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江
戸
時
代
、
北
海
道
は
蝦
夷
地
と
呼
ば
れ
ア
イ
ヌ

の
人
々
が
住
み
、
北
海
道
の
一
部
を
松
前
藩
が
統
治

し
て
い
た
。
幕
末
か
ら
明
治
維
新
の
混
乱
期
に
蝦
夷

地
を
６
回
探
査
し
、
日
本
の
国
土
と
し
て
世
界
に
認

知
さ
せ
た
松
浦
武
四
郎
の
生
涯
が
、
２
０
１
８
年
の

北
海
道
命
名
１
５
０
年
を
機
に
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

　

松
浦
武
四
郎
は
文
化
15
（
１
８
１
８
）
年
の
生
ま

れ
、
今
年
は
生
誕
２
０
０
年
の
年
で
も
あ
る
。
武
四

郎
の
生
家
は
三
重
県
松
阪
市
小
野
江
町
の
旧
伊
勢
街

道
沿
い
に
あ
る
。
公
開
さ
れ
て
い
る
生
家
を
訪
れ
て

み
る
と
、
豪
華
で
は
な
い
が
門
構
え
は
広
く
、
裕
福

な
家
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
生
家
に
面
す
る
伊

勢
街
道
は
、
こ
れ
が
街
道
か
と
驚
く
く
ら
い
の
道
幅

の
狭
さ
で
あ
る
。

　

文
政
13
（
１
８
３
０
）
年
に
起
き
た
社
会
現
象
「
文

政
の
お
か
げ
参
り
」
は
、
一
年
間
に
約
５
０
０
万
人

も
の
人
々
が
全
国
か
ら
お
伊
勢
参
り
に
や
っ
て
来
た

と
も
言
わ
れ
る
。
当
時
13
歳
の
武
四
郎
は
、
生
家
の

前
を
行
き
交
う
人
々
の
雑
踏
を
街
道
脇
か
ら
見
て
い

た
の
だ
ろ
う
が
、
今
は
人
や
車
の
通
り
も
少
な
く
当

時
の
賑
わ
い
が
嘘
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
旅
人
た
ち
の
影
響
を
受
け
た
の
か
、
武
四
郎

は
17
歳
か
ら
26
歳
の
間
に
精
力
的
に
全
国
の
名
所
旧

跡
を
訪
ね
、
各
地
の
山
々
を
登
り
、
の
ち
に
旅
の
巨

人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
身
長
１
５
０
セ
ン
チ

ほ
ど
の
小
柄
な
彼
の
ど
こ
に
日
本
中
を
く
ま
な
く
踏

破
す
る
体
力
と
気
力
が
あ
っ
た
の
か
と
、
驚
か
ざ
る

を
得
な
い
。
時
は
ま
さ
に
、
鎖
国
を
続
け
る
日
本
に

開
国
と
通
商
を
求
め
る
欧
米
の
外
国
船
が
押
し
寄
せ

る
時
代
の
転
換
期
で
あ
っ
た
。
長
崎
滞
在
中
、
ロ
シ

ア
か
ら
の
脅
威
に
よ
る
蝦
夷
地
の
危
機
を
知
り
、
武

四
郎
の
関
心
は
蝦
夷
地
へ
向
か
っ
た
。

　

生
家
か
ら
ほ
ど
近
く
に
こ
じ
ん
ま
り
し
た
松
浦
武

四
郎
記
念
館
が
あ
り
、
「
地
図
製
作
者
と
し
て
」
「
出

版
者
と
し
て
」
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
作
家
と
し
て
」

の
多
才
万
能
の
武
四
郎
の
生
涯
と
業
績
が
興
味
深
く

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
野
帳
に
記
し
た
メ
モ
や
ス

ケ
ッ
チ
は
驚
く
ほ
ど
精
密
か
つ
詳
細
で
、
こ
ま
め
な

彼
の
性
格
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
。
記
念
館
に
は
彼

を
知
る
た
め
の
十
分
な
展
示
と
資
料
が
充
実
し
、
郷

土
の
偉
人
で
あ
る
国
学
者
の
本
居
宣
長
、
戦
国
武
将

の
蒲
生
氏
郷
と
同
様
に
、
松
阪
市
が
武
四
郎
の
偉
大

な
業
績
を
称
え
て
い
る
。

　

展
示
さ
れ
て
い
た
パ
ネ
ル
の
文
章
に
衝
撃
を
受
け

た
。『
武
四
郎
は
「
ア
イ
ヌ
」
と
「
シ
ャ
モ
」
の
共

存
を
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
現
実
に

武
四
郎
が
見
た
も
の
は
、
松
前
藩
・

場
所
請
負
商
人
・
幕
府
役
人
に
よ
る

「
侵
略
・
横
暴
・
搾
取
・
収
奪
・
酷
使
・

凌
辱
」
の
数
々
で
あ
っ
た
。
武
四
郎

の
書
い
た
膨
大
な
日
誌
は
地
誌
で
あ

る
と
と
も
に
、
告
発
の
書
で
も
あ
っ

た
。』

　

明
治
２
（
１
８
６
９
）
年
５
月
、

榎
本
武
揚
ら
旧
幕
府
軍
が
降
伏
し
戊
辰
戦
争
が
終
わ

り
、
明
治
政
府
は
７
月
に
開
拓
使
を
設
置
し
蝦
夷
地

開
拓
に
乗
り
出
し
た
。
開
拓
判
官
に
任
じ
ら
れ
た
武

四
郎
は
、
蝦
夷
地
に
替
わ
る
新
し
い
名
称
を
政
府
に

提
案
し
た
。
上
申
書
に
は
、
北
加
伊
道
を
含
め
６
案

が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
北
加
伊
道
の
「
加
伊
」が
「
海
」

に
変
わ
っ
て
「
北
海
道
」
と
決
ま
っ
た
の
は
、
律
令

制
の
行
政
区
分
五
畿
七
道
に
則
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

　

「
参
考
熱
田
神
宮
大
神
縁
起
」
に
は
「
東
国
で
暮

ら
す
人
々
は
自
ら
の
国
を
加
伊
と
呼
び
、
ア
イ
ヌ
は

お
互
い
を
カ
イ
ノ
ー
呼
び
合
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
北
加
伊
道
」
と
は
、
「
北
に
あ
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
が

暮
ら
す
大
地
で
あ
る
」
と
い
う
先
住
の
民
で
あ
る
ア

イ
ヌ
民
族
へ
の
思
い
を
込
め
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
北
海
道
と
命
名
さ
れ
る
前
か
ら
、
「
北
の

海
の
世
捨
て
人
」
の
意
味
を
持
つ
「
北
海
道
人
」
を
、

武
四
郎
は
雅
号
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
北
海
道
の
名

称
の
決
定
を
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
聞
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

巡
回
展
「
幕
末
維
新
を
生
き
た
旅
の
巨
人
松
浦
武

四
郎
」
が
、
北
海
道
博
物
館
で
開
催
中
で
あ
る
。
そ

れ
に
関
連
し
て
松
浦
武
四
郎
記
念
館
の
主
任
学
芸
員

で
「
幕
末
の
探
検
家　

松
浦
武
四
郎
入
門
」
を
著
し

た
山
本
命
氏
に
よ
る
講
演
会
「
武
四
郎
の
道
は
未
来

へ
と
続
く
」を
、蝦
夷
梅
雨
の
な
か
聞
い
て
き
た
。「
武

四
郎
は
、
日
本
の
国
土
と
し
て
北
海
道
を
守
ろ
う
と

し
た
だ
け
で
な
く
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
命
と
文
化
を

守
ろ
う
と
し
た
」
と
話
さ
れ
て
い
た
の
が
耳
に
残
る
。

「
北
海
道
開
拓
の
歴
史
と
い
う
と
、
近
代
化
に
向
け

て
華
々
し
く
発
展
し
て
い
く
様
子
に
目
が
行
き
が
ち

だ
が
、
そ
の
裏
側
に
は
政
府
の
政
策
に
よ
っ
て
古
く

か
ら
住
ん
で
い
た
土
地
を
奪
わ
れ
、
独
自
の
文
化
を

否
定
さ
れ
、
民
族
の
尊
厳
を
傷
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
辛
苦
が
あ
っ
た
」
と
も
山
本
氏
は

著
し
て
い
る
。

　

武
四
郎
は
52
歳
で
北
海
道
開
拓
使
判
官
の
地
位
に

就
い
た
が
、
北
海
道
勤
務
を
す
る
こ
と
な
く
職
を
辞

し
て
い
る
。
未
踏
の
北
海
道
を
６
回
も
探
査
し
、
寝

食
を
と
も
に
し
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
の
交
友
を
大
切

に
し
て
い
た
の
に
、
な
ぜ
か
41
歳
の
蝦
夷
地
探
査
を

最
後
に
生
涯
再
び
北
海
道
を
訪
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。

　

明
治
維
新
以
降
北
海
道
の
開
拓
が
進
み
、
ア
イ
ヌ

の
人
々
が
住
み
づ
ら
く
な
っ
た
こ
と
へ
の
無
力
感
や

無
念
さ
が
、
彼
に
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
真
摯
で

正
義
感
の
強
い
「
北
海
道
人
」
武
四
郎
は
、
北
海
道

が
ア
イ
ヌ
の
人
々
へ
の
共
感
と
心
遣
い
を
表
す
「
北

加
伊
道
」
で
あ
る
の
を
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
晩

年
に
な
っ
て
も
彼
の
旅
へ
の
情
熱
は
衰
え
ず
、
毎
年

旅
を
続
け
た
。
北
海
道
と
同
じ
未
踏
の
地
、
三
重
県

大
台
ケ
原
を
探
査
し
、
亡
く
な
る
前
年
の
70
歳
に
富

士
山
登
頂
も
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
武
四
郎
、

な
ぜ
も
う
一
度
北
を
目
指
さ
な
か
っ
た
か
」
と
、
問

い
か
け
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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