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大
助
よ
、赤
れ
ん
が
庁
舎
の
よ
う
に
あ
れ

開
拓
使
札
幌
本
庁
本
庁
舎
跡
お
よ
び
旧
北
海
道
庁
本
庁
舎
の
碑真

を
み
る
と
何
だ
か
物
足
り
な
く
、
岩
村
ら
が
八
角
塔
に
こ

だ
わ
っ
た
気
持
ち
も
よ
く
わ
か
る
。
八
角
塔
は
昭
和
四
十
三

（
一
九
六
八
）
年
の
開
道
百
年
記
念
事
業
の
一
環
で
安
全
な

設
計
の
も
と
に
復
元
さ
れ
て
現
在
に
至
る
。

　
大
助
の
お
ば
あ
さ
ん
は
、
た
と
え
れ
ば
八
角
塔
の
よ
う
な

存
在
だ
。
今
も
元
気
に
し
て
お
ら
れ
る
と
信
じ
て
、
札
幌
を

後
に
す
る
。
大
助
よ
、
八
角
塔
に
北
辰
旗
た
な
び
く
赤
れ
ん

が
庁
舎
の
ご
と
く
、
い
つ
ま
で
も
、
そ
の
ま
ま
で
あ
れ
。

西
に
位
置
し
て
い
る
。
近
寄
っ
て
み
る
と
芝
生
の
上
に
四
角

い
建
物
の
跡
が
し
め
さ
れ
て
い
て
、明
治
十
二
（
一
八
七
九
）

年
の
火
災
で
焼
け
る
ま
で
、
こ
こ
に
大
き
な
ド
ー
ム
を
の
せ

た
白
ペ
ン
キ
ぬ
り
の
米
国
風
本
庁
舎
が
建
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
開
拓
使
は
本
庁
舎
炎
上
後
ま
も
な
く
廃
止
と
な
り
、

明
治
十
九
年
に
北
海
道
庁
が
設
け
ら
れ
る
と
、
後
に
帝
国
鉄

道
庁
総
裁
と
な
る
平
井
晴
二
郎
が
設
計
主
任
を
務
め
、
赤
れ

ん
が
庁
舎
が
建
設
さ
れ
た
。

　
こ
の
建
物
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
え
ば
、
屋
上
中
央
に
そ
び
え

る
ド
ー
ム
状
の
八
角
塔
だ
が
、
こ
れ
が
悲
劇
を
生
ん
で
し
ま

っ
た
。
そ
も
そ
も
当
初
の
設
計
で
は
八
角
塔
は
な
く
、
初
代

北
海
道
庁
長
官
の
岩
村
通
俊
ら
が
火
災
で
焼
け
落
ち
た
開
拓

使
本
庁
舎
の
ド
ー
ム
を
懐
か
し
ん
で
、
付
け
加
え
さ
せ
た
の

だ
と
い
う
。

　
八
角
塔
は
約
一
三
〇
㌧
も
あ
り
、
建
物
に
は
大
き
な
負
担

と
な
っ
た
。
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
設
置
費
用
を
捻
出
す
る

た
め
防
火
扉
を
削
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
が
裏
目
に

出
て
明
治
四
十
二
年
の
火
災
で
外
壁
を
残
し
て
全
焼
し
た
。

し
か
も
火
災
当
時
に
は
、
す
で
に
八
角
塔
は
撤
去
さ
れ
て
い

た
か
ら
救
わ
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
や
は
り
赤
れ
ん
が
庁
舎
は
八
角
塔
が
あ
っ
て
こ

そ
威
厳
と
存
在
感
を
し
め
す
。
明
治
四
十
四
年
に
八
角
塔
を

撤
去
し
た
形
で
赤
れ
ん
が
庁
舎
は
復
旧
し
た
が
、
当
時
の
写

や
喫
茶
店
、
住
ん
で
い
た
ア
パ
ー
ト
ま
で
無
く
な
っ
て
い
た
。

二
〇
年
前
の
こ
と
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
が
、
な
ん
だ
か
別
の

街
の
よ
う
で
や
る
せ
な
い
。

　
そ
の
な
か
で
、
北
海
道
大
学
植
物
園
の
近
く
に
あ
る
大
助

と
い
う
牛
タ
ン
屋
は
、
蔦
に
覆
わ
れ
た
外
観
も
、
牛
タ
ン
定

食
も
昔
と
変
わ
ら
な
い
美
味
さ
で
、
店
内
の
飾
り
物
ま
で
同

じ
位
置
に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
お
ば
あ
さ
ん
が
い
な
い
。
こ
の

店
に
は
、
化
粧
品
の
新
聞
広
告
に
も
起
用
さ
れ
た
可
愛
ら
し

い
お
ば
あ
さ
ん
が
い
て
、
い
つ
も
「
た
く
さ
ん
食
べ
て
く
だ

さ
い
ね
」
と
麦
飯
の
お
か
わ
り
を
勧
め
て
く
れ
た
。
お
ば
あ

さ
ん
に
会
う
こ
と
が
、
大
助
に
通
う
動
機
の
半
分
を
占
め
て

い
た
の
だ
。
気
に
は
な
っ
た
が
、
二
〇
年
前
の
こ
と
だ
も
の
。

あ
え
て
安
否
は
尋
ね
ず
に
店
を
出
た
。

　
そ
う
い
え
ば
大
助
か
ら
赤
れ
ん
が
の
旧
北
海
道
庁
舎
が
近

い
が
、
そ
の
当
時
の
私
に
は
、「
や
け
に
立
派
な
建
物
だ
な
」

く
ら
い
の
印
象
し
か
な
く
、
特
に
思
い
入
れ
は
な
か
っ
た
。

　
赤
れ
ん
が
庁
舎
は
当
た
り
前
だ
が
健
在
で
、
建
物
の
北
側

に
赤
れ
ん
が
庁
舎
と
そ
の
前
身
の
開
拓
使
札
幌
本
庁
本
庁
舎

跡
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
碑
が
あ
っ
た
。
碑
の
史
跡
見
取

り
図
に
よ
る
と
開
拓
使
の
本
庁
舎
跡
は
、
こ
の
碑
の
す
ぐ
北

し
ぶ
り
に
札
幌
の
街
を
歩
い
て
み
た
が
、
私
の
思
い

出
の
場
所
は
一
掃
さ
れ
て
い
た
。
よ
く
通
っ
た
食
堂
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開拓使札幌本庁本庁舎跡および
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久


