
　

と
こ
ろ
で
、
伊
能
忠
敬
は
な
ぜ
蝦

夷
地
か
ら
全
国
測
量
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

伊
能
忠
敬
は
優
れ
た
天
文
家
で
も

あ
り
ま
す
。
実
は
、
伊
能
忠
敬
の
心

の
中
に
は
、「
日
本
地
図
を
作
る
」

と
は
別
に
「
地
球
の
緯
度
一
度
の
距

離
を
測
り
、
正
確
な
地
球
の
大
き
さ

を
知
り
た
い
」
と
い
う
天
文
学
者
と

し
て
の
大
き
な
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。

　

緯
度
一
度
の
距
離
を
三
六
〇
倍
す

れ
ば
地
球
の
大
き
さ
が
分
か
り
ま
す
。

そ
れ
を
も
と
に
、当
時
狂
い
の
多
か
っ

た
暦
を
も
っ
と
精
度
の
良
い
も
の
に

し
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。
し

か
し
、
緯
度
一
度
の
距
離
を
測
る
に

は
、
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離

れ
た
地
点
の
緯
度
の
計
測
が
必
要
で

し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
江
戸
幕
府
は
国

防
強
化
の
た
め
に
正
確
な
日
本
地
図

を
必
要
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

伊
能
忠
敬
の
師
匠
の
高
橋
至
時
（
よ

し
と
き
）
は
、
江
戸
幕
府
に
蝦
夷
地

の
地
図
製
作
を
願
い
出
て
、
測
量
の

許
可
を
も
ら
い
ま
す
。
地
図
作
り
を

し
な
が
ら
各
地
の
緯
度
を
計
測
し
よ

う
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
の
担
当
者

と
し
て
、
伊
能
忠
敬
が
推
薦
さ
れ
、

蝦
夷
地
測
量
が
実
現
し
ま
し
た
。

北
海
道
測
量
に
込
め
ら
れ
た
、

天
文
学
者
と
し
て
の
目
的

福島町の歴史と文化を知る❶

▲伊能忠敬像
　（伊能忠敬北海道測量開始記念公園）

　
福
島
町
の
伊
能
忠
敬
像
は
、
横

浜
市
の
彫
刻
家
酒
井
道
久
（
さ
か

い
み
ち
ひ
さ
）
さ
ん
に
よ
っ
て
制

作
さ
れ
ま
し
た
。
酒
井
さ
ん
は
、

東
京
都
富
岡
八
幡
宮
の
銅
像
の
作

者
で
も
あ
り
ま
す
。
富
岡
八
幡
宮

の
銅
像
で
は
伊
能
の
晩
年
の
表
情

を
描
い
た
の
に
対
し
、
福
島
町
の

銅
像
で
は
全
国
測
量
を
始
め
た
ば

か
り
の
熱
意
を
も
っ
た
若
々
し
い

姿
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
伊
能
像
が
手
に
持
っ
て
い
る
の

は
、「
彎
窠
羅
鍼（
わ
ん
か
ら
し
ん
）」

と
い
う
江
戸
時
代
の
測
量
の
道
具

で
す
。杖
の
先
端
に
方
位
磁
針（
羅

針
盤
）
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
方
位
磁
針
は
常
に
水
平
を
保

つ
よ
う
に
作
ら
れ
て
お
り
、
足
場

の
悪
い
野
外
で
も
簡
単
に
方
位
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
便
利
な
道
具

で
す
。
腰
を
か
が
め
て
彎
窠
羅
鍼

を
の
ぞ
き
込
む
伊
能
像
の
姿
は
、

一
風
変
わ
っ
て
見
え
ま
す
が
、
江

戸
時
代
の
測
量
の
現
場
を
表
現
し

て
い
る
の
で
す
。

　
ま
た
、
伊
能
像
の
腰
に
差
し
て

い
る
刀
を
よ
く
み
る
と
竹
光
（
竹

製
の
刀
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
金
属
の
刀
等
を
身
に
着
け

て
い
る
と
、
方
位
磁
針
を
狂
わ
せ

て
し
ま
う
た
め
、
作
業
中
は
鉄
製

品
を
身
に
着
け
な
い
よ
う
に
し
て

い
た
と
い
い
ま
す
。

伊
能
忠
敬
像
を
見
学
し
よ
う

▲彎窠羅鍼（わんからしん）を使った測量風景（模式図）

　
こ
の
記
事
は
、
福
島
町
教
育
委

員
会
刊
行
『
北
海
道
ふ
く
し
ま
歴

史
物
語
』
の
な
か
の
「
日
本
地
図

の
第
一
歩
は
吉
岡
か
ら
〜
伊
能
忠

敬
」
の
内
容
を
元
に
作
成
し
て
い

ま
す
。
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