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江
戸
時
代
後
期
の
大
航
海
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、

モ
ノ
の
流
通
を
拡
げ
、

庶
民
の
衣
食
住
を
大
き
く
変
え
ま
し
た
。

こ
の
時
代
に
活
躍
し
た
商
人
た
ち
は
、

ベ
ン
チ
ャ
ー
精
神
旺
盛
な
人
た
ち
で
し
た
。

彼
ら
の
波
乱
万
丈
な
人
生
は
、

歌
に
し
て
も
小
説
に
し
て
も
充
分
な
魅
力
を
持
つ
物
語
で
す
。

江
戸
時
代
に
あ
っ
て
は
最
速
の
輸
送
手
段
だ
っ
た
舟
運
は
、

そ
ん
な
商
人
の
野
心
を
か
な
え
、
庶
民
の
健
全
な
欲
望
を
満
た
す

物
流
の
花
形
と
し
て
君
臨
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か

こ
う
し
た
商
人
の
息
遣
い
も
、
危
険
を
冒
し
て
航
海
に
出
る
船
の
姿
も
、

私
た
ち
の
目
に
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

私
た
ち
の
生
活
に
必
要
な
物
資
を
運
ぶ
舟
運
が
、

ま
る
で
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
誤
解
さ
え
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

﹁
急
が
な
い
も
の
は
ゆ
っ
く
り
運
ぶ
﹂﹁
ゆ
っ
く
り
運
ぶ
も
の
を
増
や
す
﹂

と
い
う
流
通
の
仕
組
み
の
再
編
成
は
、

環
境
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
の
可
能
性
を
期
待
さ
せ
ま
す
。

そ
し
て
﹁
運
ば
な
く
て
も
い
い
も
の
は
運
ば
な
い
﹂
と
い
う
選
択
も
、

人
と
モ
ノ
の
関
係
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の

新
し
い
流
れ
を
生
む
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

オランダ、ロッテルダム港のコンテナターミナル
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江戸後期三大航海圏と商いの世界

全国市場を支えた

船・商人・港
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さいとうよしゆき
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庶
民
に
モ
ノ
が
回
る
江
戸
後
期

20
年
ほ
ど
前
に
赴
任
し
た
愛
知
県
半

田
の
大
学
で
、
地
元
の
船
主
の
史
料
を

見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
舟
運
の
世

界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
き
っ
か
け
で
す
。

史
料
を
見
る
と
、
内
海
船

う
つ
み
ぶ
ね

を
は
じ
め
と

す
る
伊
勢
湾
の
船
は
、
塩
、
糠
、
土
器

か
わ
ら
け

、

瀬
戸
物
、
醸
造
品
︵
酒
や
酢
︶
な
ど
の

民
需
品
で
、
運
ん
で
い
た
の
は
新
興
商

人
で
す
。

そ
の
と
き
に
気
が
つ
い
た
の
は
、

﹁
船
の
中
身
は
何
か
﹂
、
﹁
積
み
荷
は
ど

う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
﹂

﹁
積
み
荷
は
ど
う
い
う
所
で
生
産
さ
れ
、

ど
う
い
う
径
路
で
運
ば
れ
、
ど
こ
で
ど

の
よ
う
に
消
費
さ
れ
る
の
か
﹂
と
い
う

視
点
を
、
当
時
の
海
運
史
・
海
事
史
は

持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

モ
ノ
が
届
く
こ
と
で
変
っ
て
い
っ
た
庶

民
の
生
活
が
浮
き
彫
り
に
な
れ
ば
、
ど

の
よ
う
に
近
代
に
つ
な
が
る
か
も
わ
か

る
は
ず
で
す
。

こ
う
考
え
る
と
、
い
く
つ
か
疑
問
が

生
ま
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
江
戸
時
代
後
半
か
ら
、
各

地
で
特
産
物
を
急
に
つ
く
り
始
め
る
の

は
な
ぜ
か
。
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5 全国市場を支えた船・商人・港

﹁
米
し
か
つ
く
っ
て
は
い
け
な
い
﹂
と

藩
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
の
に
、
あ
る
所

で
は
綿
を
つ
く
る
農
村
が
出
て
き
ま
す
。

し
か
も
、
年
貢
を
払
う
た
め
に
、
わ
ざ

わ
ざ
米
を
よ
そ
か
ら
買
っ
て
く
る
。
つ

ま
り
、
綿
を
売
っ
た
利
ざ
や
を
と
っ
て
、

米
を
買
っ
て
、
さ
ら
に
大
量
に
肥
料
を

投
下
し
て
も
儲
か
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ
う
し
た
農
村
は
豊
か
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。

た
だ
し
、
特
産
物
に
特
化
し
て
い
く

と
自
給
自
足
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
、

そ
れ
ま
で
地
元
で
つ
く
っ
て
い
た
も
の

を
外
か
ら
調
達
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
特
産
物
は
他
の
地
域
と
依
存

関
係
を
強
め
な
い
と
成
立
し
な
い
。
そ

れ
を
支
え
た
の
が
新
興
商
人
に
よ
る
流

通
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
一
例
と
し
て
、
関
西
で
は

河
内
木
綿
、
姫
路
木
綿
、
関
東
近
郊
で

は
真
岡
木
綿
が
有
名
で
す
。
木
綿
が
綿

織
物
地
帯
を
活
性
化
し
、
そ
こ
で
は
着

物
が
生
産
さ
れ
、
市
場
に
出
る
。
そ
の

着
物
が
消
費
さ
れ
る
と
、
古
着
と
な
り
、

そ
れ
も
古
着
市
場
を
通
じ
て
全
国
に
運

ば
れ
る
。

綿
を
つ
く
る
た
め
の
主
な
肥
料
は
千

葉
九
十
九
里
な
ど
の
干
鰯

ほ
し
か

が
有
名
で
す
。

し
か
し
イ
ワ
シ
が
不
漁
に
な
る
と
、
蝦

夷
地
漁
場
を
開
拓
し
た
商
人
た
ち
が
ニ

シ
ン
肥
料
を
つ
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
モ
ノ
の
流
れ
や
、
そ
の
流
れ

を
担
っ
た
船
主
や
商
人
を
追
う
こ
と
で
、

日
本
の
歴
史
を
か
な
り
語
る
こ
と
が
で

き
る
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
研
究
は
、
古
い
船
主
の
お

宅
、
例
え
ば
右
近

う

こ

ん

家
︵
福
井
︶
や
内
田

家
︵
愛
知
︶
に
残
っ
て
い
る
古
文
書
の

全
体
目
録
を
つ
く
り
、
し
か
も
そ
れ
を

各
地
で
比
較
し
な
い
と
進
み
ま
せ
ん
。

﹁
こ
の
荷
物
は
、
な
ぜ
こ
こ
に
送
ら
れ

て
い
る
の
か
﹂
﹁
な
ぜ
、
あ
る
は
ず
の

な
い
商
品
が
こ
こ
に
混
じ
っ
て
い
る
の

か
﹂
と
、
疑
問
を
検
討
し
な
い
と
い
け

な
い
。
例
え
ば
﹁
尾
州
廻
船
に
、
な
ぜ

江
戸
で
買
っ
た
八
戸
大
豆
が
載
っ
て
い

る
の
か
﹂
﹁
そ
の
大
豆
は
ど
う
や
っ
て

運
ば
れ
て
き
た
の
か
﹂
と
い
う
疑
問
で

す
が
、
そ
れ
は
、
最
近
ま
で
わ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

三
大
航
海
圏

ま
ず
、
18
世
紀
〜
19
世
紀
、
江
戸
後

期
に
お
け
る
舟
運
路
を
ど
う
捉
え
る
か

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の

時
期
、
日
本
列
島
を
３
つ
に
分
け
て

﹁
北
前
船

き
た
ま
え
ぶ
ね

﹂﹁
尾
州

び
し
ゅ
う

廻
船

か
い
せ
ん

﹂﹁
奥
筋

お
く
す
じ

廻
船

か
い
せ
ん

﹂

か
ら
な
る
三
大
航
海
圏
と
し
て
考
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
物
流
か
ら
の
裏
付
け

で
す
。

３
つ
の
航
海
圏
は
両
端
の
港
で
リ
ン

ク
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
奥
筋
廻
船

と
北
前
船
と
い
う
２
つ
の
航
海
圏
が
結

節
す
る
箱
館
港
と
松
前
港
は
ハ
ブ
港

︵
海
上
輸
送
の
中
継
地
点
と
な
る
港
。

周
辺
各
地
へ
の
交
通
機
関
が
集
中
す
る

場
所
で
も
あ
る
︶
と
い
う
こ
と
が
で
き

19世紀における

北前船、尾州廻船（内海船）、奥筋廻船の航海圏

『白い国の詩』東北電力2004年5月号、
歴史学研究会日本史研究会『日本史講座第７巻』東京大学出版会2005をもとに作図
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る
で
し
ょ
う
。
同
様
に
、
尾
州
廻
船
と

奥
筋
廻
船
が
結
節
す
る
の
が
江
戸
港
、

神
奈
川
港
、
浦
賀
港
。
北
前
船
と
尾
州

廻
船
は
基
本
的
に
は
大
坂
港
、
兵
庫
港

で
結
節
し
ま
す
が
、
瀬
戸
内
海
一
帯
で

も
重
複
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ハ

ブ
港
が
成
立
し
て
、
日
本
全
土
を
覆
う

流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
上
が
る
の

が
19
世
紀
前
半
の
こ
と
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
航
路
に
は
、
有
力
な
船

主
が
い
ま
す
。
北
前
船
船
主
で
あ
る
越

前
河
野

こ

う

の

浦
の
右
近
家
の
商
圏
は
、
稚
内

か
ら
始
ま
っ
て
日
本
海
側
を
下
っ
て
大

坂
、
兵
庫
、
堺
ま
で
及
ぶ
。
奥
筋
廻
船

の
船
主
で
あ
る
石
巻
の
武
山
家
や
平
塚

家
の
資
料
を
見
る
と
、
そ
の
商
圏
は
北

海
道
の
東
岸
か
ら
東
北
太
平
洋
岸
、
関

東
の
江
戸
、
浦
賀
に
及
ん
で
い
る
。
尾

州
廻
船
の
船
主
、
内
田
家
の
史
料
を
見

る
と
、
江
戸
か
ら
瀬
戸
内
海
沿
岸
、
下

関
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
船
主
の
家
は
、
各
航
路
の
中
央

部
に
立
地
し
て
い
る
と
い
う
特
性
が
あ

る
。こ

れ
は
、
江
戸
時
代
前
半
に
機
能
し

て
い
た
、
京
・
大
坂
・
江
戸
の
三
都
を

中
心
と
す
る
流
通
構
造
と
は
違
う
も
の

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
、
江
戸
時
代
前
半
は
三
都
の

特
権
的
な
商
人
が
主
人
公
と
な
り
、
彼

ら
の
取
引
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ

て
お
り
、
新
興
商
人
は
な
か
な
か
そ
こ

に
参
入
で
き
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
新
興
商
人
に
つ
い
て

は
、
後
で
く
わ
し
く
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

舟
運
で
運
ば
れ
て
い
た
の
は

各
航
路
で
は
、
カ
バ
ー
し
て
い
る
範

囲
が
異
な
り
ま
す
か
ら
、
運
ば
れ
て
い

た
も
の
も
当
然
違
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
、
こ
れ
ま
で
大
雑
把
に
は
い
わ
れ
て

き
た
こ
と
で
す
が
、
各
船
主
家
に
あ
る

史
料
を
分
析
し
て
ま
と
め
る
こ
と
で
、

具
体
的
に
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

蝦
夷
地
か
ら
北
陸
、
上
方
、
江
戸
に

流
れ
る
も
の
は
、
食
料
あ
る
い
は
肥
料

と
し
て
の
海
産
物
が
あ
り
ま
す
。
魚
肥
、

ニ
シ
ン
、
白
子
、
数
の
子
、
昆
布
な
ど

で
す
。

逆
に
、
北
陸
、
瀬
戸
内
、
上
方
か
ら

蝦
夷
地
方
面
に
流
れ
る
の
は
衣
料
品
や

食
料
品
関
係
で
、
米
、
塩
、
醤
油
、
砂

糖
、
酢
。
さ
ら
に
雑
貨
品
。
燃
料
と
し

て
の
蝋
や
油
、
建
材
と
し
て
は
畳
、
釘
、

竹
、
そ
の
他
薬
、
煙
草
な
ど
。
北
陸
農

村
か
ら
藁
や
、
む
し
ろ
と
か
出
て
き
ま

す
し
、
東
北
か
ら
蝦
夷
地
に
向
け
て
は
、

米
が
大
量
に
運
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
江
戸
時
代
前
半
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
で
す
。
東
北
か
ら
は
、
江
戸

に
も
仙
台
米
が
運
ば
れ
ま
す
。
東
北
へ

の
帰
り
荷
物
で
は
、
関
東
か
ら
の
衣
料

品
が
多
い
。

こ
う
い
う
流
れ
を
押
さ
え
る
こ
と
で
、

流
通
路
の
中
で
港
の
持
つ
機
能
も
少
し

ず
つ
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。

庶
民
の
食
卓
が
変
わ
る

流
通
路
が
拡
大
、
複
雑
化
し
、
モ
ノ

の
生
産
と
消
費
の
主
体
が
庶
民
に
及
び
、

多
様
化
し
て
い
く
の
が
江
戸
後
期
と
い

っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
結
果
起

き
る
の
が
、
庶
民
の
食
文
化
の
成
熟
で

す
。一

例
を
挙
げ
ま
す
と
、
ま
ず
醸
造
物

が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
初
期
は
味

噌
・
醤
油
な
ど
の
醸
造
生
産
地
帯
で
あ

る
銚
子
︵
千
葉
︶
や
武
豊

た
け
と
よ

︵
愛
知
︶
で

は
、
地
回
り
の
大
豆
を
主
に
使
っ
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
後
期
に

な
る
と
、
奥
州
産
の
南
部
大
豆
が
運
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
武
豊
の
文
書

に
も
﹁
大
豆
は
奥
州
産
が
い
ち
ば
ん
良

い
﹂
と
あ
っ
て
、
江
戸
・
神
奈
川
・
浦

賀
︵
神
奈
川
︶
と
い
う
ハ
ブ
港
を
越
え

て
伊
勢
湾
沿
岸
に
ま
で
流
通
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
大
き
な
変
化
で
す
。
塩
の
場

合
も
播
州
赤
穂
塩
が
高
級
品
と
し
て
珍

重
さ
れ
ま
し
た
が
、
徳
島
の
鳴
門
で
つ

く
ら
れ
る
後
発
商
品
の
﹁
斎
田
塩
﹂
が

価
格
も
手
ご
ろ
で
民
間
に
浸
透
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
米
と
大
豆
、
塩
が
そ

ろ
え
ば
、
味
噌
な
ど
の
醸
造
品
が
生
ま

れ
ま
す
。
知
多
半
島
や
三
河
で
は
、
奥

州
大
豆
と
斎
田
塩
な
ど
で
味
噌
が
つ
く

ら
れ
、
そ
れ
が
伊
勢
や
関
東
方
面
に
出

荷
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

で
は
、
海
産
物
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

北前船・尾州廻船・奥筋廻船
主な積荷
（歴史学研究会日本史研究会『日本史講座第７巻』東京大学出版
会2005）119ページより

北前船（右近家）の主な積荷
（越前国河野浦・右近家文書より）

蝦夷地（松前・江差・箱館・西蝦夷地）から

北陸・瀬戸内・上方（大坂・兵庫・堺）へ

○肥料［鰊・鯡〆粕・干鰯］

○食料［身欠き鯡・白子・数の子・干鱈・煎
海鼠・昆布］

北陸・瀬戸内・上方から　蝦夷地へ

○衣料［木綿・綿・足袋・草履］

○食料［米（中国米・九州米・加賀米・越後
米・庄内米）・小豆・塩・砂糖・醤油・味
噌・酢・酒・漬物・蒟蒻・干瓢・椎茸・鰹
節・素麺・饂飩・茶］

○雑貨［藁・筵・塗物・焼物・金物・紙・
傘・線香］

○燃料［蝋・油］

○建材［畳・蓙・薄縁・釘・竹・灯籠・渋
柿・石灰・ベンガラ］

○船具［碇］

○その他［薬・煙草・阿波粉・絵馬］

尾州廻船（内田家）の主な積荷

（尾張国内海・内田家文書より）

瀬戸内・上方（大坂・兵庫）から

関東（浦賀・神奈川・江戸）へ

○食料［西国米・瀬戸内塩・砂糖］

○燃料［水油］

○肥料［西国糠］

○その他［畳表・蓙・銭］

瀬戸内・上方から

伊勢湾（名古屋・桑名・四日市・津）へ

○食料［瀬戸内塩・瀬戸内砂糖・西国大豆・
西国麦・松前昆布］

○肥料［蝦夷地産鰊〆粕・西国〆粕］

○その他［紙・藍・煙草］

伊勢湾から　関東（浦賀・神奈川・江戸）へ

○衣料［綿］

○食料［米・酒］

○肥料［糠］

関東から　瀬戸内・上方・伊勢湾へ

○食料［奥州大豆・関東大豆・小麦］

○肥料［奥州〆粕・奥州干鰯・関東干鰯］

○その他［銭・魚油］

奥筋廻船（平塚家）の主な積荷
（陸奥国田代島・平塚家文書より）

蝦夷地（松前・箱館・東蝦夷地）から

東北（石巻）・関東（那珂湊・銚子・浦賀・江戸）へ

○食料（海産物）［秋味（塩鮭）・塩鱒・塩鰤・数の
子・筋子・身欠鯡・昆布］

東北から　蝦夷地（松前・箱館・東蝦夷地）へ

○食料［奥州米カ］
（陸奥国石巻・武山家文書より）

東北（石巻・寒風沢）から　関東へ

○食料［本穀米・免米・相馬米・岩城米・南部米・
奥州大豆・小豆・小麦・鰹節］
○肥料［鰯〆粕］
○燃料［魚油・菜種］
○建材［丸太］

関東から　東北へ

○衣料［木綿・繰綿・絹・紬・縮緬・縞・雪駄］
○食料［才田塩・茶（駿州茶）・黒砂糖・白砂糖
（讃州三盆白）］
○雑貨［陶磁器（瀬戸物）・漆器（会津塗）・提
灯・紙（美濃紙）・傘・線香］
○燃料［蝋燭］
○建材［畳表（近江表）］
○船具［織帆・刺帆・櫓・銅板・麻・檜綱・碇・棕
呂皮・チャン］
○その他［銭・屏風・書籍・錦絵・仏具］
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当
時
は
冷
蔵
技
術
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

海
産
物
は
塩
乾
処
理
し
た
も
の
に
な
り

ま
す
。
こ
の
時
期
三
陸
地
方
か
ら
安
価

な
鰹
節
が
入
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

庶
民
階
層
に
ま
で
醤
油
と
鰹
節
が
入
り
、

食
卓
が
変
わ
る
わ
け
で
す
。

江
戸
時
代
前
半
の
庶
民
の
食
事
は
、

調
味
料
も
素
朴
で
、
塩
ぐ
ら
い
し
か
な

か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
化
政

期
あ
た
り
か
ら
関
東
地
回
り
の
醤
油
が

入
っ
て
く
る
。
そ
の
も
と
は
三
陸
の
大

豆
や
瀬
戸
内
の
塩
で
、
こ
の
大
量
供
給

に
よ
り
、
江
戸
・
大
坂
の
食
文
化
が
ど

う
変
わ
る
か
と
い
う
興
味
深
い
問
題
が

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
蝦
夷
地
産
の
二
大
生
産
物
と

し
て
鮭
と
ニ
シ
ン
が
あ
り
ま
す
。
東
岸

で
鮭
、
西
岸
で
は
ニ
シ
ン
が
有
名
で
す
。

こ
の
蝦
夷
地
西
岸
か
ら
北
陸
〜
瀬
戸
内

〜
上
方
ま
で
の
ラ
イ
ン
は
今
で
も
ニ
シ

ン
食
材
の
文
化
圏
で
す
ね
。

一
方
、
蝦
夷
地
東
岸
は
鮭
文
化
圏
で

す
。
鮭
は
平
塚
家
の
奥
筋
廻
船
ル
ー
ト

で
石
巻
︵
宮
城
︶
や
那
珂
湊
︵
茨
城
︶
、

江
戸
に
運
ば
れ
ま
し
た
。
那
珂
湊
で
は

那
珂
川
を
遡
上
し
て
茨
城
や
栃
木
ま
で

運
ば
れ
て
い
き
ま
す
。
銚
子
か
ら
利
根

川
を
上
り
、
群
馬
や
江
戸
に
入
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
東
北
か
ら

関
東
地
方
の
太
平
洋
側
は
、
鮭
食
材
の

文
化
圏
に
な
っ
て
い
ま
す
。
朝
ご
飯
で

塩
鮭
を
食
べ
る
風
習
が
い
つ
ご
ろ
始
ま

っ
た
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
は
こ
の

時
期
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

要
す
る
に
18
世
紀
〜
19
世
紀
は
、
農

産
・
海
産
物
や
加
工
品
が
大
量
に
市
場

に
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
庶
民
に

行
き
渡
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
、
い

わ
ゆ
る
﹁
和
食
革
命
﹂
と
い
わ
れ
る
現

象
と
な
っ
て
表
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。

物
流
の
担
い
手
た
ち

こ
の
よ
う
な
市
場
の
変
化
を
支
え
た

大
き
な
要
因
は
、
舟
運
輸
送
の
活
発
化

で
あ
り
、
そ
れ
を
促
し
た
の
は
さ
ま
ざ

ま
な
性
格
を
持
っ
た
商
人
と
い
っ
て
も

い
い
。

商
人
は
各
地
に
広
域
的
な
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
伊
勢
商

人
、
紀
州
商
人
、
尾
張
商
人
、
会
津
商

人
な
ど
多
数
い
ま
す
が
、
有
名
な
の
は

近
江
商
人
で
す
。

近
江
商
人
は
、
厳
し
い
倫
理
観
と
商

業
技
術
を
持
っ
て
お
り
、
領
主
も
彼
ら

の
技
術
を
必
要
と
し
ま
し
た
。
こ
の
た

め
、
江
戸
初
期
か
ら
領
主
と
協
力
し
て
、

特
権
的
な
位
置
を
確
保
し
ま
す
。
そ
の

出
店
範
囲
は
広
く
、
東
北
で
す
と
主
要

な
城
下
町
の
商
人
は
近
江
商
人
で
形
成

さ
れ
、
寒
い
東
北
で
需
要
が
高
か
っ
た

木
綿
を
16
世
紀
か
ら
17
世
紀
に
か
け
て

扱
っ
て
い
き
ま
す
。

彼
ら
が
扱
う
商
品
は
、
陸
上
輸
送
が

多
い
。
納
期
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
商

品
や
高
級
品
で
、
薬
や
呉
服
な
ど
で
す
。

船
は
大
量
に
安
価
で
運
べ
る
け
れ
ど
、

風
が
吹
か
な
け
れ
ば
待
た
な
く
て
は
い

け
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
商
品
に

は
馴
染
み
ま
せ
ん
。
と
は
言
う
も
の
の
、

中
山
道
で
高
級
呉
服
を
運
ん
だ
商
人
が
、

仙
台
に
着
い
た
と
き
に
﹁
大
名
行
列
に

ぶ
つ
か
っ
て
納
期
が
遅
れ
て
申
し
訳
あ

り
ま
せ
ん
﹂
な
ん
て
書
い
た
詫
び
状
が

残
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
陸
路
も
確
実
と

い
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
江
戸
前
期
に
領
主
と
密

着
し
て
幅
を
利
か
せ
た
特
権
商
人
の
世

界
に
、
江
戸
後
期
に
は
新
興
商
人
が
参

近世（江戸時代）の商人の時期的類型

（斎藤善之作成）

世
紀
後
半
〜
　
世
紀
前
半
（
近
世
前
期
）

17

18

時
期

政
権

市
場
の
特
徴

商
人
類
型

代表的な商人
白文字は今日まで

存続している商人・企業

時代を
代表する
流通拠点

【大阪】
住友友以

【江戸】
紀伊国屋文左衛門
奈良屋茂左衛門
三井高利（越後屋）
【京都】

下村彦右衛門（大丸屋）

【名古屋】
伊藤次郎左衛門（松坂屋）

【近江】
西川伝右衛門

中井源左衛門（日野屋）
大村彦太郎（白木屋）

綱
吉
政
権

吉
宗
政
権
（
享
保
改
革
）

大
阪
・
江
戸
・
京
都

各
地
の
城
下
町

東
廻
り
・
西
廻
り
の
主
な
湊
町

問
屋
商
人
（
江
戸
十
組
問
屋
・
大
阪
二
十
四
組
問
屋
仲
間
）　
　
都
市
小
売
商
人

藩
領
国
経
済
圏
の
確
立

そ
の
上
に
君
臨
す
る
三
都
（
大
阪
・
京
都
・
江
戸
）

お
よ
び
国
際
貿
易
港
・
長
崎

世
紀
前
半
（
近
世
初
期
）

17

【堺】
津田宗及（天王寺屋）
今井宗久（納屋）
呂栄助左衛門
【大阪】
淀屋常安
鴻池新六
【博多】
神屋宗湛
島井宗室
【敦賀】

道川六郎右衛門
高島屋

【伊勢大湊】
角屋七郎兵衛

家
康
・
秀
忠
・
家
光
政
権

堺
・
博
多
・
敦
賀
・
伊
勢
大
湊

初
期
豪
商

戦
国
大
名
の
領
国
市
場
か
ら
統
一
政
権

江
戸
幕
府
に
よ
る
全
国
市
場
の
形
成
期

世
紀
前
半
（
近
世
後
期
）

19

【京都】
飯田新七（高島屋）

【北陸】
大家七平
広海仁三郎
右近権左衛門
馬場道久

藤井能三（北前船首）

【東海】
内田佐七
伊藤嘉七
瀧田金左衛門
伊奈半三郎
中野又左衛門

大
御
所
政
権
　
水
野
政
権
（
天
保
改
革
）

江
戸
・
大
坂
・
伊
勢
湾
・

瀬
戸
内
な
ど
の
内
湾
市
場
圏

新
興
商
人
（
株
仲
間
外
・
非
特
権
商
人
）

農
民
的
商
品
生
産

各
地
の
特
産
物
生
産
の
発
展

諸
藩
の
国
産
専
売
政
策
　
幕
府
財
政
の
窮
乏

天
保
大
飢
饉

世
紀
前
半
（
幕
末
維
新
期
）

19

【江戸】
大倉喜八郎
安田善次郎
【京都】
小野善右衛門
古河市兵衛
【近江】
伊藤忠兵衛
【長州】
白石正市郎
藤田伝三郎
【土佐】
岩崎弥太郎
【鹿児島】
五代友厚

慶
喜
政
権
　
維
新
政
権

横
浜
　
神
戸

政
商

幕
藩
制
経
済
体
制（
三
都
〜
城
下
町
全
国
市
場
圏
）の
崩
壊

戊
辰
戦
争

資
本
制
経
済
体
制
へ
の
再
編
（
国
民
全
国
市
場
の
創
出
）

世
紀
後
半
（
近
世
中
期
）

18
【淡路→蝦夷地】
高田屋嘉兵衛

【紀州→蝦夷地】
栖原屋角兵衛

【加賀→蝦夷地】
銭屋五兵衛

田
沼
政
権

定
信
政
権
（
寛
政
改
革
）

在
郷
町

地
方
湊
町

御
用
商
人

株
仲
間
結
成
の
ピ
ー
ク

幕
府
財
政
・
諸
藩
財
政
の
窮
乏

天
明
大
飢
饉



北
上
川

北上川

旧
北
上
川

旧
北
上
川

金華山

牡鹿半島

田
代
島 網地島

石
巻
工
業
港

旧
武
山
家

日和山
神社と川港

中州

入
す
る
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
各
地
で

見
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
前
頁
の
図
表
は

時
期
ご
と
に
異
な
る
商
人
類
型
を
一
覧

に
し
た
も
の
で
す
。
現
代
に
も
残
る
商

人
た
ち
が
江
戸
後
期
に
輩
出
し
て
い
る

こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

江
戸
や
大
坂
は
株
仲
間
に
よ
る
統
制

が
厳
し
く
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
新

規
参
入
が
難
し
い
地
域
で
し
た
。
で
す

か
ら
、
奥
州
の
産
物
は
江
戸
に
直
接
入

ら
ず
に
、
統
制
が
ほ
と
ん
ど
及
ば
な
い

神
奈
川
や
浦
賀
経
由
で
上
方
に
入
る
。

興
味
深
い
の
は
、
後
に
開
国
し
て
、
最

初
の
開
港
地
と
な
っ
た
兵
庫
や
横
浜
は
、

そ
う
し
た
新
興
市
場
圏
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

と
し
て
機
能
し
て
い
た
所
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
の

新
た
な
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
開

港
地
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。
何
も

な
い
寒
村
に
港
が
で
き
た
の
で
は
な
い

と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
、
新
潟
も
同

様
で
す
。

ち
な
み
に
、
尾
州
廻
船
が
浦
賀
で
下

ろ
し
た
荷
物
は
、
そ
こ
の
問
屋
が
買
い

取
り
ま
す
。
奥
州
の
船
荷
も
、
同
じ
問

屋
に
入
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
問
屋
が
、

江
戸
で
は
深
川
︵
江
東
区
︶
や
新
川

︵
中
央
区
︶
に
も
い
ま
し
た
が
、
強
い

統
制
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

開
国
を
経
て
明
治
時
代
に
な
る
と
、

そ
う
し
た
統
制
が
い
っ
た
ん
解
除
さ
れ

る
の
で
、
新
興
流
通
勢
力
が
江
戸
に
も

進
出
し
て
き
ま
す
。

8

港町石巻と船主武山家
宮城県石巻は北上川河口に位置し、ここ
から仙台藩の御穀米（藩米）が江戸に運ば
れていた。一時、江戸の消費米の三割が御
穀米といわれたほどで、盛時は多数の千石
船が港外に停泊していた。
また、北上川流域の物産も川船で石巻に
集まった。例えば三河・岡崎の八丁味噌カ
クキューの江戸後期の大豆仕入地に盛岡や
花巻の地名が見えるように、北上川舟運が
奥筋廻船とリンクする場でもあった。
その石巻で活躍した江戸から明治期にか
けての廻船主に武山家がある。数艘の千石
船を所有して活躍した廻船業（御穀米船主）
で、その後、金融業や醸造業を手広く営む
ようになった。武山家には1897年（明治
30）ごろに増築された母家の襖の下貼り
という形で、当時の証文や通帳が多数残さ
れていた。1979年（昭和54）に母家を改
築した際不要になった襖はそのまま保管さ
れ、古文書が発見されてからは石巻市の市
史編さん室によって、通し番号をつけて整
理されたという。
その膨大な数の史料は、現在、「石巻千
石船の会」事務局長でもある本間英一さん
（写真下）に受け継がれている。武山家七
代目の一郎（1864年、元治１生まれ）の
男子子孫が亡くなり名跡が途絶えたため、
四女ひでの嫁ぎ先である本間家が相続した
からである。英一さんは、ひでの孫。
この『武山六右衛門家文書』は、斎藤善
之さんが中心となって７年の歳月をかけ、
通算161回の勉強会を経て解読され、１冊
の本にまとめられた。（写真左下）
その文書を見ると、江戸や浦賀の商人に
宛てた受取状や書状も多く見られ、石巻と
江戸のつながりの強さが垣間見えるものと
なっている。しかも、そこに書かれた江戸
の商人には、越後屋（現・三越）、山本嘉
兵衛（現・山本山）など、今に続く老舗の
名前もあり、歴史の空白を埋める大変貴重
な史料である。

上：旧北上川の流れからは、かつての石巻港の賑わいをうかがい知ることはできない。
正面に見えるこんもりとした森は日和山。
下右：タイル張りの百貨店「観慶丸」は、現在は瀬戸物屋。店名は武山家の持ち船にあ
やかっている。下左：道を一本入ったかつての旧河岸に、今も営業を続けている山形屋
の醸造蔵（醤油）。山形屋には、武山家からも嫁に行き、縁戚関係という。

武山家（現・本間家）
の蔵。ここに右のよう
な古文書が保管されて
いる。この受取状は観
慶丸船主である武山家
の当主に発行されたも
のだ。

覚
四
〆

一
六
拾
匁
也
　
芦
久
保

弐
百
五
拾
目

拾
六

此
金
壱
両
也

右
之
通
り

慥
ニ

受
取
申
候

戌
五
月
廿
五
日

山
本
嘉
兵
衛

印

江
戸
日
本
橋
通
弐
丁
目

︿
ヤ
マ
嘉
﹀
御
茶
所

藤
七

観
慶
丸
旦
那
様



サ
ー
ビ
ス
空
間
と
し
て
の
港
湾

こ
の
よ
う
な
商
い
を
担
っ
た
人
々
に

よ
っ
て
、
船
と
陸
、
モ
ノ
と
情
報
が
行

き
交
っ
た
場
が
港
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

で
は
港
と
い
う
場
で
は
、
荷
の
扱
い
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
業
務
が
発
生
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
船
が
港
の
口
に
着
く
と
、
曳

き
船
が
港
内
ま
で
引
っ
ぱ
っ
て
き
ま
す
。

船
乗
り
た
ち
の
世
話
、
積
み
荷
を
降
ろ

す
か
否
か
、
船
体
の
修
繕
の
有
無
な
ど
、

港
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を

供
給
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

窓
口
と
な
る
の
が
廻
船
問
屋
で
す
。
た

だ
廻
船
問
屋
は
そ
れ
ら
の
世
話
を
す
る

ば
か
り
で
な
く
代
理
店
の
よ
う
な
役
割

も
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
船
乗
り
が
手

紙
を
出
し
た
け
れ
ば
飛
脚
に
取
り
次
ぐ

し
、
入
出
港
に
関
す
る
役
所
へ
の
届
け

を
代
行
し
た
り
し
ま
し
た
。
祈
願
行
為

の
代
行
も
し
、
航
海
安
全
を
願
い
、
代

参
す
る
こ
と
ま
で
行
な
っ
て
い
ま
す
。

積
み
荷
に
つ
い
て
も
、
相
場
を
教
え

る
だ
け
で
な
く
、
す
ぐ
売
り
た
い
の
か
、

値
が
上
が
る
ま
で
蔵
に
置
い
て
か
ら
売

り
た
い
の
か
、
売
り
先
が
決
ま
っ
て
い

て
手
数
料
だ
け
と
っ
て
そ
れ
を
仲
介
す

る
の
か
、
船
側
の
希
望
に
応
え
ま
す
。

ま
た
、
病
気
に
な
っ
た
水
主

か
こ

の
手
当
を

し
た
り
、
補
充
を
し
た
り
と
い
う
口
利

き
も
し
た
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
が
あ
っ
て
船

9 全国市場を支えた船・商人・港

右：川港を見下ろす山の麓には大嶋神社が祀られ
ており、立派な鳥居と常夜灯があった。
上：常夜灯の設置は、入港船が行なう場合も多い
ので、刻まれている名前や肩書き、建設年が大切
な情報となる。連ねられている名前が株仲間の可
能性もある。常夜灯だけではなく、手水の石桶の
裏などにも必ず文字が刻まれているから見逃せな
い。まち歩きは楽しい。古文書だけではなく、ま
ち並みからも歴史の断片が読み取れる。
左：千石船の廃材再利用が見られる住宅の壁。船
主や商人など、船にかかわりのあった家の証を現
代に伝えてくれる。再利用とはいっても、ゆうに
100年はもつ、しっかりした材料である。

上：日和山から上流に向
けて、石巻港を臨む。中
央の中瀬には今も造船所
があった。
右：石巻港中瀬の上流に
ある川港。写真の右端に、
中瀬にかかる橋が見える。
左：川港のところどころ
に残る石積みの雁木。護
岸工事で近く消えてしま
うそうだ。



和船建造技術を伝える
船大工棟梁、新沼留之進さん

現在、実物大の和船を復元できる棟梁としては、
日本で唯一人ではないかといわれている新沼留之
進さんは、大船渡市在住の船大工の棟梁だ。
これまで手がけた船は、気仙丸（1991年、岩手
県大船渡市、350石）、浪華（なにわ）丸（1999年、
大阪府大阪市、1000石）、みちのく丸（2005年、
青森県青森市、1000石）などで、和船の復元をす
るといえば必ず声がかかる棟梁である。
新沼棟梁は1930年（昭和5）に大船渡で生まれ
た。第二次世界大戦の最中に大工になり、鋼材が
不足していたため木で輸送船がつくられていたと
ころから木造船の世界に入った。戦時標準型とい
い300tぐらい、つまり千石船二杯分ほどの大きさ
の船を、三井木船大船渡工場でつくったという。
戦後も、ずっと木造船をつくってきたが、まわ
りは鉄鋼船からFRP船になり、だんだん木造でや
る船大工はいなくなっていった。
しかし新沼棟梁は、20年以上前から

「やがては、こういう北前船を復元しようという
時が必ずくる」
と信じていたそうだ。北前船を復元させて、世
の中の視線を和船にクローズアップさせてみよう、
という野心があったという。その間は、FRPの船
型づくりで生活を支えていた。
最初に手がけたのが気仙丸。「三陸海の博覧会」

（1992年）で何か人目を惹くものを、ということ
になり、新沼棟梁は
「これからは自然エネルギーの活用が必要なんだ。
陸上物流よりも海上物流のほうがはるかに少ない
エネルギーでモノを運ぶことができる。
しかも自然の風を利用してモノを運ぶというの

は、非常に合理的。これからは先人の知恵を活か
して、海の輸送体系を考えたらどうだろう」
と提案した。友人の東海新報（大船渡市の地元
新聞）編集長らの後押しもあって、実現できるこ
とになったが、一緒にやろうと声をかけた大工仲
間たちも、「できるはずがない」と最初は半信半
疑だったという。
気仙丸が1年で完成できたのは、それまでの間
に新沼棟梁が復元を意識して研究したり、資料を
集めたりしていたお蔭だ。三井木船での体験も、
大いに役立ったという。
新沼棟梁がもっとも腐心するのは、なんと言っ
ても船の安全性。「船底勾配」とか、長さに対す
る船幅の割合とか、そういった基本的なものを自
分なりに考えたり調べておかなければ、本当の意
味で安全性に得心できない。
気仙丸が完成し、船下ろしを終えて帆走にも成
功したことに、多くの人が驚いた。「まだ、和船
の大型木造船をつくれる棟梁がいる」ということ
が、徐々に広まり、佐渡の白山丸、大阪の浪華丸、
青森のみちのく丸へとつながっていった。特に
「みちのく北方漁船博物館財団」が所有するみち
のく丸の製造は、船大工の後継者育成の意味合い
もあるといわれている。
新沼棟梁によれば、

「三陸沿岸は気象条件が厳しいんです。岩礁が多
いし、霧がかかる。そのためには、堅牢につくる
ことを心掛けています。材料はふんだんにあるし、
昔から人件費が安いから、材料に金をかけて堅牢
につくるというのが、こちらの考え方」
船というのは、150から200ｔもの重量物を積ん
で波の上を移動するわけだから、陸上の構造物と
違って船体に非常な破壊力が加わる。しかも、悪
天候になると、相当な波浪の衝撃や風圧もかかる。
そういう破壊力に耐える強度を持たせなければい
けない。

しかし、新沼棟梁はただ昔の工法をなぞってい
るだけではない。みちのく丸の厚さ15cmの外板
をはぎ合わせる釘は、1尺2寸の縫い釘。その縫い
釘をつくるにも、今では鍛冶屋さんの手間がかか
り、値段も高くつく。そこで、市販の直径15mm
のスクリューネジで締めれば同等の強度が得られ
ることを確信して、代用した。
復元に必要なのは、船大工の技術だけではない。
木造船に適した材木の入手が不可欠となる。みち
のく丸にはさまざまな材種の木材が適材適所に使
われている。一番力がかかるような箇所には、固
くて丈夫な材料を使う。滑車の心棒には、長持ち
して、割れにくい樫。まさに適材適所の知恵であ
る。
帆柱をとった後の辺材も使う。見た目に目立つ
所には、「見栄えがいいな」と思う辺材の木目が
きれいな所を利用する。できるだけ材料を無駄に
しないように辺材の利用も考えているそうだ。
意外なことに、船は海水に浸かっている部分は
比較的長持ちするという。しかし、海水から露出
した部分は雨水に当たって傷みが早い。雨水は細
菌が繁殖しやすいため、木が腐りやすいのだそう
だ。
そのため和船は、だいたい7年で大作事をする
ということになっているのだが、寿命としては20
年が目安じゃないか、ということである。
寿命を迎えた和船の材は、昔は使える所は船に
再利用され、陸に上がって住居の一部（舟板塀な
ど）に使われることも多かった。
「模型は度々つくっているけれど、あんなものは
おもちゃだから実際には役に立たない」
と言う新沼棟梁。ただの飾り物ではなく、荒海
に出て行っても航海できる本物の船の復元に、新
沼棟梁は職人としての誇りをかけている。

は
動
く
わ
け
で
す
が
、
廻
船
問
屋
の
も

と
に
組
織
化
さ
れ
た
港
の
機
能
と
し
て
、

そ
れ
が
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

常
夜
灯
や
日
和
山
の
整
備
な
ど
は
、

お
そ
ら
く
そ
う
し
た
廻
船
問
屋
が
主
導

し
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
江

戸
時
代
は
現
在
以
上
に
受
益
者
負
担
の

社
会
で
し
た
。
入
港
船
か
ら
廻
船
問
屋

が
金
を
取
っ
て
、
そ
れ
を
仲
間
組
織
で

相
談
し
分
配
し
た
ん
で
し
ょ
う
。

現
段
階
で
は
、
こ
の
程
度
ま
で
は
わ

か
っ
て
い
ま
す
が
、
港
の
具
体
的
な
営

み
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い

こ
と
も
多
い
の
が
現
状
で
す
。

奥
筋
廻
船
の
三
タ
イ
プ

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
少
な
く
と
も

江
戸
時
代
後
期
、
18
世
紀
か
ら
19
世
紀

に
は
、
港
湾
と
い
う
の
は
舟
運
と
商
い

が
相
互
に
支
え
合
う
こ
と
に
よ
り
、
全

国
の
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
が
、
庶
民
レ
ベ

ル
に
ま
で
流
通
す
る
と
い
う
﹁
市
場
の

構
造
﹂
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
、
舟
運
の
こ
と
を
考
え
る
こ

と
は
、
そ
う
し
た
港
町
を
つ
く
っ
た
商

人
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
も
い
え
ま

す
。奥

筋
廻
船
に
限
っ
て
み
て
も
、
船
主

と
な
る
商
人
に
は
３
つ
の
タ
イ
プ
が
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
１
つ
は

﹁
御
穀
船
﹂
と
い
わ
れ
る
船
を
扱
っ
て

い
た
商
人
で
、
仙
台
藩
の
藩
米
な
ど
を

運
ぶ
も
の
で
、
領
主
の
規
制
を
受
け
る

代
わ
り
に
保
護
も
受
け
る
。
70
〜
80
艘

は
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
主
任
務

は
石
巻
か
ら
江
戸
に
米
を
運
び
、
帰
り

は
藩
の
求
め
て
い
た
商
品
を
運
ん
で
仙

台
藩
の
経
済
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

２
つ
め
が
、
純
然
と
輸
送
に
特
化
し

た
商
人
・
船
主
で
す
。
生
産
物
が
集
ま

っ
て
く
る
都
市
に
拠
点
を
持
つ
商
人
で

す
。
後
ほ
ど
紹
介
す
る
石
巻
の
武
山
家

は
、
そ
う
し
た
例
の
ひ
と
つ
で
す
。

越
前
の
右
近
家
や
、
石
巻
の
平
塚
家

な
ど
も
そ
う
で
、
平
塚
八
太
夫
は
右
近

家
と
同
じ
よ
う
な
軌
跡
を
辿
り
ま
す
。

買
積
み
商
い
を
し
て
、
東
蝦
夷
地
の
鮭

を
買
い
、
関
東
に
持
っ
て
き
て
売
る
。

東
の
北
前
船
と
も
い
え
る
存
在
で
す
。

※
買
積
み
方
式
と
運
賃
積
み
方
式：

菱
垣
廻
船
や
樽

廻
船
が
、
積
荷
を
運
ん
で
所
定
の
運
賃
を
受
け
取
る

「
運
賃
積
」
方
式
を
と
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
北
前

船
や
尾
州
廻
船
な
ど
は
、
船
側
が
積
荷
を
自
己
商
品

と
し
て
買
い
取
り
、
そ
れ
を
高
く
売
れ
る
所
に
自
由

に
輸
送
し
て
売
買
差
益
を
採
用
し
て
い
た
。
そ
の
方

式
を
「
買
積
」
方
式
と
い
う
。

３
つ
め
が
、
次
に
紹
介
す
る
千
田

ち
だ

家

︵
大
船
渡
︶
で
、
生
産
者
が
船
主
を
兼

ね
て
い
る
タ
イ
プ
で
す
。
現
地
生
産
し

て
い
る
海
産
物
を
、
手
船
を
持
っ
て
売

り
込
み
に
行
く
と
こ
ろ
ま
で
担
っ
て
い

ま
し
た
。

千
田
家

岩
手
県
大
船
渡
市
三
陸
町
綾
里

り
ょ
う
り

に
今
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ぐ
に
傷
ん
で
し
ま
う
。
新
鮮
な
ま
ま
運

ぶ
流
通
手
段
が
な
く
、
保
存
技
術
も
塩

ウ
ニ
ぐ
ら
い
で
し
た
が
、
ま
ず
い
た
め

に
需
要
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
中
で
、
鰹
製
品
は
塩
を
大
量
に

使
っ
て
塩
鰹
に
し
て
、
塩
辛
い
鰹
の
半

生
利
節
み
た
い
な
も
の
が
素
朴
な
加
工

と
し
て
、
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
諸
製
品
が
、
お
そ
ら
く
千

田
家
の
江
戸
中
期
の
経
営
を
支
え
た
ん

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
捕
っ
た
ら
す
ぐ

加
工
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
浜

周
辺
で
全
部
加
工
し
て
い
た
は
ず
で
す
。

山
が
迫
っ
て
い
る
土
地
柄
な
の
で
耕
地

は
少
な
く
、
漁
業
生
産
以
外
に
は
山
仕

事
を
主
と
し
て
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
一
番
重
要
だ
っ
た
の
は
、
そ

れ
ら
の
生
産
物
を
江
戸
に
持
っ
て
行
く

運
輸
業
で
す
。
千
石
船
を
何
艘
保
有
し

て
い
た
か
は
時
期
に
よ
っ
て
も
違
う
し
、

ま
だ
特
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
自
己
所
有

船
を
持
ち
、
乗
組
員
を
育
成
し
て
船
頭

や
水
主
を
任
せ
、
江
戸
に
運
ん
で
い
た

の
で
す
。

つ
ま
り
、
自
分
で
生
産
し
た
も
の
を

運
ぶ
た
め
に
手
船
を
持
っ
て
い
る
。
そ

れ
以
上
の
荷
物
を
運
ぶ
た
め
に
運
送
業

に
乗
り
出
し
た
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
か

ら
の
研
究
課
題
で
す
。
現
在
残
る
千
田

家
の
資
本
の
つ
く
ら
れ
方
か
ら
見
て
、

多
少
は
周
辺
の
荷
を
集
め
て
出
荷
し
て

い
る
で
し
ょ
う
が
、
例
え
ば
蝦
夷
地
に

行
っ
て
海
産
物
な
ど
を
買
い
つ
け
て
、

そ
れ
を
江
戸
に
運
ぶ
と
い
う
輸
送
業
へ

進
出
し
た
痕
跡
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
つ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
千
田
家
は
、
も
っ

と
地
元
密
着
型
の
生
業
発
展
を
し
た
地

域
型
商
人
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

こ
れ
と
違
う
の
は
、
先
ほ
ど
第
二
類

型
と
し
て
挙
げ
た
石
巻
の
武
山
家
で
す
。

武
山
家
は
生
産
と
は
離
れ
た
輸
送
業
者

型
で
す
。
こ
の
た
め
、
地
元
の
生
産
過

程
に
密
着
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
荷

物
を
中
継
す
れ
ば
よ
い
問
屋
型
な
の
で

す
。
し
か
し
千
田
家
は
生
産
過
程
を
丸

抱
え
し
て
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。

だ
か
ら
、
自
身
が
社
会
的
資
本
と
技
術

を
抱
え
込
む
形
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
も
、
そ
の
た
め
人
々
を
ま
と
め

あ
げ
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
こ
で
信
仰

的
な
拠
り
所
も
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

千
田
家
に
残
さ
れ
た
御
堂
は
大
変
立
派

な
も
の
で
、
海
に
命
を
預
け
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
水
主
だ
け
で
な
く
、
命
運
を

か
け
て
い
た
千
田
家
自
身
の
精
神
的
よ

す
が
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
ひ
き
か
え
武
山
家
で
は
、
そ

う
い
う
機
能
は
港
町
の
神
社
仏
閣
が
果

た
す
の
で
、
自
ら
の
屋
敷
に
そ
こ
ま
で

は
抱
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

千
田
家
と
綾
里
港

石
巻
と
比
べ
て
、
綾
里
は
入
り
江
で
、

河
口
で
も
な
い
し
広
い
後
背
地
を
持
っ

て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
沖
を

通
る
船
は
来
る
と
し
て
も
、
風
待
ち
で

11 全国市場を支えた船・商人・港

も
残
る
千
田
家
の
現
当
主
は
、
千
田

基
久
兵
衛

き

く

べ

え

さ
ん
。
千
田
家
は
、
江
戸
時

代
に
は
廻
船
交
易
で
大
き
な
財
を
な
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
古
文
書
を
、
私
た

ち
が
組
織
し
た
﹁
三
陸
古
文
書
調
査
研

究
会
﹂
で
一
つ
ひ
と
つ
整
理
し
、
目
録

を
つ
く
り
始
め
て
い
ま
す
。
︵
編
集
部

注：

東
京
農
工
大
学
助
教
授
、
高
橋
美

貴
さ
ん
︿
次
項
参
照
﹀
が
代
表
を
務
め

て
い
る
︶

こ
の
千
田
家
の
生
業
は
、
網
元
と
し

て
の
漁
業
生
産
で
し
た
。
ど
れ
ぐ
ら
い

人
を
使
っ
て
い
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
自
分
の
浜
に
住
ん
で
い
る
賃
稼
ぎ

労
働
者
を
浜
子

は
ま
こ

と
し
て
雇
用
し
て
い
ま

し
た
。
主
に
は
鰹

か
つ
お

漁
で
す
が
、
鮪

ま
ぐ
ろ

漁
、

鰯
い
わ
し

漁
も
行
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ほ
か
に
は
鮑

あ
わ
び

、
ウ
ニ
、
昆
布
、
ワ
カ
メ

と
い
っ
た
磯
漁
も
行
な
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
で
も
、
今
と
違
っ
て
、
そ
れ
ら

が
豊
富
に
あ
る
こ
と
と
、
商
品
に
で
き

る
か
は
別
問
題
で
す
。
特
に
ウ
ニ
は
た

く
さ
ん
捕
れ
て
も
、
生
の
ま
ま
だ
と
す

上：復元された千石船「気仙丸」の板図。昔の設計図はこ
のようなもので、細部は棟梁の頭の中にあったという。
右上：新沼棟梁がつくった「若宮丸」の模型。右ページの
アップを見ればわかるとおり、芸術品の域を越えた出来栄
え。自宅のデスクや袖引出しも棟梁の手によるもの。ヨー
ロッパでは古くから、船内家具づくりへの評価は非常に高
い。衝撃に耐え得る強度を持つだけでなく、揺れたときに

も飛び出さない引出しや、身体をぶつけても怪我をしにく
いといった細かい配慮のある造作が求められるからだ。住
居に置く家具と、一線を画するのも当然だ。棟梁の工房に
はノミやカンナといった手道具だけではなく、電動工具が
並んでいたし、パソコンも使いこなしている。新沼棟梁の
向上心は、計り知れない。
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大船渡の船主千田家

大船渡の千田家は、大船渡市三陸町砂子浜大家に
ある。リアス式海岸の谷・入り江奥に広がる大船渡
市中心部から、山を３つ程越えた岬の北側という千
田家の立地は、現代ではいかにも不便な印象を感じ
させる。
14代目の現当主・千田基久兵衛さんは1928年（昭
和3）生まれ。先代の基久兵衛さんの時代から、千田
家には研究者がよく訪ねてきたという。
「みなさん、大船渡から綾里駅（三陸鉄道南リアス線）
に来て、ここまで歩くんですよ。とても日帰りでき
ないから泊まっていかれました。父は、そうした先
生方と話し合うのを本当に楽しみにしていました」
と当時の思い出を語る。
綾里駅から大家までは、山肌にへばりつくような
くねくね道の山越えである。このような土地に、か
つて「砂子浜大家」と呼ばれ、自ら千石船を持ち、
江戸へも荷物を運んでいた豪商が存在していたので
ある。
なぜこの地に千田家は本拠を構えたのだろうか。
海産物を加工してすぐに大きな都市へ運び出すな
らば、漁場にもすぐ出られるこの場所はなかなか好
都合なのではないか。そのことは、前面に広がる海
を見て理解することができる。船さえあれば、八戸
や石巻、さらには那珂湊へのアプローチも良好だ。
その上、海産物の加工に必要な薪、あるいは船を修
理するのに必要な材木も後背の森林から入手できる。
それを裏づけるように、千田家の生業は海産物の生
産、流通だけではなく、林業も大きな柱となってい
る。
千田家は海産物の加工品を江戸などに出荷するこ
とで、江戸時代に勢力を増してきたと思われるのだ
が、昭和初期もまだ、その漁業生産は活発だったよ
うだ。
「私が小学校時代には、鮑を夜通し捕りました。今
はだめになったけれど」
とご当主が語る鮑は、「吉浜鮑」（キッピンアワビ）
の名で中国にも輸出されていたという。塩鰹や鮪節
も生産しており、ご当主が子どものころには、浜に

あ
っ
た
り
、
船
の
修
繕
や
水
や
食
料
の

補
給
、
乗
組
員
に
病
人
が
出
た
り
と
い

っ
た
問
題
が
出
た
た
め
に
寄
港
し
た
程

度
で
し
ょ
う
。

お
そ
ら
く
、
湾
口
に
近
づ
い
て
く
る

船
に
、
小
舟
を
出
し
て
近
寄
っ
て
い
き
、

﹁
曳
い
て
く
れ
﹂
と
言
わ
れ
れ
ば
縄
を

渡
し
曳
い
て
や
る
。
出
航
の
と
き
も
、

あ
る
程
度
沖
合
ま
で
曳
い
て
や
っ
て
そ

こ
で
帆
を
上
げ
る
。
そ
う
い
う
情
景
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
い
う
点
で
、
綾
里
の
よ
う
に
外

海
に
開
け
て
ち
ょ
っ
と
入
り
江
に
な
っ

て
い
る
よ
う
な
所
は
寄
り
込
み
や
す
い
。

地
域
開
発
と
商
業

千
田
家
は
大
商
人
で
あ
り
大
漁
民
で

あ
り
、
地
域
の
行
政
官
で
も
あ
り
、
か

つ
自
ら
御
堂
を
建
て
て
袈
裟
を
着
て
お

経
を
あ
げ
る
宗
教
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。

周
囲
が
山
で
す
か
ら
、
す
べ
て
自
分
で

や
る
し
か
な
い
。
地
域
の
人
々
も
自
分

た
ち
の
生
存
を
託
し
、
そ
れ
を
保
証
し

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
名

望
家
の
自
覚
も
あ
る
。

だ
か
ら
、
天
明
の
大
飢
饉
と
天
保
の

大
飢
饉
の
と
き
、
つ
ま
り
近
世
三
大
飢

饉
の
後
半
２
回
、
千
田
家
は
地
域
の

人
々
の
生
存
を
保
証
し
て
い
ま
す
。
よ

そ
か
ら
米
を
買
っ
て
く
る
こ
と
ま
で
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
時
点
で
は
損
を

し
て
も
、
そ
こ
で
生
存
を
保
証
し
た
と

な
れ
ば
、
三
代
ぐ
ら
い
後
ま
で
地
元
民

12

大船渡

盛

綾里湾

越喜来湾

吉浜湾

綾
里

砂子浜三陸鉄道南リアス線

千田家

陸前高田

※次ページにつづく



か
ら
の
忠
誠
や
労
働
奉
仕
を
受
け
ら
れ

る
し
、
一
蓮
托
生
の
関
係
を
強
め
ら
れ

ま
す
。
目
先
の
利
害
で
動
い
て
い
て
は
、

こ
の
世
界
で
は
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
世
界
を
つ
く
っ
た
か
ら
こ
そ
、

人
里
離
れ
た
地
で
資
源
を
う
ま
く
商
品

化
し
、
大
き
な
富
に
変
え
る
力
を
持
っ

た
の
で
す
。
こ
れ
が
地
域
名
望
家
的
な

家
の
姿
な
ん
で
す
。

そ
う
い
う
千
田
家
の
よ
う
な
存
在
は

各
地
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
東
北

に
は
特
に
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
東

北
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
す
か
ら
、
﹁
開

発
し
な
が
ら
生
存
し
て
い
く
﹂
と
い
う

課
題
を
か
な
り
後
ま
で
持
っ
て
い
ま
し

た
。と

こ
ろ
が
持
続
的
に
、
ま
た
自
己
完

結
的
に
地
域
資
源
を
生
か
し
て
い
く
と

い
う
技
術
を
、
現
代
人
は
失
い
か
け
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
い
う
千

田
家
の
よ
う
な
存
在
形
態
が
、
現
代
社

会
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思

い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
千
田
家
の
よ
う

な
存
在
が
つ
く
り
だ
し
た
生
産
と
物
流

の
場
が
、
江
戸
時
代
後
半
の
非
常
に
成

熟
し
た
江
戸
文
化
を
支
え
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
の
影
響
は
、
江
戸
の

庶
民
の
食
卓
に
ま
で
到
達
し
、
さ
ら
に

は
現
代
の
私
た
ち
に
ま
で
及
ん
で
い
る

の
で
す
。

13 全国市場を支えた船・商人・港

釜が設けられていたことを覚えているという。
「でも、網元というのは５年周期でみて、儲けと損がト
ントン。ともすると負債のほうが多くなってやめてしまい
ました」
と言うご当主の言葉からは、天候などの条件で漁獲高や
売値が安定しないという漁業生産の不確かさがうかがい知
れる。昭和に入ると、千田家は山林経営にほぼ専念するこ
とになる。
今も残る千田家の屋敷は、玄関をくぐると見事な造作で
ある。しかも屋敷内に浄土真宗の持仏堂があり、当主自ら
が袈裟を着てお務めをするという。当時、京都・東本願寺
まで木仏安置御免をいただきに行ったという記録も残って
いる。
まさに千田家がかつては綾里村の肝入を務め、明治以降
も大区長を務めるなど、この地に住む人々の行政・政治、
生業と商い、そして祭祀の中心者でもあったことを実感さ
せるものであった。
地元漁師を束ね、海産物を加工し、自らの船で遠方の市
場に持ち込んだ商人と港の痕跡が、ここには残っている。

浄土真宗の持仏堂の中は、実に
絢爛。しかし豪華なだけではな
く、長年の時を刻んでいても狂
いの出ない確かな造りだ。

蔵の中には未整理の文書が、ま
だたくさん眠っている。これか
ら整理・研究が進んで、さまざ
まな事実が解明されるのが楽し
みである。
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交
易
と
資
源
の
関
係

私
は
、
学
生
時
代
か
ら
三
陸
や
新
潟

の
鮭
漁
の
歴
史
な
ど
を
調
査
し
て
き
ま

し
た
。
資
源
管
理
と
い
う
観
点
か
ら
見

る
と
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
18
世
紀
初

頭
と
18
世
紀
後
半
か
ら
19
世
紀
初
め
に

に
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。

18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て
、
全

国
的
に
塩
引
き
鮭
が
広
く
消
費
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、
こ
れ

は
全
国
規
模
で
長
期
的
な
動
き
と
し
て

は
推
測
で
き
る
の
で
す
が
、
個
々
に
は

多
様
な
状
況
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

越
後
の
村
上
藩
︵
新
潟
県
︶
で
は
下
級

武
士
・
青
砥

あ
お
と

武
平
次

ぶ
へ
い
じ

の
提
言
に
よ
っ
て

鮭
の
﹁
種
川
制
度
﹂
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

高橋美貴
たかはしよしたか

東京農工大学大学院共生科学技術研究部助教授

1966年生まれ。
東北大学大学院文学研究科国史学専攻博士後期課程修了。

主な著書に
『近世漁業社会史の研究 -近代前期漁業政策の展開と成り立ち-』

（清文堂出版 1995）他。

船主・商人ネットワークの水産資源へのインパクト

三陸水産資源盛衰史

種
川
と
い
う
の
は
川
の
中
洲
に
鮭
が
産

卵
す
る
条
件
に
合
う
よ
う
に
バ
イ
パ
ス

し
た
川
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
自
然
産
卵

さ
せ
て
鮭
の
回
帰
を
狙
っ
た
も
の
で
し

た
。
漁
業
資
源
の
保
全
制
度
と
し
て
は

画
期
的
な
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で
増
産

さ
れ
た
塩
引
き
鮭
が
ど
こ
に
流
通
し
た

の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
村

上
藩
の
史
料
を
見
る
と
、
村
上
に
蝦
夷

地
産
の
秋
あ
じ
︵
秋
鮭
︶
が
入
荷
さ
れ

て
い
ま
す
。
地
元
に
秋
あ
じ
が
入
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
面
川
で
わ

ざ
わ
ざ
鮭
資
源
の
増
産
を
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
必
然
性
が
よ
く
わ
か
ら
な
い

ん
で
す
。
で
も
、
そ
の
増
産
さ
れ
た
鮭

が
売
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
す
。
お
そ

ら
く
都
市
部
で
は
な
く
、
内
陸
農
村
部

な
ど
に
向
け
て
出
荷
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
今

ま
で
水
産
物
を
あ
ま
り
食
べ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
な
場
所
に
ま
で
流
通
す
る
よ

う
に
な
り
、
消
費
量
が
増
え
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

種
川
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
ろ
に
村

上
藩
が
力
を
入
れ
て
い
た
の
は
、
生
糸
、

煙
草
、
陶
磁
器
生
産
、
漆
な
ど
の
殖
産

興
業
で
し
た
。
明
ら
か
に
食
生
活
、
住

生
活
に
か
か
わ
る
よ
う
な
物
産
で
す
。

そ
の
市
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
狙
っ
て
い

た
の
は
、
お
そ
ら
く
内
陸
の
農
村
部
で

し
ょ
う
。
逆
に
、
こ
の
時
期
に
は
、
漆

器
、
陶
磁
器
、
水
産
物
の
消
費
の
拡
大

が
内
陸
部
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
し
て
い
ま
す
。

岩船郡村上三面川鮭浚之図　（財）村上城跡保存育英会所蔵　写真提供：新潟県立歴史博物館
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る
と
薪
を
大
量
に
使
う
の
で
、
薪
の
値

段
が
上
が
る
か
ら
や
め
て
く
れ
﹂
と
い

う
要
望
が
地
元
か
ら
出
さ
れ
た
と
い
う

文
書
も
残
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
鰹
節
を
製
造
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
も
、
三
陸
で
は
塩
鰹
生
産

が
続
き
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
江
戸
市
場
で
鰹
節
と
い

え
ば
結
局
、
紀
州
や
土
佐
ブ
ラ
ン
ド
で

あ
っ
て
、
三
陸
も
の
は
そ
れ
に
は
勝
て

な
い
。
手
間
を
か
け
、
燃
料
を
注
ぎ
込

ん
で
ま
で
つ
く
る
見
返
り
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
ら
し
い
の
で
す
。

一
方
、
塩
鰹
で
す
と
、
江
戸
で
は
師

走
贈
答
用
の
塩
引
き
鮭
の
廉
価
版
と
し

て
の
需
要
が
あ
っ
た
。
師
走
に
な
る
と

新
巻
鮭
を
買
う
感
覚
で
す
ね
。
塩
引
き

鮭
の
代
用
品
と
し
て
、
塩
鰹
は
大
量
の

需
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
１

年
を
通
じ
て
、
と
い
う
よ
り
は
、
11
月

ご
ろ
に
集
中
的
に
出
荷
さ
れ
て
い
る
ん

で
す
よ
。
夏
か
ら
秋
に
鰹
を
捕
っ
て
塩

鰹
に
加
工
し
、
11
月
に
送
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
鮭
の
漁
獲
量
が
減
少
し
て
、

価
格
で
も
蝦
夷
地
産
の
鮭
に
負
け
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
鰹
を
捕
っ
て
、
付
加

価
値
の
高
い
鰹
節
で
勝
負
し
よ
う
と
思

っ
た
け
れ
ど
、
結
果
と
し
て
鰹
節
の
出

荷
量
は
微
々
た
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か

し
贈
答
用
の
塩
引
き
鮭
の
廉
価
代
用
品

と
し
て
、
塩
鰹
の
大
量
需
要
が
あ
っ
た
。

塩
鰹
の
送
り
先
は
主
に
江
戸
で
す
が
、

江
戸
時
代
の
後
期
に
な
る
と
内
陸
部
の

農
村
地
帯
が
多
少
の
ゆ
と
り
を
持
つ
よ

考
え
て
み
れ
ば
、
豪
農
の
文
化
活
動

が
活
発
化
す
る
の
も
こ
の
こ
ろ
で
す
ね
。

食
生
活
史
研
究
は
都
市
が
中
心
で
、

農
村
の
こ
と
は
あ
ま
り
わ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
行
事
食
は
あ
る
程
度
わ
か
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
に
も
鮑

あ
わ
び

や
ス
ル
メ
な

ど
の
海
産
物
が
多
く
な
っ
て
い
く
よ
う

で
す
。
こ
う
し
た
食
習
慣
も
18
世
紀
後

半
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て
活
発
に
な
っ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

村
上
藩
と
同
様
の
動
き
は
三
陸
に
も

見
ら
れ
、
市
場
と
の
関
係
を
考
え
る
な

ら
ば
、
そ
う
し
た
水
産
資
源
と
物
流

︵
海
運
、
河
川
舟
運
、
陸
運
︶
が
促
進

し
た
交
易
圏
拡
大
を
見
な
い
と
な
ら
な

い
で
し
ょ
う
ね
。

三
陸
鮭
の
商
品
変
動

で
は
、
三
陸
の
鮭
は
ど
う
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

江
戸
時
代
後
期
、
17
世
紀
後
半
か
ら

18
世
紀
初
め
と
い
う
と
、
南
部
藩
な
ど

が
藩
営
と
し
て
、
江
戸
に
向
け
て
水
産

物
を
大
量
に
出
荷
し
た
時
期
で
す
。
南

部
藩
の
農
業
生
産
量
は
大
き
く
な
い
。

そ
こ
で
、
林
業
や
漁
業
な
ど
の
自
然
生

産
物
を
商
人
に
請
け
負
わ
せ
て
捕
ら
せ
、

そ
れ
を
大
量
に
江
戸
に
出
荷
さ
せ
、
そ

の
運
上
金
を
吸
い
上
げ
る
と
い
う
仕
組

み
で
藩
営
を
し
て
い
ま
し
た
。

鮭
漁
も
、
こ
う
し
た
動
き
と
連
動
し

て
、
17
世
紀
末
か
ら
18
世
紀
初
頭
に
か

け
て
、
出
荷
量
が
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で

増
え
る
時
期
が
あ
り
ま
す
。
わ
ず
か
10

年
で
漁
獲
量
が
２
倍
に
な
る
と
い
う
ペ

ー
ス
で
す
。
捕
っ
た
鮭
は
、
盛
岡
城
下

町
に
も
出
荷
さ
れ
る
の
で
す
が
、
多
く

は
江
戸
に
運
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
18
世
紀
初
め
、

た
っ
た
５
年
程
の
間
に
鮭
の
生
産
量
が

三
分
の
一
に
急
落
す
る
の
で
す
。
南
部

藩
は
困
り
、
大
混
乱
に
陥
り
ま
す
。

な
ぜ
生
産
量
が
落
ち
た
の
で
し
ょ
う

か
。私

は
捕
り
す
ぎ
の
影
響
と
考
え
た
の

で
す
が
、
生
態
学
者
に
言
わ
せ
る
と
、

鮭
は
資
源
変
動
が
大
き
い
種
で
、
そ
う

単
純
な
話
で
は
な
い
ら
し
い
。
ま
た
、

前
近
代
社
会
の
人
間
が
自
然
に
与
え
る

イ
ン
パ
ク
ト
な
ど
は
た
か
が
知
れ
て
い

て
、
鮭
の
資
源
量
が
左
右
さ
れ
る
ほ
ど

の
影
響
は
有
り
得
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

の
で
す
。

原
因
は
は
っ
き
り
と
特
定
で
き
ま
せ

ん
。
た
だ
面
白
い
の
は
、
三
陸
の
場
合
、

そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
鮭
の
資
源
保
全

慣
行
に
気
を
配
る
よ
う
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
鮭
は
夜
に
遡
上
す
る
の
で
、

﹁
夜
は
漁
を
し
な
い
﹂
と
か
、﹁
朝
の
２

時
間
だ
け
し
か
漁
を
許
さ
な
い
﹂
と
い

う
漁
業
規
制
の
慣
行
が
南
部
藩
で
は
で

き
上
が
っ
て
く
る
。
宮
古
︵
岩
手
県
︶

の
津
軽
石
川
で
そ
の
よ
う
な
慣
行
が
導

入
さ
れ
る
の
が
１
７
４
９
年
︵
寛
延
２
︶

以
前
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
降
も
、
南
部
藩
領
か
ら
鮭
が

江
戸
に
出
荷
さ
れ
続
け
ま
す
が
、
目
立

つ
商
品
で
は
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
と
前
後
し
て
伸
び
て
く
る
の
が
蝦

夷
地
産
の
鮭
で
し
た
。

南
部
藩
は
18
世
紀
後
半
に
な
る
と
、

他
の
水
産
物
を
江
戸
向
け
の
主
力
商
品

と
し
て
出
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え

ば
鮭
が
ダ
メ
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
漁

の
遠
洋
化
が
始
ま
り
、
鰹

か
つ
お

を
捕
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
18
世
紀
後
半
に
は
鮪

ま
ぐ
ろ

も

捕
る
し
、
魚
肥
生
産
の
た
め
に
鰯

い
わ
し

の
生

産
量
も
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
中

で
も
大
き
い
位
置
を
占
め
る
の
は
鰹
と

鰯
で
し
た
。

つ
ま
り
、
資
源
量
や
江
戸
市
場
で
の

消
費
量
な
ど
に
応
じ
て
、
漁
獲
さ
れ
る

魚
種
が
変
わ
り
、
加
工
方
法
も
変
っ
て

い
く
わ
け
で
す
。

鰹
節
の
加
工
技
術
は
紀
州
か
ら

鰹
生
産
の
拡
大
は
、
18
世
紀
初
頭
に

始
ま
り
ま
す
。
鰹
の
一
本
釣
り
漁
法
や

鰹
節
の
加
工
法
は
も
と
も
と
三
陸
に
は

あ
り
ま
せ
ん
。
紀
州
漁
師
を
呼
び
寄
せ

て
、
入
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
現
代
で

も
三
陸
に
は
、
﹁
紀
州
か
ら
漁
師
を
呼

び
寄
せ
て
鰹
漁
を
導
入
し
た
﹂
と
い
う

伝
え
の
残
る
家
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
家
が
紀
州
漁
師
を
雇
っ
て
地
元

漁
師
に
技
術
を
伝
え
、
急
速
に
鰹
漁
が

広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
尾
州
︵
尾
張
︶

か
ら
も
来
て
い
ま
す
ね
。
捕
っ
た
鰹
は
、

塩
鰹
や
鰹
節
に
加
工
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
紀
州
漁
師
は
出
稼
ぎ
の
寄

留
者
が
多
い
の
で
す
が
、
紀
州
出
身
だ

と
い
う
家
伝
を
持
つ
お
宅
が
三
陸
に
は

今
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
ま
ま
い

つ
い
て
し
ま
っ
た
人
も
多
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

紀
州
漁
師
が
鰹
節
の
製
法
を
伝
え
る

ま
で
、
三
陸
で
は
鰹
の
加
工
品
は
塩
鰹

が
中
心
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
塩
鰹
は
、

樽
の
中
に
、
腹
わ
た
を
抜
き
塩
を
ま
ぶ

し
た
鰹
を
重
ね
て
つ
く
っ
た
も
の
で
、

保
存
が
い
い
上
、
に
じ
み
出
た
漬
け
汁

は
調
味
料
に
も
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
鰹
節
は
加
工
に
大

変
手
間
が
か
か
る
産
品
で
し
た
。
鰹
節

は
、
鰹
を
ま
ず
三
枚
に
お
ろ
し
、
そ
れ

を
熱
湯
で
約
１
時
間

煮
熟

し
ゃ
じ
ゅ
く

し
ま
す

︵
生
利
節

な
ま
り
ぶ
し

︶。
次
に
、
乾
燥
し
た
楢

な
ら

や
ク

ヌ
ギ
、
桜
な
ど
の
堅
木
を
炉
で
燃
や
し
、

そ
の
中
で
生
利
節
を
１
時
間
ほ
ど
焙
乾

ば
い
か
ん

し
て
水
分
を
抜
き
ま
す
。
さ
ら
に
鰹
の

生
肉
を
す
り
込
ん
で
外
形
を
整
え
、
も

う
一
度
焙
乾
し
、
２
〜
３
日
間
日
干
し

し
ま
す
︵
荒
節
、
鬼
節
︶
。
そ
の
後
、

表
面
の
油
分
な
ど
を
包
丁
で
削
り
︵
裸

節
︶
、
木
箱
に
詰
め
、
温
度
25
〜
28
度
、

相
対
湿
度
75
〜
85
％
の
室

む
ろ

に
２
週
間
ほ

ど
入
れ
て
青
カ
ビ
を
生
や
し
ま
す
。
カ

ビ
を
払
い
、
室
に
入
れ
る
作
業
を
カ
ビ

が
生
え
な
く
な
る
ま
で
続
け
て
完
成
品

と
な
り
、
完
成
に
は
３
〜
４
ヶ
月
か
か

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

塩
鰹
と
違
っ
て
、
鰹
節
製
造
に
は
煮

熟
と
焙
乾
す
る
の
に
火
を
使
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
﹁
紀
州
漁
師
を
呼
び
寄
せ
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マ
コ
︶
、
干
し
鮑
、
フ
カ
ノ
ヒ
レ
な
ど

の
海
産
物
の
干
物
を
俵
に
詰
め
て
輸
送

し
た
と
こ
ろ
か
ら
つ
け
ら
れ
た
名
前
で
、

江
戸
時
代
の
長
崎
貿
易
の
重
要
な
輸
出

品
で
も
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
干
し
鮑
。
海
士

あ

ま

の
生
産
力
は

高
く
、
深
く
潜
る
の
で
取
り
尽
く
す
ぐ

ら
い
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
三
陸
に
は
、

海
士
の
集
落
が
い
く
つ
か
あ
る
ん
で
す

ね
。
近
代
に
な
る
と
、
観
光
用
に
女
性

の
海
女
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
が
、
も
と

も
と
は
女
性
は
潜
り
ま
せ
ん
。
男
海
士

で
す
。
例
え
ば
吉
里
吉
里

き
り
き
り

村
の
前
川
家

で
は
そ
う
い
う
海
士
連
中
を
呼
び
寄
せ

て
、
漁
場
の
近
傍
に
泊
ま
ら
せ
て
、
鮑

を
大
量
に
捕
り
、
干
し
鮑
を
生
産
し
ま

し
た
。

千
田
家
で
す
と
、
伊
達
藩
の
俵
物
集

荷
の
元
締
め
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

地
域
の
集
荷
拠
点
の
位
置
を
占
め
て
い

る
家
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

長
崎
に
幕
府
が
設
置
し
た
﹁
長
崎
俵

物
会
所
﹂
は
、
中
国
へ
の
日
本
側
の
集

荷
の
窓
口
で
す
。
そ
こ
が
地
域
の
拠
点

に
な
る
よ
う
な
商
人
に
、
俵
物
の
集
荷

を
任
せ
る
の
で
す
。

長
崎
俵
物
会
所
が
、
藩
を
飛
び
越
え

て
直
接
各
地
の
巨
大
商
人
を
把
握
・
集

荷
し
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
を
組
み
立

て
よ
う
と
す
る
時
期
が
あ
る
ん
で
す
が
、

こ
れ
を
俵
物
直
仕
入
れ
制
と
い
い
ま
す
。

し
か
し
、
結
局
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
幕

府
＝
長
崎
会
所
が
輸
出
差
額
を
大
き
く

す
る
た
め
に
、
俵
物
を
買
い
叩
い
た
か

ら
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
意
外
な
こ
と
に
、

鮑
だ
け
で
は
な
く
ナ
マ
コ
の
国
内
市
場

も
あ
っ
た
よ
う
で
、
漁
師
た
ち
は
長
崎

会
所
に
卸
さ
ず
に
、
横
流
し
が
横
行
し

た
ら
し
い
の
で
す
。

そ
れ
で
、
18
世
紀
の
後
半
か
ら
、
藩

が
俵
物
の
集
荷
を
請
け
負
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
藩
に
強
制
す
る
こ
と
で
、

藩
の
責
任
で
領
内
か
ら
俵
物
を
か
き
集

め
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
し
た
の
で
す
。

集
荷
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
藩
に
は
新
た

な
責
任
が
押
し
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

請
負
商
人
の
世
界

沿
岸
部
の
諸
藩
で
は
、
漁
業
か
ら
税

収
を
確
保
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
漁

場
の
請
負
制
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

請
負
制
と
い
う
の
は
藩
側
に
も
の
す
ご

く
都
合
の
よ
い
シ
ス
テ
ム
で
す
。
漁
師

一
人
ひ
と
り
が
ど
れ
ぐ
ら
い
魚
を
捕
っ

た
か
と
い
う
把
握
は
非
常
に
難
し
い
し
、

漁
獲
量
は
年
ご
と
に
増
減
す
る
。
そ
う

い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
税
金

を
吸
い
上
げ
る
か
、
ど
う
や
っ
て
農
業

の
よ
う
に
安
定
的
に
税
金
を
吸
い
上
げ

る
か
を
考
え
た
と
き
、
一
番
い
い
の
は

商
人
に
﹁
こ
の
漁
場
、
い
く
ら
で
請
け

負
う
か
？
﹂
と
入
札
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

商
人
と
し
て
は
一
発
勝
負
で
、
安
く
入

札
し
て
漁
獲
量
が
上
が
れ
ば
大
儲
け
で

す
し
、
そ
の
逆
な
ら
家
が
潰
れ
る
か
も

鰹釣り之図など。三重県指定有形民俗文化財『三重県水産図解　三重県水産図説』より　
三重県教育委員会所蔵　『明治時代の水産絵図』大田区立郷土博物館1995より転載

う
に
な
っ
て
、
そ
の
需
要
先
の
一
つ
と

な
っ
て
い
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
江
戸
と
い
う
都
市
生
活
者

の
増
加
も
、
塩
鰹
の
需
要
を
押
し
上
げ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

大
船
渡
の
船
主
で
、
商
人
で
あ
り
漁

家
で
も
あ
っ
た
千
田

ち

だ

家
︵
前
項
参
照
︶

も
、
こ
の
よ
う
な
鰹
漁
と
そ
の
加
工
生

産
を
行
な
っ
て
、
そ
れ
を
江
戸
に
盛
ん

に
出
荷
し
て
い
ま
し
た
。
千
田
家
の
勢

力
が
伸
び
て
く
る
の
も
、
三
陸
地
方
で

鰹
の
生
産
量
が
拡
大
し
て
く
る
時
代
と

重
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、

私
の
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
、
今
後

古
文
書
の
調
査
が
進
め
ば
、
解
明
さ
れ

て
い
く
で
し
ょ
う
。

俵
物
の
世
界

千
田
家
の
場
合
、
鰹
の
加
工
品
以
外

に
も
、
中
国
向
け
輸
出
品
を
集
荷
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
俵
物
で
す
。

俵
物
と
い
う
の
は
煎
海
鼠

い
り
こ

︵
干
し
ナ
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し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
選
択
を
さ
せ
る
。

他
方
、
商
人
と
し
て
も
﹁
こ
こ
で
捕
れ

た
も
の
は
、
他
に
は
売
る
な
﹂
と
い
う

こ
と
を
、
藩
の
命
令
と
し
て
漁
師
に
強

制
で
き
る
。

鮭
の
場
合
は
河
口
付
近
や
川
で
捕
れ

る
の
で
ど
う
い
う
生
産
を
し
た
か
は
あ

ま
り
問
題
で
は
な
く
て
、
江
戸
に
送
っ

て
、
差
引
勘
定
で
黒
字
な
ら
よ
い
と
い

う
経
営
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
鰹
や
鮪
に
な
る
と
、

遠
洋
に
出
て
い
く
必
要
が
生
じ
、
資
金

調
達
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
生
産
と
商
売
を
始
め
る
の
に

資
本
が
い
る
し
、
水
主

か

こ

を
雇
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
請
負
で
は
な
く
漁

業
の
実
態
を
把
握
し
て
い
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
水
主
の
家
族
構
成
を
き
ち
ん

と
把
握
し
て
、
住
む
小
屋
も
与
え
ま
し

た
。
家
が
断
絶
し
た
り
す
る
と
、
そ
こ

に
別
の
水
主
の
子
ど
も
を
連
れ
て
き
て

家
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

も
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
い
う
漁
場
の
請
負
と
い
う
形
は
、

蝦
夷
地
の
開
発
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

蝦
夷
地
で
は
、
江
戸
や
関
西
の
商
人

が
請
負
で
入
っ
て
い
っ
て
、
河
川
で
の

鮭
の
集
荷
を
行
な
う
﹁
場
所
請
負
制
﹂

と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
採
っ
て
い
ま
し
た
。

松
前
藩
な
ど
は
も
と
も
と
耕
地
が
少
な

い
の
で
、
家
臣
た
ち
に
ア
イ
ヌ
の
人
た

ち
と
の
交
易
権
や
、
後
に
は
漁
業
の
水

産
物
の
集
荷
権
を
給
付
し
ま
し
た
。
家

臣
は
、
そ
れ
を
商
人
に
請
負
わ
せ
て
請

負
金
を
も
ら
い
、
経
営
は
商
人
に
任
せ

て
い
ま
し
た
。
商
人
は
、
倭
人
︵
本
州

の
人
間
︶
漁
師
を
連
れ
て
き
た
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
を
か

な
り
酷
使
し
て
鮭
生
産
を
し
ま
し
た
。

こ
の
商
人
で
有
名
な
の
は
栖
原

す
は
ら

家
で
、

江
戸
商
人
で
す
が
、
も
と
も
と
の
出
身

は
紀
州
で
す
。

水
産
資
源
の
国
際
商
品
化

私
は
最
近
、
江
戸
か
ら
明
治
時
代
に

か
け
て
の
漁
業
政
策
に
関
心
を
持
っ
て

い
ま
す
。
明
治
維
新
後
、
岩
手
も
新
潟

も
、
そ
し
て
明
治
政
府
も
水
産
資
源
問

題
を
強
烈
に
意
識
す
る
の
で
す
。
１
８

８
０
年
代
か
ら
90
年
代
の
こ
と
で
す
。

内
務
省
や
農
商
務
省
は
﹁
こ
の
ま
ま
い

く
と
日
本
の
水
産
資
源
は
ど
ん
ど
ん
減

る
。
資
源
繁
殖
に
努
力
し
な
い
と
い
け

な
い
﹂
と
い
っ
て
い
ま
す
。
具
体
化
を

命
令
さ
れ
た
結
果
、
岩
手
県
な
ど
で
は
、

資
源
保
全
シ
ス
テ
ム
や
慣
行
探
し
に
や

っ
き
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
出
て
き
た

﹁
夜
は
鮭
を
と
ら
な
い
﹂
な
ど
の
過
去

の
慣
行
が
そ
の
ま
ま
法
令
化
さ
れ
て
い

き
ま
し
た
。

水
産
物
が
激
減
す
る
よ
う
な
現
象
が

実
際
に
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
一
部
を

除
い
て
は
ど
う
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
た
動
き
が
出

て
く
る
の
は
、
１
８
８
０
年
︵
明
治
13
︶

に
ベ
ル
リ
ン
で
万
国
漁
業
博
覧
会
が
開

催
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
ま
す
。

大
の
商
品
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
欧
米
に
こ
れ
ら
を
運
ぶ
に

は
、
赤
道
を
越
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
傷
ま
な
い
よ
う
に
塩
漬
け
を
持
っ

て
い
っ
た
け
れ
ど
、
途
中
で
多
く
が
ダ

メ
に
な
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
が
起
こ

り
ま
す
。
そ
こ
で
缶
詰
が
積
極
的
に
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
北

海
道
開
拓
使
に
も
１
８
７
７
年
官
営
缶

詰
工
場
が
設
立
さ
れ
、
鮭
・
鱒

ま
す

の
缶
詰

が
つ
く
ら
れ
始
め
ま
す
。
缶
詰
が
定
着

す
る
の
は
日
露
戦
争
の
こ
ろ
で
、
軍
用

食
と
し
て
利
用
さ
れ
た
り
、
日
露
戦
争

後
の
北
洋
漁
業
の
発
展
で
鮭
、
鱒
、
カ

ニ
の
缶
詰
が
企
業
化
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
、
日
本
で
は
不
評
の
紅
鮭

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
好
評
だ
っ
た
こ
と

か
ら
、
紅
鮭
缶
詰
工
場
を
建
設
し
輸
出

し
た
の
が
、
後
の
日
魯
漁
業
︵
現
・
株

式
会
社
ニ
チ
ロ
︶
創
業
者
の
一
人
で
、

箱
館
の
奥
筋
廻
船
船
主
の
次
男
に
生
ま

れ
た
平
塚
常
治
郎
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、

水
産
資
源
の
商
品
化
に
お
け
る
船
主
・

商
人
の
役
割
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で

す
。商

業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
は
、
生

産
・
貯
蔵
技
術
の
革
新
、
海
産
物
資
源

の
保
全
、
輸
送
技
術
の
進
歩
と
、
密
接

に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。

日
本
政
府
は
漁
業
政
策
の
視
察
と
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
役
人
を
派
遣
し
て
い
ま

す
。
そ
の
視
察
団
が
欧
米
列
強
の
漁
業

政
策
の
様
子
を
見
て
、
﹁
文
明
国
の
人

間
は
資
源
に
優
し
い
﹂
と
い
う
論
理
を

組
み
立
て
た
の
で
す
。

そ
の
と
き
の
報
告
に
は
、
﹁
有
害
過

酷
な
漁
具
・
漁
法
を
放
棄
せ
よ
﹂
と
あ

り
、
﹁
寛
大
優
良
な
漁
業
を
目
指
し
、

乱
獲
に
つ
な
が
る
漁
業
を
規
制
し
よ

う
﹂
と
い
う
流
れ
に
な
り
ま
し
た
。

林
野
庁
︵
当
時
の
農
商
務
省
︶
も
当

時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
視
察
団
を
派
遣
し
て

お
り
﹁
森
林
資
源
の
保
全
﹂
を
言
い
出

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
資
源
を
人
工
的

に
増
や
そ
う
と
い
う
発
想
は
、
林
業
も

漁
業
も
根
っ
こ
は
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
し
た
。

こ
の
時
期
の
北
米
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド

イ
ツ
な
ど
欧
米
諸
国
で
は
、
日
本
で
は

顕
著
で
な
か
っ
た
水
産
資
源
の
減
少
が
、

実
際
に
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

背
後
に
は
産
業
革
命
が
あ
り
、
人
口
増

加
も
あ
っ
て
水
産
物
の
消
費
量
が
急
速

に
増
え
、
そ
れ
と
並
行
し
て
工
場
廃
水

に
よ
る
水
質
汚
染
も
進
ん
だ
。
そ
の
中

で
、
欧
米
諸
国
で
唱
え
ら
れ
た
の
が

﹁
資
源
繁
殖
﹂
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ

っ
た
ん
で
す
ね
。

一
見
、
先
進
的
に
見
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
彼
ら
の
目
的
は
自
然
保
護

で
は
な
く
、
資
源
量
を
増
や
し
た
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

万
国
漁
業
博
覧
会
が
き
っ
か
け
と
な

っ
て
、
当
時
、
日
本
で
も
水
産
物
が
国

際
商
品
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め
ま
し
た
。

万
国
漁
業
博
覧
会
に
は
、
日
本
か
ら
も

ニ
シ
ン
や
鮭
が
塩
漬
け
で
出
品
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
流
れ
で
商
業
捕
鯨
も
起
き

て
き
ま
す
し
、
魚
油
が
欧
米
向
け
の
最

「第五回内国勧業博覧会
千葉県水産館陳列場』
（独）水産総合研究センター中
央水産研究所所蔵　『明治時代
の水産絵図』大田区立郷土博物
館1995よりより転載

1902年（明治35）大坂
で開催されたこの博覧会
を始め、明治期には国内
で数多くの博覧会が開催
された。これらは海外で
の万国博覧会の影響を色
濃く反映したものであっ
たようだ。



時
代
が
港
を
変
え
る

繁
栄
を
誇
っ
た
都
市
の
栄
枯
盛
衰
は
、

何
も
港
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
流

通
の
花
形
で
あ
っ
た
舟
運
も
、
鉄
道
や

陸
送
の
発
達
に
よ
っ
て
見
え
に
く
く
な

っ
た
現
在
、
か
つ
て
の
港
の
姿
を
探
し

出
す
こ
と
は
、
果
た
し
て
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
。

今
で
は
港
や
舟
運
の
片
鱗
も
見
え
な

い
場
所
に
、
生
き
生
き
と
し
た
人
の
息

遣
い
、
人
の
暮
ら
し
を
支
え
る
物
流
の

活
気
が
存
在
し
た
こ
と
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
た
い
。
積
み
出
し
地
で
は
何
が
生

産
さ
れ
、
出
荷
さ
れ
て
い
た
の
か
。
到

着
地
で
は
ど
の
よ
う
に
荷
が
受
け
取
ら

れ
、
販
売
さ
れ
て
い
た
の
か
。
港
町
を

モ
ノ
の
流
れ
と
商
人
の
活
躍
か
ら
発
掘

し
た
ら
、
江
戸
後
期
の
舟
運
の
イ
メ
ー

ジ
を
つ
か
め
る
か
も
し
れ
な
い
。

奥
筋
廻
船
の
到
着
地
、
江
戸
・
日
本

橋
か
ら
佃
島
ま
で
を
、
東
北
学
院
大
学

教
授
、
斎
藤
善
之
さ
ん
の
案
内
の
も
と
、

歩
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

江
戸
の
港
町

当
時
、
江
戸
に
到
着
す
る
諸
国
の
千

石
船
は
佃
島
沖
辺
り
に
停
泊
し
た
。
そ

こ
か
ら
茶
船

ち
ゃ
ぶ
ね

︵
十
石
積
み
の
川
船
︶
で

荷
物
を
運
ん
だ
の
だ
が
、
茶
船
は
大
川

︵
隅
田
川
︶
か
ら
堀
︵
現
・
日
本
橋
川
︶

を
通
っ
て
日
本
橋
界
隈
ま
で
荷
物
を
運

18

江戸後期から現代に至る商いの満干
みちひき

商人の港、日本橋界隈
編集部
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ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
問
屋
は
堀

沿
い
︵
現
在
の
中
央
区
永
代
通
り
沿
い
︶

や
日
本
橋
小
舟
町
、
掘
留
町
な
ど
に
集

積
し
、
廻
船
問
屋
は
佃
島
対
岸
の
鉄
砲

洲
︵
現
・
中
央
区
湊
町
︶
に
集
ま
っ
て

い
た
。
一
石
橋
で
外
堀
と
ぶ
つ
か
る
辺

り
が
、
港
の
終
点
。

日
本
橋
界
隈
で
は
、
ま
ず
一
石
橋
と

日
本
橋
の
間
に
は
菱
垣
廻
船
の
問
屋
が

並
ん
で
い
た
。
幕
府
と
強
く
結
び
つ
き
、

江
戸
前
期
を
代
表
す
る
流
通
勢
力
だ
っ

た
よ
う
で
、
江
戸
橋
や
小
網
町
か
ら
日

本
橋
寄
り
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
江

戸
前
期
に
活
躍
し
た
商
人
た
ち
の
牙
城
。

江
戸
後
期
に
活
躍
す
る
新
興
商
人
た
ち

は
江
戸
橋
か
ら
新
川
の
辺
り
、
ま
た
掘

留
辺
り
に
は
尾
張
の
商
人
と
い
う
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
分
布
図
が
で
き

上
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

つ
ま
り
、
江
戸
後
期
に
は
こ
う
し
た

新
興
勢
力
が
加
わ
る
こ
と
で
、
日
本
橋

界
隈
は
よ
り
複
合
的
な
流
通
拠
点
と
し

て
栄
え
て
き
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
当
時
の
雰
囲
気
を
少
し
で
も

知
る
た
め
に
、
﹃
切
絵
図
﹄
と
﹃
江
戸

名
所
図
会
﹄
を
手
に
、
一
石
橋
〜
日
本

橋
〜
江
戸
橋
〜
掘
留
〜
小
網
町
〜
新
川

〜
湊
町
〜
佃
島
に
至
る
コ
ー
ス
へ
。

始
め
は
一
石
橋
、
そ
し
て
呉
服
町
。

白
木
屋
︵
東
急
︶
、
越
後
屋
︵
三
越
︶

と
い
っ
た
名
前
が
﹃
切
絵
図
﹄
に
載
っ

て
い
て
、
長
い
歴
史
を
感
じ
さ
せ
ら
れ

る
。
こ
の
一
画
に
は
木
原
店

き
は
ら
だ
な

と
呼
ば
れ

た
グ
ル
メ
横
町
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
シ

『江戸名所図会』（角川文庫）
を見ると、風を帆にはらま
せて船が行き交う様子から、
当時の活気が伝わってくる
ようだ。かつて佃島に林立
していた千石船の帆柱は、
高層マンションにとって代
わられている。わずかな名
残は、ライオンズクラブが
つくった洋船の錨型の東京
港の記念碑のみだ。（上）
右上の帆船は、新沼棟梁
（10ページ参照）が復元し
た大船渡市の気仙丸。
（撮影：斎藤善之）
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ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
食
事
は
江
戸
の
時
代
か

ら
セ
ッ
ト
だ
っ
た
ん
だ
な
、
と
納
得
す

る
。

武
山
家
文
書
の
山
本
山

石
巻
の
本
間
家
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
﹃
武
山
六
右
衛
門
家
文
書
﹄
に
は
、

次
の
よ
う
な
文
書
が
残
っ
て
い
る
。

覚

一
金
壱
分
也
　
　
御
茶
代

九
匁

舩
分

右
之
通
　
慥
受
取
申
候

二
月
三
日

山
本
嘉
兵
衛
︵
印
︶

︵
江
戸
日
本
橋
通
弐
丁
目
︿
ヤ
マ
嘉
﹀
御
茶
所
︶

久
兵
衛

こ
れ
は
い
わ
ば
、
昔
の
﹁
領
収
書
﹂

だ
。
領
収
書
は
、
茶
業
を
営
ん
で
い
た

山
本
嘉
兵
衛
商
店
の
番
頭
で
あ
る
久
兵

衛
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
奥
州
か
ら
江
戸
ま
で

米
を
運
び
、
帰
り
に
は
お
茶
、
塗
物
、

蝋
燭
、
砂
糖
、
等
々
を
仕
入
れ
て
き
て

『復元・江戸情報地図』朝日新聞社 ○C 中川恵司（1856年（安政３）の江戸図（実測図）と現在の地図を重ねたもの）
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い
た
こ
と
な
ど
が
、
こ
れ
ら
の
古
文
書

か
ら
わ
か
る
。

山
本
山
は
、
京
都
で
茶
の
販
売
を
行

な
っ
て
い
た
初
代
が
、
日
本
橋
の
現
在

の
場
所
に
出
店
し
た
の
が
１
６
９
０
年

︵
元
禄
３
︶。
当
時
は
紙
問
屋
も
営
ん
で

い
た
と
い
う
。
武
山
家
文
書
に
出
て
く

る
山
本
嘉
兵
衛
は
、
６
代
目
ご
当
主
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
。

﹁
上
か
ら
読
ん
で
も
山
本
山
、
下
か
ら

読
ん
で
も
山
本
山
﹂

と
い
う
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
懐

か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。
山
本
山
は
高

級
煎
茶
の
商
品
名
で
も
あ
り
、
山
本
山

の
社
名
は
１
９
４
１
年
︵
昭
和
16
︶
に

株
式
会
社
に
改
組
し
た
と
き
に
商
品
名

か
ら
と
っ
た
名
称
で
あ
る
。

広
報
の
斉
藤
稔
さ
ん
︵
上
の
写
真
︶

に
よ
る
と
、
関
東
大
震
災
で
、
昔
か
ら

の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
消
失
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
で
、
石
巻
の
武
山
家
文

書
は
、
こ
れ
に
替
わ
る
貴
重
な
史
料
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
創
業
２
８
５
周
年
の
記
念
に

編
纂
し
た
社
史
﹃
山
本
山
の
歴
史
﹄
に

は
、
残
さ
れ
た
史
料
が
相
当
数
、
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
貴
重

な
﹃
永
久
録
﹄
も
残
っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
お
り
、
新
た
な
発
見
が
期

待
で
き
そ
う
だ
。

山
本
山
の
お
茶
の
特
徴
は
、
ブ
レ
ン

ド
茶
と
い
う
こ
と
。
作
柄
に
左
右
さ
れ

ず
に
、
安
定
し
た
品
質
と
味
を
維
持
す

る
た
め
に
ブ
レ
ン
ド
と
い
う
方
法
が
長

ら
く
採
用
さ
れ
て
き
た
。
時
代
に
即
し

た
味
の
開
発
も
、
社
長
自
ら
が
試
飲
す

る
こ
と
で
た
ゆ
ま
ず
続
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。
﹁
九
代
目
の
現
社
長
は
、
工

場
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
製
品
を
、
今
で

も
毎
朝
試
飲
し
て
い
ま
す
﹂

産
地
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
全
国
の
一
級

品
を
ブ
レ
ン
ド
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、

物
流
の
集
約
点
で
あ
っ
た
江
戸
な
ら
で

は
、
と
も
い
え
る
。

ま
た
、
お
茶
で
創
業
し
た
山
本
山
だ

が
、
現
在
の
売
り
上
げ
の
筆
頭
は
海
苔
。

そ
れ
も
決
し
て
お
茶
の
売
り
上
げ
が
落

ち
込
ん
だ
か
ら
で
は
な
く
、
海
苔
の
消

費
が
ぐ
ん
と
伸
び
た
こ
と
に
よ
る
。
そ

の
海
苔
は
、
有
明
産
の
も
の
に
あ
く
ま

で
も
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

﹁
繊
維
が
長
く
、
味
も
香
り
も
優
れ
て

い
る
有
明
産
の
海
苔
に
勝
る
も
の
は
、

な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
﹂

海
苔
の
販
売
は
、
現
社
長
の
九
代
目

か
ら
始
め
ら
れ
た
も
の
。
老
舗
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
﹁
守
る
姿
勢
﹂
と

﹁
新
た
な
挑
戦
﹂
の
バ
ラ
ン
ス
が
何
よ

り
大
切
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。

湯
浅
屋
与
右
衛
門
を
追
え

武
山
家
文
書
の
中
に
は
、
江
戸
・
湯

浅
屋
与
右
衛
門
が
、
奥
州
産
の
〆
粕
や

魚
油
の
取
引
を
行
な
っ
て
い
る
、
と
い

う
記
録
も
あ
っ
た
。

湯
浅
屋
で
思
い
当
た
る
の
は
、
現
在

の
機
械
と
住
宅
の
専
門
商
社
と
し
て
知

1690年（元禄3）の出店
当時から現在の場所に店
を構える山本山は、錦絵
にも描かれている老舗で
ある。白黒写真は江戸末
期に建てられた2階建て
の店舗で1887年（明治20）
ごろ撮影されたものだ。
下段左端は、今でいう商
品券。現物ではなく金券
で取り引きするというこ
とは、信用がないとでき
ないという証でもある。



っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。
琵
琶
湖
舟

運
で
北
方
の
モ
ノ
が
京
都
と
結
び
つ
い

て
く
る
交
流
点
に
い
て
、
視
野
が
広
が

り
、
最
終
的
に
は
北
海
道
に
ま
で
進
出

し
た
近
江
商
人
と
同
様
の
境
遇
で
は
な

い
か
。

紀
州
商
人
に
は
、
栖
原
屋
の
よ
う
に

江
戸
の
木
場
に
進
出
し
て
材
木
商
と
し

て
活
躍
し
た
り
、
関
東
醤
油
の
発
祥
に

か
か
わ
っ
た
広
屋
の
よ
う
に
、
進
取
の

気
性
に
富
ん
だ
人
が
多
い
。
菱
垣
廻
船

も
、
も
と
も
と
は
御
坊
︵
和
歌
山
県
御

坊
市
︶
水
軍
を
大
坂
の
商
人
が
チ
ャ
ー

タ
ー
し
た
も
の
だ
っ
た
。

業
態
変
更
が
存
続
の
鍵

明
暦
の
振
袖
火
事
︵
１
６
５
７
年

明
暦
３
︶
の
後
、
新
し
く
復
興
し
た
江

戸
で
は
、
日
本
橋
通
り
と
本
町
通
り
が

商
業
の
中
心
と
な
っ
て
活
況
を
呈
し
て

い
た
。
初
代
庄
九
郎
が
京
都
の
打
刃
物

を
江
戸
に
卸
す
た
め
に
店
を
開
い
た
の

が
、
１
６
７
４
年
︵
延
宝
２
︶
本
石
町

だ
っ
た
。
現
在
は
、
三
代
目
が
通
油

あ
ぶ
ら
ど
う
り

町
ち
ょ
う

角
に
１
７
２
６
年
︵
亨
保
11
︶
に

進
出
し
て
以
来
、
同
じ
場
所
に
位
置
す

る
。
当
時
は
問
屋
街
で
、
運
河
が
あ
っ

た
そ
う
だ
。
佃
島
あ
た
り
で
荷
役
し
て
、

こ
こ
ま
で
は
茶
船
で
持
っ
て
き
て
い
た
。

刃
物
は
重
い
の
で
、
船
の
ほ
う
が
効
率

が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
関
西
支
社
も

長
堀
の
角
に
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
地
の

利
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
大
坂
も
江
戸
と

同
じ
よ
う
に
、
舟
運
を
利
用
し
た
商
い

形
態
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

炭
を
商
い
、
打
刃
物
を
商
い
、
今
で

は
工
作
機
械
︵
マ
ザ
ー
マ
シ
ン
︶
の
内

需
の
14
％
の
シ
ェ
ア
を
持
つ
商
社
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
は
一
朝
一

夕
で
で
き
上
が
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

明
治
以
降
、
金
物
屋
で
扱
っ
て
い
る
鍋
、

釜
、
包
丁
の
よ
う
な
商
品
を
、
の
れ
ん

分
け
し
た
別
店
に
商
権
を
譲
渡
し
、
同

社
は
工
業
用
製
品
に
移
行
す
る
。
つ
ま

り
、
炭
屋
を
や
め
た
の
と
、
打
刃
物
を

や
め
た
の
と
２
回
、
業
態
を
変
え
て
い

る
の
だ
。

当
然
、
取
引
先
も
同
社
と
一
緒
に
機

械
工
具
商
、
住
宅
建
材
商
に
移
れ
ば
取

引
が
続
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と

は
有
り
得
な
い
の
で
以
前
の
取
引
関
係

は
続
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
東
北
で
の

取
引
先
が
１
０
０
年
ぐ
ら
い
し
か
遡
れ

な
い
理
由
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
今
の
同
社
は
、
ど
う
い
う
形

態
の
商
い
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
澤

村
さ
ん
に
よ
れ
ば
、

﹁
実
は
、
ち
ょ
う
ど
今
第
二
の
創
業
と

い
う
こ
と
で
、
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
ー

︵
新
商
品
、
新
事
業
開
発
の
意
︶
の
役

割
を
果
た
そ
う
と
標
榜
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
﹃
こ
う
い
う
商
品
を
つ
く
っ

た
ら
売
れ
る
で
し
ょ
う
か
﹄
と
尋
ね
て

こ
ら
れ
た
メ
ー
カ
ー
さ
ん
と
、
共
同
で

開
発
し
た
も
の
を
営
業
、
販
売
し
て
い

ま
す
。
今
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド

に
な
っ
て
い
る
機
械
メ
ー
カ
ー
さ
ん
が
、

ら
れ
る
﹁
ユ
ア
サ
商
事
株
式
会
社
﹂。

湯
浅
屋
与
右
衛
門
の
手
が
か
り
を
求

め
て
、
現
在
は
中
央
区
大
伝
馬
町
に
あ

る
ユ
ア
サ
商
事
︵
株
︶
を
訪
ね
る
。
取

締
役
執
行
役
員
・
総
合
企
画
部
長
　
澤

村
和
周

ま
さ
の
り

さ
ん
︵
左
の
写
真
︶
に
湯
浅
家

の
来
歴
を
う
か
が
っ
た
。

湯
浅
七
左
衛
門
家
の
系
図
に
は
﹁
湯

浅
与
右
衛
門
﹂
の
名
前
は
見
当
ら
な
い

が
、
創
業
者
の
庄
九
郎
の
お
父
さ
ん
と

同
姓
同
名
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
江
戸
初
期
の
話
な
の
で
、
武
山

家
文
書
の
こ
ろ
と
は
残
念
な
が
ら
時
代

が
違
う
が
、
庄
九
郎
は
紀
州
の
湯
浅
郷

か
ら
出
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。

代
々
、
湯
浅
七
左
衛
門
を
襲
名
す
る

の
で
、
襲
名
前
の
名
前
で
﹁
与
右
衛
門
﹂

が
な
い
か
澤
村
さ
ん
も
調
べ
て
く
だ
さ

っ
た
が
、
そ
れ
も
見
当
ら
な
か
っ
た
。

た
だ
、
﹁
湯
浅
﹂
と
は
紀
州
・
湯
浅

浦
か
ら
と
ら
れ
た
名
前
で
、
そ
の
地
域

か
ら
は
﹁
紀
州
商
人
﹂
と
呼
ば
れ
る
多

く
の
商
人
が
輩
出
さ
れ
て
い
る
。
奥
州

か
ら
江
戸
に
﹁
湯
浅
屋
﹂
を
追
っ
て
き

た
ら
、
そ
の
出
自
は
紀
州
に
ま
で
伸
び

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

和
歌
山
・
湯
浅
浦
は
醤
油
で
も
名
高

い
所
だ
が
、
湯
浅
水
軍
で
も
有
名
で
、

湯
浅
七
左
衛
門
家
は
水
軍
の
筋
か
ら
京

都
に
出
て
炭
屋
を
始
め
た
の
が
創
業
だ

と
い
う
。

は
じ
め
は
炭
を
鍛
冶
屋
に
納
め
て
い

た
の
だ
が
、
寛
文
の
こ
ろ
︵
１
６
６
１

〜
１
６
７
３
︶
か
ら
、
炭
を
納
品
し
た

帰
り
便
で
、
鍛
冶
屋
が
生
産
し
た
打
物

刃
物
を
仕
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
創
業

５
年
目
か
ら
は
、
木
炭
商
を
廃
止
し
打

刃
商
に
本
業
を
移
し
た
が
、
創
業
者
の

労
苦
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
二
代
目
が
屋

号
を
﹁
炭
屋
﹂
と
し
、
当
主
は
代
々
、

湯
浅
七
左
衛
門
を
襲
名
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
。
主
な
仕
入
れ
先
は
、
三

木
︵
兵
庫
県
三
木
市
︶
と
三
条
︵
新
潟

県
三
条
市
︶
だ
っ
た
そ
う
だ
。

個
人
営
業
か
ら
株
式
会
社
と
し
て
法

人
な
り
し
た
の
は
、
十
二
代
目
の
ご
当

主
の
時
代
で
１
９
１
９
年
︵
大
正
８
︶

の
こ
と
だ
。

武
山
家
文
書
の
お
話
を
す
る
と
、

﹁
東
北
に
は
御
世
話
に
な
っ
た
お
客
さ

ん
が
多
い
﹂
と
教
え
て
く
れ
た
。
澤
村

さ
ん
に
よ
れ
ば
、

﹁
店
の
商
標
が
︿

の
下
に
炭
な
の
で
、

東
北
へ
行
き
ま
す
と
い
ま
だ
に
﹁
山
炭

や
ま
ず
み

さ
ん
﹂
と
呼
ば
れ
る
お
客
さ
ん
が
お
ら

れ
ま
す
﹂

と
の
こ
と
。
今
で
も
つ
き
あ
い
が
あ

る
古
い
取
引
先
は
、
お
お
む
ね
１
０
０

年
前
後
な
の
で
そ
れ
ほ
ど
古
く
ま
で
は

遡
れ
な
い
と
い
う
。
現
在
、
東
北
支
社

は
仙
台
に
あ
る
が
、
戦
前
で
は
秋
田
、

青
森
に
も
出
店
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、

同
社
と
東
北
と
の
結
び
つ
き
は
、
結
構

強
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

紀
州
商
人
の
世
界

湯
浅
家
も
蝦
夷
地
に
行
っ
た
栖
原

す
は
ら

家

も
紀
州
の
出
、
銚
子
の
広
屋
︵
現
・
ヤ

マ
サ
醤
油
、
浜
口
儀
兵
衛
店
︶
は
湯
浅

浦
の
隣
り
の
広
浦
︵
現
・
広
川
町
︶
の

出
。
あ
の
辺
り
か
ら
江
戸
に
進
出
す
る

商
人
を
多
く
輩
出
し
て
る
の
は
な
ぜ
な

の
か
。
澤
村
さ
ん
に
う
か
が
っ
た
。

﹁
水
軍
が
あ
り
、
海
の
道
に
通
じ
て
い

る
う
ち
に
見
聞
が
広
く
な
る
。
そ
こ
で

ビ
ジ
ネ
ス
の
チ
ャ
ン
ス
や
ヒ
ン
ト
を
つ

か
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂

と
い
う
答
え
。
そ
れ
は
、
紀
伊
国
屋

文
左
衛
門
が
み
か
ん
で
財
を
成
し
た
よ

う
に
、
産
地
の
も
の
を
消
費
地
に
届
け

る
術
を
持
ち
、
時
運
を
図
る
器
量
を
持

22
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商人の港、日本橋界隈

神
田
駅

東
京
駅

亀
島
川

ユ
ア
サ
商
事

隅
田
川

旧
入
堀

日本橋川

旧堀

旧八丁堀

江
戸
橋

鎧
橋

湊
橋

十
思
公
園

（
牢
屋
敷
址
）

永
代
橋

豊
海
橋

佃
大
橋

日
本
橋

一
石
橋

呉
服
橋

常
盤
橋

山
本
山

旧
外
堀

一石橋から

佃島の住吉神社までの

江戸探索コース

現在の地図に『復元・江戸情報地図』（20ペ
ージ）の水面（1856年（安政３））を重ねた
もの。

紫色の点線：探索コース
グレー：現在の道路

グレーの破線：首都高速道路
濃いブルー：現在の水面

淡いブルー、淡いグリーン：江戸時代の水面
淡い黄色：現住所に日本橋を冠したエリア

現在の日本橋川には一石橋、日本橋、江戸橋、
鎧橋、茅場橋、湊橋、豊海橋と７つの橋がか
かっているが、茅場橋は新大橋通りが日本橋
を渡る橋で1929年（昭和 4）に震災復興事業
として架橋、鎧橋はもともと「渡し」があっ
たところにできたもの。
常盤橋と呉服橋は外堀を渡る橋。

『復元江戸情報地図』にも
ユアサ商事は「山炭」、山本山は「山本屋」
と記載されている。
「山炭」が面していた入堀の水の流れはどう
管理されていたのだろうか。
上のコースとは別に、人形町からユアサ商事
へ旧入堀を、そして外堀に向って日本橋地域
の北端を歩いた。
切絵図によれば、小伝馬町にあった牢屋敷も
堀に面していたようだが、その痕跡は見当た
らなかった。

堀留など、上流が行き止まりの所では、水の
供給がなければたちまち水が淀んでしまうだ
ろう。上下水道の細かい情報を地図に重ねて
いけば、その仕組みもわかるかもしれない。

ま
だ
町
工
場
だ
っ
た
こ
ろ
か
ら
お
つ
き

あ
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
、
と
い

う
自
負
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
メ

ー
カ
ー
さ
ん
と
は
資
本
関
係
は
あ
り
ま

せ
ん
。

工
作
機
械
の
周
辺
工
具
な
ど
は
、
Ｉ

Ｔ
技
術
だ
け
で
商
売
が
成
り
立
つ
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
一
種
の
成
熟

商
品
で
す
か
ら
、
最
初
の
Ｐ
Ｒ
が
終
わ

れ
ば
型
番
だ
け
で
取
引
で
き
る
よ
う
に

な
る
し
、
収
益
性
も
高
い
。
し
か
し
、

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
ー
と
し
て
必
要
か
つ

有
能
な
商
品
を
育
て
て
い
く
こ
と
は
、

本間家に所蔵されている『武山六右衛門家文書』のひとつ。湯浅屋与右衛門の店の
番頭、嘉助と庄兵衛が桜田林之助に宛てた手紙で、武山屋六右衛門に荷物を発送し
たこと、ならびに、江戸での奥州産魚油・イワシ粕の相場などを知らせている。

左：ユアサ商事のビル。
ビルの右側の道は入堀に
沿った道で、向かいのビ
ルの場所に入堀があった。
右：日本橋人形町あたり
の入堀跡地は公園となっ
ていて、両側を道路に挟
まれている。
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旧木原店

江
戸
橋

鎧
橋

茅
場
橋

常
盤
稲
荷

小
網
稲
荷

山
王
日 智

堀
留
児
童
公
園

霊
巌

日
本
橋

一
石
橋

呉
服
橋

常
盤
橋

山本山

三井
（越後屋）

三越
（越後屋）

西川
（近江屋）

高島屋

日本橋
郵便局

三菱倉庫

東京証券取引所

日証券

日清製粉

郵船

小網町
記念館

東京穀物
商品取引所

三越

国分
野村証券

大和証券

中央警察署

消防署

日本銀行
（金座）

日本銀行

旧
外
堀

旧江戸橋

堀が行き止まりになっていたから堀留町。幕末から
戦前にかけて、鉄や銅の問屋が軒を連ね、富豪の町
と呼ばれるほどの活気だったという。堀の埋め立て
跡地は、現在、堀留児童公園になっているが、謂れ
を匂わすものは何も残っていない。

魚河岸の人たちからの寄進が多い常盤稲荷。昔は堀
に面していた。

首都高速道路の入口がある
江戸橋。三菱倉庫（中央右）
の隣は郵政発祥の地（1871
年　明治4）の日本橋郵便
局。
右：三菱倉庫は、堀に向か
ってファサードを残してい
る唯一の建物。
下右：東京穀物商品取引所
下中：東京証券取引所。こ
の一帯のビル群が、証券、
銀行に代表される日本の金
融市場をまかなっている。
下：小網稲荷。江戸の地図
には掲載されていないが日
本橋七福神のひとつ。



25

商人の港、日本橋界隈

上：日本橋から南を臨むと、左が、近江の西川、山本山の看板の向こうが高島屋。
下：江戸時代の日本橋グルメ横町「木原店」があった通り。

上：創業1712年と看板に掲
げる国分ビルは日本橋1-1-1。
写真中央奥が野村証券。
右：国分ビルの向いの漆器
店のショーケースに、元の
日本橋の欄干に使われてい
た1658年（萬治1）の擬宝
珠（ぎぼし）が保存されて
いるのを発見。
下：江戸名所図絵から位置
が変わらぬ三越（越後屋）。
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新川大神宮は、当時大変な賑わいを見せていた。現在は、往時の面影はない。
手水や石灯籠などの寄進者の中には、醤油・酒・酢などの醸造関係の会社も名
を連ねている。

残念ながら、新川は関東大震災で壊滅的な打撃を受け、そのがれきで埋められてし
まった。わずかに残された隅田川に面した部分も、戦後埋め立てられ、まったく残
っていない。隅田川への河口だったところに『新川の跡』がある。（写真下）

永代橋のたもとには、船員教育発祥の地の碑があった。
創設には、大久保利通がかかわっている。

右：豊海橋の北側には、海から出入りする船を
見張る「御船手番所」が設置されていた。
上：豊海橋をくぐって、日本橋川に入る。
左：江戸時代からの商人がたくさん軒を連ねて
いるたが、この地域だ。いまだ健在の会社も数
軒残っている。
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商人の港、日本橋界隈

隅
田
川

日本橋川（霊願島新堀）

旧新川

旧永代橋

鎧
橋

茅
場
橋

山
王
日
枝
神
社

智
泉
院
薬
師
堂

新
川
の
碑

船員教育発祥の地

日
本
銀
行
創
業
の
地

高
尾
稲
荷

見
張
り
址

新
川
神
宮

湊
橋

永
代
橋

豊
海
橋

霊
巌
橋

東京証券取引所

郵船

大和証券

署

署

上：湊橋
左：霊岸橋
下：霊雁島の開拓・造成を進めた河村瑞軒の屋敷跡。人知れず、
ひっそりとあった。

下：日本銀行創業の碑。現在の日本銀行
は一石橋の北側、金座の跡にあるが、創
業は河口に近い場所にあった。

上：山王日枝神社。三方に小道がついており、人々の抜け
道にもなっていた。
下：智泉院薬師堂。鋳物製の水槽にも、寄進者や鋳物師の
名が見える。戦時に供出されなかったのが奇跡的だ。
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栄
を
究
め
た
港
が
﹁
新
河
岸
﹂
に
中
心

的
な
地
位
を
譲
る
と
い
う
例
は
、
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
さ
え

も
機
能
が
真
に
必
要
と
さ
れ
れ
ば
残
さ

れ
る
わ
け
で
、
港
の
機
能
や
場
所
も
生

き
物
の
よ
う
に
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
繁

栄
し
た
り
衰
退
し
た
り
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
。

日
本
橋
界
隈
は
、
江
戸
開
府
当
初
か

ら
隅
田
川
河
口
部
に
近
く
、
江
戸
を
守

る
軍
事
上
の
拠
点
で
あ
っ
た
た
め
、
徳

川
家
康
に
早
く
か
ら
仕
え
た
向
井

将
監

し
ょ
う
げ
ん

や
間
宮
造
酒
丞

み
き
の
じ
ょ
う

、
小
浜
弥
三
郎

な
ど
の
屋
敷
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
水
軍

と
し
て
活
躍
し
た
武
将
で
、
水
路
か
ら

の
攻
撃
に
対
す
る
守
り
を
固
め
る
意
味

で
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
兜
町
の
名

は
、
１
８
７
１
年
︵
明
治
４
︶
明
治
維

新
の
論
功
行
賞
と
し
て
兜
町
界
隈
の
土

地
が
三
井
組
な
ど
に
下
賜
さ
れ
、
町
場

と
な
っ
て
か
ら
と
い
う
。
町
名
の
由
来

は
兜
神
社
の
兜
塚
に
よ
る
と
伝
え
ら
れ

る
。も

と
も
と
渡
し
舟
が
行
き
来
す
る
船

着
場
に
１
８
７
２
年
︵
明
治
５
︶
鎧
橋

︵
当
初
は
木
製
︶
が
架
け
ら
れ
た
こ
と

で
、
日
本
橋
地
区
と
の
交
通
が
至
便
に

な
っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
日
本
経
済

の
中
心
地
と
し
て
大
い
に
繁
栄
し
た
。

斎
藤
善
之
さ
ん
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、

日
本
橋
界
隈
も
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
を

遂
げ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
本
町

辺
り
に
は
米
や
塩
の
問
屋
、
小
網
町
に

は
小
麦
粉
、
砂
糖
、
繊
維
の
問
屋
、
そ

型
番
商
売
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
実
際
に

使
わ
れ
て
い
る
顧
客
と
共
同
で
も
の
づ

く
り
を
考
え
て
い
か
な
い
と
ユ
ー
ザ
ー

ニ
ー
ズ
が
つ
か
め
な
い
。
本
当
に
必
要

な
も
の
を
一
か
ら
つ
く
っ
て
い
く
と
い

う
手
間
の
か
か
る
仕
事
を
し
て
、
収
益

と
ど
う
結
び
つ
け
る
か
が
こ
れ
か
ら
の

課
題
で
す
﹂

た
と
え
３
４
０
年
た
っ
た
老
舗
で
も
、

た
ゆ
ま
ず
前
進
す
る
こ
と
が
商
い
に
と

っ
て
不
可
欠
な
の
だ
。

歴
史
が
生
ん
だ
町
の
個
性

実
際
に
歩
い
て
み
れ
ば
、
日
本
橋
本

町
の
辺
り
の
鰹
節
、
小
網
町
の
繊
維
や

製
糖
業
や
製
粉
業
、
新
川
の
酒
や
酢
と

い
っ
た
醸
造
問
屋
と
い
っ
た
具
合
に
、

今
で
も
老
舗
の
本
店
の
位
置
と
出
自
、

業
種
ご
と
の
立
地
か
ら
は
舟
運
の
名
残

が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
埋
め
立
て
に
よ
る
港
の
位
置

の
変
化
が
、
商
い
や
港
の
機
能
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
１
５
９
０
年

︵
天
正
18
︶
の
徳
川
家
康
江
戸
入
府
の

こ
ろ
に
は
、
今
の
中
央
区
は
ほ
と
ん
ど

が
葦
の
生
え
た
潮
の
浜
だ
っ
た
の
だ
。

神
田
山
︵
駿
河
台
︶
を
削
っ
た
土
が
埋

め
立
て
に
使
わ
れ
、
日
本
橋
、
京
橋
辺

り
は
１
６
０
６
年
︵
慶
長
10
︶
ご
ろ
に

完
成
し
た
。

河
口
や
沿
岸
に
あ
っ
た
港
が
埋
め
立

て
に
よ
っ
て
内
陸
化
し
て
、
か
つ
て
繁

上：第１級水準点
右：東京港発祥の地。

鉄砲州稲荷には力石や針
供養の針塚がある。
鉄砲州は千石船の船溜り
だった。力石は、力仕事
の人たち（荷役など）が
多くいたことの証明だろ
うか。



し
て
兜
町
や
茅
場
町
に
は
銀
行
や
証
券

会
社
が
軒
を
連
ね
る
と
い
う
具
合
に
、

時
代
と
と
も
に
主
力
商
品
の
中
心
が
動

い
て
い
る
こ
と
だ
。

特
に
小
網
町
の
製
紛
、
製
糖
、
繊
維

の
原
料
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の

外
交
政
策
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
も
の

だ
。
朝
鮮
半
島
で
は
１
９
０
４
年
︵
明

治
37
︶
ご
ろ
か
ら
綿
花
栽
培
が
始
ま
り
、

台
湾
で
は
１
９
０
０
年
︵
明
治
33
︶
に

設
立
さ
れ
た
台
湾
製
糖
を
中
心
と
し
た

製
糖
業
が
盛
ん
に
な
り
、
日
清
戦
争

︵
１
８
９
４
〜
１
８
９
５
年
︶
以
降
の

満
州
か
ら
は
小
麦
粉
が
輸
入
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
新
興
業
種
の
勃
興
は
、

期
せ
ず
し
て
近
世
か
ら
近
代
へ
と
日
本

の
商
い
の
形
態
が
大
き
く
変
貌
を
遂
げ

た
時
期
と
重
な
る
。

１
８
７
４
年
︵
明
治
７
︶
に
は
楓

川
と
日
本
橋
川
の
合
流
す
る
海
運
橋

︵
も
と
の
海
賊
橋
︶
橋
詰
に
第
一
国
立

銀
行
が
建
て
ら
れ
、
維
新
政
府
に
よ
る

殖
産
興
業
策
と
し
て
株
式
会
社
制
度
の

導
入
も
後
押
し
し
て
、
兜
町
の
地
に
は

商
業
上
の
重
要
な
会
社
や
近
代
的
な
株

式
会
社
が
集
中
し
た
。

ま
た
明
治
政
府
は
、
封
建
時
代
の
制

度
を
払
拭
す
る
た
め
新
・
旧
公
債
な
ど

を
発
行
し
た
。
こ
れ
ら
公
債
の
売
買
が

活
発
に
な
る
に
伴
い
、
取
引
機
関
設
立

の
機
運
が
高
ま
っ
た
た
め
、
１
８
７
８

年
︵
明
治
11
︶
に
株
式
取
引
所
条
例
を

制
定
。
株
式
会
社
組
織
の
東
京
株
式
取

引
所
は
、
こ
の
条
例
を
受
け
て
、
同
年
、

29

商人の港、日本橋界隈

亀
島
川

旧八丁堀

東
京
港
の
碑

水
準
点

鉄
砲
州
稲
荷

桜川公園桜川公園

住
吉
神
社

佃
大
橋

水道局
ポンプ所

渋
沢
栄
一
、
三
井
養
之
助
ら
が
設
立
し

た
も
の
だ
。
兜
町
は
、
民
部
省
通
産
司

や
政
府
公
認
の
米

こ
め

商
会
所
の
ほ
か
、
多

く
の
銀
行
が
設
立
さ
れ
て
ビ
ジ
ネ
ス
の

一
大
中
心
地
と
な
っ
て
い
っ
た
。

町
に
息
づ
く

歴
史
の
リ
ア
リ
テ
ィ

江
戸
と
い
う
か
つ
て
な
い
規
模
の
大

都
市
の
誕
生
が
、
都
市
生
活
者
と
大
量

消
費
を
生
ん
だ
、
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
斎
藤
善
之
さ
ん
の
い
う
よ

う
に
和
食
革
命
に
つ
な
が
っ
て
、
一
層

の
消
費
需
要
を
喚
起
し
た
。
江
戸
は
武

士
や
庶
民
の
台
所
と
直
結
し
た
物
流
拠

点
で
あ
り
、
水
運
の
都
だ
っ
た
の
だ
。

米
と
塩
と
い
う
命
を
支
え
る
一
次
産

品
が
、
小
麦
粉
、
砂
糖
、
繊
維
な
ど
、

製
品
を
つ
く
る
た
め
の
原
料
に
そ
の
地

位
を
譲
り
、
つ
い
に
は
現
実
の
物
性
を

持
た
な
い
﹁
先
物
取
り
引
き
﹂
や

﹁
株
・
証
券
﹂
と
い
っ
た
金
融
に
至
る
。

こ
う
し
た
過
程
で
、
見
え
に
く
く
な
っ

た
と
は
い
え
、
庶
民
の
台
所
や
胃
袋
と

直
結
し
た
物
流
拠
点
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、

こ
う
し
て
探
せ
ば
ま
だ
ま
だ
東
京
の
中

に
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。

奥
州
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
ま
ち
歩
き

は
、
期
せ
ず
し
て
、
江
戸
の
水
運
だ
け

で
な
く
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
物

流
の
大
変
動
の
裏
側
も
見
せ
て
く
れ
た
。

昔ながらの佃煮屋、鳥居に続く路地など、佃島は過去と未来の共
存をアピールしている。摂津国佃村（今の大阪市西淀川区佃）の
漁民が江戸に来て、埋め立てによって島をつくったのが佃島だ。
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ま
ち
の
ア
ー
カ
イ
ブ

岡
崎
市
は
、
徳
川
氏
と
そ
の
家
臣
団

が
生
ま
れ
た
土
地
だ
。
三
河
湾
に
面
し

た
矢
作

や
は
ぎ

川
沿
い
の
温
暖
な
土
地
を
家
康

は
愛
し
、
幕
府
が
で
き
て
か
ら
も
手
厚

い
保
護
を
行
な
っ
た
。
そ
の
岡
崎
の
名

産
品
と
し
て
名
高
い
一
品
に
八
丁
味
噌

が
あ
る
。
水
分
の
少
な
い
赤
い
豆
味
噌

で
、
名
前
の
由
来
は
﹁
岡
崎
城
か
ら
西

に
八
丁
の
距
離
に
店
が
あ
っ
た
か
ら
﹂

と
い
わ
れ
て
い
る
。

現
在
こ
こ
で
八
丁
味
噌
づ
く
り
を
し

て
い
る
の
が
﹁
カ
ク
キ
ュ
ー
﹂
と
﹁
ま

る
や
﹂
だ
。
ど
ち
ら
も
舟
運
で
の
荷
の

積
み
下
ろ
し
に
便
利
な
よ
う
に
矢
作
川

の
左
岸
に
近
く
、
旧
東
海
道
に
面
し
て

並
ん
で
い
る
。
実
は
こ
の
両
店
は
、
江

戸
時
代
に
姻
戚
関
係
が
あ
り
、
競
合
す

る
こ
と
で
相
乗
効
果
を
上
げ
て
い
る
と

こ
ろ
に
三
河
商
人
ら
し
さ
を
う
か
が
わ

せ
る
。

カ
ク
キ
ュ
ー
の
正
式
名
称
は
﹁
合
資

会
社
八
丁
味
噌
﹂
。
創
業
は
江
戸
時
代

初
期
の
１
６
４
５
年
︵
正
保
２
︶
で
、

３
６
２
年
前
の
こ
と
と
な
る
。
が
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
公
称
で
あ
っ
て
、
実

際
に
は
も
っ
と
前
か
ら
商
い
を
始
め
て

い
た
ら
し
い
。
先
祖
は
今
川
氏
の
家
来

か
ら
転
身
し
た
と
い
う
。
社
主
は
代
々

早
川
久
右
衛
門
を
名
乗
っ
て
お
り
、
現

当
主
は
19
代
目
。
現
在
で
も
宮
内
庁
御

用
達
の
老
舗
店
と
し
て
、
多
数
の
フ
ァ

八丁味噌
社史からわかる老舗の知恵

＜愛知県岡崎市＞ カクキュー史料館

江戸時代後半から、全国各地で名産品がつくられるようになりました。

その土地だからこそ花開いた産物は、そのまちの歴史を背負っています。

味噌、塩、酒、醤油などの醸造品や織物が名産品の第一世代とすれば、今でも続くそうした老舗には、

取引の知恵と記憶が残されているはずですし、そこからかつての川や海の道を想像できるかもしれません。

今回注目したのは、岡崎市の八丁味噌の老舗・カクキューです。

カクキュー史料館を訪ね話をうかがうと、奥州や九州が船でつながった江戸時代・八丁味噌の世界が見えてきました。

ン
を
獲
得
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
だ
が
、

そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
多
く
の
苦
労
が

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
、
カ
ク
キ
ュ
ー
で
は
工
場
内
に

史
料
館
を
併
設
し
て
い
る
。
工
場
を
公

開
す
る
だ
け
で
な
く
、
古
く
か
ら
残
る

古
文
書
︵
早
川
家
文
書
︶
を
整
理
し
、

見
学
者
に
八
丁
味
噌
の
製
法
や
当
家
の

歴
史
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
い
わ
ば
産
業
歴
史
館
は
、
全

国
の
企
業
で
も
つ
く
ら
れ
始
め
て
い
る

の
だ
が
、
カ
ク
キ
ュ
ー
で
特
筆
す
べ
き

こ
と
は
、
矢
作
川
の
た
び
た
び
の
水
害

の
た
め
に
行
政
史
料
も
多
数
失
わ
れ
て

い
る
た
め
に
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し

て
ま
ち
の
ア
ー
カ
イ
ブ
︵
史
料
館
︶
と

し
て
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
だ
。

裾
野
が
広
い
味
噌
商
い

味
噌
・
醤
油
・
酒
な
ど
の
醸
造
品
製

造
業
で
は
、
比
較
的
古
い
店
が
全
国
に

残
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
醸
造
品
の
来

歴
を
調
べ
る
と
、
そ
の
土
地
の
お
お
よ

そ
の
性
格
・
暮
ら
し
が
わ
か
る
こ
と
が

多
い
。
醸
造
品
は
保
存
が
き
く
た
め
に

仕
入
れ
先
及
び
販
売
先
の
流
通
範
囲
が

広
く
な
り
、
必
然
的
に
広
が
っ
た
取
引

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
れ
こ
れ
が
商
い
の

帳
簿
類
か
ら
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
だ
。
ま
た
、
多
く
の
地
元
職
人
を

雇
用
す
る
と
と
も
に
、
難
し
い
発
酵
管

理
の
技
術
開
発
の
た
め
に
、
今
で
言
う

R
&
D
︵
企
業
の
研
究
開
発
業
務
お
よ

第18回 水の文化楽習実践取材
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31 八丁味噌社史からわかる老舗の知恵

八丁味噌の製造工程

１　大豆を蒸す

２　蒸した大豆を握り拳大に丸め、

味噌玉をつくる

３　味噌玉の表面に種麹をつけ発酵させる

４　味噌玉を砕き、水と塩を配合し攪拌する

５　桶の中に約６tの味噌を仕込み、

約３tの石を積み重ね、

24カ月（二夏二冬）寝かせる

び
部
門
︶
や
人
材
育
成
の
技
術
に
も
独

特
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
地
域
密
着
型
企
業
と
し
て
存
在
し
て

い
た
の
だ
か
ら
、
土
地
の
風
土
を
知
る

に
は
も
っ
て
こ
い
だ
。

良
い
味
噌
を
つ
く
る
た
め
に
は
当
然
、

原
料
と
な
る
大
豆
と
塩
の
仕
入
れ
に
は

格
別
の
こ
だ
わ
り
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

史
料
館
研
究
員
の
後
藤
公
子
さ
ん
は

﹁
関
東
の
北
条
氏
が
滅
び
た
後
、
徳
川

家
康
が
大
勢
の
家
臣
と
と
も
に
江
戸
に

入
り
ま
し
た
。
当
社
で
は
、
江
戸
に
移

っ
た
大
量
の
お
客
様
の
要
望
で
、
八
丁

味
噌
を
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で

す
﹂と

言
う
。

塩
は
一
貫
し
て
﹁
饗
庭
塩

あ
い
ば
じ
お

﹂
を
使
用

し
て
い
た
そ
う
だ
。
饗
庭
塩
と
は
三
河

湾
に
面
し
た
吉
良
吉
田
地
域
で
製
塩
さ

れ
た
塩
。
忠
臣
蔵
で
有
名
な
あ
の
吉
良

の
塩
だ
。
饗
庭
は
矢
作
古
川
の
河
口
に

位
置
し
、
岡
崎
か
ら
は
約
15
km
の
距
離

に
あ
る
。

大
豆
の
仕
入
れ
先
か
ら
わ
か
る

船
の
道

八
丁
味
噌
の
原
料
と
な
る
大
豆
は
ど

こ
か
ら
運
ば
れ
て
き
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
実
は
、
カ
ク
キ
ュ
ー
に
は
江
戸
時

代
の
﹁
大
豆
買
帳
﹂﹁
才
木
買
帳
﹂﹁
塩

買
帳
﹂﹁
奉
公
人
切
米
帳
﹂﹁
江
戸
当
座

帳
﹂
な
ど
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

古
文
書
と
し
て
保
存
さ
れ
、
整
理
も
少

し
ず
つ
始
ま
っ
て
い
る
。
岡
崎
市
史
な

ど
を
編
纂
す
る
た
め
の
貴
重
な
史
料
に

右ページ：1927年（昭和2)に建てられた現事務所が、一
際目を引くカクキューの外観。
上：矢作川。八丁の土場も川べりにあり、積荷の積み下
ろしで賑わっていた。
右：吉野杉でつくられた仕込み桶には、6tの味噌が仕込
まれ、3tの味噌石が載せられている。この丸石の多くは
大正時代までに矢作川上流で採取されたもので、今後は
補給できる見込みがないため大切に使われている。積む
のは、すべて手作業。しかしクレーンを使わないで、歴
史的建造物である蔵で味噌づくりを続けるためには、最
良の方法だ。地震の際にも崩れることがない、秘技とも
呼べる手法で積み重ねられている。
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も
な
っ
て
お
り
、
一
部
は
史
料
館
に
も

展
示
さ
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
し
た
社
史

﹃
カ
ク
キ
ュ
ー
　
山
越
え
谷
越
え
３
５

０
年
﹄︵
２
０
０
０
︶
も
発
行
さ
れ
た
。

﹁
大
豆
買
帳
﹂
に
記
さ
れ
た
、
江
戸
後

期
〜
明
治
時
代
に
お
け
る
大
豆
の
仕
入

れ
地
域
を
地
図
に
並
べ
、﹁
地
元
﹂﹁
尾

州
廻
船
エ
リ
ア
と
九
州
﹂
﹁
奥
筋
廻
船

エ
リ
ア
﹂
﹁
北
前
船
エ
リ
ア
﹂
に
分
類

し
、
そ
の
仕
入
れ
推
移
を
グ
ラ
フ
に
し

て
み
た
。

ま
ず
、
大
豆
仕
入
れ
先
が
全
国
へ
拡

が
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
こ

の
地
名
を
現
在
の
実
際
の
地
図
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
航
路
沿
岸
の

浦
・
港
、
あ
る
い
は
大
き
な
川
の
河
口

か
ら
遡
っ
た
所
に
あ
る
町
が
多
い
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
地
元
で
は
矢
作
川
流

域
が
多
い
の
は
当
然
だ
が
、
奥
州
で
は

北
上
川
沿
い
の
地
名
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
間
約
１
０
０
年
の
前
期

に
は
、
上
州
産
の
大
豆
の
割
合
が
高
い

︵
グ
ラ
フ
で
は
、
尾
州
廻
船
エ
リ
ア
に

含
ま
れ
る
︶。

上
州
の
大
豆
産
地
で
有
名
な
場
所
と

い
う
と
現
在
の
吾
妻
町
、
長
野
原
町
、

嬬
恋
村
、
中
之
条
町
と
い
っ
た
吾
妻
川

流
域
で
、
水
田
に
は
適
さ
な
い
土
地
だ
。

そ
こ
で
つ
く
ら
れ
た
大
豆
が
吾
妻
川
〜

利
根
川
経
由
で
運
ば
れ
て
き
た
の
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
が
中
山
道
沿

い
に
あ
た
る
こ
と
も
、
関
係
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

九
州
は
扱
い
高
は
少
な
い
が
、
瀬
戸

内
か
ら
玄
界
灘
を
通
り
長
崎
に
至
る
航

路
沿
い
に
博
多
〜
唐
津
、
平
戸
、
長
崎
、

島
原
の
沿
岸
、
さ
ら
に
有
明
海
に
注
ぐ

川
を
遡
っ
た
地
名
も
見
ら
れ
る
。

な
ぜ
こ
れ
だ
け
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富

ん
だ
仕
入
れ
先
を
選
ん
で
い
る
の
か
、

興
味
は
つ
き
な
い
。
大
豆
の
仕
入
れ
問

屋
の
帳
簿
な
ど
も
、
つ
い
つ
い
見
た
く

な
る
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
並
べ
直
し

て
見
る
だ
け
で
、
岡
崎
地
域
経
済
の
一

つ
の
核
で
あ
る
八
丁
味
噌
が
、
実
は
取

引
と
物
流
で
全
国
の
港
と
つ
な
が
っ
て

い
た
こ
と
が
実
感
で
き
る
。
そ
の
港
は
、

河
口
に
あ
る
港
も
あ
れ
ば
、
後
背
地
は

な
い
が
入
り
江
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な

港
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
川
の
中
流
の
湊

︵
土
場
︶
も
あ
っ
て
、
か
な
り
内
陸
ま

で
大
豆
の
仕
入
れ
先
が
広
が
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
矢
作
川
上
流

か
ら
仕
込
み
桶
の
上
に
積
む
石
や
大
豆

を
蒸
す
の
に
使
っ
た
薪
を
運
ん
で
き
た

こ
と
が
、
多
く
の
史
料
か
ら
判
明
し
て

い
る
。

仕
入
れ
地
の
長
期
変
動

１
０
０
年
間
の
仕
入
れ
先
推
移
を
見

る
と
、
や
は
り
変
化
が
起
き
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
当
初
は
圧
倒
的
に
多
か

っ
た
上
州
大
豆
が
徐
々
に
減
り
、
代
わ

っ
て
地
元
産
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
く

る
の
だ
。

奥
州
大
豆
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
２
割

0 200 400 600 800 10000200400600

その他 総量

八丁周辺の
災害

北前船エリア尾州廻船エリアと九州 奥筋廻船エリア地元

天明６（1786）

天明８（1788）

寛政２（1790）

寛政９（1797）

寛政11（1799）

享和１（1801）

享和３（1803)

文化２（1805)

天保３（1832)

天保７（1836)

天保９（1838)

弘化１（1844)

弘化３（1846)

嘉永１（1848)

嘉永３（1850)

嘉永５（1852)

安政１（1854)

安政３（1856)

安政５（1858)

万延１（1860)

1855　細川村などで矢作川が決壊　矢作橋中央部が流失
　　　1871年まで仮橋がなく渡し舟

1850　夏に２回の洪水

1828　仁木、八町などで矢作川が決壊
　　　矢作橋の一部が壊れる
　　　東海道一時不通

1816　矢作川大堤が決壊、矢作橋崩壊

1804　矢作川出水、矢作橋周辺で破堤

1790　矢作川出水、矢作橋周辺で破堤

文久２（1862)

元治１（1864)

慶応２（1866)

明治１（1868)

明治３（1870)

明治５（1872)

明治７（1874)

明治９（1876)

明治11（1878)

明治13（1880)

カクキューの大豆
仕入量の推移と仕入先地

1786～1880　単位（石）　

八丁味噌の郷・史料館の内
部。明治中期の仕込み風景
を再現している。

グラフと地図はカクキューの
社史のデータをもとに編集部
が作成したもの。
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程
の
比
率
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化

が
幕
末
以
降
は
顕
著
に
な
り
、
以
後
、

地
元
大
豆
と
奥
州
大
豆
が
中
心
に
な
り
、

上
州
大
豆
は
姿
を
見
せ
な
く
な
る
。
そ

し
て
明
治
23
年
あ
た
り
か
ら
﹁
蔚
山

う
る
さ
ん

︵
韓
国
・
釜
山
北
方
︶
や
﹁
支
那
﹂﹁
大

連
﹂﹁
浦
塩
︵
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
︶﹂
な

ど
の
地
名
が
混
じ
る
よ
う
に
な
る
。

な
ぜ
上
州
大
豆
が
減
少
し
た
か
と
い

う
理
由
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
明
治

20
年
代
に
な
る
と
仕
入
れ
範
囲
が
朝
鮮

半
島
や
中
国
北
東
地
域
に
ま
で
一
層
広

が
っ
た
こ
と
が
記
録
か
ら
読
み
取
れ
る
。

味
噌
は
ど
こ
へ
販
売
し
た
か

製
造
し
た
味
噌
は
ど
こ
へ
、
ど
の
よ

う
に
出
荷
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

で
き
上
が
っ
た
味
噌
は
、
ま
ず
矢
作

川
の
荷
物
積
み
下
ろ
し
場
で
あ
る
﹁
土

場
﹂
に
運
ば
れ
た
。
そ
こ
で
川
船
に
載

せ
、
江
戸
へ
の
積
み
出
し
港
で
あ
る

平
坂

へ
い
さ
か

に
向
か
っ
た
。
運
送
に
あ
た
っ
た

の
は
中
畑

な
か
ば
た

︵
現
・
西
尾
市
︶
の
船
頭
が

多
か
っ
た
。
天
保
期
に
は
江
戸
、
名
古

屋
︵
馬
で
運
ば
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
︶
、

京
都
の
い
く
つ
か
の
問
屋
に
卸
さ
れ
て

い
た
。
特
に
江
戸
に
は
生
産
さ
れ
た
味

噌
の
約
四
分
の
一
が
出
荷
さ
れ
、
１
８

４
６
年
︵
弘
化
３
︶
に
は
そ
の
45
％
が

伊
勢
屋
吉
之
助
︵
日
本
橋
呉
服
町
︶
に

卸
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
三
河
屋
又

右
衛
門
︵
南
鍋
町
一
丁
目
︶
、
三
河
屋

次
郎
八
︵
麹
町
五
丁
目
︶
な
ど
の
名
前

が
見
え
る
。

こ
の
年
、
江
戸
の
卸
し
先
は
12
店
で
、

そ
の
量
は
約
１
万
３
２
０
０
貫
。
一
貫

が
３
・
75
kg
だ
か
ら
、
現
在
の
重
さ
で

49
・
５
t
。
﹁
今
も
一
つ
の
仕
込
み
桶

で
６
t
の
八
丁
味
噌
が
つ
く
ら
れ
て
い

る
﹂
と
い
う
後
藤
さ
ん
の
話
を
聞
く
と
、

江
戸
へ
の
年
間
出
荷
量
は
約
８
桶
分
だ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

商
い
の
歴
史
を
残
す
意
味

商
い
の
帳
簿
類
が
、
後
世
に
史
料
と

し
て
利
用
さ
れ
る
と
は
、
記
し
て
い
た

当
人
は
も
ち
ろ
ん
誰
も
思
っ
て
い
な
か

っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
史
料
が
き
ち
ん

と
残
っ
て
い
る
こ
と
で
、
カ
ク
キ
ュ
ー

の
商
い
の
遺
伝
子
も
解
読
で
き
る
し
、

そ
れ
を
も
と
に
土
地
の
歴
史
ま
で
想
像

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
企
業
が
、

残
さ
れ
た
古
い
史
料
を
整
理
す
る
こ
と

の
意
味
の
一
つ
が
、
こ
こ
に
あ
る
。
商

い
の
知
恵
を
残
す
に
は
、
記
録
を
残
す

こ
と
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
る
の
だ
。

カ
ク
キ
ュ
ー
当
主
で
あ
り
代
表
社
員

で
あ
る
早
川
純
次
さ
ん
は
、
社
史
刊
行

に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
﹃
刊

行
の
言
葉
﹄
に
記
し
て
い
る
。

﹁
売
り
手
と
買
い
手
が
じ
か
に
接
す
る

取
引
の
現
場
で
は
生

な
ま

の
人
間
同
士
の
理

解
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
直
接
の
商
品
宣

伝
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別

に
消
費
者
と
企
業
と
が
理
解
し
合
え
る

場
が
も
っ
と
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な

八丁味噌の郷・史料館は、1907年（明治40）に建築された味
噌蔵を改造して、1991年（平成3）にオープンした。直接味
噌づくりに関係するものだけでなく、桶づくりの道具や当時
の風俗をうかがい知るための貴重な史料が展示されている。
膨大な古文書も、着々と整理が進められている。
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い
で
し
ょ
う
か
﹂

今
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
産
業
歴

史
館
﹂
や
﹁
史
料
館
﹂
な
ど
が
つ
く
ら

れ
て
い
る
。
カ
ク
キ
ュ
ー
史
料
館
は
そ

の
中
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
地
味
な

部
類
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

老
舗
と
し
て
八
丁
味
噌
の
伝
統
を
守
り

続
け
、
史
料
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
結

果
と
し
て
岡
崎
市
商
業
史
ア
ー
カ
イ
ブ

の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
、

と
て
も
意
義
深
い
こ
と
だ
。
商
い
の
知

恵
を
発
掘
す
る
体
勢
を
社
主
が
謳
う
姿

は
、
こ
れ
か
ら
の
地
元
と
企
業
の
関
係

を
示
す
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
も
思

え
る
。

﹁
老
舗
﹂
を
﹁
続
け
る
﹂

と
は
い
い
な
が
ら
、
﹁
本
業
を
今
後

も
続
け
て
こ
そ
の
史
料
館
﹂
で
あ
る
こ

と
も
事
実
だ
。
こ
の
場
合
、
老
舗
と
は

３
５
０
年
の
歴
史
を
背
負
っ
て
い
る
こ

と
だ
が
、
同
時
に
営
業
を
続
け
る
た
め

に
は
顧
客
の
求
め
に
う
ま
く
適
応
し
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
２
つ
を
バ

ラ
ン
ス
さ
せ
る
こ
と
に
困
難
を
伴
う
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

広
報
の
太
田
高
司
さ
ん
は
老
舗
な
ら

で
は
の
悩
み
を
こ
う
語
る
。

﹁
戦
時
中
の
統
制
で
八
丁
味
噌
は
つ
く

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
１
９
５
０
年
︵
昭

和
25
︶
に
統
制
は
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、

戦
後
に
な
っ
た
ら
日
本
人
の
味
噌
へ
の

嗜
好
が
変
化
し
始
め
て
い
ま
し
た
。
甘

さ
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
ほ
か
、
八
丁

味
噌
の
よ
う
な
固
い
味
噌
は
扱
い
づ
ら

い
と
い
う
こ
と
で
、
軟
ら
か
い
味
噌
を

求
め
る
人
が
多
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
１
９
５
７
年
︵
昭
和
32
︶
に
、

甘
口
の
白
味
噌
を
合
わ
せ
て
﹃
赤
だ
し

八
丁
味
噌
﹄
を
売
り
出
し
た
の
で
す
﹂

現
在
で
こ
そ
知
名
度
が
あ
る
﹁
赤
だ

し
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
か
ら
始
ま

っ
た
の
だ
。
太
田
さ
ん
は
ま
た
、

﹁
う
ち
は
中
小
企
業
と
し
て
、
大
企
業

で
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
す
る
し
か
な

い
。
そ
れ
は
何
か
と
い
え
ば
、
昔
か
ら

の
味
を
守
っ
て
い
く
こ
と
な
ん
で
す
。

売
上
げ
拡
大
を
狙
っ
て
量
産
す
る
と
味

史料館研究員の後藤公子さんと渡辺則雄さん

が
落
ち
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
生
産

量
は
上
げ
ず
に
付
加
価
値
を
向
上
さ
せ

る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
そ
の

方
法
に
つ
い
て
は
、
い
つ
も
社
内
で
検

討
し
て
い
ま
す
﹂

と
言
う
。

老
舗
だ
か
ら
こ
そ
抱
え
る
﹁
守
る
﹂

と
﹁
続
け
る
﹂
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
戦
後

の
消
費
拡
大
・
多
様
化
の
中
で
常
に
あ

っ
た
悩
み
で
も
あ
る
。
そ
の
中
で
、
自

社
の
み
が
で
き
る
こ
と
を
少
し
ず
つ
着
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と
取
引
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

そ
こ
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
世
界
の
一
部

だ
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
社
史
や
仕
入

れ
・
販
売
の
記
録
が
教
え
て
く
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

そ
こ
に
は
﹁
守
り
な
が
ら
も
市
場
に

適
応
し
て
き
た
﹂
、
あ
る
い
は
﹁
適
応

し
よ
う
と
思
っ
た
が
失
敗
し
た
﹂
老
舗

の
軌
跡
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
残
っ
た
史

料
を
単
な
る
文
書
で
終
わ
ら
せ
る
か
、

未
来
へ
の
史
料
と
し
て
使
う
か
、
そ
れ

は
利
用
者
自
身
で
あ
る
私
た
ち
。
ア
ー

カ
イ
ブ
の
世
界
は
奥
深
い
。

八丁味噌社史からわかる老舗の知恵

実
に
行
な
っ
て
き
た
。
史
料
館
も
、
そ

の
一
環
で
あ
る
。

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
で
あ
る
カ
ク
キ
ュ

ー
が
、
文
書
と
商
品
と
い
う
形
で
八
丁

味
噌
の
知
恵
を
堅
実
に
受
け
継
い
で
い

る
か
ら
こ
そ
、
見
学
者
は
小
学
生
か
ら

シ
ニ
ア
ま
で
に
及
び
、
２
０
０
６
年
に

は
N
H
K
連
続
ド
ラ
マ
の
ロ
ケ
地
に
も

な
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
八
丁
味
噌
ブ

ー
ム
を
起
こ
す
結
果
に
も
つ
な
が
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
何
も
岡
崎
だ
け
の
話
で

は
な
い
。
全
国
の
小
都
市
の
ど
こ
に
で

も
、
古
い
お
店
が
あ
る
。
閉
じ
た
田
舎

町
と
思
っ
て
い
た
所
が
、
意
外
な
場
所

右ページ：竹で編み上げた「たが」は、材料もつくる職人もないために
徐々に鉄製のワイヤーに代えられている。ワイヤーの赤い塗料は、塩分に
よる錆びを防止するため。／目の詰んだ良質の吉野杉でないと、良い味噌
づくりのための桶はできない。
右：粘りの強い松材を生かして組まれた、蔵の梁。味噌づくりに欠かせな
い菌が住みついた昔ながらの蔵は、時間が育んでくれた大切な財産だ。
上：伝統の技を今に伝えながら、生業を続けているカクキュー。建物の土
台に江戸中期に積まれた石垣も、当時のまま。
下：建物の前面が、かつての東海道。当時はさぞかし賑わっていたに違い
ない。
右下：温暖な気候のため、米味噌が腐ってしまうことから豆味噌をつくり
始めたという。江戸にいた三河人は、この色艶を見て故郷をなつかしく思
い返したことだろう。

三河は気候が温暖なため、米や麦を使うと傷んでしまうことから100％
豆を使った味噌になったという。一般に大豆は煮て柔らかくするのだが、
八丁味噌の場合蒸すことで赤みが増すそうだ。水分が少なく固いが、独
特の味わいには根強いファンが多い。煮込んでも風味が損なわれないの
が特徴でもある。（写真はカクキューの有機八丁味噌）
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世
間
良
し
の
意
味

私
は
、
近
江
商
人
を
﹁
本
家
︵
本
店
︶

を
近
江
の
国
に
置
い
て
、
他
国
稼
ぎ
を

し
た
商
人
﹂
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
近

世
社
会
の
中
で
、
も
っ
と
も
近
代
的
な

経
営
に
到
達
し
た
商
人
と
考
え
て
い
ま

す
。近

江
商
人
と
い
う
と
、
最
近
で
は

﹁
三
方
良
し
﹂
の
精
神
が
C
S
R
︵
企

業
の
社
会
的
責
任：

C
o
r
p
o
r
a
te

S
o
c
ia
l
R
e
sp
o
n
sib

ility

︶
の
原
点
で

あ
る
と
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

中
村
治
兵
衛
宗
岸
と
い
う
商
人
の
遺
訓

︵
１
７
５
４
年
︶
が
も
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
実
は
そ
こ
で
は
売
り
手

良
し
、
買
い
手
良
し
、
世
間
良
し
な
ど

と
い
う
こ
と
も
、
﹁
三
方
良
し
﹂
と
い

う
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
実
は

造
語
で
す
。

し
か
し
三
井
や
住
友
な
ど
の
商
人
も
、

売
り
手
良
し
、
買
い
手
良
し
と
い
う
意

味
の
こ
と
は
言
っ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ

大
事
な
の
は
、
近
江
商
人
が
﹁
他
国
で

あ
っ
て
も
、
自
分
の
国
の
よ
う
に
大
事

に
し
な
く
て
は
い
か
ん
﹂
と
考
え
て
い

た
点
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
近
江
商
人

の
偉
い
と
こ
ろ
で
、
他
の
商
人
と
の
違

い
で
す
ね
。

家
訓
や
店
則
と
い
う
も
の
は
、
往
々

に
し
て
創
業
期
に
は
書
か
れ
な
い
も
の

で
す
。
三
井
も
そ
う
で
す
が
、
近
世
的

な
﹁
家
﹂
が
成
立
し
て
は
じ
め
て
成
文

化
す
る
。
家
訓
や
店
則
で
わ
ざ
わ
ざ
文

字
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
た
と
き
、
つ

ま
り
守
る
べ
き
財
産
が
で
き
た
時
点
で

つ
く
る
も
の
な
ん
で
す
。
近
世
の
﹁
家
﹂

と
い
う
の
は
家
名
・
家
業
・
家
産
と
い

う
３
つ
が
複
合
し
た
も
の
で
す
か
ら
、

継
続
す
べ
き
財
産
が
な
い
よ
う
な
家
に

家
訓
や
店
則
は
い
ら
な
い
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
家
訓
や
店
則
が
書
か
れ

た
時
点
で
ベ
ン
チ
ャ
ー
で
は
な
く
な
っ

て
い
て
、
﹁
今
あ
る
財
産
を
守
れ
﹂
と

書
か
れ
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
歴
代
当

主
は
﹁
私
は
バ
ト
ン
を
渡
す
役
割
﹂
と

認
識
し
て
い
ま
す
し
、
先
祖
の
財
産
を

次
の
代
に
受
け
渡
す
リ
レ
ー
ラ
ン
ナ
ー

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
識
を
持

つ
こ
と
が
、
商
い
を
継
続
さ
せ
て
い
く

条
件
で
も
あ
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
近
江
商
人
の
場
合
、
新

規
事
業
に
参
入
す
る
か
ど
う
か
は
、
当

主
の
独
断
で
は
な
く
、
分
・
別
家
を
含

め
た
高
級
幹
部
の
合
議
制
で
決
定
さ
れ

ま
す
。
無
能
で
経
営
能
力
の
無
い
当
主

は
隠
居
に
追
い
込
ま
れ
ま
す
。
そ
の
結

果
、
家
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
近
世
的
な
商

人
と
い
う
の
は
地
縁
、
血
縁
、
職
業
縁

で
生
き
て
い
ま
す
。
﹁
世
間
﹂
と
い
う

の
は
、
阿
部
謹
也
さ
ん
が
言
わ
れ
る
よ

う
に
地
縁
、
血
縁
、
職
業
縁
で
結
ば
れ

て
い
る
も
の
で
、
け
っ
し
て
社
会

︵so
cie

ty

︶
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
近
江
商
人
は
﹁
世
間
良
し
﹂
と

宇佐美英機
うさみひでき

滋賀大学経済学部教授

1951年生まれ。同志社大学文学研究科修士課程修了。
主な論文に
「初代伊藤忠兵衛の創業期における商業活動の一齣」
（『同志社商学』2005）、「『近江商人』の家訓・店則に
みる『立身』と『出世』」（『経済史研究』2001）他。

商いの公用語は江州弁

近江商人の陸の商い

い
っ
て
た
く
さ
ん
の
社
会
貢
献
を
し
て

い
ま
す
が
、
縁
の
な
い
と
こ
ろ
に
寄
付

は
し
ま
せ
ん
。
近
江
商
人
に
と
っ
て
の

﹁
世
間
﹂
は
、
現
代
的
に
考
え
ら
れ
て

い
る
﹁
社
会
﹂
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

だ
か
ら
、
世
間
へ
の
貢
献
事
業
を
し

た
の
は
、
近
江
商
人
の
価
値
観
か
ら
す

れ
ば
当
然
の
こ
と
で
し
た
。

飢
饉
の
と
き
に
お
助
け
普
請
を
し
た

の
も
、
た
だ
の
施
し
に
な
ら
な
い
よ
う

江戸時代における近江商人の出店分布

『近江商人と北前船』サンライズ出版2001より（江頭恒治博士
「江州商人」より、彦根高商調査月報、第八号付図に加筆作成）

次37ページ右図は関東拡大図
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に
と
の
配
慮
か
ら
で
す
。
飢
饉
で
困
っ

て
い
る
人
に
た
だ
お
金
を
渡
し
た
の
で

は
、
め
ぐ
ん
で
も
ら
う
側
か
ら
す
る
と

乞
食
と
同
じ
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
つ
ら
い
。
だ
か
ら
、
必
要
で
も

な
い
蔵
を
建
て
、
そ
の
労
働
に
対
し
て

賃
金
を
支
払
う
と
い
う
形
式
を
取
り
ま

し
た
。
だ
か
ら
、
お
助
け
普
請
で
つ
く

っ
た
蔵
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。

商
人
道
と
い
う
の
は
そ
ん
な
も
の
で
、

地
域
に
根
ざ
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
そ
れ

が
で
き
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
地
域
と

は
縁
で
つ
な
が
っ
た
社
会
な
の
で
す
。

縁
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
近
江
商
人
は

﹁
陰
徳
善
事
﹂
を
旨
と
し
て
き
た
の
で

す
。近

江
商
人
の
社
会
貢
献
を
C
S
R
に

つ
な
げ
る
た
め
に
は
、
こ
の
﹁
縁
﹂
と

い
う
概
念
を
現
代
の
企
業
が
ど
う
捉
え

直
す
か
に
か
か
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

他
人
の
金
で
商
売
が
で
き
る
か

商
い
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
と
い

う
の
は
、
器
量
の
問
題
で
す
。
自
己
資

本
で
全
部
差
配
で
き
る
か
ら
力
量
や
才

覚
が
も
の
を
い
う
。
だ
か
ら
、
他
人
の

資
本
で
経
営
を
す
る
と
い
う
近
代
経
営

は
、
商
人
の
本
務
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
実
際
、
明
治
の
初
め

ご
ろ
、
前
川
太
郎
兵
衛
と
い
う
近
江
商

人
は
、
会
社
嫌
い
、
法
人
嫌
い
で
し
た
。

﹁
他
人
様
の
金
で
商
売
す
る
な
ら
、
わ

し
は
商
売
や
め
る
﹂
と
言
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
れ
が
商
人
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

だ
け
ど
、
し
ょ
せ
ん
個
人
の
資
産
だ

け
で
は
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ

ン
パ
ニ
ー
は
つ
く
れ
な
い
し
、
有
限
責

任
と
い
う
も
の
を
自
ら
の
も
の
と
し
た

近
代
的
な
経
営
者
に
な
れ
な
い
。
近
江

商
人
は
幕
末
期
４
０
０
〜
６
０
０
人
が

諸
国
に
稼
ぎ
に
出
て
い
ま
す
が
、
そ
の

内
、
明
治
以
降
も
続
い
て
い
る
の
は
伊

藤
忠
や
日
本
橋
の
塚
本
商
事
な
ど
に
留

ま
り
、
決
し
て
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
個

人
差
配
の
商
い
か
ら
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ス

ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
へ
の
過
渡
期
に
、

う
ま
く
移
行
で
き
ず
に
終
焉
し
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
す
。

例
え
ば
、
塚
本
商
事
な
ど
を
起
こ
し

た
塚
本
定
右
衛
門
は
、
後
の
孫
世
代
の

役
に
立
つ
と
考
え
、
巨
額
の
植
林
費
を

寄
付
し
ま
し
た
。
こ
う
い
う
行
為
を
、

勝
海
舟
は
﹃
氷
川
清
話
﹄
の
中
で
誉
め

ま
す
が
、
一
方
で
渋
澤
栄
一
が
、
﹁
固

陋
頑
迷
の
近
江
商
人
﹂
﹁
近
江
商
人
は

金
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
ち
っ
と
も
近

代
的
な
経
営
投
資
を
し
な
い
﹂
と
批
判

す
る
。
そ
れ
は
渋
澤
か
ら
見
れ
ば
固
陋

頑
迷
で
し
ょ
う
。
で
も
商
人
経
営
者
か

ら
す
れ
ば
、
ど
こ
の
誰
と
も
わ
か
ら
な

い
人
間
に
金
は
出
せ
ま
せ
ん
。
一
銭
と

い
う
も
の
を
大
事
に
し
て
子
ど
も
を
教

育
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
血
縁
も

地
縁
も
な
い
人
に
投
資
は
で
き
ま
せ
ん

よ
。
だ
か
ら
、
成
功
し
た
近
代
的
経
営

者
か
ら
見
れ
ば
、
近
江
商
人
は
商
覚
が

な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。

流
通
商
業
だ
け
で
は
な
く
、
製
造
業

を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
最
初
に

言
っ
た
近
江
商
人
は
、
二
代
目
の
伊
藤

忠
兵
衛
で
す
。
そ
れ
で
も
、
呉
羽
紡
績

の
よ
う
な
糸
偏
の
紡
績
業
ま
で
し
か
持

て
な
か
っ
た
。
忠
兵
衛
は
イ
ギ
リ
ス
に

も
留
学
し
た
近
代
人
で
す
が
、
初
代
に

仕
え
た
高
級
幹
部
が
な
か
な
か
首
を
縦

に
ふ
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
か
ら
、
近

江
商
人
が
大
切
に
守
っ
て
き
た
も
の
が
、

近
代
化
へ
の
過
渡
期
に
は
、
か
え
っ
て

転
換
す
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
想
像
で
き
ま
す
。

や
は
り
日
本
で
は
、
教
科
書
に
書
い

て
あ
る
よ
う
に
﹁
商
業
資
本
家
が
産
業

資
本
家
に
転
換
す
る
﹂
と
い
う
よ
う
な

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

近
江
商
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

商
人
の
本
分
と
は
需
要
と
供
給
の
バ

ラ
ン
ス
を
と
り
、
不
足
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
モ
ノ
を
運
ん
で
や
る
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
遠
方
に
も
商
品
を
持

っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
近
江

商
人
は
、
特
に
東
日
本
に
向
け
て
多
く

出
店
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
仙
台
に
中
井
源
左
衛
門
と

い
う
近
江
商
人
で
一
番
大
き
い
家
が
出

店
し
て
い
ま
す
。
中
井
の
本
家
は
近
江

の
日
野
に
あ
り
ま
す
が
、
本
店
機
能
は

仙
台
に
あ
る
。
他
に
も
店
は
た
く
さ
ん

あ
る
ん
で
す
が
、
仙
台
店

だ
な

が
一
番
稼
ぎ

琵琶湖

野洲川

瀬田川

比叡山

大津

堅田

長浜

石塔
平林
中在寺
松尾
仁正寺
音羽

北落八目
八町

野々田愛知川
栗田
勝堂

中里清水
小田苅

浜野

八幡

日野

高
宮

四十九院

一円

津田

八日市
中野

大房
江頭
小田

森尻 上田

小中

山之上
岡本
大塚

鋳物師
増田

内
池

十
禅
師

猫田

水口

土山

鎌掛

薩
摩

彦
根

沢

日
枝

長
野

河
南

稲
葉

山
路

石
馬
寺

種
伊
庭須

田
常
楽
寺

浅
小
井

柳
川

柏原

五個荘

坂田郡

犬上郡

愛知郡

神崎郡
蒲生郡

甲賀郡

栗太郡

野州郡

塩津

梅津

敦賀

高島

能
登
川

宇都宮

茂木

境

真岡
笠間

下館
延島 久下田

村田

栃木

古河

騎西

取手
佐原

小山

結城

栗原

北条
菅間

上郷

江戸

佐倉

位置不明
茨城県　北名川
栃木県　祖母井
　　　　谷田貝

群馬県　鬼石
　　　　境野
埼玉県　忍

銚子

浦賀

八王子

厚木

上野原

下吉田

御殿場

大宮

秦野

沼津

韮山静岡

藤枝

甲府

青梅

秩父

石和

市川大門

前橋
高崎板鼻

倉賀野

長野

寄居

伊勢崎

深谷

本庄
日野
藤岡

児玉

玉村小諸

上田

芳野

足利

熊谷

桐生

薮塚本町

長野

館林小泉

太田

飯能
鳩ヶ谷

近江商人の出身地

『近江商人と北前船』2001サンライズ出版より作図
●の大小は出身者数とほぼ比例する。
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っ
て
、
そ
こ
に
商
品
を
送
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

こ
う
し
た
出
店
が
増
え
る
と
、
本
家

は
毎
年
１
回
、
各
店
を
回
り
始
め
ま
す
。

会
計
監
査
と
お
得
意
様
へ
の
挨
拶
ま
わ

り
の
合
間
に
物
見
遊
山
も
し
ま
す
が
、

そ
れ
が
情
報
収
集
も
兼
ね
て
い
ま
し
た
。

関
東
後
家
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

が
、
旦
那
が
出
店
回
り
で
10
カ
月
ぐ
ら

い
関
東
に
行
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
間

奥
さ
ん
は
後
家
に
な
る
と
い
う
意
味
で

す
。
普
段
本
家
を
守
っ
て
い
る
の
は
、

奥
さ
ん
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
女
性
が
有
能
じ
ゃ
な
い
と
近

江
商
人
は
成
り
立
た
な
い
。
当
然
、
婚

姻
も
﹁
縁
﹂
を
第
一
に
考
え
て
行
な
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
地
方
に
つ
く
っ
た
出

店
に
い
て
も
、
近
江
商
人
の
心
が
け
を

わ
き
ま
え
た
女
性
を
妻
に
迎
え
地
元
に

住
ま
わ
せ
て
い
ま
し
た
。

１
６
５
０
年
代
以
降
、
西
回
り
・
東

回
り
航
路
が
で
き
て
全
国
市
場
が
形
成

さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
近
江
商

人
は
薄
利
多
売
を
旨
と
し
ま
す
。
リ
ス

ク
分
散
す
る
た
め
に
兼
業
を
し
て
、
質

屋
を
や
り
、
小
間
物
、
荒
物
を
売
り
、

呉
服
太
物

ふ
と
も
の

を
売
る
。
ど
こ
か
の
部
門
で

流
行
す
た
り
に
よ
る
損
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
別
の
部
門
で
カ
バ
ー
す
る
と
い
う

や
り
方
で
す
。
利
益
が
出
る
と
﹁
三
ツ

割
制
﹂
と
い
っ
て
、
本
家
、
積
立
、
奉

公
人
へ
の
配
分
を
し
、
働
く
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
上
げ
る
と
と
も
に
ス
ト
ッ
ク

を
蓄
積
し
て
い
き
ま
し
た
。

近
江
商
人
は
信
用
を
大
事
に
し
ま
す
。

﹁
よ
そ
者
の
近
江
者
だ
か
ら
こ
そ
、
地

域
で
可
愛
い
が
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
い

け
な
い
﹂
と
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
教
え

込
む
わ
け
で
す
。
北
関
東
に
は
日
野
商

人
が
多
い
の
で
す
が
、
儲
け
た
お
金
を

地
元
に
投
下
し
、
醸
造
業
者
と
な
っ
て

地
場
産
業
を
興
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

一
揆
が
起
こ
っ
て
も
、
打
ち
壊
し
に
あ

い
ま
せ
ん
。
秩
父
で
一
揆
が
起
き
た
と

き
も
、
一
揆
衆
は
﹁
こ
こ
だ
け
は
潰
す

な
﹂
と
言
っ
て
止
め
た
そ
う
で
す
。
そ

う
見
て
み
る
と
、
商
売
人
に
道
徳
と
そ

ろ
ば
ん
が
分
離
し
て
い
な
か
っ
た
時
代

だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
両

者
が
分
離
し
た
近
代
に
な
る
と
、
近
江

商
人
が
取
り
残
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
当

然
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

北
前
船
主
と
近
江
商
人
の
違
い

北
前
船
と
い
う
の
は
、
当
初
は
蝦
夷

地
交
易
を
や
っ
て
い
た
近
江
商
人
の
雇

い
船
の
船
主
た
ち
で
し
た
。
近
江
商
人

は
手
船
も
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
敦
賀

や
橋
立
で
廻
船
問
屋
の
船
を
雇
う
こ
と

も
多
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
内
、
廻
船

問
屋
も
近
江
商
人
の
荷
物
だ
け
で
は
利

益
が
薄
い
の
で
、
北
前
船
主
と
し
て
展

開
を
始
め
ま
し
た
。

富
山
の
北
前
船
主
の
屋
敷
な
ど
を
見

ま
す
と
、
近
江
商
人
と
は
違
い
、
屋
敷

は
小
さ
い
し
、
庭
の
三
和
土

た
た
き

に
大
き
な

一
枚
岩
が
あ
っ
た
り
す
る
の
が
自
慢
な

が
大
き
く
、
そ
の
下
に
出
店
・
枝
店

え
だ
み
せ

を

東
北
一
帯
に
つ
く
る
わ
け
で
す
。
仙
台

店
か
ら
各
出
店

で
み
せ

に
モ
ノ
を
売
っ
て
歩
き

ま
す
し
、
取
引
先
と
の
間
に
ま
た
店
を

つ
く
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
分
家
・
別
家

に
な
る
者
が
ど
ん
ど
ん
枝
分
か
れ
し
て

い
き
ま
す
。

※
別
家
と
は
、
本
家
か
ら
家
名
と
財
産
を
分
与
さ
れ

て
独
立
す
る
が
、
独
立
後
も
本
家
と
の
主
従
関
係
が

続
く
店
の
こ
と
。

枝
店
と
い
う
の
は
、
そ
の
地
域
の
取

引
先
で
、
委
託
販
売
を
し
て
も
ら
っ
た

店
が
な
っ
た
り
、
別
家
の
人
間
が
開
い

た
店
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
形
で
広

く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拓
い
て
い
き
ま
し

た
。
別
家
の
人
間
の
場
合
は
、
一
応
同

族
団
に
入
っ
て
い
ま
す
。

中
井
家
は
、
幕
末
に
仙
台
藩
の
財
政

を
任
さ
れ
、
結
局
25
万
両
を
踏
み
倒
さ

れ
た
家
で
す
。
こ
の
た
め
当
主
は
責
任

を
取
ら
さ
れ
て
、
奉
公
人
か
ら
強
制
隠

居
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
で
も
、
家
は
潰

れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

商
い
の
方
法

近
江
商
人
と
い
う
と
、
諸
国
産
物
回

し
が
有
名
で
す
。
上
方
か
ら
江
戸
に
運

ば
れ
た
商
品
を
﹁
下

く
だ

し
荷
﹂
、
上
方
や

近
江
に
運
ば
れ
た
地
方
の
物
産
を
﹁
上

の
ぼ

せ
荷
﹂
と
い
い
、
支
店
同
士
で
荷
物
を

回
し
て
い
く
の
が
諸
国
産
物
回
し
で
す
。

一
口
に
近
江
商
人
と
言
っ
て
も
、
日

野
、
五
個
荘
、
近
江
八
幡
、
そ
し
て
湖

西
の
高
島
で
商
人
の
性
格
は
微
妙
に
違

い
ま
す
。
例
え
ば
、
日
野
は
日
野
商
人

団
と
い
え
る
く
ら
い
で
、
結
束
が
固
い
。

近
江
商
人
は
中
山
道
な
ど
に
そ
れ
ぞ

れ
定
宿
を
持
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
行
け

ば
同
じ
出
身
地
の
仲
間
が
い
ま
す
。
そ

こ
で
﹁
あ
そ
こ
で
、
こ
れ
が
売
れ
そ
う

だ
﹂
と
い
う
よ
う
な
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の

情
報
交
換
を
し
て
い
た
の
で
す
。
人
が

行
か
な
い
よ
う
な
辺
鄙
な
所
で
も
、

﹁
誰
も
行
か
ん
さ
か
い
に
、
行
っ
た
ら

売
れ
る
ん
や
か
ら
、
う
れ
し
い
﹂
と
言

っ
て
、
険
し
い
山
を
越
え
て
い
く
。
市

場
開
拓
と
い
う
点
で
近
江
商
人
の
ベ
ク

ト
ル
は
、
圧
倒
的
に
お
客
さ
ん
を
向
い

て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、
日
銭
で
商
売

し
て
い
る
都
市
の
商
人
と
は
全
然
違
い

ま
す
。

創
業
期
は
天
秤
棒
を
担
い
で
商
い
に

出
ま
す
が
、
後
に
彼
ら
が
持
ち
歩
い
て

い
る
の
は
商
品
で
は
な
く
ほ
と
ん
ど
が

見
本
帳
で
す
。

最
初
は
見
本
帳
を
各
地
の
小
売
商
さ

ん
に
見
せ
て
注
文
を
取
り
、
デ
ザ
イ
ン

ど
お
り
に
つ
く
っ
た
商
品
を
出
店
、
も

し
く
は
契
約
の
宿
に
送
り
ま
す
。
商
品

を
送
る
の
に
は
、
飛
脚
を
使
い
ま
す
。

陸
運
で
す
。
出
店
や
契
約
の
宿
に
荷
物

が
届
く
と
、
そ
こ
に
地
域
の
小
売
商
た

ち
が
集
ま
っ
て
き
て
そ
れ
を
買
う
、
と

い
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

だ
ん
だ
ん
お
得
意
さ
ん
が
増
え
て
く

る
よ
う
に
な
る
と
初
め
て
出
店
を
つ
く

ん
で
す
ね
。

一
方
、
近
江
商
人
の
屋
敷
は
、
船
板

塀
に
囲
ま
れ
た
表
向
き
は
質
素
倹
約
な

造
り
で
す
。
と
こ
ろ
が
一
歩
中
に
入
る

と
、
も
の
す
ご
い
庭
が
あ
り
、
蔵
に
は

書
画
骨
董
が
収
ま
っ
て
い
ま
す
。
自
然

を
愛
で
な
が
ら
、
琵
琶
湖
を
デ
フ
ォ
ル

メ
し
た
よ
う
な
池
を
つ
く
り
、
書
院
を

つ
く
り
、
サ
ロ
ン
を
つ
く
っ
て
芸
術
と

文
化
を
た
し
な
む
空
間
を
つ
く
り
ま
す
。

北
前
船
主
の
家
に
、
そ
ん
な
空
間
は
な

い
で
す
よ
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
危
険

を
背
負
っ
て
い
る
船
主
と
の
気
質
の
違

い
が
出
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

陸
運
の
担
い
手
は
飛
脚

近
江
商
人
は
、
蝦
夷
地
の
海
産
物
な

ど
も
扱
い
ま
し
た
が
、
上
方
も
の
は
菱

垣
廻
船
で
大
坂
を
経
由
し
て
江
戸
に
運

近江の街並
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と
い
う
の
は
、
海
の
と
こ
ろ
は
そ
れ
で

も
ま
あ
ま
あ
わ
か
り
始
め
て
い
ま
す
が
、

い
ま
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す

よ
。陸

路
の
場
合
、
多
く
の
近
江
商
人
は

中
山
道
を
通
り
ま
す
。
東
海
道
は
川
留

め
も
あ
る
し
、
第
一
に
鈴
鹿
山
を
越
え

る
の
が
大
変
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
に
、

中
山
道
の
ほ
う
が
辺
鄙
だ
か
ら
そ
ち
ら

を
開
拓
す
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
こ
の

た
め
、
18
世
紀
初
頭
に
は
、
信
州
と

上
野

こ
う
ず
け

の
国
境
辺
り
ま
で
近
江
商
人
の
商

圏
に
入
り
ま
す
。

18
世
紀
の
終
わ
り
ぐ
ら
い
か
ら
藩
専

売
制
が
展
開
し
だ
し
、
社
会
が
重
商
主

義
的
に
な
っ
て
、
他
国
の
商
人
よ
り
は

自
国
内
商
人
を
保
護
す
る
よ
う
に
な
り

ま
す
が
、
実
際
は
近
江
商
人
が
い
な
く

な
っ
た
ら
消
費
経
済
が
成
り
立
た
な
い
。

そ
こ
で
、
必
要
悪
の
よ
う
な
形
で
各
地

に
入
り
込
み
ま
し
た
。
そ
の
時
期
は
、

農
村
が
豊
か
に
な
っ
て
農
民
の
手
元
に

ち
ょ
っ
と
し
た
お
金
が
残
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き
と
重
な
り
ま
す
。
そ
の
﹁
ち

ょ
っ
と
﹂
を
目
当
て
に
、
近
江
商
人
は

荷
物
を
持
っ
て
い
く
ん
で
す
。
例
え
ば
、

農
家
の
亭
主
が
﹁
古
女
房
に
紅
で
も
買

っ
て
や
る
か
﹂
と
い
う
と
き
に
、
城
下

町
ま
で
足
を
運
ん
で
高
価
な
品
を
買
う

か
、
安
物
だ
け
ど
近
江
商
人
が
運
ん
で

く
る
京
紅
を
買
う
か
。
ど
ち
ら
を
買
い

ま
す
か
？
　
城
下
町
へ
行
け
ば
何
で
も

売
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
農
民
の
﹁
ち
ょ

っ
と
﹂
で
は
買
え
な
い
ん
で
す
か
ら
。

び
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
北
関
東
へ
は
利

根
川
水
運
で
入
る
。
北
へ
は
奥
筋
廻
船

で
石
巻
に
持
っ
て
い
く
。

先
ほ
ど
挙
げ
た
、
仙
台
の
中
井
家
へ

は
陸
送
と
海
運
の
両
方
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
舟
運
の
場
合
、
中
井
家
は
ま
ず

大
坂
や
鈴
鹿
の
白
子
に
運
ぶ
。
そ
こ
か

ら
江
戸
に
直
行
し
ま
す
。
近
江
国
内
の

買
い
継
ぎ
に
き
た
も
の
は
白
子
に
卸
す

場
合
も
あ
る
し
、
敦
賀
か
ら
北
前
船
で

北
に
い
く
場
合
も
あ
る
。

琵
琶
湖
の
湖
上
運
送
は
単
純
明
快
で
、

北
前
船
が
敦
賀
か
若
狭
に
来
ま
す
。
そ

こ
か
ら
馬
の
背
に
乗
せ
て
山
越
え
を
し

て
、
塩
津
か
海
津
あ
る
い
は
今
津
に
出

る
。
そ
こ
か
ら
京
都
・
大
坂
へ
の
荷
は

船
で
運
ん
で
堅
田
に
入
る
。
そ
の
途
中

で
長
浜
や
彦
根
、
安
土
に
下
ろ
さ
れ
ま

す
。例

え
ば
近
江
の
蚊
帳
を
、
上
州
に
運

ぶ
場
合
は
ど
う
か
。
ま
ず
、
江
戸
ま
で

荷
物
を
持
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら

表
向
き
は
、
江
戸
の
問
屋
組
が
配
分
の

権
利
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
利
根
川

水
運
で
上
げ
て
い
き
ま
す
ね
。
そ
こ
で

別
の
問
屋
仲
間
に
渡
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
近
江
八
幡
の
新
商
人
は
直
接
持
っ

て
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
問

屋
組
と
争
い
も
起
き
ま
し
た
。
そ
う
い

う
新
商
人
も
、
基
本
的
に
は
株
仲
間
に

入
れ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

飛
脚
は
、
舟
運
と
違
っ
て
陸
路
で
安

全
で
す
か
ら
、
普
段
は
そ
ち
ら
を
使
っ

た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
飛
脚
仲
間
の
こ

と
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。

普
通
、
飛
脚
と
い
っ
て
思
い
浮
か
べ
る

よ
う
な
、
手
紙
を
運
ぶ
三
都
間
の
飛
脚

に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
の
で
す
が
。

荷
物
を
運
ぶ
飛
脚
に
は
、
﹁
宰
領
﹂

と
呼
ば
れ
る
親
方
が
い
て
、
そ
の
仲
間

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
わ
か
っ
て
い

ま
す
。
三
井
も
、
特
定
の
飛
脚
商
人
と

契
約
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
近
江
商

人
も
、
地
元
近
江
の
飛
脚
仲
間
に
頼
ん

で
い
る
と
こ
ろ
ま
で
は
わ
か
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
人
名
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
例
え
ば
上
方
も
の
を
買
っ
た

と
き
に
、
最
終
的
に
誰
が
そ
れ
を
運
ん

だ
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
京
都
の
飛

脚
仲
間
が
運
ん
だ
の
か
、
近
江
の
飛
脚

仲
間
が
運
ん
だ
の
か
、
現
在
の
と
こ
ろ

実
態
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
近
江
に
限
ら
ず
、
全
国

的
に
わ
か
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、

陸
送
を
請
け
負
っ
た
親
方
が
最
後
ま
で

荷
物
を
運
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
も
飛
脚
の

名
前
が
わ
か
ら
な
い
と
、
棚
卸
し
帳
に

名
前
が
出
て
き
て
も
、
そ
れ
が
ど
う
い

う
業
者
な
の
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
お

そ
ら
く
勘
定
費
目
の
細
目
を
分
析
す
れ

ば
、
ど
の
よ
う
に
運
ば
れ
た
か
が
わ
か

っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
が
、
今
の
研
究

段
階
で
は
総
勘
定
元
帳
の
集
計
の
部
分

だ
け
で
分
析
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
日
本
の
商
業
史
に
お
け
る
ロ

ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
︵
物
流
シ
ス
テ
ム
︶

﹁
商
い
は
牛
の
よ
だ
れ
の
如
し
﹂
と
言

い
﹁
細
く
長
く
﹂
、
つ
ま
り
薄
利
多
売
、

少
し
ず
つ
で
も
買
い
続
け
る
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
消
費
者
に
喚
起
す
る
こ
と
で

す
。
一
代
で
一
万
両
儲
け
る
の
も
、
三

代
で
一
万
両
儲
け
る
の
も
同
じ
一
万
両

で
す
。
近
江
商
人
は
、
後
者
に
価
値
を

見
出
し
た
ん
で
す
。

商
売
の
公
用
語
は
江
州
弁
？

僕
が
一
つ
気
に
か
か
っ
て
い
る
の
は
、

商
売
の
公
用
語
で
す
。
実
は
近
江
商
人

の
﹁
商
売
の
公
用
語
は
江
州
弁
﹂
と
思

っ
て
い
る
ん
で
す
。
た
ま
た
ま
栃
木
の

二
宮
町
の
近
江
商
家
に
調
査
に
行
っ
た

と
き
に
、
奉
公
し
て
い
た
80
歳
過
ぎ
の

方
に
お
会
い
し
た
ら
、
そ
の
方
、
江
州

弁
を
話
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
よ
。

50
年
も
そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
て
も
、
栃

木
の
言
葉
に
な
っ
て
い
な
い
。

日
本
の
近
世
の
商
売
人
が
ど
こ
の
言

葉
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
の
か
、
実
は
大

問
題
な
ん
で
す
ね
。
仙
台
で
近
江
商
人

が
南
部
弁
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
と
は
思

え
な
い
ん
で
す
よ
。
金
を
持
っ
て
い
る

の
は
中
井
家
で
す
か
ら
、
商
売
し
て
い

く
以
上
借
り
な
く
て
は
な
ら
な
い
金
は
、

中
井
家
か
ら
工
面
し
て
い
た
と
思
う
。

地
元
の
多
く
の
商
人
は
金
を
貸
す
ほ
ど

の
資
力
が
な
い
の
で
、
近
江
商
人
の
出

店
は
地
域
の
金
融
セ
ン
タ
ー
を
兼
ね
て

い
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
場
合
、
お
そ

ら
く
江
州
弁
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
て
、

金
を
借
り
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

近
世
で
は
、
文
書
は
基
本
的
に
お
家

流
と
い
う
文
字
で
書
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
東
北
の

人
と
九
州
の
人
が
文
章
で
意
思
疎
通
で

き
た
の
は
、
お
家
流
で
書
い
て
い
た
か

ら
で
す
。

で
も
、
話
し
言
葉
で
は
通
じ
合
わ
な

か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
近
江
商
人

に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
、
わ
か
ら
な
け
れ
ば
筆
談
で
し
ょ

う
。
蝦
夷
地
の
場
所
請
け
だ
っ
た
ら
、

ア
イ
ヌ
語
を
し
ゃ
べ
る
何
人
か
通
詞
が

必
要
で
し
た
。

取
引
関
係
が
広
が
る
と
い
う
こ
と
は
、

共
通
言
語
が
普
及
す
る
こ
と
で
も
あ
る

ん
で
す
ね
。
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海
域
の
文
化
圏

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
や
文
明
と
い
う
も

の
は
海
洋
空
間
と
の
か
か
わ
り
、
い
わ
ば

海
域
単
位
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

地
中
海
文
化
圏
と
い
う
言
い
方
に
私
た
ち

は
慣
れ
て
い
ま
す
が
、
同
様
に
、
バ
ル
ト

海
文
化
圏
、
あ
る
い
は
北
海
文
化
圏
と
い

う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
中
国
南
部
は
、

南
シ
ナ
海
を
媒
介
と
し
た
一
つ
の
文
明
圏

と
考
え
、
そ
の
中
で
華
僑
も
含
め
た
人
々

が
移
動
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
と
ら
え
た

ほ
う
が
い
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
い
く
つ
か
の
海
域
が

併
存
し
ま
す
。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、

そ
れ
ら
が
相
互
に
結
び
合
っ
て
い
る
よ
う

な
文
明
圏
、
言
い
換
え
れ
ば
海
域
を
単
位

と
す
る
文
化
圏
の
複
合
体
で
す
。
も
ち
ろ

ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
見
れ
ば
、
相
対
的

に
内
陸
性
の
強
い
地
域
、
例
え
ば
中
央
・

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
南
ド
イ
ツ
と
か
オ

ー
ス
ト
リ
ア
、
ボ
ヘ
ミ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、

ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
、
そ
う
い
う
所
が

持
つ
文
化
的
特
性
と
、
相
対
的
に
海
と
の

か
か
わ
り
が
強
い
地
域
が
あ
る
わ
け
で
す

が
、
そ
の
対
比
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

歴
史
を
再
構
成
し
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い

か
、
と
昔
か
ら
考
え
て
い
ま
し
た
。

文
化
圏
の
合
流
に
よ
っ
て
進
む

技
術
革
新

か
つ
て
の
地
中
海
と
バ
ル
ト
海
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
と
い
っ
て
も
、
相
互
に
交
渉
の

無
い
別
の
文
化
圏
で
し
た
。
両
者
の
間
に

交
流
が
成
立
し
て
一
体
化
さ
れ
た
﹁
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
海
﹂
が
成
立
す
る
の
は
、
中
世

末
期
の
13
世
紀
末
で
す
。

１
２
７
７
年
に
地
中
海
・
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

の
ガ
レ
ー
船
が
初
め
て
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
を

越
え
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
半
島
の
突
端
を
越

え
て
ベ
ル
ギ
ー
の
ブ
ル
ッ
ヘ
︵
ブ
リ
ュ
ー

ジ
ュ
︶
に
入
港
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
後

の
ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
が
喜
望
峰
を
越

え
た
の
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
中
世
後
期
の

大
事
件
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
14
世
紀
初

頭
に
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ガ
レ
ー
船
も

ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
︵
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン

ダ
︶
ま
で
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
地

中
海
と
、
大
西
洋
・
北
海
の
二
海
域
が
結

び
つ
き
両
方
の
文
化
が
合
流
し
て
い
き
ま

す
。こ

れ
が
可
能
に
な
っ
た
原
因
の
一
つ
に
、

こ
の
時
期
の
舵
の
改
良
が
あ
り
ま
す
。
舵

は
そ
れ
ま
で
船
腹
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、

固
定
さ
れ
た
船
尾
舵
が
中
世
後
期
に
考
案

さ
れ
ま
す
。
最
初
に
開
発
さ
れ
た
場
所
が

ビ
ス
ケ
ー
湾
で
、
そ
こ
に
面
し
た
バ
イ
ヨ

ン
ヌ
︵
フ
ラ
ン
ス
︶
の
名
前
を
と
っ
て
バ

イ
ヨ
ン
ヌ
舵
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
航
海
の
安
定
性
が
一
気
に
向

上
し
ま
し
た
。
こ
の
新
技
術
が
、
ビ
ス
ケ

ー
湾
を
媒
介
と
し
て
大
西
洋
・
北
海
と
地

中
海
で
共
有
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
バ
イ
ヨ

ン
ヌ
舵
を
つ
け
た
船
を
、
当
時
﹁
コ
カ
船
﹂

と
呼
ん
だ
の
で
す
が
、
こ
の
導
入
に
よ
り

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
で
の
航
海
が
よ
り
容
易

に
な
り
、
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
〜
ブ
ル
タ

ー
ニ
ュ
半
島
沖
〜
ド
ー
バ
ー
海
峡
〜
北
海

へ
と
至
る
航
路
が
、
中
世
後
期
以
後
に
確

立
さ
れ
ま
し
た
。

逆
方
向
も
同
様
で
す
。
塩
を
求
め
た
ハ

ン
ザ
商
船
は
、
ロ
ワ
ー
ル
川
河
口
の
南
に

あ
る
ブ
ル
ヌ
フ
湾
の
塩
を
求
め
て
、
大
西

洋
沿
岸
ま
で
は
出
て
き
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
、
中
世
末
期
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
セ

ト
ゥ
バ
ル
の
塩
を
買
い
つ
け
る
よ
う
に
な

り
、
時
折
、
地
中
海
バ
レ
ア
レ
ス
諸
島
の

イ
ビ
サ
島
と
い
う
、
塩
の
産
地
と
し
て
有

名
な
島
に
ま
で
行
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
商
人
も
、
こ
こ
で
よ
く
塩
を

買
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
バ
ル
ト
海

と
地
中
海
が
結
び
つ
き
ま
す
。
こ
う
し
た

背
景
か
ら
、
15
〜
16
世
紀
に
か
け
て
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
周
辺
海
域
が
一
体
化
し
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
を
﹁
商
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

が
成
立
し
た
時
期
﹂
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
時
期
、
ド
イ
ツ
・
ハ
ン
ザ
商
人
が

バ
ル
ト
海
か
ら
大
西
洋
沿
岸
に
ま
で
自
分

た
ち
の
在
外
商
館
を
つ
く
り
、
地
中
海
の

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
商
人
は
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
な

ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
広
が
り
ま
す
。
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
人
、
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
人
な
ど
が
ル
ア
ン
や
デ
ィ
エ
ッ
プ
で

活
躍
し
、
英
仏
海
峡
沿
岸
の
港
で
は
か
な

り
の
イ
タ
リ
ア
人
船
乗
り
が
活
躍
し
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
ス
ペ
イ
ン
商
人
が
北
方

に
進
出
し
、
い
わ
ゆ
る
イ
ベ
リ
ア
商
人
の

コ
ロ
ニ
ー
が
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
や
フ
ラ
ン

ス
の
各
地
に
で
き
た
の
も
こ
の
時
期
で
す
。

こ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
人
、
モ
ノ
、

金
、
そ
し
て
情
報
の
交
流
が
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

余
談
で
す
が
、
商
人
と
い
う
視
点
か
ら

見
る
と
、
日
本
で
も
近
世
に
な
る
と
例
え

ば
仙
台
の
塩
竃
あ
た
り
に
関
西
か
ら
や
っ

て
き
た
商
人
が
定
着
す
る
例
が
あ
り
、
広

域
的
な
商
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
成
立
し

て
き
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
で
は
、
似

た
よ
う
な
動
き
が
中
世
末
期
に
起
こ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

船
舶
の
建
造
技
術
で
、
こ
の
時
期
の
重

要
な
改
良
の
一
つ
は
船
の
外
装
で
す
。
そ

れ
ま
で
の
船
と
い
う
の
は
基
本
的
に
﹁
鎧

張
り
﹂
で
、
板
と
板
を
重
ね
合
わ
せ
て
貼
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り
付
け
る
こ
と
で
漏
水
を
防
い
で
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
、
こ
の
時
期
に
﹁
平
張
り
﹂

つ
ま
り
、
重
ね
な
い
で
つ
な
ぐ
方
法
が
考

案
さ
れ
ま
す
。
木
と
木
の
間
の
隙
間
に
は
、

防
水
の
た
め
に
詰
め
物
を
し
ま
し
た
。
日

本
で
は
槙
皮

ま
い
は
だ

な
ど
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

帆
と
か
ロ
ー
プ
に
使
う
大
麻
の
屑
を
ぎ
っ

ち
り
と
詰
め
る
。
平
張
り
に
す
る
こ
と
で

建
造
費
を
節
約
で
き
ま
す
し
、
船
体
を
軽

量
化
で
き
積
載
量
が
増
加
し
ま
す
。
そ
う

い
う
技
術
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
普
及

し
て
き
ま
し
た
。

南
北
と
の
か
か
わ
り
で
重
要
な
の
は
、

帆
装
の
改
良
で
す
。
北
方
は
伝
統
的
に
、

ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の
船
の
よ
う
に
四
角
帆
で

す
。
と
こ
ろ
が
地
中
海
は
ラ
テ
ン
帆
と
い

っ
て
、
三
角
帆
。
15
〜
16
世
紀
に
は
、
こ

の
２
つ
の
帆
を
組
み
合
わ
せ
た
三
本
マ
ス

ト
の
大
型
船
が
開
発
さ
れ
、
遠
洋
航
海
が

格
段
に
進
化
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど

の
北
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
技
術
だ
け

で
は
イ
ン
ド
洋
に
は
到
達
で
き
な
か
っ
た
。

イ
ン
ド
洋
到
達
は
、
北
方
文
化
と
地
中
海

文
化
の
協
力
が
あ
っ
て
、
初
め
て
可
能
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。

羅
針
盤
、
海
図
、
航
路
案
内
書
な
ど
の

航
海
用
具
も
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
大
西
洋
沿

岸
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

最
古
の
海
図
は
﹁
ピ
サ
の
海
図
﹂
で
、
13

世
紀
に
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
つ
く
ら
れ
た
も
の

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
西
地
中
海

を
中
心
に
つ
く
ら
れ
、
か
ろ
う
じ
て
フ
ラ

ン
ド
ル
あ
た
り
ま
で
が
入
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
海
図
の
制
作
技
術
が
、
地
中
海

か
ら
始
ま
り
大
西
洋
ま
で
広
が
っ
て
い
き

ま
し
た
。

も
う
一
つ
重
要
な
の
は
法
律
の
問
題
。

海
に
は
陸
上
と
は
違
う
法
律
が
必
要
で
す
。

例
え
ば
嵐
が
来
た
と
き
、
積
み
荷
を
捨
て

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
捨
て
た
積
み
荷

は
誰
が
補
償
す
る
の
か
。
船
が
難
破
し
て

漂
流
物
が
海
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
と
き
、

そ
の
船
荷
は
誰
に
帰
属
す
る
の
か
。
そ
う

い
う
海
に
固
有
の
法
律
が
あ
っ
て
、
そ
れ

を
海
商
法
と
呼
ぶ
わ
け
で
す
。
こ
の
海
商

法
が
徐
々
に
国
際
慣
習
法
と
し
て
共
有
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い

う
も
の
が
あ
る
と
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
形
成
す
る
の
に
海
が
果
た
し
た
役
割
は

非
常
に
重
要
で
す
。

取
引
の
仕
組
み
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
為
替
手
形
が
成
立
し
、
少
な
く
と
も

ラ
イ
ン
川
以
西
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
域
で

流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
中
世
末
期

で
す
。

大
航
海
時
代
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世

界
進
出
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
発
展
の

一
つ
の
到
達
点
で
あ
り
、
延
長
上
に
あ
る

と
考
え
る
の
が
適
切
な
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

沿
海
岸
港
と
河
口
内
港

近
世
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
港
は
、

海
と
陸
の
か
か
わ
り
と
い
う
点
か
ら
大
き

く
３
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
の

が
、
数
年
前
に
私
が
立
て
た
仮
説
で
す
。

大
西
洋
沿
岸
の
﹁
河
口
内
港
﹂
と
﹁
沿
海

岸
港
﹂、
そ
れ
か
ら
地
中
海
型
の
﹁
沿
海
岸

港
﹂
の
３
つ
で
す
。

大
西
洋
型
の
沿
海
岸
港
は
﹁
何
ら
か
の

形
で
海
岸
に
直
接
面
す
る
入
り
江
、
も
し

く
は
島
嶼
に
つ
く
ら
れ
た
港
﹂
で
す
。
オ

ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
サ
ウ
サ
ン

プ
ト
ン
も
含
め
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
岸
の

港
、
フ
ラ
ン
ス
の
沿
岸
部
、
例
え
ば
ダ
ン

ケ
ル
ク
、
デ
ィ
エ
ッ
プ
、
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
、

サ
ン
・
マ
ロ
、
軍
港
で
す
が
ブ
レ
ス
ト
、

重
要
な
商
業
港
だ
っ
た
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
な

ど
は
、
す
べ
て
こ
の
沿
海
岸
港
の
類
型
に

属
す
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
河
口
内
港
は
﹁
海
船

で
遡
行
す
る
こ
と
が
可
能
な
河
口
内
も
し

く
は
河
川
の
非
常
に
奥
深
く
に
位
置
す
る

よ
う
な
港
﹂
で
す
。

海
と
の
か
か
わ
り

陸
と
の
か
か
わ
り

河
口
内
港
と
沿
海
岸
港
の
違
い
の
一
つ

は
﹁
陸
と
の
か
か
わ
り
﹂
で
す
。
沿
海
岸

港
は
海
に
面
し
て
い
て
、
海
に
出
や
す
い
。

遠
方
か
ら
き
た
船
が
寄
港
し
や
す
い
と
い

う
こ
と
を
筆
頭
の
条
件
と
し
て
成
立
す
る

港
で
す
か
ら
、
内
陸
市
場
と
の
関
係
は
二

義
的
で
希
薄
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

先
ほ
ど
挙
げ
た
沿
海
岸
港
の
ほ
と
ん
ど
は
、

内
陸
市
場
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
好
条

件
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
た
だ
し
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
は
、
海
と
陸
が
出
会
う
低
湿
地
に

ア
ム
ス
テ
ル
川
が
流
れ
込
む
た
め
、
ネ
ー

デ
ル
ラ
ン
ト
の
河
川
路
と
運
河
を
通
じ
て

比
較
的
内
陸
ま
で
行
き
来
し
や
す
い
と
い

う
意
味
で
は
例
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ロ

ッ
テ
ル
ダ
ム
︵
オ
ラ
ン
ダ
︶
も
同
様
で
す
。

19
世
紀
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
ロ
ッ

テ
ル
ダ
ム
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
第
一
の
港
と
し

て
繁
栄
を
続
け
て
い
る
の
は
、
ラ
イ
ン
河

川
路
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
央
部
の
一

番
重
要
な
、
今
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
工
業

の
中
心
に
あ
る
心
臓
部
を
掌
握
し
て
い
る

か
ら
で
す
。
も
っ
と
も
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
は

沿
海
岸
港
で
は
な
く
、
あ
と
に
述
べ
る
河

口
内
港
に
属
し
ま
す
。

そ
の
他
の
港
は
、
近
隣
や
後
背
地
に
大

都
市
が
少
な
い
。
一
般
論
と
し
て
は
、
豊

か
な
内
陸
市
場
を
抱
え
て
そ
れ
を
基
礎
に

地
域
経
済
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
条
件
は
、

沿
海
岸
港
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
河
口
内
港
と
い
う
の

は
す
べ
て
大
河
川
の
奥
深
い
所
に
あ
っ
て
、

港
自
体
が
大
都
市
で
、
河
川
交
通
を
通
じ

て
さ
ら
に
内
陸
市
場
へ
連
絡
す
る
位
置
に

あ
り
ま
す
。
一
般
に
広
い
後
背
地
を
持
つ
、

豊
か
な
内
陸
市
場
に
支
え
ら
れ
た
港
で
す
。

例
え
ば
ベ
ル
ギ
ー
の
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ

ン
が
こ
こ
数
十
年
の
間
に
飛
躍
的
に
発
展

し
た
の
は
、
ス
ヘ
ル
デ
川
流
域
の
背
後
に

北
フ
ラ
ン
ス
の
広
大
な
市
場
を
抱
え
て
い

る
か
ら
で
す
。
ベ
ル
ギ
ー
人
は
﹁
ア
ン
ト

ウ
ェ
ル
ペ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
第
一
の
港
で
あ

る
﹂
と
冗
談
を
言
っ
て
自
慢
し
ま
す
。
そ

れ
く
ら
い
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
は
今
の
フ

ラ
ン
ス
市
場
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て

い
て
、
港
の
成
長
も
そ
の
証
な
ん
で
す
。

ハ
ン
ブ
ル
ク
と
エ
ル
ベ
川
流
域
、
ル
ア

ン
と
北
フ
ラ
ン
ス=

セ
ー
ヌ
川
水
系
、
ナ
ン

ト
と
ロ
ワ
ー
ル
川
流
域
、
そ
し
て
ボ
ル
ド

ー
と
ア
キ
テ
ー
ヌ
盆
地=

ガ
ロ
ン
ヌ
水
系
の

関
係
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え

ま
す
。

オランダ、ロッテルダム港。タワーから臨む360度の眺望。
左端が中心市街、中州の背の高いビルに港湾管理センターがある。右側が川下で、港はライン川が北海へと注ぐ河口まで40kmも続く。

↓
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フ
ラ
ン
ス
の
舟
運

フ
ラ
ン
ス
に
視
野
を
限
る
と
、
フ
ラ
ン

ス
に
は
セ
ー
ヌ
川
、
ロ
ワ
ー
ル
川
、
ガ
ロ

ン
ヌ
川
、
ロ
ー
ヌ
川
と
い
う
四
大
河
川
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
河
川
で
水
運
は
重
要

な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
特
に
ロ
ワ
ー

ル
川
は
、
河
川
延
長
が
１
０
０
０
km
を
越

え
る
フ
ラ
ン
ス
一
長
い
川
で
す
。
長
い
だ

け
で
な
く
、
中
央
部
を
東
西
に
横
断
す
る

と
い
う
意
味
で
古
く
か
ら
河
川
交
通
路
と

し
て
重
要
で
、
川
船
が
発
達
し
ま
し
た
。

ロ
ワ
ー
ル
川
が
特
に
有
利
な
の
は
、
他

の
河
川
が
南
北
に
流
れ
る
の
に
対
し
て
、

東
西
に
流
れ
て
い
る
唯
一
の
川
で
あ
る
点

で
す
。
フ
ラ
ン
ス
は
偏
西
風
地
帯
で
す
の

で
、
常
に
西
風
が
吹
き
ま
す
。
で
す
か
ら

ロ
ワ
ー
ル
川
で
は
偏
西
風
に
の
っ
て
川
を

遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
こ
が
他

の
河
川
と
の
大
き
な
違
い
で
す
。

通
常
、
川
船
は
人
間
や
馬
、
牛
を
使
っ

て
遡
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
特
に
、

ロ
ー
ヌ
川
は
南
北
に
流
れ
、
日
本
の
川
と

似
て
急
流
で
す
。
こ
の
川
を
遡
る
に
は
、

川
の
両
岸
に
馬
を
つ
な
い
で
上
が
っ
て
い

か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
ミ
ス

ト
ラ
ル
と
呼
ば
れ
る
風
速
15
m
を
超
え
る

北
風
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
吹
き
ま
す
。
こ
れ

ら
に
逆
ら
っ
て
川
を
上
が
る
の
は
大
変
な

こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
ロ
ワ
ー
ル
川
は
西
風
が
吹
く

上
に
、
流
れ
も
緩
や
か
。
四
角
の
帆
を
つ

け
た
帆
船
で
遡
っ
て
、
パ
リ
南
方
の
オ
ル

レ
ア
ン
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ロ
ワ
ー
ル
川
流
域
は
今
で
は
た
い
し
た

大
都
市
も
な
い
で
す
が
、
シ
ャ
ル
ル
七
世

︵
在
位
１
４
２
２
〜
１
４
６
１
年
︶
か
ら
フ

ラ
ン
ソ
ワ
一
世
︵
在
位
１
５
１
５
〜
１
５

４
７
年
︶
ま
で
、
ヴ
ァ
ロ
ワ
朝
の
国
王
た

ち
の
多
く
が
流
域
に
居
城
を
構
え
た
こ
と

か
ら
、
繁
栄
し
た
と
い
う
歴
史
を
持
ち
ま

す
。
16
世
紀
に
ナ
ン
ト
の
港
が
最
初
の
発

展
を
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
ロ
ワ
ー
ル
流

域
が
フ
ラ
ン
ス
文
化
と
経
済
の
中
心
に
な

っ
た
こ
と
は
非
常
に
密
接
な
か
か
わ
り
が

あ
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
17
世
紀
に
、
ロ
ワ
ー
ル
川
と

セ
ー
ヌ
川
の
間
を
結
ぶ
運
河
が
掘
削
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ロ
ワ
ー
ル
水
系

と
パ
リ
市
場
が
結
び
つ
き
、
こ
れ
も
ま
た

ナ
ン
ト
の
商
業
発
展
に
影
響
を
与
え
ま
し

た
。
つ
ま
り
河
口
内
港
に
共
通
の
特
徴
と

い
う
の
は
、
海
路
と
河
川
路
を
結
び
つ
け

る
機
能
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ル

ア
ン
の
場
合
は
英
仏
海
峡
の
海
路
と
セ
ー

ヌ
の
河
川
路
に
よ
っ
て
パ
リ
と
結
び
つ
い

て
い
た
こ
と
。
ロ
ワ
ー
ル
川
の
場
合
は
、

大
西
洋
航
路
と
ロ
ワ
ー
ル
の
河
川
交
通
で

オ
ル
レ
ア
ン
と
パ
リ
と
を
結
ぶ
水
上
交
通

の
発
達
で
す
。
海
と
川
を
結
び
つ
け
る
機

能
が
重
要
で
、
そ
れ
が
内
陸
市
場
に
対
す

る
広
範
な
影
響
力
を
支
え
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

植
民
地
産
品
は

再
輸
出
さ
れ
て
い
た

16
〜
17
世
紀
ま
で
は
、
冒
険
航
海
の
前

線
基
地
、
海
上
中
継
貿
易
の
拠
点
で
あ
る

沿
海
岸
港
が
、
河
口
内
港
よ
り
も
優
越
す

る
地
位
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

18
世
紀
に
な
る
と
フ
ラ
ン
ス
で
、
そ
し
て

お
そ
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
で
事
態
が
変

わ
り
ま
す
。
18
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
四
大
貿

易
港
は
ル
ア
ン
、
ナ
ン
ト
、
ボ
ル
ド
ー
と

い
う
３
つ
の
河
口
内
港
と
、
沿
海
岸
港
の

マ
ル
セ
イ
ユ
か
ら
な
り
、
前
三
者
の
河
口

内
港
が
支
配
的
地
位
を
占
め
る
に
あ
た
っ

て
、
サ
ン
・
マ
ロ
や
デ
ィ
エ
ッ
プ
、
ラ
・

ロ
シ
ェ
ル
の
よ
う
な
沿
海
岸
港
は
停
滞
と

没
落
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
き
ま
す
。

そ
の
原
因
は
な
ぜ
か
。
非
常
に
難
し
い

問
題
で
、
一
般
的
に
は
﹁
18
世
紀
に
は
国

内
市
場
が
形
成
さ
れ
、
近
代
的
国
民
市
場

が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
内
陸
市
場
の
意

味
が
大
き
く
な
っ
た
の
で
、
内
陸
市
場
に

直
接
商
品
を
供
給
し
、
内
陸
市
場
の
商
品

を
直
接
輸
出
で
き
る
河
口
内
港
が
フ
ラ
ン

ス
の
海
上
貿
易
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
当
然
で
あ
る
﹂
と
考
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
。
で
も
、
18
世
紀
の
段
階
で
は
、

内
陸
市
場
と
河
口
内
港
の
結
び
つ
き
は
、

そ
う
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
18
世
紀
の
ナ
ン
ト

や
ボ
ル
ド
ー
の
成
長
は
、
内
陸
産
品
で
は

な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
植
民
地
産
品
に
よ
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
輸
入
さ
れ

た
砂
糖
や
コ
ー
ヒ
ー
は
ほ
と
ん
ど
が
再
輸

出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
パ
リ
は
重
要
な
消

費
市
場
で
す
が
、
パ
リ
で
さ
え
も
植
民
地

産
品
の
す
べ
て
を
消
費
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
ル
ア
ン
に
輸
入
さ
れ
た
砂
糖
の

大
部
分
は
、
再
輸
出
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

ボ
ル
ド
ー
の
場
合
は
地
域
市
場
は
そ
ん
な

に
大
き
く
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
砂
糖
や

コ
ー
ヒ
ー
の
９
割
以
上
は
バ
ル
ト
海
諸
国

や
イ
ギ
リ
ス
に
再
輸
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
ボ
ル
ド
ー
の
場
合
、
後
背
地
は
輸

入
品
市
場
と
し
て
は
意
味
を
持
た
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
、
輸
出
品
と
し
て
の
葡
萄
酒
、

穀
物
、
ロ
ー
プ
な
ど
を
植
民
地
に
輸
出
で

き
る
と
い
う
強
み
が
あ
り
ま
し
た
。

港
湾
を
考
え
る
と
き
、
古
典
的
モ
デ
ル

で
は
閉
鎖
的
な
経
済
空
間
の
中
で
、
港
湾

が
後
背
地
と
前
面
地
を
結
ぶ
媒
介
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
港
湾
が
成
長
す
る
か
ど
う

か
は
、
後
背
地
が
商
品
の
販
路
と
し
て
ど

れ
だ
け
機
能
す
る
か
に
影
響
さ
れ
る
と
考

え
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
内
陸
市
場
は
思

っ
た
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
の
で
す
。

近
年
の
地
理
学
で
用
い
る
界
面
︵
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
︶
理
論
に
よ
れ
ば
、
港
湾

は
﹁
海
洋
﹂﹁
内
陸
﹂﹁
港
そ
の
も
の
の
都

市
﹂
と
い
う
３
つ
を
つ
な
ぐ
界
面
だ
と
捉

え
ま
す
。
界
面
の
周
囲
に
は
国
家
や
地
域

経
済
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
枠
組
み
は
な
く
、

柔
軟
で
複
合
的
な
組
み
合
わ
せ
が
た
く
さ

ん
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
港
湾
の
成
長

の
度
合
い
が
決
ま
る
と
考
え
ま
す
。

ボ
ル
ド
ー
が
植
民
地
貿
易
に
よ
り
フ
ラ

ン
ス
第
一
の
港
と
な
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、

ボ
ル
ド
ー
に
住
み
つ
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

商
人
が
持
っ
て
く
る
塩
漬
け
肉
が
、
当
時

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
番
の
品
質
を
誇
っ
て

い
た
か
ら
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
で
塩
漬
け
肉

ロッテルダム

パリ

ルアン

ディエップ

ダンケルク

オルレアン

ナント

ブレスト

ボルドー

バイヨンヌ
トゥルーズ

マ
ル
セ
イ
ユ

ニ
ー
ス

モ
ナ
コ

リヨン

アヴィニョン

ストラスブール

ジュネーヴ

アンポワーズ

サン・マロ

ル・マン

ラ・ロシェル

ル・アーヴル

ドナウ

ロワール

ガロンヌ

ポー

ジロンド

アドゥール

オード

デュランス

マ
ル
ヌ

オ
ワ
ズ

ソンム

エ
ス
コ
ー

タルン

ロット

ドルドーニュ

シャラント

サ
ル
ト

オ
ル
ヌ

マ
イ
エ
ン
ヌ

ヴィレーヌ

ランス

ヴ
ィ
エ
ン
ヌ

シ
ェ
ー
ル

ア
リ
ェ

ソ
ー
ヌ

モ
ゼ
ル

マ
ー
ス

ロ
ー
ヌ

ラ
イ
ン

セ
ー
ヌ
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く
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
、
チ
ュ
ニ
ス
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
そ

う
い
う
所
は
ラ
グ
ー
ナ
︵
潟
︶
で
す
。
低

湿
地
で
水
深
が
浅
く
、
船
を
停
泊
さ
せ
る

入
り
江
が
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
然
、

内
陸
へ
の
交
通
路
も
整
備
し
に
く
く
マ
ラ

リ
ア
も
発
生
し
ま
す
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、

地
中
海
の
港
湾
条
件
と
い
う
の
は
容
易
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
う
い
う
条
件
の
港
湾
で
す
と
、
内
陸

市
場
と
の
か
か
わ
り
が
港
町
の
機
能
と
し

て
重
要
に
な
っ
て
き
た
と
き
に
、
直
ち
に

対
応
す
る
こ
と
が
難
し
い
で
し
ょ
う
。
お

そ
ら
く
そ
の
点
が
、
地
中
海
文
明
が
少
な

く
と
も
一
時
期
、
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文

明
に
対
し
て
劣
勢
に
陥
っ
た
根
本
的
な
原

因
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
18
世
紀

か
ら
19
世
紀
の
一
時
期
の
こ
と
で
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
19
世
紀
後
半
以
降
、
鉄

道
網
が
拡
充
し
状
況
は
変
わ
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

ま
た
、
中
東
の
原
油
が
決
定
的
な
意
味

を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
ス
エ
ズ
運
河
が
開

通
し
た
以
降
で
は
、
む
し
ろ
マ
ル
セ
イ
ユ

や
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
を
は
じ
め
と
す
る
地
中
海

の
港
の
ほ
う
が
戦
略
的
に
重
要
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。
現
在
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
、
マ
ル

セ
イ
ユ
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
対
岸
港
メ
ス
ト
レ
を
は
じ
め
と
し
て
、

地
中
海
の
港
湾
都
市
そ
れ
自
体
が
有
数
の

近
代
工
業
都
市
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
、

石
油
の
精
製
を
は
じ
め
と
す
る
臨
海
工
業

の
拠
点
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
考
え
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
近
代
文
明
の
視
点
を
、
少
な
く
と

も
相
対
化
さ
せ
る
重
要
な
要
素
だ
ろ
う
と

考
え
ま
す
。

港
湾
成
長
の
条
件

重
要
な
こ
と
は
、
あ
る
港
が
経
済
発
展

に
適
合
・
不
適
合
で
あ
る
と
い
う
一
時
的

な
判
断
よ
り
は
、
16
〜
17
世
紀
の
あ
る
条

件
の
も
と
で
そ
の
港
湾
が
持
っ
て
い
た
優

位
・
劣
位
が
、
時
代
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
環
境
の
変
化
で
状
況
が
変
わ
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
意
味
で
、

歴
史
の
見
方
は
単
線
的
で
は
な
く
、
い
ろ

い
ろ
な
条
件
が
複
合
す
る
環
境
の
も
と
で

解
釈
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

21
世
紀
の
港
湾
環
境
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
、
と
い
う
こ
と
も
、
長
い
時
間
の
中
で

港
湾
の
成
長
条
件
の
変
動
と
と
も
に
考
え

ら
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
つ
い
20
〜
30
年

前
ま
で
、
横
浜
や
神
戸
は
ア
ジ
ア
の
ト
ッ

プ
ク
ラ
ス
の
港
で
し
た
が
、
現
在
、
日
本

の
コ
ン
テ
ナ
輸
送
の
分
野
は
決
定
的
に
ア

ジ
ア
で
立
ち
後
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

高
雄
と
か
釜
山
と
か
上
海
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
に
取
扱
量
で
抜
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う

い
う
港
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
日
本

が
港
湾
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
固
定
観
念

の
せ
い
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
で
は
、
伝
統
的
に
港
を
工
業
化
の

拠
点
と
し
て
見
て
き
た
た
め
、
臨
海
工
業

施
設
に
比
重
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

現
在
で
は
非
常
に
広
域
的
な
海
運
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
中
で
港
の
成
長
可
能
性
を
考
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
か
つ
て
の

よ
う
に
原
料
輸
送
だ
け
で
は
な
く
製
造
品

沿海岸港と河口内港

を
加
工
し
よ
う
と
し
て
も
う
ま
く
い
か
ず
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
輸
入
し
て
い
た
も
の

を
植
民
地
に
再
輸
出
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
対
価
と
し
て
ボ
ル
ド
ー
の
葡
萄
酒
を

イ
ギ
リ
ス
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
輸
出
し
て

い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
後
背
地
と
前
面
地

の
間
に
、
閉
鎖
的
な
経
済
圏
が
で
き
る
の

で
は
な
く
、
複
数
の
空
間
が
ボ
ル
ド
ー
で

交
叉
し
た
と
き
に
、
そ
の
一
部
と
し
て
後

背
地
が
機
能
す
る
。
だ
か
ら
、
後
背
地
の

存
在
と
い
う
の
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な

く
、
前
面
地
が
い
か
に
複
合
的
に
組
織
さ

れ
る
か
に
よ
っ
て
、
後
背
地
の
機
能
が
左

右
さ
れ
る
。
そ
こ
が
重
要
な
の
で
す
。

ナ
ン
ト
か
ら
は
ロ
ワ
ー
ル
の
水
運
を
利

用
し
て
砂
糖
が
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
結

果
的
に
オ
ル
レ
ア
ン
に
は
精
糖
所
が
た
く

さ
ん
で
き
、
精
製
し
た
商
品
を
パ
リ
市
場

に
持
っ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
18
世

紀
前
半
に
は
﹁
西
方
ド
メ
ー
ヌ
税
﹂
の
税

収
比
率
で
１
位
だ
っ
た
ナ
ン
ト
で
す
が
、

18
世
紀
後
半
に
な
る
と
ボ
ル
ド
ー
に
１
位

の
地
位
を
奪
わ
れ
、
マ
ル
セ
イ
ユ
、
ル
ア

ン
＝
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
に
続
く
第
４
位
に
転

落
し
ま
す
。
し
か
し
ナ
ン
ト
は
奴
隷
貿
易

で
は
フ
ラ
ン
ス
筆
頭
の
港
で
し
た
。
ナ
ン

ト
の
近
く
に
ロ
リ
ア
ン
と
い
う
フ
ラ
ン

ス
・
イ
ン
ド
会
社
の
拠
点
港
が
あ
り
、
イ

ン
ド
貿
易
で
も
た
ら
さ
れ
る
綿
布
と
か
モ

ル
ジ
ブ
諸
島
の
宝
貝
な
ど
が
集
ま
り
ま
す
。

ア
フ
リ
カ
で
は
宝
貝
は
貨
幣
と
し
て
使
わ

れ
、
綿
布
は
一
番
売
れ
る
商
品
で
し
た
。

ナ
ン
ト
の
商
人
は
そ
れ
を
船
に
積
み
、
ア

フ
リ
カ
に
奴
隷
を
買
い
に
行
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
買
っ
た
奴
隷
を
西
イ
ン
ド
植
民
地

に
売
り
、
砂
糖
を
買
っ
て
ロ
ワ
ー
ル
川
を

遡
り
ま
し
た
。
ナ
ン
ト
の
奴
隷
三
角
貿
易

は
、
オ
ル
レ
ア
ン
の
精
糖
所
、
ロ
リ
ア
ン

の
綿
布
と
宝
貝
と
い
う
背
景
を
持
っ
て
い

た
か
ら
成
立
し
た
と
も
い
え
ま
す
。
つ
ま

り
、
後
背
地
が
消
費
地
と
し
て
機
能
す
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
港
湾
の
発
展

に
と
っ
て
絶
対
条
件
で
は
な
い
の
で
す
。

大
西
洋
VS

地
中
海

こ
の
よ
う
な
見
方
で
み
る
と
、
二
つ
の

港
湾
類
型
を
持
っ
た
か
ら
こ
そ
、
北
西
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
は
17
世
紀
か
ら
18
世
紀
に
か
け

て
の
大
き
な
国
際
商
業
の
転
換
に
う
ま
く

適
合
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
地
中
海
沿
岸
は
い
わ
ば

港
湾
類
型
を
１
つ
し
か
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

地
中
海
が
19
世
紀
以
降
の
新
し
い
資
本
主

義
経
済
の
条
件
に
、
少
な
く
と
も
一
時
的

な
不
適
合
を
起
こ
し
た
こ
と
は
、
そ
の
こ

と
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う

や
ら
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

地
中
海
の
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
が
沿
海

岸
港
で
す
。
た
い
て
い
が
山
が
切
り
立
っ

た
リ
ア
ス
式
海
岸
に
つ
く
ら
れ
た
港
で
、

後
背
地
が
ま
っ
た
く
な
い
場
合
が
多
い
。

典
型
的
な
の
は
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
、
背
後
に

は
ア
ル
プ
ス
山
脈
か
ら
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
に

連
な
る
山
々
が
あ
り
、
後
背
地
が
あ
り
ま

せ
ん
。
今
な
ら
ト
ラ
ッ
ク
が
あ
り
ま
す
が
、

当
時
は
馬
車
。
馬
車
で
か
な
り
急
な
坂
道

を
上
が
っ
た
り
下
っ
た
り
す
る
の
は
非
常

に
危
険
で
す
。
特
に
下
り
は
馬
の
足
を
傷

つ
け
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
だ
か
ら
、

内
陸
に
浸
透
す
る
の
は
厳
し
い
。

地
中
海
の
場
合
、
沿
海
岸
港
ば
か
り
な

の
輸
送
も
含
め
て
、
コ
ン
テ
ナ
輸
送
が
こ

れ
だ
け
世
界
の
海
運
で
重
要
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
各
種
商
品
の
輸
送
が
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
う
い
う
新
し
い
世
界
経
済
の
環

境
に
、
ど
う
適
応
す
る
か
を
考
え
る
上
で
、

従
来
型
の
閉
鎖
的
な
国
民
経
済
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
港
湾
機
能
と
い
う
見
方
か
ら
は

脱
却
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

現
に
、
19
世
紀
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
国
民
経
済
が
拡
大
し
て
い
き
ま
す

が
、
商
人
た
ち
は
ま
す
ま
す
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ロ
ン
ド
ン
や

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
貿
易
の
半
分
は
、
ギ

リ
シ
ャ
商
人
が
取
り
仕
切
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
バ
グ
ダ
ー
ド
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
商
人
は
、

イ
ン
ド
の
ボ
ン
ベ
イ
︵
現
ム
ン
バ
イ
︶
を

起
点
に
、
東
は
香
港
と
上
海
ま
で
、
西
は

ロ
ン
ド
ン
ま
で
達
す
る
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
な
空
間
性
を
持
つ
商
人
の
複
合

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
世
界
経
済
の
流

通
面
を
大
き
く
動
か
す
原
動
力
と
な
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
15
世
紀
に
始
ま
っ
て
い
ま

す
が
、
ほ
と
ん
ど
切
れ
目
な
く
20
世
紀
ま

で
続
い
て
お
り
、
現
在
の
多
国
籍
企
業
に

ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

海
を
活
動
の
舞
台
と
す
る
商
人
の
広
域

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、
経
済
や
社
会
、
文

化
を
視
野
に
含
め
る
現
代
文
明
の
形
成
過

程
の
関
連
は
、
我
々
が
考
え
て
い
る
以
上

に
奥
深
い
の
で
す
。



今
、
私
は
東
京
湾
と
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
が
見
え

る
家
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
す
ぐ
そ
ば
に
水
の
あ
る
生

活
が
好
き
な
の
で
す
。

子
ど
も
時
代
を
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
過
ご
し
た
こ
と

が
影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム

は
、
町
全
体
が
水
の
上
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
な
水
の

都
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
湖
が
あ
る
美
し
い
町
で
す
。

そ
こ
で
生
ま
れ
た
私
は
、
生
後
10
ヶ
月
で
東
京
に
戻

り
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
後
も
た
び
た
び
ス
ト
ッ
ク
ホ

ル
ム
に
遊
び
に
行
き
ま
し
た
し
、
小
学
校
３
年
か
ら
４

年
に
か
け
て
は
、
丸
１
年
間
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の

と
き
水
と
親
し
む
豊
か
さ
を
実
感
し
た
の
で
す
。

６
月
ご
ろ
、
日
差
し
が
強
く
な
る
と
水
辺
に
出
て
、

船
や
ヨ
ッ
ト
に
乗
っ
た
り
。
湖
の
脇
に
あ
る
遊
園
地
で

は
、
よ
く
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
で
遊
び
ま
し
た
。
水

の
中
に
落
ち
て
い
く
よ
う
な
設
計
に
な
っ
て
い
て
、
ス

リ
ル
満
点
な
と
こ
ろ
が
大
好
き
で
し
た
。

夏
休
み
は
水
辺
の
別
荘
で
過
ご
す
家
族
が
多
い
の
で

す
が
、
そ
の
過
ご
し
方
も
素
敵
で
す
。
私
も
湖
畔
に
あ

る
知
り
合
い
の
別
荘
に
行
き
ま
し
た
が
、
ト
イ
レ
は
穴

が
開
い
て
い
る
だ
け
。
排
泄
物
の
処
理
も
自
分
た
ち
で

し
て
、
電
気
も
あ
ま
り
使
わ
な
い
、
素
朴
な
田
舎
暮
ら

し
が
体
験
で
き
ま
し
た
。

別
荘
に
い
る
間
、
子
ど
も
た
ち
は
親
と
一
緒
に
家
の

修
理
を
し
た
り
、
森
に
入
っ
て
木
の
実
や
キ
ノ
コ
を
採

っ
た
り
、
遊
び
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
ぶ
ん
で

す
。
も
ち
ろ
ん
湖
で
は
、
た
っ
ぷ
り
泳
ぎ
ま
す
。

そ
う
そ
う
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
名
物
で
﹁
世
界
一
臭
い
﹂

と
い
わ
れ
る
缶
詰
﹁
シ
ュ
ー
ル
ス
ト
ロ
ミ
ン
グ
﹂、
あ

れ
は
湖
の
中
で
開
け
る
と
い
い
ん
で
す
よ
。
塩
水
に
漬

け
た
ニ
シ
ン
が
入
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
缶
が
膨
張
す

る
ぐ
ら
い
発
酵
し
て
い
る
の
で
、
開
け
た
と
た
ん
ガ
ス

と
し
ぶ
き
が
ブ
シ
ュ
〜
ッ
と
噴
き
出
し
て
く
る
。
特
に

内
臓
も
入
っ
て
い
る
タ
イ
プ
は
、
開
け
た
と
た
ん
息
も

で
き
な
く
な
る
ほ
ど
強
烈
な
臭
い
で
す
か
ら
、
し
ぶ
き

が
服
や
体
に
付
い
た
ら
大
変
な
ん
で
す
。
そ
の
対
策
に

湖
を
利
用
す
る
わ
け
で
す
。

寒
く
な
っ
て
も
、
み
ん
な
け
っ
こ
う
湖
に
入
っ
て
い

ま
し
た
ね
。
外
の
気
温
よ
り
、
水
中
の
ほ
う
が
暖
か
い

で
す
か
ら
。
冬
に
な
っ
て
湖
面
が
凍
る
と
、
そ
の
ま
ま

ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
に
も
な
り
ま
す
し
、
夏
に
は
通
れ
な

い
交
通
ル
ー
ト
に
も
な
る
。
私
も
冬
は
、
人
の
ボ
ー
ト

を
乗
り
越
え
た
り
し
な
が
ら
湖
を
通
っ
て
、
家
か
ら
駅

ま
で
ス
ケ
ー
ト
で
行
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
は
国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
た

く
さ
ん
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
日
常

的
に
い
ろ
い
ろ
な
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
め
る
環
境
の
お
か

げ
で
し
ょ
う
ね
。
何
を
す
る
に
も
あ
ま
り
お
金
は
か
か

ら
な
い
し
、
自
由
に
で
き
ま
す
か
ら
。

自
由
と
い
え
ば
、
小
学
校
も
日
本
と
は
比
べ
も
の
に

な
ら
な
い
く
ら
い
開
放
的
。
授
業
中
に
何
か
食
べ
て
い

て
も
、
机
の
上
に
座
っ
て
い
て
も
、
先
生
は
ま
っ
た
く

み
ず
だ
よ
り

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
水
景
色

川上麻衣子
かわかみまいこ　

1966年、スウェーデンに生まれる。
玉川学園中等部在学中にＮＨＫドラマ「人間模様・絆」でデビュー。
1980年、ＴＢＳ「3年B組金八先生」出演。以後、数々の舞台に立ち、
現在ではガラス工芸デザインも手がけている。
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怒
り
ま
せ
ん
。
授
業
そ
の
も
の
も
、
先
生
が
生
徒
に
教

え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
意
見
を
述
べ

な
が
ら
進
め
て
い
く
。

学
校
で
、
デ
ィ
ス
コ
パ
ー
テ
ィ
ー
を
し
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
教
室
に
ミ
ラ
ー
ボ
ー
ル
ま
で
つ
け
て
、
ド

レ
ス
ア
ッ
プ
し
て
踊
る
の
で
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、

小
さ
い
女
の
子
で
も
レ
デ
ィ
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
ま
す

し
、
性
教
育
も
小
学
校
３
年
生
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
自

由
だ
け
ど
自
主
性
が
身
に
つ
く
教
育
だ
か
ら
、
同
じ
年

の
日
本
の
友
だ
ち
や
自
分
よ
り
、
ず
っ
と
大
人
に
見
え

ま
し
た
よ
。

す
ご
く
驚
い
た
の
は
、
学
校
の
中
に
歯
医
者
さ
ん
が

あ
っ
て
、
授
業
の
合
間
に
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ

た
こ
と
。
学
校
に
あ
る
か
ら
嫌
で
も
逃
げ
ら
れ
な
い
ん

で
す
。
私
も
一
度
乳
歯
を
抜
か
れ
て
、
そ
の
あ
と
脱
脂

綿
を
噛
み
な
が
ら
授
業
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

何
も
か
も
日
本
の
小
学
校
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

で
し
ょ
う
？
　
私
も
最
初
は
と
ま
ど
い
の
連
続
で
し
た

が
、
２
ヵ
月
後
に
は
す
っ
か
り
馴
染
ん
で
い
ま
し
た
。

あ
ま
り
に
馴
染
み
す
ぎ
た
の
で
、
帰
国
し
て
か
ら
が
ま

た
大
変
。
一
度
自
由
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
な
か
な
か

規
律
正
し
い
日
本
の
小
学
生
に
戻
れ
な
く
て
苦
労
し
ま

し
た
。

思
い
起
こ
す
と
、
私
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
戻
っ
て

き
た
時
期
の
日
本
は
、
水
も
空
気
も
一
番
汚
い
と
き
だ

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
今
は
日
本
の
水
面
も
ず
い
ぶ

ん
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
よ
。
東
京
の
家
か
ら
見
る
水

の
景
色
も
好
き
で
す
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
そ
の
上
に
広

が
る
空
の
色
、
空
の
広
さ
が
も
の
足
り
な
い
。
美
し
い

水
と
空
が
あ
る
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
景
色
を
見
て
い
る

45 スウェーデンの水景色

と
、
こ
れ
を
壊
し
て
は
い
け
な
い
っ
て
、
自
然
と
思
え

る
よ
う
に
な
り
ま
す
ね
。
環
境
の
こ
と
に
関
心
が
高
く

な
る
の
も
、
常
に
美
し
さ
が
身
近
に
あ
る
か
ら
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。

帰
国
後
も
、
ほ
ぼ
毎
年
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
こ
10
年
ぐ
ら
い
は
、
段
ボ
ー
ル
い
っ
ぱ
い

に
本
を
詰
め
て
持
っ
て
い
き
、
ま
と
め
て
読
書
す
る
の

が
夏
休
み
の
楽
し
み
で
す
。

家
の
外
で
は
湖
の
水
面
が
揺
れ
て
、
夜
の
室
内
で
は

キ
ャ
ン
ド
ル
の
炎
が
揺
れ
る
。
ど
ち
ら
も
、
見
て
い
る

と
落
ち
つ
き
ま
す
ね
。
私
は
そ
う
い
う
風
景
を
、
多
分

ず
っ
と
日
本
に
い
る
人
よ
り
た
く
さ
ん
見
て
き
た
ん
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
、
今
関
心
を
持
っ
て
取
り

組
ん
で
い
る
ガ
ラ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
生
き
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。



穀物

木材等

石炭

金属鉱

砂利・砂・石材

非金属鉱物（石灰石、原油等）

金属

金属製品

機械

窯業品（セメント等）

石油製品

石炭製品

化学薬品

紙・パルプ

その他

3,590

6,586

その他農産品 65

9,193

1,237

24,155

81,650

47,681

1,585

8,132

43,877

105,828

5,281

20,143

3,699

63,443

0 50,000 100,000 150,000

小麦

銅鉱 4,320

塩 8,298

燐鉱石 774

石炭 181,808

鉄鉱石 132,285

ニッケル鉱 4,757

ボーキサイト 1,814

木材 12,839

パルプ 2,360

チップ 14,112

5,472

米 787

大麦・裸麦 1,430

とうもろこし 16,656

大豆 4,181

機械機器 6,805

原油 210,813

ＬＮＧ 58,014

ＬＰＧ 13,755

重油 3,892

その他 131,457

鉄鋼 32,260

セメント 10,197

機械類 13,908

乗用自動車 6,398

電気製品 1,615

プラスチック 5,710

肥料 898

その他 63,379

輸出 輸出計 134,365

国内 輸送計 426,145

輸入 輸入計 815,628

﹁
歴
史
的
遺
産
﹂
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ

う
か
。

千
田
家
の
よ
う
な
商
人
の
存
在
は
、

地
元
民
の
雇
用
を
確
保
し
、
地
域
の
暮

ら
し
を
豊
か
に
保
つ
と
い
う
、
過
疎
地

の
﹁
ま
ち
お
こ
し
﹂
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

﹁
漁
業
資
源
﹂
﹁
人
的
資
源
﹂
﹁
山
林
資

源
﹂
と
い
っ
た
多
様
な
資
源
を
維
持
し

な
が
ら
生
産
と
取
引
を
行
な
う
、
い
わ

ば
﹁
守
り
な
が
ら
開
発
す
る
﹂
と
い
う

方
法
は
、
現
代
の
地
域
経
営
に
も
応
用

で
き
る
知
恵
と
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
し
て

い
る
。

紀
州
商
人
の
よ
う
に
舟
運
を
縦
横
に

駆
使
し
な
が
ら
市
場
を
読
み
、
自
ら
の

舟
運
が
支
え
た

江
戸
庶
民
の
繁
栄

モ
ノ
・
人
・
情
報
が
生
産
地
と
消
費

場
所
を
行
き
来
す
る
。
こ
の
こ
と
自
体

は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
江
戸

時
代
に
は
、
千
石
船
を
使
用
し
た
廻
船

が
、
物
流
モ
ー
ド
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
。
舟
運
の
発
展
の
お
蔭
で
、

江
戸
初
期
に
比
べ
大
量
の
モ
ノ
が
広
範

囲
に
普
及
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
衆
品

が
生
ま
れ
、
庶
民
の
文
化
が
花
開
く
一

助
に
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
時
代
を
支
え
た
の
が
、
多
様
な

顔
を
持
っ
た
商
人
た
ち
だ
っ
た
。
大
規

模
な
廻
船
問
屋
あ
り
、
海
産
物
加
工
を

行
な
い
千
石
船
船
主
で
も
あ
っ
た
商
人

あ
り
、
水
軍
か
ら
始
ま
り
江
戸
に
出
て

今
日
ま
で
続
い
て
い
る
企
業
あ
り
、
地

縁
、
血
縁
、
職
業
縁
で
生
き
た
商
人
あ

り
で
、
実
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い

る
。舟

運
の
時
代
は
、
商
人
が
縦
横
無
尽

に
活
躍
し
た
世
の
中
で
あ
り
、
港
は
商

人
と
庶
民
を
つ
な
ぐ
場
、
つ
ま
り
は
市

場
で
も
あ
っ
た
。
多
様
な
商
人
と
そ
れ

を
支
え
る
商
業
活
動
が
経
済
発
展
の
原

動
力
だ
っ
た
の
だ
。

バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む

舟
運
時
代
の
商
人
像

江
戸
時
代
の
舟
運
文
化
は
、
単
に

済
発
展
に
、
商
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な

新
結
合
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ

う
か
と
、
楽
し
み
に
な
る
と
い
う
も
の

だ
。

環
境
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト

物
流
の
主
流
が
船
か
ら
鉄
道
、
そ
し

て
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
転
換
し
、
﹁
陸
の

道
﹂
の
行
き
す
ぎ
が
﹁
ま
ち
の
あ
り
か

た
を
変
え
た
﹂
と
い
う
こ
と
は
、
今
日

よ
く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

そ
ん
な
中
、
日
本
の
大
手
自
動
車
メ

ー
カ
ー
が
、
２
０
０
６
年
︵
平
成
18
︶

10
月
か
ら
愛
知
県
と
岩
手
県
間
の
部
品

輸
送
を
、
そ
れ
ま
で
の
ト
ラ
ッ
ク
か
ら

鉄
道
に
切
り
替
え
た
。
持
続
可
能
な
循

環
社
会
の
構
築
に
向
け
、
環
境
対
策
に

貢
献
す
る
の
が
そ
の
理
由
と
い
う
。

二
酸
化
炭
素
排
出
量
を
減
ら
す
た
め

に
、
自
動
車
中
心
の
物
流
か
ら
鉄
道
や

船
に
シ
フ
ト
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
﹁
環

境
を
意
識
し
た
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
︵
輸

送
方
法
の
転
換
︶
﹂
が
企
業
ベ
ー
ス
で

実
践
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
喜

ば
し
い
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
﹁
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
﹂
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文
化
を
つ
く
る
　

舟
運
気
分

モ
ー
ド

編
集
部

業
態
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
時
代
に
即

応
し
て
き
た
姿
か
ら
は
﹁
継
続
は
力
﹂

と
い
う
商
い
の
基
本
を
教
え
ら
れ
る
。

ベ
ン
チ
ャ
ー
精
神
旺
盛
な
商
人
た
ち
は
、

顧
客
の
知
ら
な
い
新
商
品
を
供
給
す
る

こ
と
で
、
新
た
な
販
路
を
開
拓
し
、
新

た
な
商
組
織
の
実
現
を
果
た
し
て
い
る
。

20
世
紀
前
半
を
生
き
た
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
経
済
学
者
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
、

﹁
新
結
合
こ
そ
が
経
済
発
展
を
生
む
﹂

と
記
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

と
ら
わ
れ
の
な
い
商
人
の
姿
勢
で
あ
り
、

今
後
の
社
会
を
読
み
解
く
羅
針
盤
と
な

る
だ
ろ
う
。

環
境
問
題
を
重
視
し
た
21
世
紀
の
経

2005年度（平成17）の
日本の船舶輸送

日本の内航船舶における品目別輸送量
（国土交通省「内航船舶輸送統計年報」より）
日本の外航海運における品目別海上貿易量

（財団法人日本海事広報協会のまとめによる）

（単位：1000 t）



は
、
以
前
で
あ
れ
ば
効
率
化
が
主
流
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
、
企
業
が

目
先
の
利
益
や
コ
ス
ト
計
算
で
は
、
も

は
や
そ
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
と
こ
ろ

ま
で
き
て
い
る
と
い
う
証
し
と
も
い
え

よ
う
。

１
t
の
貨
物
を
１
km
運
ぶ
場
合
の
二

酸
化
炭
素
排
出
量
を
比
較
す
る
と
、
船

は
自
動
車
の
四
分
の
一
、
鉄
道
だ
と
八

分
の
一
だ
と
い
う
。
１
９
９
７
年
︵
平

成
９
︶
に
締
結
さ
れ
た
京
都
議
定
書
に

お
い
て
、
日
本
は
２
０
１
０
年
ま
で
に

二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
１
９
９
０
年

︵
平
成
２
︶
と
比
べ
て
６
％
削
減
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
モ
ー
ダ
ル
シ
フ

ト
は
、
真
っ
先
に
成
し
遂
げ
ね
ば
な
ら

な
い
必
須
課
題
な
の
で
あ
る
。

舟
運
は
今
で
も
日
本
の
大
動
脈

で
は
、
現
代
の
舟
運
は
衰
退
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
物
流
の
モ
ー
ド
が
、
鉄
道
や

ト
ラ
ッ
ク
輸
送
を
主
流
と
す
る
よ
う
に

な
り
、
特
に
内
陸
輸
送
を
担
っ
て
き
た

河
川
舟
運
は
大
幅
に
減
少
し
た
。
し
か

し
、
長
距
離
大
量
輸
送
に
適
し
た
物
品

に
つ
い
て
見
る
と
、
依
然
と
し
て
舟
運

が
主
流
で
あ
る
。
現
在
、
日
本
の
内
・

外
航
海
で
は
鉄
鋼
、
機
械
類
、
石
油
製

品
と
い
っ
た
原
料
品
や
車
を
含
め
た
機

械
類
が
運
ば
れ
て
お
り
、
舟
運
は
今
で

も
日
本
経
済
を
支
え
て
い
る
大
動
脈
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

生
活
に
か
か
わ
る
も
の
も
同
様
だ
。

例
え
ば
﹁
衣
﹂
。
綿
花
は
ア
メ
リ
カ
や

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
麻
は
中
国
や
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
合
成
繊
維
の
原
料
と
な
る
石

油
は
中
東
か
ら
運
ば
れ
て
く
る
。

﹁
食
﹂
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
小
麦
粉

の
６
割
弱
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
、
エ
ビ
は

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
タ
イ
、
牛
肉
は
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
運

ば
れ
て
く
る
。

い
わ
ば
現
代
の
﹁
も
の
づ
く
り
﹂

﹁
食
糧
産
業
﹂
に
か
か
わ
る
企
業
は
、

舟
運
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
そ
の
商
圏
は

地
球
上
す
べ
て
に
広
が
っ
て
い
る
。

運
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
モ
ノ

そ
も
そ
も
、
物
流
が
ス
ピ
ー
ド
を
求

め
て
舟
運
か
ら
鉄
道
や
ト
ラ
ッ
ク
に
モ

ー
ダ
ル
シ
フ
ト
し
た
責
任
は
、
私
た
ち

消
費
者
に
あ
る
。
江
戸
時
代
後
半
か
ら

各
地
で
特
産
品
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
年
貢
用
の
米
を
よ
そ
か
ら
買
っ

て
納
め
て
も
採
算
が
取
れ
る
世
の
中
に

な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
物
流
シ
ス
テ

ム
の
発
達
が
あ
る
。
当
然
、
自
給
自
足

は
成
り
立
た
な
く
な
る
。
結
果
と
し
て

他
の
地
域
と
の
依
存
関
係
が
強
ま
り
、

物
流
は
い
っ
そ
う
の
重
要
性
を
増
し
た
。

伊
丹
や
灘
の
新
酒
を
競
争
で
江
戸
に

運
ん
だ
﹁
千
石
船
﹂
は
、
西
宮
〜
品
川

沖
間
を
３
日
で
来
た
。
い
う
な
れ
ば
航

空
機
で
ボ
ジ
ョ
レ
ー
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
を
日

本
に
持
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
。
こ
う

し
た
﹁
遊
び
﹂
が
単
調
な
毎
日
に
楽
し

み
を
与
え
、
働
く
原
動
力
に
な
っ
た
こ

と
は
江
戸
も
現
代
も
変
わ
り
が
な
い
よ

う
だ
。
江
戸
っ
子
も
、
ジ
ェ
ッ
ト
機
が

あ
っ
た
ら
灘
の
新
酒
を
運
び
た
い
、
と

思
っ
た
に
違
い
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、

江
戸
時
代
に
あ
っ
て
千
石
船
は
ジ
ェ
ッ

ト
機
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

現
代
の
舟
運
か
ら
見
え
隠
れ
す
る
の

も
、
同
様
な
構
造
だ
。
一
国
で
完
結
で

き
る
存
在
は
有
り
得
な
い
以
上
、
他
国

と
の
依
存
関
係
を
良
好
に
維
持
す
る
こ

と
は
国
際
社
会
で
生
き
て
い
く
上
で
有

効
だ
が
、
今
の
日
本
の
現
状
は
、
ま
っ

た
く
の
他
国
任
せ
で
危
う
い
綱
渡
り
の

よ
う
に
見
え
る
。

欲
望
に
は
限
度
が
必
要
だ
。
﹁
急
が

な
い
も
の
は
ゆ
っ
く
り
運
ぶ
﹂
と
い
う

選
択
肢
を
私
た
ち
が
選
ぶ
こ
と
が
、

﹁
ゆ
っ
く
り
運
ぶ
も
の
を
増
や
す
﹂
流

通
の
仕
組
み
を
変
え
る
こ
と
に
結
び
つ

く
。
も
う
一
歩
進
め
て
考
え
て
み
れ
ば

﹁
そ
の
荷
物
は
、
本
当
に
運
ば
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
か
﹂
と
、
立
ち
止
ま
っ

て
考
え
て
み
る
こ
と
も
必
要
だ
。
原
油

を
ジ
ェ
ッ
ト
機
で
運
ぶ
こ
と
が
ナ
ン
セ

ン
ス
で
あ
る
よ
う
に
、
舟
運
で
し
か
な

し
得
な
い
こ
と
が
あ
る
以
上
、
﹁
運
ぶ

こ
と
﹂
そ
れ
自
体
の
是
非
を
問
う
姿
勢

も
大
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

商
社
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
現
代
の

商
人
に
、
そ
の
よ
う
な
物
流
の
再
編
成

を
要
求
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
ま
さ
に

わ
た
し
た
ち
消
費
者
の
選
択
に
か
か
っ

て
い
る
の
だ
。

見
え
な
い
舟
運

河
川
の
舟
運
が
減
っ
た
こ
と
が
、
21

世
紀
の
流
通
に
お
け
る
﹁
舟
運
の
衰
退
﹂

と
い
う
誤
解
を
生
ん
だ
こ
と
は
否
め
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
江
戸
時
代
の
舟

運
文
化
と
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
の
間

に
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
が
で
き

て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。

か
つ
て
の
舟
運
は
帆
船
で
あ
る
が
ゆ

え
に
季
節
に
左
右
さ
れ
、
特
に
日
本
海

側
で
は
冬
は
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
運
べ
る
季
節

に
運
べ
る
も
の
し
か
、
商
品
と
な
り
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
動
力

の
導
入
で
、
帆
船
で
は
不
可
能
だ
っ
た

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、

商
品
か
ら
も
季
節
感
は
消
え
て
い
っ
た
。

日
本
橋
界
隈
で
取
り
扱
う
モ
ノ
が
、

米
や
塩
と
い
う
江
戸
庶
民
の
台
所
に
直

結
す
る
産
品
か
ら
、
小
麦
粉
、
砂
糖
、

繊
維
な
ど
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
こ
と

も
、
ま
ち
か
ら
庶
民
の
息
遣
い
を
失
わ

せ
て
い
っ
た
一
因
と
な
っ
た
。
こ
う
し

た
原
材
料
は
製
品
を
つ
く
る
た
め
に
使

わ
れ
る
こ
と
が
主
で
あ
り
、
庶
民
の
暮

ら
し
に
は
間
接
的
な
か
か
わ
り
し
か
持

た
な
い
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

商
い
の
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
、
河

岸
で
現
物
を
並
べ
て
い
た
商
い
の
ス
タ

イ
ル
か
ら
、
倉
庫
に
眠
る
商
品
を
伝
票

だ
け
で
や
り
取
り
す
る
商
い
へ
と
シ
フ

ト
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
一

大
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
成
長
し
た
商
社
が

一
体
何
を
商
っ
て
い
る
の
か
、
パ
ッ
と

見
に
は
ま
る
で
わ
か
ら
な
い
と
い
う
現

象
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
過
程
で
、
庶
民
と
直
結
し

た
舟
運
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
徐
々
に
薄

れ
て
い
っ
た
の
だ
。

私
た
ち
が
抱
く
暮
ら
し
の
中
の
欲
望

に
、
あ
る
程
度
の
節
度
を
持
つ
こ
と
が
、

舟
運
に
再
び
リ
ア
リ
テ
ィ
を
取
り
戻
し
、

環
境
を
意
識
し
た
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
の

段
階
に
留
ま
ら
ず
、
﹁
運
ば
な
く
て
も

い
い
モ
ノ
は
運
ば
な
い
﹂
こ
と
を
決
意

す
る
追
い
風
と
な
る
に
違
い
な
い
。

47 舟運気分
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﹁
来
年
、
運
ぶ
と
な
る
と
北
廻
り
か
西

か
早
く
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
ん
﹂
英
之

助
が
少
し
心
配
そ
う
に
言
っ
た
。
瑞
賢

は
茶
を
う
ま
そ
う
に
啜
っ
た
。
﹁
西
に

し
ま
し
ょ
う
﹂
も
う
決
め
た
の
か
、
お

主
に
は
い
つ
も
驚
か
さ
れ
る
。

河
村
瑞
賢
の
生
涯
を
描
い
た
小
説
、

峯
崎
淳
の
﹃
大
欲
﹄︵
講
談
社

２
０
０

１
︶
の
中
の
西
廻
り
海
航
を
決
断
す
る

一
場
面
で
あ
る
。
寛
文
12
年
︵
１
６
７

２
︶
に
、
山
形
の
酒
田
を
起
点
に
北
陸

か
ら
下
関
を
経
て
、
大
阪
、
江
戸
に
至

る
西
廻
り
航
路
が
結
ば
れ
た
。
瑞
賢
は

鎌
倉
建
長
寺
に
眠
る
が
、
瑞
賢
没
後
３

０
０
年
記
念
シ
ン
ポ
が
１
９
９
９
年
に

開
か
れ
、
そ
の
記
録
を
ま
と
め
た
土
木

学
会
編
・
発
行
﹃
河
村
瑞
賢
ー
国
を
拓

い
た
そ
の
足
跡
﹄
︵
２
０
０
１
︶
は
瑞

賢
の
業
跡
を
分
析
す
る
。

瑞
賢
よ
り
も
早
く
、
慶
長
19
年
︵
１

６
１
４
︶
角
倉
了
以

す
み
の
く
ら

り
ょ
う
い

は
鴨
川
の
水
を
利

用
し
て
京
都
の
中
心
部
と
伏
見
湊
を
結

ぶ
10
・
５
km
の
高
瀬
川
を
開
削
。
こ
の

運
河
は
伏
見
か
ら
淀
川
を
経
て
大
阪
に

通
じ
、
さ
ら
に
西
国
航
路
に
結
ば
れ
た
。

石
田
孝
喜
著
﹃
京
都
　
高
瀬
川
ー
角
倉

了
以
・
素
庵
の
遺
産
﹄︵
思
文
閣

２
０

０
５
︶
は
、
こ
の
運
河
開
削
に
つ
い
て

水の文化書誌16

《河川舟運》

詳
細
に
論
じ
る
。
了
以
は
、
和
気
川

︵
吉
井
川
上
流
︶
の
高
瀬
船
の
往
来
を

見
て
、
大
堰
川
・
高
瀬
川
の
開
削
を
計

っ
た
と
い
わ
れ
る
。

瑞
賢
と
了
以
の
功
績
は
日
本
の
舟
運

回
廊
を
つ
く
り
上
げ
、
江
戸
期
の
流
通

シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
。
古
島
敏
雄
は
、

幕
藩
体
制
に
お
け
る
舟
運
の
発
達
要
因

は
、
年
貢
米
の
回
送
が
必
要
性
を
持
っ

た
こ
と
、
舟
運
は
陸
上
輸
送
よ
り
安
く
、

積
載
は
運
搬
能
力
が
大
で
あ
っ
た
こ
と

を
挙
げ
て
い
る
。

淀
川
水
運
に
つ
い
て
、
日
野
照
正
著

﹃
畿
内
河
川
交
通
史
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文

館

１
９
８
６
︶
は
、
同
著
﹃
近
世
淀

川
水
運
史
料
集
﹄︵
同
朋
舎
出
版

１
９

８
２
︶
を
駆
使
し
て
、
関
料
免
除
の
特

権
を
有
す
る
過
書
船
を
中
心
に
、
そ
の

過
書
船
の
成
立
経
緯
、
過
書
奉
行
に
よ

る
過
書
株
占
有
や
大
船
重
視
の
姿
勢
、

幕
府
の
伏
見
船
公
許
と
過
書
船
と
の
関

係
、
過
書
船
の
運
賃
と
上
米
、
さ
ら
に

外
国
人
使
節
船
団
の
通
航
、
煮
売
茶
船

の
営
業
と
の
紛
争
な
ど
を
論
じ
る
。

高
瀬
船
は
急
流
な
山
川
を
川
瀬
の
浅

い
所
も
航
行
で
き
る
よ
う
に
底
を
平
た

く
し
た
も
の
で
、
奈
良
時
代
か
ら
あ
っ

た
と
い
う
。
利
根
川
に
も
多
く
の
高
瀬

船
が
往
来
し
た
。
渡
辺
貢
二
著
﹃
船
頭
﹄

︵
崙
書
房

１
９
７
９
︶
、
同
著
﹃
利
根

川
高
瀬
船
﹄︵
崙
書
房

１
９
９
０
︶
は
、

利
根
川
の
堺
河
岸
、
小
堀
河
岸
の
船
頭

た
ち
の
聞
き
書
き
に
よ
る
利
根
川
水
運

の
盛
衰
を
描
く
。
お
ば
あ
さ
ん
の
子
守

歌
、
﹁
ぎ
っ
こ
ん
、
ま
ん
ま
さ
ん
　
お

船
が
通
る
な
に
積
ん
で
通
る
　
ま
き
積

ん
で
通
る
　
ぎ
っ
ち
ら
　
ぎ
っ
ち
ら

こ
ぐ
は
お
え
び
す
か
、
だ
い
こ
く
か

こ
っ
ち
は
福
の
神
﹂
と
、
遠
く
な
っ
た

船
頭
さ
ん
の
原
風
景
を
口
ず
さ
む
。
千

葉
県
印
西
町
の
木
下

き
お
ろ
し

河
岸
は
、
銚
子
往

還
の
継
場
と
し
て
、
銚
子
と
船
で
連
絡

し
、
陸
路
で
江
戸
と
結
ば
れ
て
い
た
。

山
本
忠
良
著
﹃
利
根
川
木
下
河
岸
と
鮮

魚
街
道
﹄
︵
崙
書
房

１
９
８
２
︶
は
、

銚
子
沖
や
鹿
島
灘
で
と
れ
た
鯛
、
ス
ズ

キ
、
ヒ
ラ
メ
な
ど
を
木
下
河
岸
を
通
し

て
、
行
徳
ま
た
は
松
戸
ル
ー
ト
で
日
本

橋
市
場
へ
輸
送
す
る
推
移
を
辿
る
。

利
根
川
水
運
の
発
達
は
江
戸
市
場
の

形
成
に
大
き
な
役
割
を
持
っ
た
。
丹
治

健
蔵
著
﹃
関
東
河
川
水
運
史
の
研
究
﹄

︵
法
政
大
学
出
版
局

１
９
８
４
︶
は
、

上
信
越
・
東
北
地
方
と
江
戸
と
の
中
継

河
岸
︵
倉
賀
野
・
境
・
布
施
︶
の
史
料

に
即
し
、
領
主
的
河
川
運
輸
機
構
の
一

環
と
し
て
成
立
し
た
河
岸
、
農
村
向
け

登
り
荷
物
の
独
占
的
運
輸
業
者
・
江
戸

の
船
積
問
屋
の
盛
衰
、
前
橋
藩
の
廻
米

仕
法
や
河
岸
支
配
の
実
態
、
幕
府
に
お

け
る
川
船
政
策
、
川
船
の
種
類
や
技
術

を
追
求
し
、
河
川
水
運
を
都
市
の
発
達
、

農
村
構
造
の
商
品
化
、
さ
ら
に
商
品
の

流
通
化
と
の
密
接
な
関
連
の
視
点
か
ら

捉
え
る
。

渡
辺
英
夫
著
﹃
近
世
利
根
川
水
運
史

の
研
究
﹄
︵
吉
川
弘
文
館

２
０
０
２
︶

で
は
、
特
に
水
戸
藩
が
藩
領
域
を
越
え

古賀邦雄
こがくにお

水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年（昭和42）西南学院大学卒業
水資源開発公団

（現・独立行政法人水資源機構）に入社
30年間にわたり

水・河川・湖沼関係文献を収集
2001年退職し現在、日本河川開発調査会

筑後川水問題研究会に所属



49 河川舟運

工
事
を
行
な
い
、
江
戸
と
川
越
を
結
ぶ

運
河
が
完
成
し
た
。
斉
藤
貞
夫
著
﹃
川

越
舟
運
﹄︵
さ
き
た
ま
出
版
会

１
９
８

２
︶
に
、
新
河
岸
川
舟
運
の
盛
衰
を
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

上
・
下
新
河
岸
、
扇
、
寺
尾
、
牛
子

の
５
河
岸
が
発
展
を
遂
げ
、
舟
は
高
瀬

船
で
、
70
〜
80
石
積
で
米
俵
で
２
５
０

〜
３
０
０
俵
を
積
ん
だ
。
舟
の
種
類
は
、

並
船
は
浅
草
花
川
戸
ま
で
一
往
復
７
日

〜
20
日
ほ
ど
か
か
る
不
定
期
便
の
荷
船
、

早
船
は
乗
客
を
主
と
し
て
運
ぶ
屋
形
船
、

急
船
は
一
往
復
４
日
ほ
ど
か
か
る
荷
船
、

飛
切
船
は
今
日
下
っ
て
明
日
上
る
特
急

便
で
あ
っ
た
。
川
越
方
面
か
ら
は
俵
物

︵
米
、
麦
、
穀
物
︶、
さ
つ
ま
い
も
や
農

産
物
、
木
材
な
ど
を
運
び
、
江
戸
か
ら

肥
料
類
を
は
じ
め
日
用
雑
貨
を
運
ん
だ
。

舟
運
の
全
盛
期
は
幕
末
か
ら
明
治
初

年
で
、
明
治
28
年
に
川
越
鉄
道
、
続
い

て
川
越
電
気
鉄
道
、
東
上
鉄
道
が
開
通

す
る
と
舟
運
の
輸
送
が
低
下
、
水
害
を

防
ぐ
河
川
改
修
に
よ
っ
て
流
路
が
真
っ

直
ぐ
と
な
り
、
水
量
が
保
て
ず
昭
和
６

年
、
舟
運
は
幕
を
閉
じ
た
。

新
河
岸
川
舟
運
に
関
し
、
斉
藤
貞
夫

著
﹃
武
州
・
川
越
舟
運
［
新
河
岸
川
の

今
と
昔
］
﹄
︵
さ
き
た
ま
出
版
会

１
９

９
０
︶、
埼
玉
県
立
さ
き
た
ま
資
料
館

編
﹃
新
河
岸
川
の
水
運
﹄
︵
埼
玉
県
県

政
情
報
資
料
室

１
９
８
７
︶、
上
福
岡

市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
編
・
発
行
﹃
新

河
岸
川
︵
舟
運
︶
の
福
岡
・
古
市
場
河

岸
﹄︵
１
９
９
０
︶、
同
﹃
新
河
岸
川
舟

運
　
九
十
九
曲
が
り
の
船
頭
と
船
大

工
﹄
︵
１
９
９
４
︶
、
花
井
泰
子
・
文
、

ま
え
だ
け
ん
・
絵
﹃
新
河
岸
川
の
八
助
﹄

︵
け
や
き
出
版

１
９
９
０
︶
の
書
が
み

ら
れ
る
。

終
わ
り
に
、
関
東
地
方
の
河
川
水
運

に
つ
い
て
、
埼
玉
県
立
さ
き
た
ま
資
料

館
編
・
発
行
﹃
荒
川
の
水
運
﹄
︵
１
９

８
７
︶、
同
﹃
元
荒
川
の
水
運
﹄︵
１
９

９
１
︶、
玉
川
上
水
通
船
研
究
会
編
著

﹃
玉
川
上
水
通
船
史
料
集
﹄︵
た
ま
し
ん

地
域
文
化
財
団

１
９
９
８
︶、
松
戸
市

立
博
物
館
編
・
発
行
﹃
特
別
展
　
川
の

道
　
江
戸
川
﹄︵
２
０
０
３
︶、
北
野
道

彦
著
﹃
利
根
運
河
﹄︵
崙
書
房

１
９
７

６
︶、
工
藤
忠
道
著
・
発
行
﹃
那
珂
川

の
歴
史
﹄︵
１
９
９
１
︶、
杉
山
久
吉
著

﹃
相
模
川
の
船
﹄︵
平
塚
市
教
育
委
員
会

１
９
７
３
︶
、
進
藤
文
夫
著
・
発
行

﹃
相
模
川
の
渡
船
　
付
　
舟
運
と
筏
流

し
﹄︵
１
９
７
９
︶
を
掲
げ
る
。

こ
の
よ
う
に
河
川
舟
運
の
発
達
を
み

て
く
る
と
、
運
河
も
重
要
な
役
割
を
持

ち
、
物
資
の
み
を
運
ぶ
だ
け
で
な
く
、

人
や
文
化
を
も
運
び
、
自
然
に
優
し
い

運
送
手
段
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治

以
降
、
鉄
道
や
道
路
の
開
通
に
よ
っ
て

次
第
に
河
川
舟
運
は
衰
退
し
て
い
っ
た
。

河
岸
を
形
成
し
て
い
た
河
川
沿
い
の
町

も
ま
た
消
え
て
い
く
。
時
代
の
流
れ
と

は
い
え
寂
し
い
。
こ
れ
か
ら
の
河
川
整

備
の
一
つ
に
舟
運
の
復
元
を
図
り
た
い

も
の
だ
。

た
水
運
機
構
を
営
ん
で
い
た
点
を
解
明

す
る
。
そ
れ
は
、
運
送
方
役
所
を
核
と

し
た
江
戸
廻
遭
機
構
を
組
織
し
、
運
送

奉
行
指
揮
の
も
と
に
、
10
艘
前
後
の
藩

船
を
霞
ヶ
浦
・
北
浦
、
利
根
川
、
江
戸

川
に
航
行
さ
せ
、
国
許
の
水
戸
城
付
領

か
ら
江
戸
の
藩
邸
に
物
資
を
輸
送
す
る
。

他
方
霞
ヶ
浦
に
面
し
た
地
域
で
は
、
農

民
た
ち
に
よ
る
年
貢
諸
物
資
の
江
戸
納

め
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
農
民
船
が
運
航

し
た
。

河
川
舟
運
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
す
る

川
名
登
著
﹃
河
岸
に
生
き
る
人
び
と
ー

利
根
川
水
運
の
社
会
史
﹄︵
平
凡
社

１

９
８
２
︶
は
、
利
根
川
沿
い
の
河
岸
形

成
と
そ
の
実
態
を
実
証
す
る
。
同
著

﹃
近
世
日
本
水
運
史
の
研
究
﹄︵
雄
山
閣

１
９
８
４
︶
で
は
、
奥
州
福
島
か
ら
江

戸
へ
米
穀
を
運
ぶ
場
合
、
瑞
賢
が
寛
文

11
年
︵
１
６
７
１
︶
に
東
廻
り
航
路
を

開
発
し
た
福
島
よ
り
、
阿
武
隈
川
水
運

に
よ
っ
て
太
平
洋
岸
の
荒
浜
湊
ま
で
下

り
、
そ
こ
か
ら
回
船
に
積
み
替
え
、
太

平
洋
岸
を
南
下
し
、
利
根
川
の
河
口
の

銚
子
湊
に
入
港
、
こ
こ
よ
り
利
根
川
、

江
戸
川
水
運
に
よ
っ
て
、
江
戸
に
到
達

す
る
。
こ
の
書
で
、
輸
送
シ
ス
テ
ム
は

河
川
水
運
︱
海
運
︱
河
川
水
運
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
完
結
す
る
と
主
張
し
、
東

廻
り
海
運
と
利
根
川
水
運
、
江
戸
幕
府

の
内
陸
水
路
と
川
船
支
配
機
構
と
流
通

体
制
を
追
求
す
る
。

ま
た
、
同
著
﹃
河
川
水
運
の
文
化
史
﹄

︵
雄
山
閣

１
９
９
３
︶
に
よ
れ
ば
、
幕

末
の
国
学
者
平
田
篤
胤

ひ
ら
た

あ
つ
た
ね

が
利
根
川
流
域

に
来
遊
す
る
と
、
そ
の
影
響
を
受
け
て

草
莽
の
国
学
で
あ
る
﹁
下
総
国
学
﹂
が

お
こ
り
、
国
学
者
宮
負
定
雄

み
や
お
い

や
す
お

、
農
村
指

導
者
大
原
幽
学
ら
を
輩
出
し
、
ま
た
布

川
河
岸
の
医
者
赤
松
宗
旦
は
千
葉
周
作

や
葛
飾
北
斎
ら
、
多
く
の
文
化
人
と
の

交
遊
を
通
じ
﹁
利
根
川
図
志
﹂
を
著
す

な
ど
、
利
根
川
の
水
運
に
よ
っ
て
絵
画
、

俳
句
な
ど
の
江
戸
文
化
が
流
入
し
、
独

自
な
利
根
川
文
化
圏
を
生
み
出
し
た
、

と
考
察
す
る
。

さ
ら
に
、
同
著
﹃
近
世
日
本
の
川
船

研
究
︵
上
︶
﹄
︵
日
本
経
済
評
論
社

２

０
０
３
︶、﹃
近
世
日
本
川
船
研
究
︵
下
︶﹄

︵
２
０
０
５
︶
は
、
岩
木
川
、
雄
物
川
、

北
上
川
を
は
じ
め
、
各
地
の
古
文
書
か

ら
全
国
の
河
川
に
か
か
わ
る
舟
運
の
成

立
、
各
藩
の
川
船
支
配
、
川
船
の
種
類

︵
高
瀬
船
、
角
倉
船
、
小
廻
船
︶、
川
船

の
分
布
な
ど
を
実
証
す
る
。
岩
木
川
を

み
て
み
る
と
、
弘
前
藩
は
︵
１
６
６
４

年
︶
寛
文
３
蔵
米
輸
送
５
艚
を
建
造
し
、

岩
木
川
を
上
下
す
る
と
と
も
に
十
三
湊

か
ら
海
上
に
出
て
鰺
ヶ
沢
ま
で
航
行
。

藩
は
船
頭
や
水
主
を
召
し
抱
え
る
が
川

船
の
運
営
か
ら
利
益
が
上
げ
ら
れ
ず
、

民
間
船
︵
農
民
船
︶
に
援
助
を
与
え
て
、

藩
の
物
資
を
輸
送
す
る
経
過
を
論
じ
る
。

正
保
４
年
︵
１
６
４
７
︶
川
越
城
主

松
平
伊
豆
守
信
綱
が
、
荒
川
の
支
流
新

河
岸
川
に
多
く
の
屈
曲
を
つ
け
、
舟
の

運
行
に
適
す
る
水
量
を
確
保
す
る
改
修



テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ
ン

島
谷
幸
宏
さ
ん
は
、
長
年
に
わ
た
り
多

自
然
川
づ
く
り
、
す
な
わ
ち
「
環
境
と
治

水
と
利
水
が
一
緒
に
な
っ
た
川
づ
く
り
」

を
進
め
て
き
た
立
場
か
ら
、「
川
は
一
つ
ひ

と
つ
違
う
の
で
、
個
性
を
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。
さ
ら
に
、
住
民
参
加
や
合
意
形
成

を
基
本
と
す
る
こ
と
が
今
後
の
川
づ
く
り

の
基
本
に
な
る
。
そ
れ
は
里
川
づ
く
り
と

同
義
だ
」
と
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
「
川

は
変
わ
る
か
ら
美
し
い
。
川
が
自
分
の
力

で
自
分
を
形
づ
く
る
。
そ
こ
に
人
間
が
少

し
お
手
伝
い
を
す
る
。
こ
れ
が
美
し
い
と

い
う
こ
と
で
す
」
と
多
自
然
川
づ
く
り
の

心
を
紹
介
し
た
。

小
野
芳
朗
さ
ん
は
、
岡
山
市
の
西
川
用

水
、
後
楽
園
の
早
乙
女
踊
り
、
京
都
の
堀

川
な
ど
を
紹
介
し
、
水
に
ま
つ
わ
る
記
憶

の
再
生
、
意
味
づ
け
に
よ
り
排
水
路
が
里

ミツカン水の文化
交流フォーラム2006

「里川宣言～みんなの利水・治水・守水～」

2006年10月31日 開催

里川は、いわば「使いながら守る川」ですが、その仕組みは、人が暮らす
場・生業・時代などに応じてさまざまな姿となって表れます。本フォーラム
では『里川の可能性ー利水・治水・守水を共有する』の出版を機に、「利
用しながら守る川、すなわち里川という視点」について討議し、今、求めら
れる里川像についてディスカッションを行ないました。

【テーマセッション】

「多自然川づくりの意味」島谷幸宏 九州大学教授

「環境史から見た川利用と都市」小野芳朗 岡山大学教授

「水−利用の論理・技術の倫理」鬼頭秀一 東京大学教授

「里川の思想」鳥越皓之早稲田大学教授

【パネルディスカッション】

「里川という枠組で、どんな川をつくりたいか？」

コーディネーター：陣内秀信 法政大学教授

か
わ
り
合
い
を
取
り
戻
す
方
法
を
考
え
る

こ
と
」
で
、
結
局
は
「
生
活
知
を
蓄
積
し
、

参
加
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
、
里
川
を

甦
ら
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」
と
結
論
づ

け
た
。

鳥
越
皓
之
さ
ん
は
、
吉
本
ば
な
な
氏
の

小
説
を
引
用
し
な
が
ら
「
川
の
持
っ
て
い

る
ゾ
ッ
と
す
る
よ
う
な
怖
さ
」
か
ら
目
を

そ
ら
す
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
、
現
在
の

川
自
身
が
持
っ
て
い
る
歴
史
や
有
り
様
を

一
度
受
け
入
れ
て
み
る
こ
と
が
必
要
と
指

摘
し
た
。
ま
た
里
川
の
思
想
と
は
、
社
会

的
な
公
共
性
を
重
視
す
る
共
和
主
義
の
上

に
成
り
立
つ
も
の
で
、
現
在
は
管
理
の
曖

昧
な
空
間
を
ど
う
す
る
か
知
恵
を
出
し
合

っ
て
い
る
状
態
だ
。
た
だ
、
そ
の
方
向
性

を
打
ち
出
せ
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
20
〜
30

年
は
か
か
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
陣
内
秀
信
さ
ん

が
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
も
紹
介
し
な
が

ら
、
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

「
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
川
を
つ
く
る
」

「
川
の
個
性
を
大
事
に
す
る
」
と
い
う
立
場

は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
共
通
す
る
も
の
。

む
し
ろ
論
点
は
そ
の
先
で
、
例
え
ば
、「
三

面
貼
り
の
川
や
高
速
道
路
の
か
か
っ
た
日

本
橋
川
の
持
つ
歴
史
も
守
る
べ
き
も
の
で

ア
ン
ケ
ー
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

◆
里
山
、
里
川
的
な
も
の
の
価
値
に
つ
い
て
関
心

の
あ
る
人
が
、
思
っ
た
よ
り
多
い
こ
と
を
感
じ
た
。

◆
単
に
川
の
自
然
を
取
り
戻
せ
ば
よ
い
と
い
う
内

容
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
生
活
や
考
え
方
も
里

川
を
形
成
し
て
い
く
に
は
欠
か
せ
な
い
と
い
う
考

え
に
同
感
し
た
。

◆
造
園
技
術
者
の
立
場
と
し
て
は
、
水
と
緑
の
か

か
わ
り
に
つ
い
て
示
唆
を
受
け
、
今
後
の
可
能
性

が
広
が
っ
た
。
特
に
住
民
と
の
管
理
を
通
じ
た
か

か
わ
り
の
重
要
性
を
感
じ
た
。

◆
里
川
、
良
い
響
き
で
す
ね
。
子
ど
も
た
ち
に
残

し
て
や
り
た
い
と
痛
感
し
ま
し
た
。

◆
行
政
の
技
術
者
と
し
て
、
川
の
管
理
の
方
向
性

が
見
え
て
き
た
気
が
す
る
。

◆
川
づ
く
り
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
有
り
様
、

教
育
の
有
り
様
に
向
け
て
も
提
案
し
て
い
け
る
よ

う
な
、
奥
の
深
い
と
こ
ろ
へ
歩
を
進
め
ら
れ
る
内

容
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

◆
経
済
学
の
議
論
が
加
わ
る
と
、
ま
た
変
化
が
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。

◆
里
川
の
整
備
の
手
法
（
プ
ロ
セ
ス
）
を
う
か
が

い
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
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川
化
し
た
り
、
か
つ
て
の
里
川
が
排
水
化

す
る
例
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
「
川
の
自

発
的
な
歴
史
の
始
ま
り
を
後
押
し
す
る
よ

う
な
論
理
が
あ
る
か
」
と
問
い
、「
モ
ノ
と

記
憶
が
交
錯
す
る
よ
う
な
艶
っ
ぽ
い
空
間

を
演
出
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い

か
」
と
述
べ
た
。

鬼
頭
秀
一
さ
ん
は
、
環
境
倫
理
学
の
立

場
か
ら
「
人
間
と
自
然
の
関
係
」「
利
用
と

管
理
主
体
と
の
関
係
」
に
言
及
し
た
。「
遊

び
仕
事
（m

inor
subsistence：

副
生
業
）」

が
身
体
的
記
憶
に
は
重
要
で
、
こ
れ
が
で

き
る
場
が
里
川
、
里
山
や
里
海
と
い
っ
た
、

子
ど
も
た
ち
が
自
然
と
か
か
わ
れ
る
場
所

で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
現
代
で
は
、

生
産
力
が
重
視
さ
れ
る
に
従
い
遊
び
仕
事

領
域
が
減
少
し
て
い
る
。
遊
び
仕
事
領
域

を
復
権
さ
せ
、
川
を
利
用
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
「
利

用
と
管
理
は
不
可
分
」
と
し
た
上
で
「
望

ま
し
い
自
然
、
き
れ
い
な
自
然
と
い
う
価

値
が
共
有
さ
れ
た
社
会
的
共
同
性
を
ど
う

や
っ
て
復
元
す
る
か
が
問
題
に
な
る
」
と

述
べ
て
、「
技
術
の
倫
理
と
は
、
水
と
の
か

は
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
意
見
や
、「
ど
う

い
う
川
が
い
い
の
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は

時
代
に
応
じ
て
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
な
さ
た
。

さ
ら
に
、「
現
代
の
共
同
性
を
ど
う
つ
く

り
直
す
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
論

者
の
立
場
が
異
な
っ
た
た
め
、「
住
民
に
よ

る
合
意
形
成
」
の
方
法
と
評
価
に
も
微
妙

な
意
見
の
違
い
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
結
果

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
現
代
に
お
け
る

里
川
「
利
水
・
治
水
・
守
水
」
づ
く
り
の

課
題
と
多
様
な
方
向
性
を
示
す
こ
と
に
な

っ
た
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
当
セ
ン
タ
ー
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
開
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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■水の文化26号予告

特集「２１０７年」（仮）

深刻化する地球温暖化。

21世紀末の平均気温が、

1980年から1999年までに比べ

最大2.4～6.4℃上昇する

可能性があるといわれています。

100年後の水文化は

どのように変わっているのでしょうか。

『水の文化』に関する情報をお寄せください

本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水との関わり」に焦点を

当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。

ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域に根差し

た調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他薦を問いませんので、

事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合せ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化バックナンバーをホームページで

本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。

すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

水の文化人ネットワーク　冬の登場者

当センターホームページ・水の文化人ネットワークコーナー。

以下の方々を順次アップロードする予定です。

堀　　繁 東京大学アジア生物資源環境研究センター教授
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藤田紘一郎 人間科学大学教授・東京医科歯科大学名誉教授

佐竹弘靖 専修大学ネットワーク情報学部教授

編
集
後
記

◆

近
く
の
日
本
橋
川
の
水
面
を
眺
め
て
い
る
と
、
遠
く

昔
の
舟
運
の
風
景
が
よ
み
が
え
る
。
船
主
や
商
人
の
、

荒
波
を
乗
り
越
え
て
で
も
、
商
機
を
逃
さ
な
い
勇
気
と

逞
し
さ
に
敬
服
す
る
。
彼
ら
の
お
か
げ
で
、
昆
布
や
鰹

節
の
﹁
出
汁
﹂
の
素
晴
ら
し
さ
が
拡
が
り
、
当
時
の
庶

民
の
暮
ら
し
は
も
と
よ
り
、
現
在
の
日
本
料
理
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。︵
新
︶

◆

江
戸
時
代
の
地
図
と
現
在
の
地
図
を
見
比
べ
て
み
て
、

い
ま
自
分
が
生
活
し
て
い
る
場
所
の
下
に
、
か
つ
て
川

が
流
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
今
は
も
う
な
い
そ
の
川

で
た
く
さ
ん
の
舟
が
行
き
交
い
、
様
々
な
モ
ノ
が
取
引

さ
れ
て
い
た
時
の
こ
と
を
想
像
し
て
み
る
と
、
見
慣
れ

た
景
色
が
少
し
違
っ
て
見
え
て
く
る
。︵
百
︶

◆

バ
ン
コ
ク
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
川
の
川
の
ほ
と
り
で
、

ビ
ー
ル
を
飲
み
つ
つ
ぼ
ー
っ
と
し
て
い
る
の
が
好
き
だ
。

色
々
な
荷
物
を
積
ん
だ
船
が
通
る
の
が
目
に
映
る
。
ど

こ
か
ら
ど
こ
へ
行
く
ん
だ
ろ
う
、
昔
も
こ
う
だ
っ
た
の

か
な
、
と
思
い
を
巡
ら
す
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
こ
れ
か
ら
は
、
そ
ん
な
と
き
に
こ
そ
﹁
舟
運
気
分
﹂

に
な
っ
て
み
よ
う
。︵
ゆ
︶

◆

日
本
橋
や
船
場
が
醸
し
出
す
魅
力
と
秩
序
。
そ
れ
は

舟
運
と
取
引
と
商
人
の
パ
ワ
ー
、
こ
れ
ら
の
資
産
で
あ

っ
た
こ
と
が
実
感
で
き
た
。
で
は
自
動
車
は
そ
の
よ
う

な
資
産
を
残
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。︵
中
︶

◆

我
が
家
で
は
、
食
器
洗
い
に
粉
石
鹸
を
使
っ
て
い
る
。

生
活
協
同
組
合
の
先
輩
が
﹁
液
体
洗
剤
は
無
駄
な
水
分

を
運
ん
で
い
る
の
よ
﹂
と
言
っ
た
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
な

い
か
ら
だ
。
不
要
な
も
の
は
運
ば
な
い
と
い
う
選
択
は
、

些
末
な
日
常
生
活
の
中
に
隠
れ
て
い
る
。︵
賀
︶

水の文化
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表紙上：船には、当たり前のことだがブレーキがない。大型タンカーは停泊地の何十kmも前から、全速後進をかけるという。
だから海事に携わる人間は、先を読み、判断を誤らないように全身全霊をかけて思慮深くあろうと努力する。
陸上にあっても一人ひとりが、そういう気持ちでいたいものだ。

表紙下：「板子一枚下は地獄」。常に危険と隣り合わせの船上では、自然と信心が育まれる。
ビルの谷間に埋もれそうな神社にも、かつての魚河岸や廻船問屋が寄進した痕跡が残っている。日本橋堀留の常盤稲荷。

裏表紙上：横浜駅に隣接するシーバス乗り場は、日曜日ともなると冬でも大変な賑わいだ。このシーバスの人気は、
水辺からアプローチしやすい魅力的なポイントをつなぎ、陸と船の道をつなげているからに違いない。

裏表紙下左：千石船の発達で大切なもののひとつに、舵がある。手漕ぎ動力から帆走専用船へ移行するに従い、
舵は面積を増やし、形を変えていった。滑車で舵を吊り上げるのは、吃水への対策だけではなく、
波浪が厳しいときに舵が破損してしまうのを防ぐためでもあった。

右：日和山から石巻の港外を望む。天気の良い日は、水平線まで見渡せるが、
レーダー機器がない江戸時代、霧に覆われたときなどは一体どうしていたのだろうか。
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