
和
歌
山

名
古
屋

下山村大沼
岡崎

新城

尾
道 矢

掛

大
坂

松
浜（
福
山
）

松
山

高
知

杵
築

京
都

神
戸

四
日
市

桑
名

伏
見郡

山

西
浜
名
浜
松見
附 藤

枝

静
岡

香
良
洲

岐
阜

津

亀
山

長
崎

博
多

鹿
児
島

石
巻

港

仙
台福

島本
宮白

河

江
戸

甲
府

長
野

吉
田

銚
子

天
童

山
形

瀬
上

中
村

箱
館

松
前

江
差

酒
田

鮎
ヶ
沢

黒
石

津
軽
尾
上

南
部

敦
賀

後
野

宇
都
宮

大
田
原

親園

36

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
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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
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37 近江商人の陸の商い

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
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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
。




