
北
海
道
の
誕
生

　

天
保
14
年
（
１
８
４
３
）、
武
四
郎
は
、

ロ
シ
ア
が
勢
力
を
広
げ
る
た
め
に
蝦
夷
地

（
え
ぞ
ち
）
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。
日
本
の
危
機
を
感
じ
た
武
四
郎
は
、

ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
に
よ
っ
て
緊
張
が
高

ま
っ
て
い
た
蝦
夷
地
を
自
ら
が
調
べ
、
そ
の

様
子
を
多
く
の
人
に
伝
え
よ
う
と
決
意
し
、

弘
化
２
年
（
１
８
４
５
）
か
ら
安
政
５
年

（
１
８
５
８
）
ま
で
６
回
に
わ
た
っ
て
調
査

を
重
ね
ま
し
た
。
危
機
か
ら
ど
の
よ
う
に
日

本
を
守
る
べ
き
か
を
考
え
、そ
の
た
め
に
は
、

ど
こ
ま
で
が
日
本
で
、
そ
の
国
境
に
近
い
と

こ
ろ
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い

か
ら
の
行
動
で
し
た
。

　

武
四
郎
は
、
蝦
夷
地
の
詳
し
い
地
図
を
作

製
し
た
ほ
か
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
文
化
を
紹
介

す
る
こ
と
に
も
努
め
ま
し
た
。
ま
た
武
四
郎

は
、
蝦
夷
地
の
調
査
を
通
じ
て
ア
イ
ヌ
文
化

に
触
れ
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
を
尊
重
す
る
こ
と

も
訴
え
て
い
ま
す
。

　

時
代
は
江
戸
か
ら
明
治
へ
と
変
わ
り
、
武

四
郎
は
、
蝦
夷
地
に
詳
し
い
第
一
人
者
と
し

て
明
治
政
府
の
一
員
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

武
四
郎
は
、
明
治
２
年
（
１
８
６
９
）
７
月

に
は
、
蝦
夷
地
に
代
わ
る
新
し
い
名
称
の
提

案
を
明
治
政
府
に
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
候

補
に
あ
が
っ
た
の
が
「
北
加
伊
道
」「
日
高

見
道
」「
海
北
道
」「
海
島
道
」「
東
北
道
」「
千

島
道
」
で
し
た
。
最
終
的
に
「
北
加
伊
道
」

の
「
加
伊
」
が
「
海
」
と
な
っ
て
、「
北
海
道
」

と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。 

ア
イ
ヌ
民
族
を
示

す
古
い
言
葉
「
カ
イ
」
を
使
っ
て
「
北
の
ア

イ
ヌ
民
族
が
暮
ら
す
大
地
」
と
い
う
思
い
を

込
め
た
「
北
加
伊
道
」
か
ら
「
北
海
道
」
の

名
前
が
誕
生
し
ま
し
た
。
ま
た
、
武
四
郎
は

ア
イ
ヌ
語
の
地
名
に
基
づ
き
、
国
名
（
後
の

支
庁
、
現
在
の
総
合
振
興
局
と
振
興
局
）
や

郡
名
の
選
定
に
も
関
わ
り
ま
し
た
。し
か
し
、

明
治
政
府
の
北
海
道
開
拓
政
策
は
、
ア
イ
ヌ

の
人
々
に
対
し
て
は
厳
し
く
、
こ
の
政
策
を

巡
っ
て
反
発
し
た
武
四
郎
は
、
辞
職
し
政
府

を
去
り
ま
し
た
。

　

晩
年
は
、
趣
味
の
古
物
収
集
の
ほ
か
、
東

海
、
近
畿
、
四
国
、
山
陽
、
九
州
な
ど
を
巡

り
、
大
峯
奥
駈
修
行
や
大
台
ケ
原
探
査
、
富

士
山
登
頂
な
ど
を
行
う
な
ど
、
旅
や
探
査
へ

の
情
熱
は
衰
え
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
探
検

家
の
武
四
郎
、
宇

陀
の
街
道
も
歩
き

ま
し
た
。
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６
月
18
日
に
大
阪
府
北
部

を
震
源
地
と
す
る
地
震
が
発

生
し
、ま
た
７
月
上
旬
に
は
、

記
録
的
な
大
雨
と
な
り
、
西

日
本
を
中
心
に
多
く
の
地
域

で
河
川
の
氾
濫
や
浸
水
害
、
土
砂
災

害
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
災

害
で
暮
ら
し
に
大
き
な
影
響
が
生
じ
、

な
か
に
は
、
犠
牲
に
な
っ
た
方
も
お

ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
今
年
は
終
戦
か
ら
73

年
が
経
過
し
ま
し
た
。
戦
争
を

経
験
し
た
人
の
数
は
、
日
本
の

人
口
１
億
２
千
６
百
万
人
の
内
、

２
千
５
百
万
人
、
お
よ
そ
全
人
口
の

20
％
で
す
。
そ
ん
な
戦
争
を
経
験
し

た
人
も
高
齢
化
し
て
い
き
、
戦
争
の

悲
惨
さ
、
残
酷
さ
、
恐
ろ
し
さ
を
直

接
知
っ
て
い
る
人
も
年
々
減
っ
て
き

て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
私
た
ち
は
毎
日
、「
当

た
り
前
」
と
思
う
平
凡
な
暮
ら
し
を

営
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
住
む
と

こ
ろ
が
あ
り
、
ご
飯
を
食
べ
、
お
風

呂
に
入
り
、
布
団
で
眠
る
。
そ
ん
な

「
当
た
り
前
」
な
生
活
は
簡
単
に
手
に

入
る
よ
う
に
思
い
が
ち
で
す
が
、
必

ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
病

気
や
事
故
、
天
災
な
ど
で
、
そ
ん
な

「
当
た
り
前
」
な
生
活
は
あ
っ
と
い
う

間
に
崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
ん
な

も
ろ
い
上
に
「
当
た
り
前
」
の
生
活

は
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
普
段
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
あ
ま
り
考
え
ず
に
暮
ら
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、何
か
起
こ
っ

た
時
、
あ
る
い
は
、
自
分
の
身
に
降

り
か
か
っ
た
時
、初
め
て「
当
た
り
前
」

に
過
ご
せ
る
と
い
う
こ
と
に
幸
せ
に

感
じ
、
そ
し
て
、
真
剣
に
考
え
る
と

思
い
ま
す
。
毎
日
を
無
事
に
過
ご
せ

る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
は
一
番
難

し
く
、
ま
た
一
番
あ
り
が
た
い
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

毎
日
生
き
て
い
れ
ば
、
色
々
な
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
嬉
し
い
こ
と
、
楽

し
い
こ
と
、辛
い
こ
と
、悲
し
い
こ
と
、

悔
し
い
こ
と
…
。
そ
れ
が
、
ど
ん
な

日
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
今
日
を
無

事
に
過
ご
せ
た
こ
と
に
感
謝
し
ま
せ

ん
か
？

　

い
つ
ま
で
も
同
じ
生
活
が
続
く
よ

う
に
思
い
が
ち
で
す
が
、
決
し
て
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
々
無
事
に

過
ご
せ
る
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ
な
が

ら
、
毎
日
を
大
切
に
過
ご
し
ま
せ
ん

か
？
ま
た
、
私
た
ち
の
今
の
平
和
な

暮
ら
し
は
、
戦
争
で
犠
牲
に
な
っ
た

人
た
ち
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
ず
に
、
か

れ
ら
に
思
い
を

は
せ
な
が
ら
、

平
和
に
暮
ら
せ

こ
と
の
あ
り
が

た
さ
を
感
じ
て

み
ま
せ
ん
か
？

当
た
り
前
な
毎
日

－
松
浦
武
四
郎 
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