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幕
府
が
命
令
し
た
航
路
開
拓

最
上
川
は
山
形
県
内
を
流
下
す
る
日
本
九
位
の
流

域
面
積
を
も
つ
大
河
で
あ
り
、
流
域
の
庄
内
平
野
は

古
代
か
ら
コ
メ
の
一
大
産
地
で
、
江
戸
や
大
坂
な
ど

大
消
費
地
へ
輸
送
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
輸
送
経

路
は
河
口
の
酒
田
か
ら
日
本
海
側
を
帆
船
で
敦
賀
ま

で
輸
送
し
、
そ
こ
で
陸
揚
げ
し
て
山
道
を
荷
車
な
ど

で
琵
琶
湖
北
岸
の
海か

い
づ津
ま
で
運
搬
、
さ
ら
に
帆
船
に

積
替
え
て
湖
上
を
大
津
へ
輸
送
、
再
度
、
陸
路
か
淀

川
の
水
路
を
利
用
し
て
大
坂
へ
輸
送
す
る
と
い
う
面

倒
か
つ
時
間
の
か
か
る
方
法
で
し
た
。

一
六
四
二
（
寛
永
一
九
）
年
に
大
雨
、洪
水
、旱
魃
、
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月
尾
嘉
男

［
第
八
回
］
日
本
列
島
を
周
回
す
る
航
路
を
開
拓
し
た  

河か
わ
む
ら村 

瑞ず
い
け
ん賢

虫
害
な
ど
が
重
複
し
て
寛
永
の
飢
饉
が
発
生
し
た
と

き
、
幕
府
は
庄
内
地
方
か
ら
江
戸
に
コ
メ
を
輸
送
し

よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
前
述
の
経
路
で
は
時
間
も
費

用
も
か
か
っ
て
十
分
な
コ
メ
を
輸
送
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
こ
で
幕
府
は
あ
る
人
物
に
新
規
の
輸
送
経

路
を
開
拓
す
る
こ
と
を
命
令
し
ま
す
。
そ
の
命
令
を

見
事
に
実
現
し
、
日
本
海
側
と
太
平
洋
側
を
帆
船
で

往
来
す
る
西
回
り
航
路
と
東
回
り
航
路
を
開
拓
し
た

人
物
・
河
村
瑞
賢
を
紹
介
し
ま
す
。

次
々
と
商
才
を
発
揮

河
村
瑞
賢
は
一
六
一
八
（
元
和
四
）
年
に
伊
勢
国

東と
う

宮ぐ
う
む
ら村

に
誕
生
し
、
一
三
歳
に
な
っ
た
と
き
に
江
戸

へ
移
動
し
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
も
野
心
の
あ
る
若
者

で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
が
、
商
才
の
あ
る

性
格
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
逸
話
が
伝
承
さ

れ
て
い
ま
す
。
江
戸
で
は
荷
物
を
運
搬
す
る
車
力
と

い
う
仕
事
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
が
、
お
盆
の
時
期

に
品
川
の
海
岸
付
近
を
通
行
し
て
い
る
と
、
精

し
ょ
う

霊
り
ょ
う

送
り
の
野
菜
や
果
物
が
海
岸
や
川
岸
に
散
乱
し
て
い

る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。

普
通
の
感
覚
で
あ
れ
ば
、
漠
然
と
季
節
の
行
事
の

風
情
を
実
感
す
る
だ
け
で
す
が
、
瑞
賢
は
そ
れ
ら
を

収
集
し
て
漬
物
に
し
、
地
元
で
販
売
し
て
大
儲
け
し

ま
し
た
。
こ
の
才
覚
を
発
揮
し
、
江
戸
幕
府
か
ら
故

郷
の
桑
名
藩
が
下
命
さ
れ
た
九
十
九
里
平
野
の
北
部

河
村
瑞
賢
（1618

-99

）
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に
あ
る
椿

つ
ば
き

海う
み

の
干
拓
事
業
、
そ
の
水
抜
き
の
た
め
に

掘
削
さ
れ
た
新
川
の
開
削
事
業
を
受
注
し
、
そ
れ
ら

の
工
事
に
必
要
な
材
木
の
販
売
に
も
進
出
し
て
い
き

ま
す
。
こ
れ
ら
の
仕
事
を
契
機
に
幕
府
の
公
共
事
業

と
密
接
に
関

係
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し

た
。さ

ら
に
莫

大
な
利
益
を

も
た
ら
す
商

売
の
機
会
が

到
来
し
ま
し

た
。
一
六
五

七（
明
暦
三
）

年
に
江
戸
で

明
暦
の
大
火

が
発
生
し
ま

す
（
図
１
）。
こ
れ
は
江
戸
城
下
の
大
半
を
焼
滅
さ

せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
死
者
一
〇
万
人
と
も
推
定
さ

れ
る
被
害
を
も
た
ら
し
、明
和
の
大
火
（
一
七
七
二
）、

文
化
の
大
火
（
一
八
〇
六
）
と
と
も
に
江
戸
三
大
大

火
と
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
古
代
ロ
ー
マ
の
大
火
（
六

四
）、
近
世
ロ
ン
ド
ン
の
大
火
（
一
六
六
六
）
と
と

も
に
世
界
三
大
大
火
と
も
さ
れ
る
災
害
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
材
木
の
商
売
を
し
て
い
た
抜
目
の
な
い

瑞
賢
は
大
火
の
直
後
に
木
曽
福
島
に
出
掛
け
、
木
材

を
大
量
に
買
占
め
、
そ
れ
を
材
料
と
し
て
江
戸
の
復

興
工
事
を
数
多
く
受
注
し
莫
大
な
利
益
を
獲
得
し

ま
し
た
。
買
占
め
に
出
掛
け
た
と
き
に
は
二
枚
の
小

判
に
小
穴
を
開
け
て
紐
を
通
し
、
チ
リ
ン
チ
リ
ン
と

音
の
す
る
玩
具
を
用
意
し
て
地
元
の
子
供
に
提
供

し
ま
し
た
。
大
人
た
ち
は
小
判
を
玩
具
に
す
る
く
ら

い
だ
か
ら
余
程
の
金
持
ち
に
間
違
い
な
い
と
判
断

し
、
木
材
の
購
入
に
協
力
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り

ま
す
。

こ
れ
は
誇
張
さ
れ
た
内
容
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

こ
の
よ
う
な
機
転
の
き
く
才
覚
に
よ
っ
て
江
戸
の
復

興
事
業
に
活
躍
し
た
結
果
、
幕
府
、
と
り
わ
け
老
中

の
相
模
国
小
田
原
藩
主
の
稲
葉
正
則
と
密
接
な
関
係

を
構
築
し
、
幕
府
の
公
共
事
業
だ
け
で
は
な
く
諸
藩

の
仕
事
も
次
々
と
請
負
い
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
そ

の
才
覚
を
見
込
ん
で
幕
府
か
ら
一
六
七
〇
（
寛
文
一

〇
）
年
に
下
命
さ
れ
た
の
が
、
東
北
地
方
の
コ
メ
を

は
じ
め
と
す
る
産
品
を
江
戸
や
大
坂
ま
で
海
上
輸
送

す
る
航
路
の
開
拓
で
し
た
。

東
回
り
と
西
回
り
の
航
路
開
拓

ま
ず
翌
年
の
一
六
七
一
（
寛
文
一
一
）
年
に
陸
奥

藩
の
産
米
を
江
戸
へ
輸
送
す
る
東
回
り
航
路
の
開
拓

か
ら
開
始
し
ま
す
。
こ
の
航
路
は
江
戸
時
代
の
初
期

か
ら
利
用
さ
れ
て
お
り
、
一
六
一
〇
年
代
か
ら
二
〇

年
代
に
か
け
て
盛
岡
藩
、
仙
台
藩
、
米
沢
藩
な
ど
が

太
平
洋
岸
の
各
港
か
ら
江
戸
へ
コ
メ
を
輸
送
し
て
い

ま
し
た
が
、
犬
吠
埼
沖
が
強
風
で
有
名
な
難
所
の
た

め
、
そ
の
手
前
の
銚
子
で
積
荷
を
川
船
に
積
替
え
て

利
根
川
を
利
用
し
て
江
戸
へ
輸
送
す
る
経
路
が
使
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
瑞
賢
は
東
北
各
藩
の
産
米
を
河
川
経
由
で

石
巻
周
辺
に
集
荷
し
、
伊
達
政
宗
が
荒
浜
海
岸
と
並

行
し
て
掘
削
し
た
貞て

い
ざ
ん山
運
河
を
利
用
し
て
阿
武
隈
川

河
口
ま
で
輸
送
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
犬
吠
埼
沖
の
強

風
の
難
所
と
房
総
半
島
の
先
端
の
野
島
崎
沖
の
難
所

は
海
岸
に
接
近
せ
ず
に
沖
合
を
通
過
し
、
さ
ら
に
江

戸
湾
口
も
通
過
し
て
一
気
に
伊
豆
半
島
の
下
田
に
到

着
す
る
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
こ
で
待
機
し
て
風
向
が

江
戸
の
方
向
の
西
風
に
な
る
機
会
を
利
用
し
て
江
戸

に
到
着
す
る
航
路
を
開
拓
し
た
の
で
す
。

こ
の
成
功
の
翌
年
に
は
庄
内
平
野
の
産
米
の
輸
送

を
命
令
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
秋
田
、
山
形
、
庄
内
に

あ
る
天
領
の
コ
メ
三
九
〇
〇
石
を
酒
田
に
集
積
、
多

図
１ 

明
暦
の
大
火
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数
の
帆
船
の
集
団
で
出
発
し
ま
す
が
、
事
前
に
周
到

な
準
備
を
し
ま
す
。
当
時
は
途
中
の
港
湾
に
入
港
す

る
と
各
藩
が
税
金
を
徴
収
す
る
た
め
、
強
風
で
も
入

港
せ
ず
強
引
に
航
海
し
て
遭
難
す
る
こ
と
が
多
発
し

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
瑞
賢
は
幕
府
に
入
港
の
税
金

の
廃
止
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
監
督
す
る
役
人
の

常
駐
も
依
頼
す
る
な
ど
の
準
備
を
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
事
前
に
部
下
を
各
地
に
派
遣
し
、
各
港
の

状
況
、
潮
汐
の
状
態
を
調
査
さ
せ
、
船
舶
も
入
念
に

選
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
五
月
に
出
羽
の
酒
田
か
ら

出
航
し
、
佐
渡
の
小
木
、
能
登
半
島
の
福ふ

く
ら浦
、
但
馬

の
柴
山
、
石い

わ
み見
の
温ゆ

の

つ

泉
津
、
長
門
の
下
関
を
経
由
し

て
瀬
戸
内
海
に
進
入
し
、
大
坂
に
到
着
し
ま
す
。
そ

こ
か
ら
は
江
戸
を
目
指
し
、
紀
伊
半
島
の
先
端
の
大

島
、
伊
勢
の
方ほ

う
ざ座
、
志
摩
の
畔あ

の
り乗
、
伊
豆
の
下
田
な

ど
を
経
由
、
途
中
の
難
所
に
は
烽の

ろ
し火
も
用
意
し
て
、

七
月
に
無
事
に
江
戸
に
到
着
し
ま
し
た
（
図
２
）。

こ
れ
が
輸
送
革
命
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
数

字
が
あ
り
ま
す
。
西
回
り
航
路
が
実
現
す
る
以
前
に

海
上
輸
送
で
富
山
か
ら
敦
賀
ま
で
一
〇
〇
石
の
コ
メ

を
輸
送
す
る
費
用
は
一
五
石
、
さ
ら
に
敦
賀
か
ら
陸

路
で
山
越
え
を
し
て
湖
上
を
大
津
ま
で
運
搬
す
る
と

二
六
石
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
西
回

り
航
路
で
海
上
を
敦
賀
か
ら
大
坂
ま
で
輸
送
し
た
場

合
は
一
八
石
で
し
た
。
輸
送
距
離
は
前
者
の
三
倍
以

上
に
な
り
ま
す
が
、
輸
送
費
用
は
四
割
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
輸
送
革
命
で
し
た
。

大
坂
平
野
の
河
川
改
修
に
成
功

さ
ら
に
瑞
賢
が
活
躍
し
た
の
が
淀
川
の
治
水
工
事

で
し
た
。
七
〇
〇
〇
年
か
ら
六
〇
〇
〇
年
前
に
は
世

界
全
体
で
気
温
が
二
度
程
度
上
昇
し
、
日
本
列
島
周

辺
で
も
海
面
が
数
メ
ー
ト
ル
上
昇
す
る
縄
文
海
進
が

発
生
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
影
響
で
大
坂
平
野
も
海

面
以
下
に
な
り
、
上う

え
ま
ち町
台
地
と
い
わ
れ
る
半
島
の
み

が
海
上
に
あ
り
、
そ
の
東
側
は
河か

わ
ち内
湾
と
名
付
け
ら

れ
る
海
面
と
い
う
状
態
で
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇

〇
年
前
の
弥
生
時
代
に
な
る
と
海
面
が
後
退
し
て
沖

積
平
野
が
登
場
し
ま
す
。

そ
の
河
内
平
野
に
は
多
数
の
河
川
が
網
目
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
、
頻
繁
に
洪
水
が
発
生
す
る
状
態
で
し

た
。
こ
の
広
大
な
平
地
を
安
定
し
た
状
態
に
し
よ
う

と
工
事
に
着
手
し
た
の
が
豊
臣
秀
吉
で
し
た
。
秀
吉

は
一
五
九
四
（
文
禄
三
）
年
に
伏
見
城
を
構
築
す
る

と
き
に
宇
治
川
の
川
筋
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
淀

川
の
左
岸
に
二
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
文
禄
堤

を
構
築
し
、
河
内
平
野
へ
の
氾
濫
を
防
止
す
る
と
と

も
に
淀
川
を
大
坂
と
京
都
を
連
絡
す
る
舟
運
が
可
能

に
な
る
水
路
に
変
更
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
淀
川
下
流
に
は
大
量
の
土
砂
が
蓄
積
し

氾
濫
を
防
止
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
江
戸
幕
府
は
一

六
八
三
（
天
和
三
）
年
に
美
濃
青
野
藩
主
稲
葉
正ま

さ
や
す休

に
調
査
を
命
令
し
ま
す
。
正
休
は
事
業
に
精
通
し
て

い
る
瑞
賢
を
同
伴
し
て
淀
川
水
系
の
源
流
か
ら
河
口

ま
で
を
調
査
し
、
淀
川
の
治
水
計
画
を
策
定
、
費
用

を
四
万
両
と
見
積
も
り
幕
府
に
提
案
し
ま
す
。
し
か

し
老
中
堀
田
正
俊
が
瑞
賢
に
確
認
す
る
と
、
半
額
の

二
万
両
で
可
能
と
の
返
答
で
し
た
。
そ
の
た
め
正
休

は
役
目
を
罷
免
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

図 2 東回り航路と西回り航路
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そ
の
よ
う
な
経
緯
で
工
事
を
一
任
さ
れ
た
瑞
賢
は

一
六
八
四
（
貞
享
元
）
年
一
月
に
大
坂
に
到
着
し
て

二
月
か
ら
工
事
を
開
始
し
ま
す
。
そ
の
基
本
は
河
口

部
分
が
河
川
か
ら
の
土
砂
で
湿
地
に
な
っ
て
水
田
の

適
地
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
新
田
が
開
発
さ
れ
て
川

水
が
大
坂
湾
内
に
流
出
し
な
い
こ
と
だ
と
判
断
し
ま

す
。
そ
こ
で
湿
地
に
新
川
（
安
治
川
）
を
掘
削
し
て

水
流
を
改
善
す
る
工
事
を
開
始
し
ま
す
が
、
八
月
に

な
っ
て
瑞
賢
は
江
戸
に
召
喚
さ
れ
、
工
事
が
一
旦
中

止
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
は
瑞
賢
の
工
事
の
問
題
で
は
な
く
、
江
戸
城

内
で
正
休
が
老
中
堀
田
正
俊
を
刺
殺
す
る
と
い
う
事

件
が
発
生
し
た
か
ら
で
す
。
正
休
も
即
座
に
老
中
の

阿
部
正
武
や
戸
田
忠
昌
に
刺
殺
さ
れ
、
一
万
二
〇
〇

〇
石
の
美
濃
青
野
藩
は
改
易
と
な
り
ま
す
。
原
因
は

淀
川
回
収
事
業
か
ら
役
目
御
免
に
な
っ
た
遺
恨
と
推

察
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
七
年
後
に
発
生
す
る
播
磨
赤

穂
藩
主
の
浅
野
長な

が
の
り矩
（
内た

く
み
の
か
み

匠
頭
）
が
高
家
旗
本
の
吉

良
義よ

し

央ひ
さ

（
上こ

う
ず
け
の
す
け

野
介
）
を
江
戸
城
内
で
襲
撃
し
た
有
名

な
事
件
の
前
触
れ
の
よ
う
な
事
件
で
し
た
。

工
事
は
一
年
以
上
中
断
し
ま
す
が
、一
六
八
五（
貞

享
二
）
年
一
二
月
に
再
開
さ
れ
、
二
年
が
経
過
し
た

八
七
年
に
完
了
し
ま
し
た
。
こ
の
工
事
に
よ
っ
て
大

坂
平
野
の
氾
濫
が
減
少
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
淀
川

の
河
道
が
掘
削
さ
れ
て
舟
運
が
可
能
に
な
り
、
現
在

の
大
阪
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
堂
島
一
帯
の
中
洲
も

開
発
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
堂
島
と
対
岸
の
岸
辺
に
は

日
本
の
各
藩
の
数
百
に
も
な
る
蔵
屋
敷
が
建
造
さ
れ
、

コ
メ
だ
け
で
は
な
く
各
藩
の
産
物
を
全
国
に
流
通
さ

せ
る
日
本
の
拠
点
と
な
り
ま
し
た
（
図
３
）。

江
戸
で
の
静せ

い
ひ
つ謐
な
晩
年

明
治
時
代
以
後
、
鉄
道
が
全
国
に
敷
設
さ
れ
る
ま

で
物
資
を
大
量
に
輸
送
す
る
手
段
は
水
運
し
か
な
か

っ
た
た
め
、
全
国
各
藩
の
コ
メ
を
代
表
と
す
る
産
品

は
大
坂
の

堂
島
に
一

旦
集
積
さ

れ
、
こ
こ

で
取
引
さ

れ
て
か
ら

瑞
賢
が
開

拓
し
た
航

路
を
利
用

し
て
再
度

全
国
に
流

通
し
て
い

き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、

江
戸
時
代

の
大
坂
は

「
天
下
の

台
所
」
と

名
付
け
ら
れ
る
ほ
ど
繁
栄
し
ま
し
た
。
現
在
で
も
大

阪
が
日
本
第
二
の
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い
る
の
は

瑞
賢
の
恩
恵
と
表
現
し
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
天
下
の
台
所
の
恩
恵
に
よ
り
長
者
に
な
っ
た

人
物
と
し
て
は
江
戸
へ
木
材
や
ミ
カ
ン
を
輸
送
し
た

紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
と
木
材
を
輸
送
し
た
奈
良
屋
茂

左
衛
門
が
有
名
で
、
二
人
と
も
豪
遊
し
た
こ
と
で
も

有
名
で
す
。
瑞
賢
は
航
路
の
開
発
に
よ
り
幕
府
か
ら

三
〇
〇
〇
両
を
賜し

よ与
さ
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
前

述
の
二
人
の
よ
う
な
豪
遊
の
噂
話
は
な
く
、
晩
年
は

江
戸
で
茶
道
や
俳
諧
な
ど
を
趣
味
と
し
、
同
郷
の
松

尾
芭
蕉
と
も
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
風
雅
な
生
活
を

し
、
八
二
歳
で
逝
去
し
て
い
ま
す
。

つ
き
お　

よ
し
お

一
九
四
二
年
生
ま
れ
。
東
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学
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大
学
名
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教
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は
通
信
政
策
、
仮
想
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趣
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ス
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蔵
屋
敷


