
り
、
蝦
夷
地
に
渡
っ
た
。

　

蝦
夷
地
で
の
初
仕
事
は
木
古
内
の
開
墾
。
自
ら

土
を
掘
り
、
モ
ッ
コ
を
担
ぎ
、
こ
の
仕
事
を
見
事

完
成
さ
せ
た
。
箱
館
奉
行
は
亀
太
郎
の
実
力
を
認

め
、続
い
て
大
野
平
野
を
開
拓
す
る
よ
う
命
じ
た
。

こ
こ
は
狐
や
狼
が
棲
む
大
変
な
荒
れ
地
で
、
亀
太

郎
は
か
な
り
苦
労
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
彼
は

挫
折
す
る
こ
と
な
く
、
師
で
あ
る
二
宮
尊
徳
譲
り

の
報
徳
精
神
を
発
揮
し
て
作
業
員
た
ち
に
い
た
わ

り
の
心
を
持
っ
て
接
し
、
自
ら
率
先
し
て
開
墾
を

進
め
、
短
期
間
で
こ
の
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
。

　

こ
の
木
古
内
・
大
野
の
実
績
が
箱
館
奉
行
は
じ

め
幕
府
上
層
部
の
信
頼
を
高
め
、
亀
太
郎
は「
蝦

夷
地
開
拓
掛
」「
石
狩
場
所
農
夫
取
立
繰
込
方
」に

任
命
さ
れ
、
石
狩
地
区
の
本
格
的
開
拓
を
手
掛
け

る
こ
と
と
な
る
。

大
友
堀

　

慶
応
二（
一
八
六
六
）
年
四
月
、
亀
太
郎
は
治

水
・
土
木
工
事
に
深
い
知
識
を
持
つ
一
〇
人
と
と

も
に
石
狩
の
野
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。
一
行
は
既

に
入
植
し
て
い
た
篠
路
開
拓
の
祖
・
早
山
清
太
郎

に
道
案
内
を
頼
み
、
開
拓
に
適
し
た
土
地
を
求
め

て
石
狩
河
口
か
ら
南
へ
と
進
ん
だ
。
野
獣
の
声
に

怯
え
な
が
ら
の
野
宿
を
重
ね
、
伏
古
川
の
川
べ
り

を
遡
り
、
よ
う
や
く
開
拓
地
と
し
て
相
応
し
い
農

耕
地
を
見
つ
け
た
。
そ
こ
が「
元
村
」と
な
る
。

　

五
月
中
旬
、
亀
太
郎
は
ま
ず
用
水
路
の
開
削
に

着
手
す
る
。
豊
平
川
の
支
流
を
水
源
と
し
、
現
在

の
南
三
条
橋
辺
り
か
ら
一
直
線
に
北
六
条
ま
で
通

し
、
そ
こ
か
ら
北
東
に
折
れ
、
北
一
三
条
東
一
六

丁
目
の
大
友
公
園
の
と
こ
ろ
で
伏
古
川
に
繋
が

る
、
お
よ
そ
四
キ
ロ
の
水
路
で
あ
る
。

　

人
跡
未
踏
の
原
始
林
の
中
、
木
を
伐
り
、
草
を

刈
り
、
道
を
開
削
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
作
業
員
た
ち
の
苦
労
は
、
想
像

を
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
完
成
し
た
の

が
九
月
九
日
。
ま
さ
に
突
貫
工
事
、
驚
く
べ
き
速

さ
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
秘
密
は
作
業
員
へ
の
手
当
に
あ
っ
た
。
決

ま
っ
た
賃
金
の
ほ
か
、
働
き
に
応
じ
能
率
給
を
支

給
し
た
の
だ
。
働
き
手
の
中
に
は
一
日
三
両
以
上

に
な
っ
た
者
も
い
た
と
い
う
。
当
時
と
し
て
は
破

格
の
賃
金
で
あ
り
、
人
々
は
こ
の
工
事
を「
一
万

両
の
大
工
事
」と
呼
ん
だ
。

　

こ
う
し
て
完
成
し
た
人
工
運
河
が「
大
友
堀
」

で
あ
る
。
今
の
札
幌
村
郷
土
記
念
館
の
場
所
に
役

宅
を
設
け
、
辺
り
に
大
友
堀
の
船
着
き
場
と
物
資

保
管
用
の
倉
庫
を
建
設
。
人
々
は
こ
の
役
宅
を
大

友
役
所
と
呼
ん
だ
。

移
民
計
画
の
頓
挫

　

次
の
ス
テ
ッ
プ
が
開
拓
移
民
集
め
で
あ
る
。

　

亀
太
郎
は
、
箱
館
奉
行
所
の
直
営
農
場（
御
手

作
場
）を
造
成
し
、
毎
年
一
〇
戸
の
入
植
を
め
ど

と
し
た
移
民
計
画
を
立
て
た
。
そ
の
内
容
は
、
農

民
の
保
護
と
生
産
性
向
上
の
た
め
、
入
植
後
三
年

間
は
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
一
日
一
人
当
た
り
米

五
合
と
味
噌
な
ど
を
支
給
し
、
さ
ら
に
家
屋
を
与

え
、
向
こ
う
一
三
年
間
、
税
を
免
除
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も「
農
民
が
豊
か
に
な
ら

ね
ば
、
藩
も
富
ま
ず
」と
い
う
師
・
尊
徳
の
教
え

で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、こ
の
頃
か
ら
徳
川
幕
府
の
威
光
が
徐
々

に
薄
れ
、
蝦
夷
地
開
拓
の
意
欲
も
失
せ
て
し
ま
っ

た
た
め
、
亀
太
郎
の
計
画
実
施
が
難
し
く
な
っ
た
。

結
局
五
合
扶
持
は
二
年
足
ら
ず
で
終
わ
り
、
家
屋

も
つ
い
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
明
治
の
世
と
な
り
、
明
治
二

（
一
八
六
九
）
年
、
亀
太
郎
は
土
地
の
開
拓
を
開

拓
使
へ
と
引
き
継
ぎ
、
翌
年
小
田
原
に
帰
郷
。
そ

の
後
、
神
奈
川
県
議
会
議
員
と
な
り
、
明
治
三
十

（
一
八
九
七
）年
十
二
月
十
四
日
、
六
四
歳
で
そ
の

生
涯
を
閉
じ
た
。

も
し
明
治
維
新
が
無
か
っ
た
ら
、

札
幌
の
中
心
は
亀
太
郎
が
開
拓

し
た
東
区
元
町
に
な
っ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
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