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蝦
夷
地

え

ぞ

ち

と
大
坂
を
繋
い
だ
「
動
く
商
社
・
北
前

き
た
ま
え

船 ぶ
ね

」 

  

「
蝦
夷
地
」
は
国
内
で
最
後
に
残
さ
れ
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
し
た
。 

近
江
商
人
が
米
、
酒
、
塩
、
砂
糖
、
油
、
衣
料
品
、
雑
貨
等
、
蝦
夷
地
で
は
入
手
が
難
し
い

生
活
用
品
を
大
坂
近
郊
で
買
い
入
れ
、
途
中
で
「
売
り
買
い
」
を
繰
り
返
し
な
が
ら
移
動
す
る

独
特
な
商
法
（「
買
積
み
」
と
も
「
諸
国
物
産
回
し
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
を
続
け
な
が
ら
日
本

海
を
北
陸
か
ら
東
北
へ
、
更
に
は
津
軽
海
峡
を
渡
っ
て
蝦
夷
地
に
達
し
た
の
は
戦
国
時
代
末

期
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

蝦
夷
地
か
ら
の
帰
り
は
主
に
身
欠
き
ニ
シ
ン
や
昆
布
な
等
の
海
産
物
を
積
み
込
み
、
日
本

海
を
南
下
し
て
敦
賀
港
か
ら
陸
揚
げ
、
陸
路
で
琵
琶
湖
へ
出
て
塩
津
か
ら
丸
子
船
で
南
下
、
大

津
港
か
ら
再
び
陸
路
で
逢
坂
山
を
越
え
京
・
大
坂
へ
届
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
蝦
夷
地
は
近
江

商
人
の
独
壇
場
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

一
方
、
江
戸
で
建
設
業
を
や
っ
て
い
た
河
村
瑞ず

い

賢け
ん

は
最
上
川
流
域
に
あ
る
天
領
の
産
米
十

五
万
石
を
江
戸
ま
で
運
ぶ
航
路
を
開
発
す
る
よ
う
幕
命
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
出
羽
国
の
酒

田
港
か
ら
は
津
軽
海
峡
を
通
る
「
東
回
り
」
の
方
が
ず
っ
と
近
い
の
で
す
が
、
津
軽
海
峡
を
通

っ
て
太
平
洋
を
南
下
す
る
航
路
に
は
危
険
な
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
瑞
賢
は
酒
田
か
ら
日
本

海
を
南
下
し
て
下
関
か
ら
瀬
戸
内
海
に
入
り
、
大
坂
か
ら
紀
伊
半
島
を
迂
回
し
て
江
戸
に
至
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る
超
長
距
離
の
「
西
回
り
航
路
」
を
完
成
さ
せ
た
の
で
す
。 

 

近
江
商
人
が
作
っ
た
「
蝦
夷
地―

酒
田―

敦
賀
」
航
路
と
、
瑞
賢
が
整
備
し
た
「
酒
田―

瀬

戸
内
海→

大
坂
」
航
路
を
繋
ぐ
と
、
蝦
夷
地
と
大
坂
を
直
結
す
る
い
わ
ゆ
る
「
北
前
船
航
路
」

（
写
真
参
照
）
が
出
来
上
が
る
わ
け
で
す
。 

 
「
機
が
熟
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
蝦
夷
地
と

大
坂
が
直
結
し
、
数
多
く
の
北
前
船
が
日
本
海
を
疾
駆
す

る
よ
う
に
な
る
の
に
は
も
う
少
し
時
間
が
必
要
で
し
た
。 

 

「
西
回
り
」
沿
岸
の
人
々
の
暮
ら
し
が
次
第
に
豊
か
に
な

る
に
つ
れ
、
蝦
夷
地
の
海
産
物
と
り
わ
け
身
欠
き
ニ
シ
ン 

や
昆
布
や
の
需
要
が
増
え
続
け
た
の
に
加
え
、
大
坂
近
郊

で
綿
布
が
開
発
さ
れ
、
そ
の
保
温
性
・
吸
湿
性
の
高
さ
の
故
に
、
衣
服
が
こ
れ
ま
で
の
麻
か
ら

綿
布
へ
一
変
し
た
の
で
す
。
と
り
わ
け
寒
冷
地
で
あ
る
蝦
夷
で
は
綿
製
品
の
ブ
ー
ム
が
巻
き

起
き
た
と
い
い
ま
す
。
一
方
、
大
坂
を
中
心
に
瀬
戸
内
近
郊
で
は
綿
花
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
り
、

肥
料
に
ニ
シ
ン
の
〆し

め

粕か
す

が
珍
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
蝦
夷
地
と
大
坂
双
方
の

w
in

-

w
in

の
関
係
が
深
ま
り
、「
西
回
り
航
路
」
の
便
益
性
が
益
々
高
く
な
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。 

ニ
シ
ン
と
昆
布
と
綿
布
の
お
陰
で
「
西
回
り
航
路
」
は
一
往
復
す
る
と
約
千
両
（
約
一
億
円
）

の
利
益
が
出
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、「
船
を
持
て
ば
俺
た
ち
も
儲
け
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
一

攫
千
金
の
夢
を
「
雇
わ
れ
船
頭
」
た
ち
が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
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で
し
ょ
う
。
と
は
い
え
、
船
一
艘
を
買
う
と
な
れ
ば
ざ
っ
と
千
両
近
く
は
か
か
る
の
で
容
易
な

話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

当
時
の
船
頭
は
じ
め
水か

主こ

の
給
料
は
際
立
っ
て
高
額
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
別
途
、
船
頭
に
は
積
み
荷
の
一
割
程
度
の
「
帆
待
ち
稼
ぎ
」
と
い
う
名
目
で
船
頭
個
人
の

荷
物
を
積
み
込
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
船
頭
だ
け
で
な
く
他
の
水
主
た
ち
に
も

船
主
が
自
分
の
積
み
荷
の
中
か
ら
約
一
割
程
度
を
「
切
り
出
し
」
と
い
う
名
目
で
ボ
ー
ナ
ス
配

分
す
る
こ
と
が
慣
習
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
成
功
報
酬
と
も
、
危
険
分
散
と
も
い
え
る
・
・
・

「
一
攫
千
金
」
と
「
板
子
一
枚
下
は
地
獄
」
と
が
共
存
す
る
特
殊
な
空
間
が
産
ん
だ
知
恵
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
制
度
の
お
陰
で
、
雇
わ
れ
船
頭
た
ち
は
一
航
海
当
た
り
百
両
（
約
一
千
万
円
）
程
度
を

手
に
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
主
に
北
陸
出
身
者
だ
っ
た
雇
わ
れ
船
頭
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て

船
主
を
目
指
し
た
と
い
い
ま
す
。
一
攫
千
金
の
夢
を
追
う
北
前
船
物
語
の
誕
生
で
す
。
そ
の
他

の
水
主
た
ち
に
つ
い
て
も
遭
難
の
危
険
を
顧
み
ず
北
前
船
へ
の
乗
り
組
み
を
希
望
す
る
人
が

後
を
絶
た
な
か
っ
た
の
も
同
様
の
理
由
だ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
需
要
の
増
大
を
背
景
に

西
回
り
航
路
を
と
る
北
前
船
の
数
が
爆
発
的
に
増
加
す
る
に
つ
れ
北
陸
出
身
の
船
主
が
増
え
、

次
第
に
北
前
船
は
近
江
商
人
の
手
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

実
は
、
北
前
船
が
最
も
活
躍
し
た
の
は
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
な
の
で
す
。 

 

江
戸
時
代
は
松
前
藩
が
松
前
・
江
差
・
凾
館
の
三
港
し
か
入
港
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、



 

4 

 

新
政
府
下
の
明
治
三
年
か
ら
は
全
て
の
港
が
解
放
さ
れ
自
由
な
売
買
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
で
し
た
。 

 

北
前
船
は
毎
年
三
月
頃
に
な
る
と
大
阪
港
を
出
帆
し
、
五
月
頃
に
は
北
海
道
（
名
前
も
蝦
夷

か
ら
北
海
道
へ
）
に
到
着
し
、
海
産
物
を
積
み
込
み
大
阪
に
向
か
っ
て
出
帆
す
る
の
が
七
～
八

月
頃
、
台
風
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
ま
で
に
瀬
戸
内
海
に
入
る
の
が
ほ
ぼ
決
ま
っ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
で
し
た
。 

 

積
み
荷
は
下
り
（
大
阪→

北
海
道
）
が
、
北
海
道
で
は
収
穫
が
困
難
な
米
や
綿
花
や
木
綿
の

古
着
等
を
加
え
た
様
々
な
生
活
用
品
が
主
で
、
上
り
（
北
海
道→

大
阪
）
の
積
み
荷
は
海
産
物

が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
中
で
も
最
大
の
利
益
源
は
何
と
い
っ
て
も
ニ
シ
ン
と
昆
布
で
し
た
。 

と
り
わ
け
ニ
シ
ン
は
群
来

く

き

（
産
卵
の
た
め
ニ
シ
ン
が
浅
瀬
に
群
れ
を
成
し
て
押
し
寄
せ
、
精

子
で
海
の
色
が
白
濁
す
る
様
を
い
う
）
が
押
し
寄
せ
る
と
、
ニ
シ
ン
の
積
み
込
み
で
「
出
船
三

千 

入
船
三
千
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
港
は
賑
わ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
昆
布
も
北
海
道→
大

阪→

長
崎
・
鹿
児
島
、
い
わ
ゆ
る
昆
布
ル
ー
ト
を
経
由
し
て
中
国
に
ま
で
密
か
に
輸
出
さ
れ
て

い
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
海
産
物
は
、
例
え
ば
ニ
シ
ン
は
京
都
で
「
ニ
シ
ン
蕎
麦
」
を
誕
生
さ
せ
、
今
で
は

海
の
な
い
京
都
な
の
に
名
物
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
昆
布
は
上
方
を
中
心
に
日
本
料
理
の
基
本
と
い
わ
れ
る
「
昆
布
出
汁

だ

し

文
化
」
を
作
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
江
戸
・
東
京
に
も
昆
布
は
届
い
て
い
た
の
で
す
が
、「
西
回
り
」
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の
北
前
船
が
一
足
先
に
良
質
の
昆
布
を
大
阪
・
京
都
で
下
ろ
し
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、
良
質

の
昆
布
が
江
戸
・
東
京
に
は
届
か
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
も
っ
ぱ
ら
で
す
。 

 

し
か
し
北
前
船
の
活
躍
も
そ
う
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。「
北
前
船
の
船
頭
」
が
独
占

し
て
い
た
各
地
の
商
品
の
価
格
情
報
も
、
明
治
中
期
を
迎
え
る
頃
に
な
る
と
電
話
が
明
治
二

十
三
年
に
東
京
・
横
浜
間
に
開
通
し
た
こ
と
を
嚆
矢
と
し
て
急
速
に
各
地
に
広
が
り
ま
し
た

し
、
鉄
道
も
奥
羽
本
線
が
明
治
二
十
四
年
に
開
通
す
る
な
ど
、
情
報
・
運
輸
環
境
が
一
変
し
た

の
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
北
前
船
の
優
位
性
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。 

江
戸
中
期
頃
か
ら
約
百
五
十
年
間
続
い
た
北
前
船
の
日
本
海
に
お
け
る
活
躍
も
一
攫
千
金

の
夢
と
と
も
に
そ
の
役
割
を
終
え
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

北
前
船
の
主
な
寄
港
地
で
あ
っ
た
四
十
九
市
町
村
は
文
化
庁
認
定
（
平
成
二
十
七
年
発
足
）

の
「
日
本
遺
産
」
と
し
て
登
録
さ
れ
名
残
を
止
め
て
い
ま
す
。 


