
商

流

通

と

地

域

社

会

口
ロロ

中

丸

伯

和

I言:

カ主

き

し

こ
と
、
十
年
来
、
社
会
経
済
史
学
の
盛
行
に
と
も
な
い
、
庄
園
史
、
農
村
史
な
ら
び
に
藩
政
(
制
)
史
研
究
は
個
別
具
体
的
な
研
究
を

山
積
し
た
。
そ
の
成
果
が
つ
み
あ
げ
ら
れ
て
い
く
過
程
で
や
や
も
す
る
と
木
を
み
て
森
を
み
な
い
傾
向
を
う
み
、

日
本
全
体
史
の
政
治
権

力
把
握
に
限
界
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
、
個
別
的
な
研
究
成
果
を
有
機
的
に
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
た
め

「
商
品
流
通
」
が
共
通
課
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
法
制
史
的
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
の
は
歴
史
研
究
者
の
聞
で
は
周
知

の
事
実
勺
あ
る
①
。

歴
史
地
理
研
究
会
に
お
い
て
今
回
「
流
通
の
地
理
」
ま
た
は
そ
れ
に
関
連
し
て
「
商
業
集
落
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ

商品流通と地域社会

た
こ
と
は
歴
史
研
究
者
と
は
と
と
な
っ
た
観
点
か
ら
出
発
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
後
の
地
理
学
界
は
海
外
か
ら
の
復
員
者
に
よ
る

貴
重
な
体
験
を
か
た
っ
た
り
、
新
し
い
地
理
学
の
姿
勢
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
報
告
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
社
会
経
済
史
学
の
影
響

を
こ
う
む
っ
た
研
究
が
そ
の
な
か
か
ら
あ
あ
わ
れ
、

一
時
の
地
理
学
界
は
歴
史
地
理
学
が
地
理
で
あ
る
か
の
よ
う
な
現
象
を
て
い
し
た
。

そ
の
内
容
は
歴
史
学
で
い
え
ば
数
的
な
あ
っ
か
い
を
し
た
地
方
史
で
あ
っ
た
し
、

「
地
理
学
的
に
い
え
ば
ミ
ク
ロ
な
研
究
」
で
あ
っ
た
。

研
究
の
山
積
す
る
過
程
で
何
が
地
理
学
の
主
題
で
あ
っ
た
か
を
反
省
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
地
理
学
界
に
お
け
る
研
究
の
分
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業
化
の
段
階
に
-
致
し
て
い
た
。
歴
史
地
理
学
研
究
会
が
、
歴
史
地
理
学
の
「
課
題
と
方
法
」
を
と
り
あ
げ
た
の
も
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な

い
@
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
必
ず
し
も
具
体
的
地
理
学
研
究
の
成
果
を
前
提
と
し
た
「
課
題
と
方
法
」
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
各



人
各
様
の
課
題
と
方
法
を
も
っ
て
、
具
体
的
地
理
的
現
象
を
歴
史
の
発
展
の
す
い
い
の
う
ち
で
と
ら
え
、
地
理
学
の
本
質
に
せ
ま
ら
な
け
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れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
@
。
そ
れ
で
も
地
理
学
の
な
か
で
は
「
歴
史
時
代
に
お
け
る
地
域
構
造
と
そ
の
変
貌
の
解
明
と
い
う
課
題
に
大
い
な

る
一
歩
を
進
め
た
」
@
と
の
評
価
が
あ
た
え
ら
れ
た
。
だ
が
、
地
域
構
造
を
変
貌
さ
せ
る
エ
レ
メ
ン
ト
や
地
域
と
地
域
と
の
結
合
に
つ
い

て
は
あ
ま
り
留
意
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
で
流
通
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
特
定
の
歴
史
段
階
に
形
成
さ
れ
た
地
域
と

地
域
の
交
渉
や
そ
れ
に
よ
っ
て
お
こ
る
地
域
分
解
と
形
成
、
大
き
な
意
味
で
の
共
同
体
理
解
に
は
地
理
学
と
し
て
は
格
好
の
課
題
な
の
で

あ
る
。
と
く
に
商
品
流
通
は
「
相
互
に
独
立
し
て
営
れ
る
私
的
諸
労
働
」
を
む
す
び
つ
け
、
特
定
の
地
域
の
生
産
物
の
超
過
部
分
を
商
品

化
す
る
と
と
に
よ
っ
て
う
ま
れ
る
地
域
的
分
業
、
特
産
物
の
特
色
を
理
解
す
る
う
え
で
も
地
理
学
の
本
質
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
く
り

か
え
す
な
ら
ば
地
域
の
再
生
産
過
程
で
お
こ
る
地
域
分
解
と
新
し
い
地
域
の
発
生
が
地
域
変
貌
な
の
で
あ
っ
て
、
社
会
経
済
史
の
う
え
で

も
重
要
な
課
題
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
課
題
の
解
明
と
し
て
白
木
全
体
史
の
う
え
で
の
中
世
末
期
の
商
品
流
通
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
ま
た
、

ど
の
よ
う
な
地
域
構
造
の
う
え
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
諸
先
学
の
業
績
か
ら
メ
モ
的
に
記
述
す
る
の
が
本
稿
の

目
的
で
あ
る
。

ー
、
中
世
的
商
品
の
典
型
と
し
て
の
鍬

宝
徳
元
年
(
一
四
四
九
)
上
杉
憲
忠
は
関
東
に
お
け
る
鍬
鋳
物
師
商
売
は
和
泉
・
河
内
両
国
の
商
圏
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
新
業

の
鍬
鋳
物
師
の
商
売
を
禁
止
し
た
@
。
幕
府
も
そ
の
翌
年
、
和
泉
・
河
内
両
国
の
鋳
物
師
免
許
え
を
い
れ
、

上
杉
憲
忠
に
「
新
業
之
輩
」
@

の
禁
止
の
む
ね
を
申
し
お
く
り
、
三
年
に
は
「
野
州
・
上
州
鍛
冶
・
鋳
物
師
等
新
業
」
と
地
域
の
指
摘
を
し
て
、
停
止
の
こ
と
を
「
堅
可

レ
被
レ
加
一
一
下
知
乙
⑦
と
命
じ
た
。
こ
の
こ
と
は
関
東
鋳
物
師
が
商
売
を
は
じ
め
る
以
前
に
和
泉
・
河
内
両
国
の
鋳
物
師
の
商
圏
が
関
東
に



お
い
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
し
、

そ
れ
が
き
わ
め
て
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
は
問
題
が
お
こ
っ
て
か
ら
始
め
て
史
料
と
し
て
の
こ
っ

た
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
河
内
の
鍛
冶
・
鋳
物
師
は
平
安
末
期
か
ら
著
名
で
あ
り
、
室
町
時
代
の
は
じ
め
ま
で
に
畿
内
は
お
ろ

か
、
南
海
・
東
海
地
方
の
社
寺
の
鐘
や
鰐
口
ま
で
も
鋳
て
い
る
o
@

ま
た
、
京
、
大
和
、
山
城
、
河
内
、
摂
津
、
伊
賀
、
近
江
、
紀
伊
な

ど
に
は
律
令
国
家
が
鍛
冶
師
の
い
る
国
と
し
て
認
定
し
た
地
域
で
あ
っ
た
o
@

こ
れ
ら
の
技
術
の
系
譜
を
ひ
く
こ
と
に
よ
っ
て
河
内
・
和

泉
両
国
の
鋳
物
師
が
関
東
の
鍬
商
売
の
商
圏
を
え
て
い
た
こ
と
は
後
世
の
史
料
か
ら
想
像
に
か
た
く
な
い
。

関
東
に
お
い
て
は
鎌
倉
が
政
治
の
中
心
地
と
な
り
、
神
社
、
仏
閣
が
た
て
は
じ
め
ら
れ
る
と
畿
内
の
鍛
冶
師
に
よ
っ
て
鐘
が
鋳
ら
れ
た

が
、
室
町
中
期
以
降
に
な
る
と
上
総
国
菅
生
庄
の
藤
原
氏
、
相
模
国
毛
利
庄
飯
山
の
木
村
氏
、
室
町
末
期
に
は
武
蔵
国
渋
江
郷
の
源
氏
、
児

玉
金
屋
の
中
林
氏
、
下
野
の
卜
部
氏
な
ど
の
地
方
鍛
冶
が
著
名
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
幕
府
や
関
東
執
事
は
遠
国
の
鍬
鋳
物

師
の
商
圏
を
再
確
認
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
幕
府
や
関
東
執
事
の
権
力
圏
が
彼
ら
の
商
品
流
通
網
と
一
体
化
し
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
さ
き
に
あ
げ
た
史
料
か
ら
し
て
も
当
時
の
鋳
物
師
は
た
ん
な
る
生
産
技
術
者
で
は
な
く
、
交
通
運
輸
を
も
か
ね
て
い
た
こ
と
が

あ
き
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
鍬
の
商
売
ば
か
り
で
は
な
く
、
鋤
、
打
鉄
、
鍋
、
釜
、
さ
ら
に
絹
布
、
米
穀
ま
で
も
行
商
し
て
渡
り
あ

ム五・蹴
る
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
@
。
な
ぜ
な
ら
ば
農
業
生
産
に
か
く
べ
か
ら
ざ
る
鍬
に
よ
っ
て
容
易
に
農
業
生
産
物
ま
た
は
貨
幣
を
手
に
す

地ト」通流ロ
間商

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
交
換
に
は
生
産
手
段
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
鍛
冶
に
有
利
な
商
業
取
引
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
が
河
内
・
和
泉
の
鍛
冶
師
の
商
圏
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
東
を
お
さ
え
る
の
に
有
利
に
働
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
新
業
の
鍛
冶
師
の
登
場
に
あ
っ
て
は
和
泉
・
河
内
両
国
の
鍛
冶
師
の
つ
く
っ
た
鍬
が
関
東
の
そ
れ
よ
り
も
良
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質
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
高
価
に
な
っ
て
も
、
在
地
土
豪
式
士
に
と
っ
て
は
す
ぐ
れ
た
鍬
を
も
っ
て
農
業
経
営
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て

同
様
な
地
質
条
件
に
あ
っ
た
群
小
式
土
よ
り
も
収
穫
を
あ
げ
、

か
れ
ら
を
支
配
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
和
泉
・
河
内
の
鍛
冶
た
ち
は
鍬
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を
畿
内
の
価
値
以
上
に
う
り
、
関
東
の
穀
類
を
価
値
以
下
に
か
つ
て
畿
内
に
お
く
ら
れ
る
か
、
途
中
で
関
東
の
買
価
よ
り
も
{
高
価
で
あ
れ

ば
売
り
さ
ば
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
手
段
に
は
船
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
た
と
と
は
鍬
の
運
送
が
船
に
よ
っ
て
い
る
と
と
か
ら

推
測
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
畿
内
中
心
的
な
商
品
流
通
に
た
っ
て
こ
そ
、
幕
府
や
関
東
執
事
の
関
東
新
業
の
鍛
冶
商
売
禁
止
令
を
だ
す
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
上
杉
憲
忠
が
幕
府
の
後
援
を
得
て
関
東
管
領
足
利
持
氏
を
た
お
す
の
も
こ
の
へ
ん
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

永
享
十
年
(
一
四
三
八
)
上
杉
一
族
が
幕
府
の
後
援
を
え
て
関
東
管
領
足
利
持
氏
を
た
お
し
た
も
の
の
関
東
は
安
定
す
る
ど
こ
ろ
が
、

か
え
っ
て
守
護
の
系
譜
を
ひ
く
北
関
東
や
下
総
の
豪
族
式
士
と
の
対
立
が
う
ま
れ
混
乱
に
お
ち
い
っ
た
。
そ
れ
を
静
め
る
た
め
幕
府
は
足

利
持
氏
の
子
成
氏
を
鎌
倉
に
お
く
つ
た
の
が
、
宝
徳
元
年
の
末
で
あ
っ
た
。
持
氏
は
永
享
の
乱
に
敗
北
し
た
と
は
い
え
、
式
蔵
の
小
武
士

団
や
国
人
の
一
撲
に
さ
さ
え
ら
れ
て
幕
府
に
対
抗
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
れ
ら
の
動
き
が
幕
府
支
配
か
ら
独
立
し
て
関
東
と
い
う
地
域
を

創
立
し
よ
う
と
し
た
意
欲
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
裏
う
ち
が
さ
き
に
指
摘
し
た
「
新
業
之
鍛
冶
師
」
の
登
場
で
は
な
か
っ
た

か
、
旧
来
の
商
圏
の
な
か
ら
新
し
い
商
圏
を
創
出
す
る
に
は
最
終
的
に
政
治
解
決
を
も
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
れ
ら
の
生
産
品
が
広
汎

に
で
ま
わ
り
、

そ
れ
が
在
地
式
士
や
有
力
名
主
に
廉
価
で
新
業
の
鍛
冶
師
の
提
供
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
和
泉
・
河
内
両
国
の
鍛
冶
師
た

ち
は
幕
府
権
力
を
だ
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
幕
府
も
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
な
商
品
流
通
や
そ
れ
を
享
受
し
え
た
式
士
の
う
え
に
の
る

以
上
は
新
業
の
停
止
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
鍬
の
出
ま
わ
り
は
す
す
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鍬
を
容

易
に
手
に
い
れ
る
こ
と
は
同
じ
土
地
で
あ
っ
て
も
多
い
収
獲
を
う
る
し
、
さ
ら
に
切
添
的
と
は
い
え
新
田
畑
の
開
発
を
す
す
ま
せ
る
か

必
然
的
に
旧
来
の
生
産
関
係
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
と
く
に
北
式
蔵
に
お
い
て
は
一
撲
を
構
成
す
る
国
人
の
生
長
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
上
杉
氏
は
こ
の
動
き
を
と
ら
え
、
幕
府
と
む
す
ん
で
足
利
持
氏
を
た
お
す
の
を
契
機
に
商
品
流
通
を
つ
う
じ
て
小
式
士
団
を
白

己
の
も
と
に
あ
み
な
お
し
て
、
守
護
ま
た
は
そ
れ
に
つ
ら
な
る
関
東
の
豪
族
武
士
に
対
抗
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
山



内
上
杉
氏
の
所
領
が
一
カ
所
に
集
中
せ
ず
散
在
し
て
い
て
、

し
か
も
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
交
通
の
要
衝
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
予
測
で
き
え

ょ
う
@
。
上
杉
氏
は
散
在
し
た
所
領
を
足
が
か
り
に
商
品
流
通
を
に
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寄
子
、
寄
親
関
係
と
い
っ
た
軍
事
組
織
を
う

み
だ
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
寄
子
・
寄
親
は
た
が
い
に
は
な
れ
て
い
て
も
主
従
関
係
が
む
す
ば
れ
る
の
も
ま
ア
た
く
の
商
品
流
通
に

よ
っ
て
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
明
確
な
史
料
は
の
こ
し
て
い
な
い
が
、
当
時
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
自
朋
の
理
で
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
北
関
東
の
豪
族
式
士
は
「
新
業
之
鍛
冶
師
」
の
上
に
た
っ
た
と
は
い
え
、
所
領
規
模
の
小
さ
い
こ
と
に
よ
っ

て
旧
来
の
商
品
流
通
に
対
抗
し
ろ
る
も
の
を
う
み
だ
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
こ
と
か
ら
関
東
に
お
け
る
守
護
領
国
段

階
の
商
品
流
通
は
畿
内
の
商
品
流
通
下
に
あ
り
な
が
ら
独
自
の
商
品
流
通
が
胎
動
し
つ
つ
あ
っ
た
と
芳
え
ら
れ
る
し
、

そ
れ
に
応
じ
た
、

地
域
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
さ
さ
え
た
の
は
小
式
士
団
で
あ
っ
て
、
永
享
の
乱
以
後
ひ
き
つ
づ
い
て
お
ζ

る
内
乱

の
原
動
力
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

2
、
分
園
経
滑
の
確
立
の
た
め
の
関
所

商品流通と地域社会

一
般
に
関
所
と
い
う
と
淀
川
に
も
お
け
ら
れ
た
百
八
十
カ
所
の
関
が
例
に
ひ
か
れ
遠
隔
地
と
の
商
品
涜
通
を
阻
害
し
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
が
⑫
、

こ
れ
は
畿
内
を
中
心
と
し
た
古
代
的
の
商
品
流
通
を
前
提
と
し
た
考
え
か
た
で
あ
っ
て
、
封
建
制
が
農
村
か
ら
う
み
だ
さ
れ

る
と
い
っ
た
論
理
か
ら
す
る
な
ら
ば
い
ま
ま
で
の
評
価
は
か
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
全
国
統
一
を
お
こ
な
っ
た
織
田
信
長
の
関
所
破
却

に
目
を
う
ば
わ
れ
て
、
関
所
の
存
在
が
社
会
の
発
展
を
お
く
ら
せ
た
と
の
評
価
は
き
わ
め
て
歴
史
結
果
論
に
よ
っ
て
み
ち
び
き
だ
さ
れ
た
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も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
商
品
流
通
一
般
か
ら
み
て
は
た
し
か
に
「
当
時
の
隔
地
取
引
を
阻
害
し
て
い
た
か
、
測
り
知
れ
な
い
。
遠
方
に

商
品
を
販
売
す
る
場
合
は
、
原
価
よ
り
関
津
料
の
方
が
高
く
つ
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
商
工
業
者
は
座
を
組
織
し
て
関
税
障
壁
を



乗
り
越
え
、
商
品
を
全
国
的
に
流
通
さ
せ
て
行
っ
た
」
⑬
o

と
こ
ろ
が
関
所
の
障
壁
を
の
り
こ
え
た
座
は
古
代
権
力
と
し
て
の
「
朝
廷
・

50 

貴
族
お
よ
び
社
寺
を
本
所
と
す
る
特
権
的
な
同
一
職
業
団
体
」
@
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
時
の
商
品
流
通
に
活
躍
し
た
商
人
資
本
に
と
っ
て

関
津
は
障
壁
に
な
る
ど
こ
ろ
か
有
利
に
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
@
o

こ
の
点
で
座
を
構
成
す
る
商
人
資
本
は
古
代
の
勢
力
と
特
異
な
形
で

結
合
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
畿
内
の
関
所
は
ま
っ
た
く
彼
ら
の
た
め
に
、

し
か
も
、
他
地
域
を
従
属
せ
し
め
る
た
め
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
関
所
が
も
う
け
ら
れ
る
こ
と
自
体
、
畿
内
に
対
抗
し
う
る
局
地
市
場
の
形
成
が
お
こ
な
わ
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し

ょ
う
。
ま
た
畿
内
の
商
品
流
通
か
ら
脱
却
し
つ
つ
あ
っ
た
地
域
が
あ
り
、
古
代
的
な
都
市
を
中
心
と
し
た
地
域
分
業
が
極
点
に
た
っ
た
段

階
で
も
あ
っ
た
。
関
所
が
応
仁
の
乱
の
前
後
に
さ
か
ん
に
設
置
さ
れ
た
事
実
は
そ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

地
方
に
お
け
る
関
所
の
設
置
は
局
地
市
場
を
確
立
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、

か
つ
て
畿
内
か
ら
特
産
物
地
と
し
て
の
役
割
を
は
た

さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
か
ら
対
立
す
る
市
場
形
成
の
足
が
か
り
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
守
護
大
名
か
ら
戦
国
大
名

の
移
行
期
に
局
地
市
場
聞
を
む
す
ぷ
遠
隔
地
商
業
を
う
み
、
急
速
に
商
品
流
通
が
全
国
的
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
十
四
・
五
世
紀

の
地
方
市
場
の
開
設
に
大
き
な
役
割
を
は
た
す
の
で
あ
る
。
地
方
に
お
け
る
関
所
は
た
ん
に
軍
事
的
な
役
割
ば
か
り
で
は
な
く
、
封
建
的

ウ
ク
ラ

l
ド
が
地
方
農
村
か
ら
生
れ
る
と
い
う
な
ら
ば
そ
の
前
提
と
し
て
の
分
国
経
済
と
確
立
す
る
う
え
で
積
極
的
な
役
割
を
は
た
し
た

と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

関
東
に
お
け
る
関
所
・
津
は
関
東
管
領
の
設
置
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

と
く
に
江
戸
湾
に
お
け
る
交
通
量
は
大
き
か
っ
た
と
み
え
、
品

川
と
神
奈
川
の
港
で
は
津
料
と
し
て
の
帆
別
銭
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
鎌
倉
に
あ
っ
た
社
寺
の
所
有
し
て
い
た
庄
園
の
倒
壊
に
よ
っ
て
修
理

料
に
も
こ
と
か
く
段
階
に
な
っ
て
設
置
さ
れ
た
⑮
O

関
津
料
は
品
物
に
よ
っ
て
通
行
税
の
高
低
が
あ
り
、
応
永
三
年
(
一
三
九
六
)
こ
ろ
で

は
品
川
神
奈
川
両
津
に
お
い
て
鍬
一
口
一
六

O
文
の
帆
別
、
銭
が
と
ら
れ
、

一
日
に
三
口
と
い
っ
た
日
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
鍬
が



い
か
に
高
価
な
も
の
だ
っ
た
か
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
通
過
商
品
に
は
鍬
の
ほ
か
、
樽
、

ア
サ
ヲ
、
戸
板
な
ど
で
あ
っ
た
制
。

そ
れ
に
神

奈
川
の
津
を
あ
が
っ
た
芝
生
に
は
関
所
が
あ
っ
た
⑬

O

こ
の
ほ
か
江
戸
湾
沿
岸
に
は
金
沢
津
か
ら
鎌
倉
に
ぬ
け
る
朝
比
奈
切
通
し
の
東
側

に
六
浦
庄
常
福
寺
の
前
に
関
が
あ
り
、
応
永
二
九
年
三
四
二
二
)

に
は
人
別
二
文
、
駄
別
三
文
の
通
行
銭
を
と
っ
た
⑬

O

同
じ
く
六
浦

庄
大
道
@
、

箱
根
の
麓
小
田
原
に
も
永
享
四
年
(
一
四
三
二
)
に
関
所
が
あ
っ
た
宅

い
ず
れ
に
せ
よ
関
所
の
設
置
は
そ
れ
に
み
あ
っ
た

地
域
的
市
場
の
形
成
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
関
東
に
お
け
る
関
の
設
置
は
そ
れ
を
も
お
け
る
権
力
の
存
在
と
畿
内
⑫
に
対
抗

す
る
市
場
形
成
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
永
享
の
乱
へ
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
商
人
資
本
そ
の
も
の
は
新

し
い
も
の
を
う
み
だ
し
え
な
い
に
し
て
も
、
古
い
社
会
関
係
を
ほ
り
く
ず
し
て
、
地
域
を
分
離
さ
せ
さ
ら
に
分
解
さ
せ
る
役
割
を
も
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

3
、
会
固
形
成
下
の
塩
荷

商品流通と社域社会

天
文
十
七
年
(
一
五
四
八
)
鎌
倉
荏
柄
天
神
社
造
営
の
た
め
、
北
条
氏
康
は
関
所
を
も
う
け
関
銭
を
と
っ
て
そ
れ
を
寄
進
じ
た
。
こ
の

関
は
以
前
の
関
寄
進
と
い
っ
た
形
式
の
文
書
で
は
な
く
、
具
体
的
に
商
人
方
は
麻
、
紙
、
布
類
荷
物
は
十
文
、
あ
い
物
馬
は
五
文
、

せ
お

い
荷
は
三
文
と
規
定
し
た
ほ
か
、
道
者
は
荷
付
馬
、
牽
馬
、
乗
馬
十
文
、
手
振
人
別
は
十
文
、
他
国
か
ら
西
に
む
か
う
乗
馬
、
飛
脚
は
見

あ
っ
た
関
銭
を
と
り
、
往
来
の
僧
俗
、

里
通
り
の
も
の
は
と
ら
な
い
と
細
か
く
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
か
つ
て
の
闘
が
ど
の

よ
う
な
内
容
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
商
品
が
う
ご
い
て
い
た
か
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
に
く
ら
べ
れ
ば
大
き
な
差
異
が
で
て
き
た
。
だ
が
、
関
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を
寄
進
す
る
と
い
え
ば
在
地
の
領
主
か
ら
の
関
銭
は
慣
行
に
し
た
が
っ
て
受
納
者
が
わ
に
お
く
ら
れ
て
い
た
@
。

こ
の
段
階
に
い
た
り
商

人
が
運
輸
業
と
不
可
分
で
あ
っ
た
と
は
い
え
商
人
と
し
て
の
活
動
が
対
社
会
的
に
意
識
し
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。



細
か
く
商
品
規
定
し
て
関
銭
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
だ
け
の
商
品
流
通
が
す
す
み
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ
に
た
え
う
る
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よ
う
な
商
人
資
本
が
う
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
在
地
構
造
が
変
化
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
は
さ
き

に
も
っ
と
も
大
き
な
商
品
価
値
を
も
っ
て
い
た
鍬
が
関
銭
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
と
と
で
あ
る
が
@
、

、
、
、

あ
い
物
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
塩
は
生
物
学
的
に
い
っ
て
人
聞
が
外
部
か
ら
直
接
に
と
ら
な
け
れ
ば
生
存
が
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
か
わ
っ
て
塩
と
く
に

当
時
の
集
落
の
立
地
か
ら
す
れ
ば
そ
の
大
半
が
海
か
ら
は
な
れ
て
い
た
し
、
中
世
的
に
も
一
っ
と
も
聞
け
て
い
た
地
域
ば
山
地
ま
た
は
丘

陵
の
谷
と
の
出
口
で
あ
っ
た
か
ら
、
塩
は
商
品
と
し
て
大
き
な
価
値
を
も
ち
う
る
。
こ
の
点
で
塩
荷
、

ま
た
は
あ
い
物
に
関
銭
を
か
け
た

こ
と
は
意
味
が
あ
っ
た
。
後
北
条
氏
が
内
陸
の
北
関
東
へ
分
国
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
に
か
か
わ
ら
ず
塩
の
問
題
を

解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後
北
条
氏
の
分
国
は
海
に
面
し
て
い
た
か
ら
小
田
原
方
面
か
ら
塩
を
北
関
東
に
送
っ
て
い
た
。
相
州

当
麻
宿
に
た
い
し
て
家
内
っ
か
い
用
の
塩
荷
と
称
し
て
三
駄
分
を
通
す
と
と
に
北
条
当
主
の
印
判
を
お
し
た
文
書
を
だ
し
て
い
る
こ
と
か

ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
@
。

こ
う
し
た
手
段
を
と
っ
て
塩
荷
を
北
関
東
の
諸
域
に
お
く
つ
た
こ
と
は
関
銭
や
伝
馬
銭
を
支
払
っ
て
運
送
さ
れ

た
塩
荷
の
存
在
を
お
も
わ
ぜ
る
c

そ
の
塩
の
買
手
は
郷
村
に
お
け
る
農
業
生
産
の
支
配
者
で
あ
っ
た
在
地
土
豪
武
士
ま
た
は
有
力
名
主
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
在
地
土
豪
武
士
は
軍
役
は
お
う
と
は
い
え
、
領
主
で
あ
る
以
上
、
年
貢
の
取
得
者
で
あ
る
し
@
、

有
力
名
主
は
領
主

に
年
貢
を
支
払
っ
た
余
剰
に
よ
っ
て
農
業
生
産
物
と
他
の
商
品
と
交
換
し
ろ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
郷
村
は
互
に

孤
立
し
え
い
る
か
ら
、
在
地
領
主
を
商
人
資
本
が
ま
っ
た
く
ほ
り
く
ず
し
て
し
ま
う
か
、
名
主
の
過
半
が
商
品
流
通
に
参
加
す
る
と
と
に

よ
っ
て
在
地
領
主
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
て
、
在
地
性
の
ろ
す
い
領
主
を
も
と
め
な
け
れ
ば
変
化
は
お
こ
ら
な
い
し
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
在
地

領
主
の
支
配
す
る
地
域
分
解
は
お
き
ず
、
近
世
大
名
へ
の
傾
斜
を
み
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
塩
と
い
っ
た
人
聞
に
か
く
べ
か
ら
ざ

る
も
の
を
も
っ
て
直
接
生
産
者
層
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
商
品
流
通
は
孤
立
し
た
郷
村
を
つ
な
ぐ
と
は



可

い
え
、
在
地
名
主
層
を
強
化
す
る
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
北
条
氏
は
塩
商
人
を
に
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在

地
裁
士
団
を
お
さ
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
商
品
流
通
に
好
都
合
な
場
所
を
所
領
と
し
て
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
関
東
管
領
で
あ
っ
た
上
杉
氏
を
関
東
か
ら
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
遺
産
を
容
易
に
う
け
つ
ぐ
わ
け
で

あ
る
。
こ
れ
を
梓
と
し
て
分
国
の
市
場
形
成
を
は
か
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
八
王
子
城
主
北
条
氏
照
の
場
合
は
武
蔵
久
長
岐
本
牧
郷
の
海

岸
を
所
領
と
し
て
も
っ
て
い
て
海
産
物
の
取
得
は
、
商
人
の
手
を
ヘ
ず
に
百
姓
の
賦
役
に
よ
っ
て
い
た
@
。

最
高
の
権
力
を
構
成
す
る
も

の
は
商
人
資
本
の
は
い
る
余
地
も
あ
た
え
な
い
の
で
あ
る
。

ζ

の
点
、
領
主
側
の
史
料
に
よ
っ
て
商
品
流
通
を
み
て
い
あ
か
ぎ
り
で
は
直

接
の
塩
の
動
き
は
わ
か
ら
な
い
が
、

そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
塩
商
人
、
在
地
の
農
民
を
相
手
に
取
引
し
て
い
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証
拠
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
北
条
氏
と
今
川
氏
と
手
を
む
す
ん
で
武
田
氏
へ
の
塩
留
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
利
根
川
か
ら
信
州
へ
の

塩
荷
の
移
動
や
東
海
方
面
か
ら
御
殿
場
を
と
お
っ
て
塩
が
甲
州
に
は
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
塩
を
あ

っ
か
う
商
人
が
た
ん
に
塩
ば
か
り
の
取
引
を
つ
う
じ
て
貨
幣
を
う
る
の
で
は
な
く
、
塩
と
米
の
交
換
に
よ
っ
て
利
益
を
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
は
、

一
駄
で
相
州
へ
運
ん
で
い
る
の
を
、
酒
匂
川
の
上
流
山
北
の
山
西
に

た
ま
た
ま
甲
州
都
内
、
か
ら
の
も
の
が
、
兵
糧
米
を
一
入
、

商品流通と地域社会

番
城
が
あ
っ
て
許
可
を
あ
た
え
た
文
書
に
よ
っ
て
し
り
う
る
の
で
あ
る
⑧
o
当
時
の
運
送
能
力
は
一
人
二
駄
、
米
一
俵
で
あ
っ
た
か
ら
、
商

人
た
ち
は
小
荷
駄
に
よ
る
隊
商
を
く
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
塩
商
人
た
ち
が
安
全
に
商
売
を
す
る
に
は
こ
の
点
か
ら
も
戦
国
大
名
に
寄
生
す

る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
他
面
、
戦
国
大
名
は
分
国
経
済
を
確
立
す
る
う
え
で
も
商
人
資
本
を
積
極
的
に
と
ら
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

4
、
戦
国
大
名
下
の
商
品
涜
通
の
特
色
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永
禄
十
二
年
(
一
五
六
九
)
後
北
条
氏
は
小
田
原
城
下
に
あ
っ
た
鋳
物
師
山
田
二
郎
左
衛
門
に
分
国
中
の
鋳
物
師
商
売
の
特
権
を
あ
た
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え
た
⑨

O

後
北
条
氏
が
文
書
の
な
か
に
分
固
と
い
う
語
を
つ
か
っ
た
の
は
日
本
全
体
の
一
部
の
意
味
で
、
そ
れ
を
意
識
し
た
の
は
分
固
と

い
う
行
政
単
位
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
に
も
と
事
す
い
て
い
た
。
後
北
条
氏
に
よ
る
分
国
中
の
商
売
の
保
証
は
武
力
に
よ
る
商
圏
の
確
立
に

ほ
か
な
ら
な
い
c

そ
の
点
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
分
圏
中
商
売
の
保
証
を
あ
た
え
た
北
条
氏
の
本
拠
小
田
原
城
下
に
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
し
、
職
人
と
し
て
の
鋳
物
師
で
あ
っ
て
も
後
北
条
氏
の
知
行
人
で
あ
っ
て
、
支
域
に
集
中
し
て
い
た
。
本
城
ま
た
は
支
城
を
中

心
と
し
た
経
済
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
後
北
条
氏
の
手
中
に
あ
っ
た
。
鋳
物
師
が
武
器
は
も
と
よ
り
農
耕
用
具
を
つ
く
る
う

え
で
城
を
中
心
と
し
た
経
済
圏
を
つ
く
る
う
え
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
。
鋳
物
師
の
要
請
は
経
済
的
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
に
し
て

も
、
そ
の
居
住
地
は
城
下
と
は
い
え
き
わ
め
て
自
然
地
理
的
条
件
、
鋳
物
師
の
製
造
過
程
で
必
要
な
良
質
の
川
す
な
の
得
や
す
い
場
所
に

規
制
さ
れ
た
。
後
北
条
氏
は
こ
の
よ
う
な
生
産
手
段
の
つ
く
り
手
を
お
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
固
と
い
う
地
域
の
形
成
を
は
か
る
の
で

あ
る
。
分
国
下
の
領
に
お
い
て
も
支
城
中
心
の
流
通
圏
が
同
様
の
手
段
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
領
と
領
と
を
む
す
ぶ
の
が
分
国
中
の
商
売

の
特
権
を
得
た
商
人
で
あ
っ
た
@
。

戦
国
大
名
と
い
っ
て
も
そ
の
出
発
点
は
在
地
有
力
武
士
と
哉
力
や
経
済
的
な
基
礎
か
ら
み
て
も
大
差
は
な
か
っ
た
か
ら
、
分
国
形
成
の

過
程
で
は
そ
れ
ら
の
式
士
と
積
極
的
に
敵
対
関
係
を
も
た
な
か
ウ
た
し
、
さ
き
に
の
べ
た
条
件
か
ら
も
も
ち
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
つ

て
、
戦
国
大
名
の
分
国
で
は
旧
来
の
生
産
関
係
が
根
ず
よ
く
の
こ
っ
て
い
た
。
だ
が
、
戦
国
大
名
の
指
向
す
る
経
済
的
基
礎
は
名
主
で
あ

っ
た
か
ら
、

か
か
る
条
件
で
は
必
然
的
に
名
主
の
う
え
に
の
る
在
地
式
土
と
対
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
武
士
た
ち
は
旧
来
の
生

産
関
係
を
の
こ
す
商
品
流
通
に
よ
っ
て
自
己
を
保
強
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
戦
国
大
名
が
新
し
く
創
出
す
る
役
割
は
大
き
か
っ
た
。

そ
れ
に
関
連
し
て
大
名
の
知
行
人
に
た
い
す
る
知
行
高
の
貫
高
制
と
領
主
へ
の
地
代
の
銭
納
化
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
知
行
人
の

知
行
高
は
後
北
条
氏
と
の
力
関
係
で
き
ま
っ
た
の
で
実
質
的
な
生
産
力
を
反
映
し
て
い
な
か
っ
た
。
知
行
高
を
貫
高
で
規
定
し
た
の
は
名



主
た
ち
の
広
汎
な
市
場
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
貨
幣
を
か
く
と
く
さ
せ
、
知
行
高
と
同
等
の
地
代
を
知
行
人
に
支
払
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
名

主
へ
の
余
剰
部
分
を
の
こ
し
、
知
行
人
か
ら
遊
離
さ
せ
て
名
主
の
基
礎
に
た
っ
た
商
品
流
通
を
展
開
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
在

地
武
士
と
名
主
と
の
た
た
か
い
が
お
る
の
で
、
戦
国
大
名
が
市
場
で
の
「
押
買
狼
籍
」
の
禁
止
を
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
c

市
場
で
は
鍛
冶
の

地
理
的
存
在
に
よ
る
鍬
な
ど
の
生
産
用
具
の
交
換
が
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
農
村
に
お
け
る
生
産
力
の
向
上
が
は
か
ら
れ
家
父

長
的
名
主
を
中
心
と
し
た
郷
村
に
変
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
段
階
に
い
た
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
自
給
で
き
る
自
然
経
済
下
の
郷
村
で
は

き
わ
め
て
か
ぎ
ら
れ
た
種
類
の
商
品
し
か
は
い
り
こ
め
る
余
地
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
名
主
の
も
と
で
の
余
剰
生
産
物
は
市
場
に
積
極
的

に
放
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
戦
国
時
代
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
あ
ら
わ
れ
る
、
地
方
市
場
の
開
設
や
市
町
は
そ
の
よ
う
な
基
礎
に
た
っ
て

後
北
条
氏
は
こ
の
た
め
に
も
統
一
貨
幣
と
し
て
の
永
楽
銭
の
価
値
を
さ
だ
め
の
で
あ
る
。
市
場
の
発
展
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
名
主
的
な
商
品
流
通
が
展
開
し
は
じ
め
る
と
現
物
で
の
反
銭
棟
別
銭
の
要
求
が
で
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
と

い
る
の
で
あ
る
@
。

き
に
名
主
か
ら
の
余
剰
農
産
物
を
買
い
あ
つ
め
る
中
継
地
商
人
の
登
場
が
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
が
東
海
地
方
で
は
伊
勢
大
湊
の
角
屋
で
あ

る
。
角
屋
は
北
条
、
北
畠
、
織
田
、
徳
川
田
氏
の
印
判
を
う
け
た
廻
船
問
屋
で
あ
り
、
各
自
独
立
し
た
分
国
経
済
を
む
す
び
・
つ
け
る
役
割
を

商品流通と地域社会

も
っ
て
、
戦
争
に
よ
る
米
塩
の
価
格
の
変
動
を
つ
う
じ
て
大
き
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
商
品
の
交
換
と
い
う
よ
り
も
交
通
手
段

を
も
っ
て
大
き
く
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
中
継
地
商
人
こ
そ
戦
国
大
名
段
階
の
典
型
的
な
商
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
商
人
の
発
生
す

る
場
所
は
海
上
交
通
と
陸
上
交
通
の
結
接
点
に
あ
る
。

応
仁
の
大
乱
に
あ
っ
て
京
都
は
焼
土
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
京
都
の
伝
統
的
経
済
的
地
位
は
か
わ
る
ど
こ
ろ
が
絶
対
的
に
は
上
昇
し

た@。

し
か
も
京
都
の
背
後
に
位
す
る
近
江
は
東
海
、
北
陸
か
ら
の
商
品
の
集
散
地
域
と
な
っ
た
し
、
保
内
の
商
人
の
活
動
は
め
ざ
ま
し
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が
っ
た
@
。

こ
れ
ら
の
商
人
は
す
で
に
の
べ
た
商
品
流
通
の
う
え
に
た
っ
て
い
た
商
業
で
あ
っ
た
か
ら
、
名
主
作
あ
い
の
否
定
を
基
本
と
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す
る
近
世
的
大
名
に
よ
っ
て
没
落
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
c

幕
落
体
制
は
戦
国
時
代
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
同
国
の
商
品
流
通
網
を
大
坂

中
心
に
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
封
建
的
な
統
一
市
場
を
完
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
度
、
歴
史
学
研
究
会
大
会
の
封
建
部
会
に
お
い
て
「
商
品
流
通
」
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
拙
稿
「
後
北
条
氏
の
発
展
と

商
業
」
、
脇
田
修
氏
「
近
世
初
期
、
先
進
地
帯
に
お
け
る
都
市
と
商
品
流
通
」
、
吉
、
永
昭
氏
「
専
売
制
度
と
商
品
流
通
」
、
中
井
信
彦
氏
「
近
世
封

建
社
会
に
お
け
る
商
品
流
通
史
研
究
の
課
題
」
以
上
、
歴
史
学
研
究
二
二
九
号
、
ま
た
、
最
近
に
な
っ
て
、
か
か
る
問
題
意
識
の
う
え
に
た

っ
て
す
ぐ
れ
た
実
証
的
研
究
に
近
世
流
通
史
研
究
会
の
成
果
で
あ
る
山
口
徹
氏
「
小
浜
・
敦
賀
に
お
け
る
近
世
初
期
豪
商
の
存
在
形
態
」
と

小
野
正
雄
氏
「
寛
文
期
に
お
け
る
中
継
商
業
都
市
の
構
造
」
歴
史
学
研
究
二
四
八
号
が
あ
る
。
個
別
的
な
地
方
史
研
究
を
い
か
に
日
本
全
体

史
に
い
か
す
か
に
つ
い
て
は
地
方
史
研
究
協
議
会
の
こ
こ
ろ
み
と
し
て
の
「
藩
政
史
特
集
」
地
方
史
研
究
四
四
号
や
「
中
世
史
特
集
」
向
上

四
五
号
が
あ
る
。

②
「
歴
史
地
理
学
紀
要

I

l
本
質
と
方
法
」
日
本
歴
史
地
理
学
研
究
会
一
九
五
九
年

①
「
地
域
変
貌
」
紀
要
E

日
本
歴
史
地
理
研
究
会
、
一
九
六
O
年

④
山
本
正
三
氏
「
地
理
学
界
の
動
向
」
地
方
史
研
究
四
八
号

@
@
⑦
上
杉
家
古
文
書
大
日
本
古
文
書
所
収

③
豊
田
武
氏
「
増
訂
中
世
日
本
中
世
商
業
史
の
研
究
」
岩
波
書
庖
庄
園
と
市
場
一
一
一
一

t
一
一
八
頁

@
渡
辺
素
舟
氏
「
平
安
時
代
国
民
工
芸
の
研
究
」
東
京
堂
版

⑮
豊
田
武
氏
は
鎌
倉
時
代
に
蔵
人
所
の
鋳
物
師
が
諸
国
を
往
反
し
て
鍋
、
釜
、
打
鉄
、
鋤
、
鍬
は
も
と
よ
り
絹
布
、
米
穀
の
類
を
行
商
し
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
、
豊
田
武
氏
「
前
掲
書
」

@
拙
稿
「
南
関
東
に
お
け
る
戦
国
時
代
の
交
通
」
新
地
理
七
巻
三
・
四
号

⑫
「
中
世
社
会
」
第
三
章
第
三
節
「
商
品
流
通
の
展
開
」
-
六
七
頁
新
日
本
史
大
系
第
三
巻

@
@
同
右
「
商
品
流
通
の
展
開
」
の
座
一
七
三
頁

@
山
被
の
大
崎
神
人
の
油
座
は
い
う
ま
で
も
な
く
関
所
の
免
税
権
が
あ
っ
た
こ
と
は
衆
知
の
事
実
で
あ
り
、
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。

註
①
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⑮
拙
稿
「
戦
国
時
代
に
お
け
る
南
関
東
の
交
通
二
耕
地
理
七
巻
三
・
四
号

③
⑮
⑧
「
金
沢
文
庫
古
文
書
」
所
務
篇

⑮
⑧
「
鶴
岡
八
嬬
宮
文
書
」
鎌
倉
市
史
史
料
編
第
一

⑫
「
荏
柄
天
神
社
文
書
」
鎌
倉
市
史
史
料
編
第
一

@
「
金
沢
文
庫
古
文
書
」
所
務
篇

⑫
鍬
に
つ
い
て
は
絹
布
と
同
様
な
商
品
と
し
て
個
別
的
に
は
か
か
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
荷
物
-
般
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
必
ず
し

も
鍬
の
商
品
価
値
が
低
く
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
後
北
条
氏
の
分
国
の
確
立
期
に
な
っ
て
も
鋳
物
師
の
活
動
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
関
本
登
勢
子
氏
所
蔵
文
書
」

こ
の
当
時
の
領
主
は
年
貢
の
取
得
者
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
洛
意
的
に
名
主
以
下
の
労
働
力
を
搾
取
し
て
い
た
。
拙
稿
「
後
北
条
氏
の

発
展
と
商
業
」
歴
史
学
研
究
二
二
九
号
塩
に
つ
い
て
は
石
母
田
正
民
の
ヒ
ン
ト
に
よ
る
。

こ
の
方
法
は
後
北
条
民
の
登
場
以
前
に
鎌
倉
の
明
月
院
が
相
州
六
浦
内
に
塩
場
を
も
っ
て
い
た
の
と
同
質
で
あ
っ
た
。
明
月
院
文
書
鎌
倉

市
史
史
料
篇
第
三

分
国
支
配
の
た
め
に
塩
や
魚
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
の
は
海
に
面
し
て
い
な
か
っ
た
武
田
氏
の
場
合
が
あ
る
。
甲
斐
古
府
八
日
市
場
に

お
い
て
は
武
田
民
の
直
結
し
て
い
た
酒
田
氏
が
魚
と
塩
を
独
占
し
て
い
た
。
奥
野
高
広
氏
「
武
田
信
玄
」
吉
川
弘
文
館
。
武
田
氏
の
塩
商
人

は
他
国
で
あ
っ
て
も
揮
を
も
と
め
て
活
動
し
た
。
今
川
氏
と
北
条
氏
の
た
め
に
塩
攻
め
に
あ
っ
た
と
き
は
北
条
氏
分
国
に
お
い
て
武
田
の
塩

商
人
と
た
た
か
い
な
が
ら
も
塩
荷
を
相
州
か
ら
甲
州
へ
は
こ
ん
で
い
る
。
大
藤
文
書
芹
沢
文
書
豊
田
武
氏
「
前
掲
書
」
三
四
三
頁
こ

の
面
か
ら
い
っ
て
戦
国
大
名
分
国
下
の
商
人
資
本
は
大
名
権
力
に
一
体
化
し
、
身
分
的
に
も
実
質
的
に
も
武
士
あ
る
こ
と
に
よ
り
莫
大
な
利

益
を
あ
げ
え
た
。
西
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
小
早
川
氏
は
は
じ
め
は
生
産
力
の
た
か
い
山
間
部
に
あ
っ
た
が
、
勢
力
の
拡
大
と
と
も

に
地
理
的
位
置
の
優
位
性
か
ら
出
発
し
た
市
場
を
確
保
し
た
o

河
合
正
治
氏
「
城
下
町
成
立
の
問
題
」
二

1
一
二
頁
第
一
表
領
主
の
本
拠
と

そ
の
経
営
の
市
場
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
足
柄
上
郡
巻
三
五
山
西
村
の
項
所
載
甲
州
郡
内
平
岡
村
村
民
所
蔵
文
書

天
正
八
年
(
一
五
八
O
)
藤
田
甘
糟
商
人
長
谷
川
氏
が
五
疋
五
駄
の
免
除
を
領
主
よ
り
え
て
い
る
し
、
寛
永
七
年
(
一
六
三
O
)
の
相
州
当

麻
宿
の
市
祭
り
覚
え
に
は
小
田
原
う
い
ろ
う
が
弐
拾
壱
人
、
玉
縄
の
田
中
五
郎
左
衛
門
が
拾
壱
人
の
若
衆
が
い
た
こ
と
が
ら
あ
き
ら
か
で
あ

ろ
う
。

二一

t
ニ
二
頁
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「
新
編
相
州
古
文
書
」
拙
稿
「
後
北
条
氏
時
代
の
町
」
封
建
都
市
の
諸
問
題
、
鋳
物
師
山
田
氏
は
和
泉
の
出
身
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
、
鎌
倉
、
室
町
時
代
に
関
東
に
活
躍
し
た
和
泉
・
河
内
の
鋳
物
師
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
た
ん
に
後
北
条
氏
ば
か
り
で
は
な
く
、
戦
国
大
名
一
般
が
印
判
状
を
商
人
に
あ
た
え
て
分
国
下
の
商
業
活
動
を
お
こ
な
わ
せ
て

い
る
。
後
北
条
氏
は
分
国
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
分
国
支
配
の
た
め
の
支
城
を
も
お
け
る
が
、
支
城
主
も
領
下
の
商
人
に
印
判
状
を
あ
た
え

て
い
た
。
拙
稿
「
後
北
条
氏
の
発
展
と
商
業
」
歴
史
学
研
究
ニ
ニ
九
号

後
北
条
氏
の
例
に
と
っ
て
守
護
大
名
か
ら
戦
国
大
名
へ
の
分
固
形
成
過
程
に
お
け
る
商
品
流
通
を
考
え
た
の
は
、
い
ず
れ
の
地
域
に
お
い

て
も
基
本
的
に
は
同
様
な
発
展
方
向
を
た
ど
り
う
る
と
の
前
提
に
た
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
期
に
分
国
的
に
分
国
市
場
が
形
成
さ
れ
、
多
角

形
的
な
市
場
が
展
開
し
て
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
中
継
地
商
人
の
登
場
が
あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
い

か
に
も
地
方
的
市
場
が
あ
ら
わ
れ
る
に
し
て
も
究
極
的
に
は
畿
内
の
領
主
と
の
関
係
に
お
い
て
統
一
市
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
杉
山
博
氏

「
庄
園
に
お
け
る
商
業
」
日
本
歴
史
講
座
第
三
巻
中
世
編
一
河
出
書
一
房

畿
内
に
つ
い
て
は
各
地
域
の
頂
点
に
た
っ
対
領
主
層
の
参
加
の
し
か
た
を
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
今
後
の
問
題
で
あ
る

が
、
小
領
主
の
去
就
や
戦
国
期
に
お
け
る
在
郷
町
の
蔚
芽
は
脇
田
修
氏
の
前
掲
論
文
か
ら
し
て
も
小
領
主
制
の
解
体
に
よ
っ
て
う
ま
れ
で
る

の
で
は
な
か
っ
た
か
。

土
-
授
と
町
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
し
て
も
京
都
の
日
本
に
お
け
る
経
済
的
地
位
は
没
落
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
林
屋
辰
三
郎
氏
「
町

衆
の
成
立
」
中
世
文
化
の
基
調
一
九
七

t
ニ
O
O頁
、
米
場
の
初
見
は
文
明
三
年
(
一
四
七
四
)
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
そ
う
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
か
、
野
田
吾
夫
氏
「
中
世
都
市
の
経
済
生
活
」
畿
内
の
歴
史
地
理
研
究
一
六
三

t
一
七
二
頁

保
内
の
商
人
に
つ
い
て
は
脇
田
晴
子
氏
の
す
ぐ
れ
て
実
証
的
な
研
究
「
中
世
商
業
の
展
開
」
日
本
史
研
究
五
一
号
が
あ
る
が
、
た
し
か
に

実
証
に
よ
れ
ば
保
内
商
人
は
フ
ラ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
当
時
の
遠
隔
地
商
業
の
基
礎
か
ら
み
た
場
合
、
「
幕
藩
体
制
が
庄
園
制

の
崩
壊
の
中
か
ら
芽
生
て
き
た
農
民
的
商
品
経
済
の
成
果
を
自
己
の
も
の
の
と
L
て
つ
み
と
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

保
内
の
領
主
へ
の
去
就
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
い
か
に
発
展
し
た
商
人
資
本
と
い
え
ど
も
新
し
い
ウ
ク
ラ

i
ド
は
で
て
こ
な
い
。
封
建
的
小

農
民
を
基
礎
に
し
た
権
力
が
発
展
し
た
商
人
資
本
と
む
す
び
つ
い
た
と
き
に
は
じ
め
て
新
し
い
体
制
に
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
当
時
の
近
江
は
古
代
的
商
品
流
通
の
中
継
地
で
あ
り
、
古
代
権
力
を
さ
さ
え
た
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
地
域
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
カ
c
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