
子
短

期
大
学
で
経
済
学
科
を
専
攻
。

現
在
は
預
金
や
窓
口
業
務
を
担
当
し

「
慣
れ
な
い
言
葉
使
い
に
気
を
付
け
て

い
ま
す
」
と
話
す
。

銀
行
職
員
を
目
指
し
た
き
っ
か
け
を

伺
う
と
「
母
が
金
融
機
関
に
勤
め
て
い

て
、
自
分
も
母
の
よ
う
に
な
り
た
い
と

思
い
、
短
大
時
代
は
ず
っ
と
金
融
機
関

に
挑
戦
し
て
い
ま
し
た
」
と
当
時
を
振

り
返
り
ま
す
。

最
近
で
は
よ
く
買
い
物
に
行
き
、
月

に
１
度
は
札
幌
へ
出
か
け
て
い
る
今
田

さ
ん
は
「
車
が
な
い
の
で
仲
良
く
な
っ

た
近
所
の
方
と
一
緒
に
買
い
物
に
行
っ

て
い
ま
す
。
今
度
は
近
所
の
方
を
み
ん

な
誘
っ
て
行
き
た
い
で
す
ね
」
（
笑
）

と
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

最
後
に
こ
れ
か
ら
の
意
気
込
み
と
し

て
「
お
客
様
に
『
あ
り
が
と
う
』
と
思

っ
て
も
ら
え
る
職
員
で
い
た
い
で
す
」

と
話
さ
れ
ま
し
た
。

皆
様
に
愛
さ
れ
る
職
員
に
な
り
た
い
！

今
田
　
聖
香

さ
ん

こんだ　せいか さん／平成２年３月生まれ／

網走信用金庫津別支店に勤務／達美

高
齢
者
の
「
う
つ
」

町
道
民
税
は
、
直
接
本
人
が
納
め
る
普
通

徴
収
と
、
事
業
主
が
本
人
に
代
わ
っ
て
給
与

か
ら
の
天
引
き
に
よ
り
納
め
る
特
別
徴
収
に

分
か
れ
て
い
ま
す
。
普
通
徴
収
の
場
合
は
、

６
月
中
頃
に
届
く
納
付
書
に
よ
り
、
６
、
８
、

10
、
12
月
の
４
回
に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ

き
、
特
別
徴
収
は
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で

の
12
回
に
分
け
て
、
毎
月
の
給
与
か
ら
天
引

き
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
特
別
徴
収
は

普
通
徴
収
に
比
べ
、
納
付
書
で
納
め
る
必
要

が
な
く
、
年
税
額
を
12
回
に
分
け
て
納
付
す

る
た
め
１
回
あ
た
り
の
納
付
額
は
少
な
く
て

済
み
ま
す
。
年
度
当
初
は
普
通
徴
収
で
あ
っ

た
方
に
つ
い
て
も
、
事
業
主
に
依
頼
す
る
こ

と
で
途
中
か
ら
特
別
徴
収
に
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。

ま
た
、
税
条
例
で
は
継
続
し
て
給
与
の
支

払
い
を
受
け
て
い
る
方
の
町
道
民
税
に
つ
い

て
は
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
事
業

主
の
方
は
条
件
に
該
当
す
る
方
が
い
ま
し
た

ら
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

ま
た
、
町
道
民
税
は
前
年
の
所
得
に
基
づ

き
決
定
し
た
税
額
を
納
め
て
い
た
だ
く
の

で
、
所
得
税
と
は
違
い
事
業
者
の
方
が
毎
月

税
額
を
算
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

町
道
民
税
の
お
願
い(

給
与

特
別
徴
収
に
つ
い
て)


