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A

な
ぜ
「北
海
道
」
だ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
ひ
と
り
の
探
検
家
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
―
―
。

】
ヾ
ミ
Ｓ
ヽ
ミ
ヽ
い
ヽ
』
ヽ
ヾ
５
《
】
ミ
群
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ム

山
内
昌
之

◎
歴
史
学
者
①

松
浦
武
四
郎
と
い
つゝ
人
物
を
ご
存
知

で
し
ょ
う
か
。
幕
末
か
ら
明
治
に
生
き

た
旅
行
家
で
あ
り
、
い
ま
か
ら
百
五
十

年
前
、
蝦
夷
地
と
呼
ば
れ
て
い
た
北
の

大
地
に

「北
海
道
」
と
名
付
け
た
人
物

に
興
味
を
も
ち
、
唐

・
天
竺
に
ま
で
そ

の
関
心
領
城
は
広
が
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
親
の
反
対
を
押
し
切
り
、
十
六
歳

か
ら
日
本
各
地
を
訪
ね
て
ま
わ
り
ま

す
。そ

の
間
に

一
度
、
出
家
す
る
の
で
す

lt

―

ヽ
ゝ
Ｔ

で
も
あ
り
ま
す
。

「北
海
道
を
開
拓
し
た
」
と
い
つ
た
意

味
で
は
、
仲
溜
騨
概
や
間ま
蘇
概
駆
な
ど

も
先
覚
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
彼

ら
が
測
量
に
従
事
し
な
が
ら
蝦
夷
地
の

が
、
弘
化
元
年

（
一
人
四
四
）
に
追
俗

し
、
蝦
夷
地
へ
向
か
い
ま
し
た
。

当
時
、
日
本
の
北
方
地
域
に
は
し
ば

し
ば
ロ
シ
ア
船
が
出
没
し
て
い
ま
し

た
。
「
ロ
シ
ア
が
蝦
夷
地
を
狙

っ
て
い

る
ら
し
い
」
。
そ
ん
な
峰
を
聞
い
た
武

四
郎
は
、
我
が
国
の
北
辺
の
安
全
保
障

を
強
く
意
識
し
た
の
で
す
。

弘
化
二
年

（
一
人
四
五
）
に
初
め
て

蝦
夷
地
に
渡
っ
て
か
ら
、
十
三
年
間
で

六
度
に
わ
た
る
蝦
夷
地
調
査
を

敢
行
。
そ
の
範
囲
は
、
樺
太
や

択
捉
島
に
ま
で
及
び
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
武
四
郎
は

「探

検
家
」
と
も
称
さ
れ
ま
す
が
、

私
は
彼
に
は

「ト
ラ
ベ
ラ

ー
」
と
い
２ヽ
肩
書
が
相
応

し
い
と
捉
え
て
い
ま
す
。

ト
ラ
ベ
ラ
ー
と
い
う
と

「旅
行
者
」
と
普
通
は
考

え
ま
す
が
、
武
四
郎

一　
　
　
の
場
合
は
「記
録
者
」

と
い
う
側
面
を
備
え

て
い
た
。
し
か
も
、

そ
の
記
録
者
と
し
て

の
意
味
で
、
き
わ
め

実
態
を
明
ら
か
に
し
た

一
方
、
松
浦
武

四
郎
の
特
筆
す
べ
き
点
は
、
彼
が
ア
イ

ヌ
民
族
の
文
化
や
生
活
に
密
接
に
関
わ

り
、
寄
り
添
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

私
は
、
そ
ん
な
武
四
郎
を
語
る
？ゝ
え

で
、
「
三
つ
の
顔
」
に
着
目
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

→ 奉得
文
化
十
五
年

（
一
人
一
人
）、
松
浦

て
優
れ
た
男
で
し
た
。

た
と
え
ば
、
『近
世
蝦
夷
人
物
誌
』
。

こ
の
本
を
読
め
ば
、
記
録
者
と
し
て
の

確
か
さ
が
見
て
取
れ
る
は
ず
で
す
。

読
み
進
め
て
い
く
と
、
勇
者
、
視
覚

障
害
者
、
彫
り
物
師
等
々
、
さ
ま
ざ
ま

な
ア
イ
ヌ
民
族
の
人
士
が
登
場
し
ま
す

が
、
彼
ら
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
詳
細
か

つ
端
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
じ
つ
に
素

晴
ら
し
い
。
そ
の
人
間
が
ど
こ
で
ど
う

い
う
生
活
を
し
て
、
ど
の
よ
う
に
働
い

て
い
た
か
に
触
れ
な
が
ら

「人
」
を
描

い
て
お
り
、
表
現
力
は
抜
群
で
す
。

ま
た
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
基
本
的
に
「善

意
」
と

「や
さ
し
さ
」
で
人
に
接
し
よ

う
と
す
る
姿
や
、
和
人
の
よ
う
に
儒
学

を
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
親
孝

行
、
あ
る
い
は
人
に
対
す
る
慈
し
み
、

他
人
に
対
す
る
親
切
心
と
い
っ
た
道
徳

観
を
も
つ
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
、

率
直
な
感
動
を
記
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
そ
れ
ほ
ど
の
表
現
力
が
あ
っ

た
の
か
。
そ
れ
は
武
四
郎
が
ア
イ
ヌ
の

人
び
と
と
、
決
し
て
上
か
ら
の
目
線
で

は
な
く
、
「
ア
イ
ヌ
だ
か
ら
」
「和
人
だ

か
ら
」
と
意
識
せ
ず
に
つ
き
あ
つ
て
い

フ
ラ
ッ
ト
な

視
点
を
も
つ
記
録
者

武
四
郎
は
伊
勢
国

一
志し
郡
須
川
村

（現

在
の
三
重
県
松
阪
市
小
野
江
町
）
で
生

ま
れ
ま
し
た
。
彼
の
父
は
庄
屋
を
務
め

て
い
ま
し
た
か
ら
、
土
地
の
大
有
力
者

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

寺
で
の
手
習
い
の
後
、
十
三
歳
か
ら

三
年
間
、
津
藩
の
漢
学
者

。
平
松
楽
斎

の
も
と
で
勉
強
で
き
た
の
は
、
彼
が
恵

ま
れ
た
環
境
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を

物
語
り
ま
す
。

武
四
郎
は
生
ま
れ
育
っ
た
郷
上
の
外

た
か
ら
で
し
ょ
う
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
蝦
夷
地
は

「北
海
道
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
が
、

武
四
郎
は
元
々
、
五
つ
の
候
補
と
と
も

に

「北
加
伊
道
」
と
い
う
名
を
挙
げ
て

い
ま
し
た
。

「加
伊
」
は

Ｆ
」
の
国
に
生
ま
れ
た
者
」

と
い
う
意
味
の
ア
イ
ヌ
語

「カ
イ
」
に

漢
字
を
当
て
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
こ

の
よ
う
に
彼
は
、
ア
イ
ヌ
語
を
も
と
に

北
海
道
の
地
名
を
考
案
す
る
こ
と
で
、

こ
の
大
地
が
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
が
古
く

か
ら
暮
ら
し
て
き
た
特
別
な
場
所
で
あ

る
証
を
残
そ
う
と
し
た
の
で
す
。

→ 学幹
松
浦
武
四
郎
の
二
つ
め
の
顔
は
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
側
面
で
す
。

彼
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が
受
け
た

差
別
や
非
道
な
仕
打
ち
を
、
自
ら
の
著

書
に
お
い
て
批
判
し
ま
し
た
。
そ
の
姿

は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
胸
を
打
つ
普
遍

的
な
姿
勢
で
あ
り
、
日
本
人
の
良
心
と

し
て
語
り
継
が
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。

t

松浦武四郎苦『十勝日
誌』より。アイヌの住居
「チセ」の内部を細かく
記録している(松浦武
四郎記念館蔵)

【、一一オ＝

ア
イ
ヌ
民
族
を
尊
重
し
た
　
″

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
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江
戸
時
代
、松
前
藩
は
鮭
や
ニ
シ
ン
、

昆
布
な
ど
が
と
れ
る
場
所
を
知

行

地

と
し
て
家
臣
に
与
え
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
を
初
期
は

「
商

場
知
行
」
と
呼
び

ま
し
た
が
、
武
士
の
手
に
余
る
の
で
結

局
、
商
人
に
委
ね
ら
れ

ま
し
た
。

こ
う
し
て
場
所
請
負

制
に
変
質
し
た
シ
ス
テ

ム
は
、
間
に
入
っ
た
者

が
上
納
す
る
以
上
の
も

の
を
稼
ご
う
と
す
る
の

が
常
で
、
生
産
性
や
労

働
者
の
能
力
等
を
無
視

し
たし孵
霊
が
行
な
わ
れ

て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

し
か
も
、
伝
説
に
も

な
つ
て
い
ま
す
が
、
商

人
た
ち
が
十
尾
の
鮭
を

数
え
る
と
き
に
、
「
は

じ
め
に
」
と
い
つ
て
一

尾
と

っ
て
か
ら
、　
一
、

二
と
数
え
は
じ
め
、
十

の
後
に

「
お
し
ま
い
」

と
い
っ
て

一
尾
と
り
、

計
十
二
尾
を
奪
う
と
い

ゝ，
詐
欺
的
行
為
も
横
行
し
た
と
い
い
ま

す
。
こ
れ
は
日
本
人
と
し
て
恥
ず
べ
き

行
為
で
し
た
。

そ
れ
に
も
増
し
て
、

を
込
め
て
書
い
た
の
は
、
労
働
力
と
し

て
ア
イ
ヌ
民
族
の
男
を
遠
く
に
連
れ
て

い
き
、
番
人
や
通
詞
と
い
っ
た
下
級
役

人
が
既
婚
者
と
未
婚
者
を
問
わ
ず
女
性

に
猫
濯
を
働
い
た
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
ク
ス
リ

（蛎
路ろ
）
で
は

覚
囃
年
間
に
和
人
の
番
人
が
四
十

一
人

い
て
、
そ
の
つゝ
ち
の
三
十
六
人
が
、
ア

イ
ヌ
民
族
の
夫
を
ア
ツ
ケ
シ

（厚
岸
）

に
行
か
せ
、
そ
の
妻
を
妾
に
し
て
い
る

と
、
武
四
郎
は
指
摘
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
暴
力
の
被
害
者
の
中
で

も
、
ヤ
エ
レ
シ
カ
ン
と
い
２ゝ
二
十
九
歳

の
女
性
は
悲
劇
的
で
し
た
。
小
樟
の
漁

場
へ
夫
を
行
か
さ
れ
て
い
る
間
に
、
和

人
の
番
人
が
彼
女
を
思
う
ま
ま
に
し
ま

し
た
。
そ
の
と
き
に
梅
毒
を
移
さ
れ
る
。

病
状
が
進
ん
で
、
二
、
三
年
前
ま
で
艶

や
か
な
姿
だ
つ
た
彼
女
の
容
貌
は
変
質

し
、
そ
の
鼻
は
落
ち
、
身
体
は
た
だ
れ

て
し
ま
う
―
―
。
山
の
中
に
入
つ
て
何

と
か
暮
ら
し
て
い
る
彼
女
と
、
武
四
郎

が
出
会
い
ま
す
。
武
四
郎
は
米
な
ど
を

与
え
て
慰
め
、
そ
の
救
済
を
働
き
か
け

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
武
四
郎
は
、
和
人
の
収

奪
、
暴
行
な
ど
の
非
道
を
厳
し
く
批
判

し
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
守
る
た
め
に
行
動

し
続
け
た
の
で
す
。

→ 奉幹

蝦
夷
地
の
生
態
系
を

守
る
た
め

最
後
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て

の
松
浦
武
四
郎
と
重
な
る
部
分
が
あ
り

ま
す
が
、
「
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
」
と
い
う

三
つ
め
の
顔
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
よ

うゝノ。

あ
ん
せ
い

武
四
郎
は
安
政
二
年

（
一
人
五
五
）
、

幕
府
の
蝦
夷
山
川
地
理
取

調
御
用
御

一屋
と
な
り
、
蝦
夷
地
を
歩
き
ま
わ
り
ま

し
た
。

明
治
新
政
府
が
で
き
る
と
、
蝦
夷
地

開
拓
御
用
掛
を
経
て
、
長
官
、
次
官
に

次
ぐ
開
拓
判
官
に
抜
櫂
さ
れ
ま
す
。
そ

の
意
味
で
は
行
政
官
で
も
あ
り
ま
し

た
。た

だ
し
、
「
ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
」
（ア
イ

ヌ
の
大
地
）
の
生
態
系
を
尊
び
、
そ
れ

に
よ
つ
て
ア
イ
ヌ
民
族
の
生
活
を
守
ろ

う
と
し
た
行
政
官
で
し
た
。
い
わ
ば
「生

態
論
的
行
政
官
」
と
で
も
呼
べ
る
で
し

ょ
つヽ
か
。

エ
ョ
ロ
ジ
ー
の
視
点
か
ら
す
る
と
、

武
四
郎
が
憤
り
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ア
イ
ヌ
民
族
に
と
っ
て
の
深
刻
な
問
題

は
人
口
の
減
少
で
し
た
。

ア
イ
ヌ
民
族
は
も
と
も
と
人
口
が
少

な
く
、
江
戸
期
は
二
万
人
か
ら
四
万
人

く
ら
い
し
か
い
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
て

い
ま
す
。

武
四
郎
の
記
録
に
よ
る
と
、
文
化
四

年

（
一
人
〇
七
）
に
二
万
六
千
三
百
五

十
六
人
だ

っ
た
ア
イ
ヌ
民
族
の
人
口

は
、
四
十
七
年
後
に
一
万
七
千
人
百
十

人
と
、約
三
二
％
も
減
少
し
て
い
ま
す
。

地
域
に
よ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
壊
滅
的

な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
た
と
え
ば
東
蝦
夷

地
の
厚
岸
は
文
化
六
年

（
一
人
〇
九
）

の
百
七
十
七
軒
、
人
百
七
十
四
人
が
、

安
政
三
年

（
一
人
五
六
）
に
は
五
十
三

軒
、
二
百
十
七
人
と
、
約
七
五
％
の
人

口
が
失
わ
れ
て
い
ま
す

（ブ
レ
ッ
ト

・

ウ
オ
ー
カ
ー

『蝦
夷
地
の
征
服
』
第
七

章
よ
り
）
。

こ
れ
は
ア
イ
ヌ
民
族
が
、
集
団
と
し

て
再
生
産
す
る
力
が
な
く
な
つ
て
き
た

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
先
述
し

た
梅
毒
に
加
え
、
疱
塘
な
ど
の
疫
病
に

よ
り
、
免
疫
の
な
い
ア
イ
ヌ
の
・人
た
ち

が
命
を
落
と
し
た
こ
と
が
大
き
い
。

病
気
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
婚

す
る
頃
に
な
る
と
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
男

た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
追
い
や
ら

れ
て
、
昼
夜
の
別
な
く
酷
使
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
生
涯
、
結
婚
で

き
な
い
男
た
ち
も
多
か
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
暴
力
と
利
権
に
よ
つ
て
、
和

人
が
ア
イ
ヌ
民
族
の
人
妻
を
奪

っ
た

り
、
結
婚
適
齢
期
の
女
性
を
我
が
物
に

し
て
、
通
齢
期
の
若
者
た
ち
に
結
婚
相

手
が
い
な
く
な
つ
た
こ
と
も
無
視
で
き

ま
せ
ん
。

ア
イ
ヌ
の
若
い
男
た
ち
も
、
強
制
的

に
連
れ
て
い
か
れ
た
場
所
で
悪
い
病
気

が
う
つ
つ
た
り
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
、

男
女
と
も
に
、
生
殖
が
不
可
能
な
状
況

に
な
つ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
ア
イ
ヌ
民
族
の
置
か
れ

た
状
況
を
、
武
四
郎
は
怒
り
を
込
め
て

書
い
て
い
ま
す
。

幕
末
・明
治
は
開
発
の
時
代
で
し
た
。

何
も
か
も
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
回
土
を

「改
造
■
し
て
い
っ
た

一
九
六
〇
年
代

の
高
度
成
長
期
の
よ
う
に
、
明
治
新
政

府
は
北
海
道
の
開
拓
を
推
進
し
ま
す
。

し
か
し
、
生
態
系
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま

つヽ
の
で
す
／。

武
四
郎
は
調
査
の
中
で
、
ア
イ
ヌ
民

族
の
暮
ら
し
の
変
化
と
と
も
に
、
北
の

地
に
生
息
す
る
動
物
や
植
物
に
も
影
響

が
出
て
い
る
こ
と
に
、
大
き
な
憂
い
を

感
じ
て
い
ま
し
た
。

や
が
て
彼
は
開
拓
判
官
と
し
て
政
府

の
方
針
に
異
を
唱
え
ま
し
た
が
、
上
司

で
あ
る
開
拓
長
官

・
東
久
世
通
薦
と
対

立
。
結
果
、
明
治
三
年

（
一
人
七
〇
）、

開
拓
判
官
を
辞
め
て
野
に
下
り
ま
し

た
。辞

職
と
と
も
に

「従
五
位
」
の
地

位
も
返
上
し
た
武
四
郎
で
す
が
、

彼
は
そ
の
後
も
、
蝦
夷
地
と
ア
イ

ヌ
民
族
に
関
す
る
著
書
を
出
し
続

け
ま
す
。
ア
イ
ヌ
と
和
人
が

共
存
し
な
が
ら
、
と
も
に
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
。
武
四
郎

は
、
そ
ん
な
日
々
を
夢
見
続
け
て
い
た

の
で
す
。

松
浦
武
四
郎
が
蝦
夷
地
と
接
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
は
、
偶
然
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
彼
が
ア
イ
ヌ
民

族
に
寄
り
添
っ
た

「北
海
道
」
と
い
う

名
を
今
に
遺
し
た
こ
と
は
、
現
在
の
日

本
人
に
と
っ
て
せ
め
て
も
の
幸
い
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ｏ

安政六年(1859)に 刊行され
た『蝦夷漫画』より、樹皮を

彙」ぐ図。アイヌヘの理解促
とを目的に、わかりやすく
絵で構成している(松浦武
四郎記念館蔵)
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