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蝦
夷
地
の
歴
史
と
絵
図

蝦
夷
地
と
和
人
地

　

蝦え

夷ぞ

と
は
か
つ
て
日
本
人
が
ア
イ

ヌ
民
族
に
対
し
て
用
い
た
呼
称
で
、

現
在
の
北
海
道
本
島
は
、
ア
イ
ヌ
の

人
々
の
土
地
で
あ
っ
た
「
蝦
夷
地
」

と
、松
前
藩
が
治
め
日
本
人（
和
人
）

が
居
住
す
る
「
松
前
地（
日
本
地
、和

人
地
）」
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
国
を
つ

く
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
蝦
夷
地
は

日
本
と
は
異
な
る
地
域
と
し
て
認
識

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
江
戸
時
代

の
日
本
地
図
に
蝦
夷
地
は
描
か
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
独

立
し
た
国
で
あ
っ
た
琉
球（
現
在
の

沖
縄
県
）に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。日

本
人
は
北
海
道
本
島
の
南
の
渡お
し
ま島

半

島
に
比
較
的
早
く
か
ら
進
出
し
て
お

り
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
渡
島
半

島
南
部
の
松
前
を
中
心
に
し
て
松
前

藩
が
成
立
し
、
松
前
、
箱
館（
函
館
）、

江
差
と
い
う
３
つ
の
重
要
な
港
が
発

達
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
和
人
地
は
、
江
戸
時
代
前
半

か
ら
時
期
が
下
る
に
従
っ
て
だ
ん
だ

ん
と
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し

て
明
治
２
年（
１
８
６
９
）に
、
蝦
夷

地
は
日
本
の
土
地
で
あ
る
と
日
本
政

府
が
布
告
し
、
名
称
も
北
海
道
に
改

め
ら
れ
た
の
で
す
。

記
録
に
見
る
松
前
・
江
差

　

松
前
を
拠
点
に
し
て
い
た
大
名
は

松
前
氏
で
、
か
つ
て
は
蠣か
き

崎ざ
き

と
名
乗

り
、
豊
臣
秀
吉
、
つ
い
で
徳
川
家
康

か
ら
蝦
夷
地
の
管
理
を
許
可
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
寒
冷
で
コ
メ
が
育
た
な

い
環
境
に
あ
っ
た
松
前
藩
は
石
高
を

持
た
ず
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
交
易
を
し

て
、
入
手
し
た
物
品
を
本
州
に
販
売

し
て
藩
の
財
政
を
賄
っ
て
い
た
の
で

す
。

　

松
前
の
繁
盛
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、

江
戸
時
代
の
地
理
学
者
・
古
川
古
松

軒
の
『
東
遊
雑
記
』
に

「
さ
て
松
前
へ
上
り
し
に
、
案
外
な

る
事
に
て
、
そ
の
屋
宅
の
奇
麗
な
る

事
、
都
め
き
し
所
に
て（
中
略
）貴
賤

の
男
女
千
躰
物
の
ご
と
く（
巡
見
使

を
）拝
見
に
出
し
風
俗
容
躰
、
衣
服

に
至
る
ま
で
も
、
上
方
筋
の
人
物
に

少
し
も
劣
ら
ぬ
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、「
地
元
の
住
民
た
ち
の
姿

形
、
衣
服
な
ど
全
て
上
方
筋（
京
都
・

大
坂
方
面
）と
変
わ
ら
ず
、
何
て
ぜ

い
た
く
な
土
地
な
ん
だ
」
と
い
う
こ

蝦夷地の近江商人
─滋賀大学経済学部附属史料館収蔵史料から

　2020年度三方よし研究所では「北海道と近江
商人」をテーマとした事業計画を柱としており、
コロナ禍の中でしたが、万全の対策に配慮して最
小人数で「三方よし講座」を開催しました。滋賀
大学教授の青柳周一先生から滋賀大学経済学部附
属史料館収蔵の史料から「蝦夷地の近江商人」と
題した講演いただき、近江商人が蝦夷地で活躍し
た背景などについて詳しいお話を聞くことができ
ました。今回の情報紙では特に特集として講演の
全部を収録しました。講演後には、幕末の蝦夷に
出かけた湖東商人藤野四郎兵衛旧宅を見学し、
300年前に北野大地で活躍した近江商人たちの姿
を垣間見た一日となりました。

滋賀大学経済学部教授
青柳　周一 氏
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講師

講演

　
今
回
は
「
蝦
夷
地
の
近
江
商
人
」
と
い
う
こ
と
で
、
近
江
の
地
か
ら
蝦
夷
地

に
渡
っ
た
商
人
た
ち
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
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蝦
夷
地
の
ア
イ
ヌ
と
近
江
商
人
の
活
動

　

江
戸
時
代
初
期
、
松
前
藩
が
成
立

し
た
当
初
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
さ
ま

ざ
ま
な
交
易
品
を
松
前
の
城
下
に
自

ら
運
び
込
ん
で
き
て
、
松
前
の
城
下

で
取
引
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
城

下
交
易
制
と
い
い
ま
す
が
、
次
第
に

松
前
藩
が
藩
主
の
一
族
や
上
級
の
家

臣
に
対
し
て
、
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
を

行
う
商あ
き
な
い
ば場を
分
け
与
え
、
そ
こ
に
松

前
か
ら
商
船
を
派
遣
し
て
取
引
す
る

商
場
知
行
制
と
い
う
形
態
に
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
他
の
大
名
が
藩
の
中
に

あ
っ
て
、
自
分
の
家
臣
に
対
し
て
知

行
地
を
与
え
る
の
と
同
じ
よ
う
に
商

場
を
与
え
た
の
で
す
。
松
前
藩
は
コ

メ
を
つ
く
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
そ

も
そ
も
家
臣
た
ち
に
分
け
与
え
る
水

田
が
な
い
の
で
、そ
の
代
わ
り
に
、ア

イ
ヌ
の
人
々
と
商
場
で
交
易
す
る
権

利
を
与
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
す

る
と
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
自
分
の
住

ん
で
い
る
場
所
を
離
れ
て
、
松
前
に

や
っ
て
く
る
こ
と
を
制
限
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、和
人
地
と
蝦
夷
地
が
、は
っ

き
り
と
分
か
れ
て
い
く
の
で
す
。

図１　「改正蝦夷地與地路程全図」（柴谷家文書、個人蔵、滋賀大学経済学部附属史料館寄託）

　

日
本
人（
和
人
）が
ア
イ
ヌ
に
交

易
品
と
し
て
渡
し
て
い
た
も
の
に
は
、

コ
メ
、
酒
、
衣
類
、
鉄
製
品
、
刀
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ア

イ
ヌ
側
か
ら
の
交
易
品
に
は
、
海
産

物
や
ク
マ
な
ど
の
毛
皮
、
ワ
シ
の
羽

や
「
蝦
夷
錦
」
と
呼
ば
れ
る
中
国
産

の
絹
織
物
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

場
所
請
負
制
の
展
開

　

松
前
藩
の
商
場
知
行
制
に
よ
る
交

易
に
は
、
や
が
て
商
人
た
ち
が
介
入

し
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
松
前
藩
に

運
上
と
い
う
一
種
の
営
業
税
を
納
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
人
々

が
住
ん
で
い
る
土
地（
商
場
）の
経

営
を
商
人
た
ち
が
請
け
負
う
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
す
。
商
人
は
当
然

利
潤
を
追
求
す
る
の
で
、
単
な
る
交

易
だ
け
で
は
な
く
、
利り

鞘ざ
や

を
稼
げ
る

活
動
と
し
て
、
蝦
夷
地
で
重
要
な
産

業
で
あ
る
漁
業
に
注
目
し
、
商
場
よ

り
も
広
い
エ
リ
ア
を
「
場
所
」
と
し

て
請
け
負
う
よ
う
に
な
り
、
大
量
の

人
々
を
動
員
し
て
大
掛
か
り
な
漁
業

を
展
開
し
て
い
く
段
階
へ
と
移
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
れ
を
場
所
請
負
制
と

い
い
、
享
保
年
間（
１
７
１
６
～
１

７
３
６
）頃
に
は
一
般
化
し
て
い
く

の
で
し
た
。

　

商
人
は
請
負
場
所
で
の
労
働
力
と

し
て
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
や
、
ヤ
ン
衆

な
ど
と
い
わ
れ
る
北
東
北
か
ら
渡
っ

て
く
る
日
本
人
を
労
働
力
と
し
て
雇

と
で
す
。
ま
た
、
江
差
に
つ
い
て
も
、

「
江
指（
江
差
）と
云
浦
は
至
て
よ
き

町
に
て
、
家
数
千
六
百
余
軒
、
端
々

に
至
る
ま
で
も
貧
家
と
見
ゆ
る
家
は

さ
ら
に
な
し
。
浜
通
り
に
は
土
倉
幾

軒
と
も
な
く
建
な
ら
べ
、
諸
州
よ
り

の
廻
船
、
此
日
見
る
所
大
小
五
十
艘

斗
也
。
町
に
入
り
見
れ
ば
、呉
服
店
・

酒
店
に
小
間
物
屋
此
外
諸
品
店
あ
り

て
、
も
の
の
自
由
な
る
事
上
方
筋
に

か
わ
ら
ず（
中
略
）委
し
く
聞
に
、
近

江
・
越
前
よ
り
出
店
数
多
、
上
方
よ

り
の
も
の
多
し
」　　

と
い
う
よ
う
な
観
察
を
し
て
い
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
松
前
や
江
差
は
、
極

め
て
上
方
風
の
文
化
が
栄
え
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
上
方
と
文
化
的
、
経
済
的

に
直
接
結
び
付
く
関
係
に
あ
っ
た
か

ら
で
、そ
れ
は
当
然
、廻
船
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
中
で
も
主
力
に
な
っ

て
い
た
の
が
、
近
江
、
あ
る
い
は
越

前
な
ど
か
ら
こ
の
地
に
進
出
し
て
い

た
商
人
た
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

な
お
図
１
は
「
改
正
蝦
夷
地
輿
地

路
程
全
図
」と
い
う
絵
図
で
す
。こ
れ

を
所
有
し
て
い
る
柴
谷
家
は
、
彦
根

市
南
部
の
柳
川
出
身
の
商
家
で
、
17

世
紀
前
半
頃
に
松
前
へ
渡
り
、
商
い

を
展
開
し
た
家
で
し
た
。「
輿
地
路

程
全
図
」
は
、
柴
谷
家
に
よ
る
蝦
夷

地
で
の
商
業
活
動
の
中
で
、
具
体
的

に
必
要
と
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
の
で
す
。
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コ
ン
ブ
が
長
崎
を
経
由
し
て
中
国
に

行
き
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の

コ
ン
ブ
が
鹿
児
島
の
薩
摩
藩
に
流
れ
、

さ
ら
に
琉
球
か
ら
中
国
に
も
た
ら
さ

れ
る
ル
ー
ト
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

た
蝦
夷
地
─
日
本
─
琉
球
─
中
国
を

結
ぶ
物
流
の
道
を
、
研
究
者
は
「
昆

布
ロ
ー
ド
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

昆
布
ロ
ー
ド
と
い
う
の
は
、
中
国
、

沖
縄
を
介
し
た
極
め
て
大
き
な
流
通

の
道
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、

場
所
請
負
制
が
つ
く
り
出
し
た
モ
ノ

の
流
れ
と
い
え
ま
す
。さ
ら
に
、こ
の

流
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
ル
ー
ト
を

た
ど
っ
て
、
長
崎
か
ら
中
国
に
渡
る

俵
物
と
い
わ
れ
る
海
産
物
も
蝦
夷
地

か
ら
積
み
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
長

崎
か
ら
中
国
に
渡
っ
た
俵
物
と
し
て

は
、煎い

海り

鼠こ（
ナ
マ
コ
を
塩
水
で
煮
て

干
し
た
も
の
）や
干
し
ア
ワ
ビ
、ふ
か

ひ
れ
な
ど
が
中
心
で
す
。
こ
れ
ら
は

中
華
料
理
の
高
級
食
材
で
す
が
、
実

は
日
本
か
ら
輸
出
さ
れ
た
も
の
が
多

い
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
モ
ノ
の
流

れ
の
起
点
が
蝦
夷
地
で
あ
り
、
そ
の

推
進
者
の
中
に
は
近
江
か
ら
蝦
夷
地

に
渡
っ
た
人
々
が
い
ま
し
た
。

　

蝦
夷
地
で
商
い
を
行
う
近
江
出
身

の
主
要
な
商
人
と
し
て
は
、
柳
川
村

の
建
部
七
郎
右
衛
門
、
田
付
新
助
、

平
田
与
三
右
衛
門
、
柴
谷
文
右
衛
門

や
、
八
幡
の
岡
田
弥
三
右
衛
門
、
西

川
伝
右
衛
門
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
に
上
が
っ
て
い
る
柳
川
、
八
幡

の
ほ
か
に
薩
摩
と
い
う
村
の
出
身
者

が
「
両
浜
組
」
と
い
わ
れ
る
グ
ル
ー

プ
を
結
成
し
て
、
18
世
紀
後
半
に
は

松
前
藩
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
金
の
貸
し

付
け
や
、
御
用
金
を
調
達
す
る
窓
口

と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
貸
し
付
け
を

す
る
代
わ
り
に
蝦
夷
地
で
の
商
業
活

動
に
お
い
て
、
特
権
的
な
立
場
を
占

め
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
江
戸
時

代
の
早
い
時
期
に
、
松
前
藩
の
場
所

請
負
や
交
易
な
ど
で
活
躍
し
た
の
は
、

何
を
さ
て
お
い
て
も
両
浜
組
の
商
人

た
ち
だ
っ
た
の
で
す
。

船
の
購
入
費
を
煎
海
鼠
の
代
金
で

決
済
す
る

　

先
ほ
ど
煎
海
鼠
に
つ
い
て
、
蝦
夷

地
か
ら
長
崎
を
経
由
し
た
流
れ
と
い

う
の
を
説
明
し
ま
し
た
が
、
延
享

元
年
か
ら
２
年（
1
7
4
4
年
か
ら

1
7
4
5
年
）頃
に
長
崎
か
ら
中
国

へ
輸
出
さ
れ
た
煎
海
鼠
は
、
ほ
と
ん

ど
が
両
浜
組
商
人
た
ち
が
廻
漕
し
た

も
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の
時

期
に
は
近
江
商
人
が
長
崎
貿
易
の
中

核
を
担
う
よ
う
な
位
置
に
い
た
の
で

す
。

　

煎
海
鼠
と
両
浜
組
商
人
の
関
係
を

示
し
て
い
る
の
が
図
2
の
史
料
で
す
。

　

岡
田
弥
三
右
衛
門
は
八
幡
の
商

人
で
、
享
保
15
年（
1
7
3
0
）に
、

2
3
0
石
積
の
船
を
地
元
の
人
々
か

ら
購
入
し
て
い
ま
す
。
そ
の
代
金
が

33
両
だ
っ
た
の
で
す
が
、
お
金
に
関

図２　「売渡シ申手舟之事」（岡田家文書、滋賀大学経済学部附属史料館蔵）

用
す
る
よ
う
に
な
り
、
鮭
や
ニ
シ
ン

漁
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
鮭
は
塩
鮭

と
し
て
本
州
に
送
ら
れ
、
当
時
た
く

さ
ん
捕
れ
た
ニ
シ
ン
は
〆
粕
な
ど
に

加
工
し
て
、
肥
料
と
し
て
本
州
に
送

ら
れ
、
農
業
生
産
力
を
非
常
に
高
め

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

カ
ズ
ノ
コ
も
当
然
ニ
シ
ン
を
解
体

す
る
と
採
れ
ま
す
が
、
高
級
な
食
材

と
し
て
貴
ば
れ
て
い
く
の
は
、
お
そ

ら
く
ニ
シ
ン
が
不
漁
に
な
り
、
採
れ

な
く
な
っ
て
以
降
で
す
。

昆
布
ロ
ー
ド

　

蝦
夷
地
の
主
要
な
産
物
と
し
て
は

コ
ン
ブ
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
で
も
国

内
産
の
コ
ン
ブ
の
主
要
産
地
は
北
海

道
で
す
。
コ
ン
ブ
は
主
に
寒
い
海
の

産
物
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
松
前
、
箱

館
と
い
っ
た
港
か
ら
本
州
に
向
け
て

運
び
出
す
と
、
西
廻
り
航
路
な
ど
に

乗
っ
て
、
関
西
に
も
た
ら
さ
れ
、
大

坂
、
京
都
の
昆
布
だ
し
中
心
の
食
文

化
を
つ
く
り
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
流
通
の
道
は
こ
れ
に
と

ど
ま
ら
ず
、
長
崎
な
ど
に
昆
布
が
も

た
ら
さ
れ
て
、
中
国
へ
の
主
要
な
輸

出
品
に
な
り
ま
す
。
当
時
、
中
国
は

海
岸
線
が
長
い
わ
り
に
、
コ
ン
ブ
が

採
れ
る
場
所
が
な
く
、
内
陸
で
の
海

藻
不
足
、
ミ
ネ
ラ
ル
不
足
を
補
う
た

め
に
、
日
本
や
朝
鮮
な
ど
か
ら
大
量

の
コ
ン
ブ
を
輸
入
し
ま
し
た
。
そ
の

主
要
な
流
れ
と
し
て
、
蝦
夷
地
産
の

※１　坂野・堀井「初代藤野辰次郎について─蝦夷地に渡った近江商人藤野家の近代」、『滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要』52号、2019
https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_
id=13405&item_no=1&page_id=13&block_id=21
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し
て
は
松
前
の
煎
海
鼠
の
代
金
で
差

し
引
き
し
て
済
ま
す
と
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
松
前
か
ら
廻
漕
し
て
い
る

煎
海
鼠
の
代
金
で
、
こ
の
お
金
は
決

済
し
ま
す
と
い
う
よ
う
に
取
り
決
め

て
い
る
の
で
す
。

表
と
い
え
る
西
川
伝
右
衛
門
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

初
代
伝
右
衛
門
は
寛
永
４
年

（
1
6
2
7
）に
生
ま
れ
、
父
吉
重
と

同
様
に
越
後
地
方
を
中
心
に
荒
物
や

菓
子
の
行
商
か
ら
は
じ
め
、
そ
の
後

は
呉
服
や
太
物
を
扱
っ
て
い
ま
す
。

　

蝦
夷
地
に
進
出
し
た
の
は
、
お
お

よ
そ
慶
安
３
年（
1
6
5
0
）年
頃
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
松
前
藩

は
、
江
戸
幕
府
か
ら
松
前
に
お
け
る

支
配
を
許
可
さ
れ
本
格
的
に
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
る
時
期
で
、
本
州

の
商
人
た
ち
に
と
っ
て
は
新
し
く
で

き
た
進
出
先
と
し
て
の
好
適
地
で
し

た
。
だ
か
ら
こ
そ
両
浜
組
商
人
た
ち

は
、
次
第
に
松
前
に
進
出
し
て
い
っ

た
の
で
す
。
西
川
伝
右
衛
門
も
そ
の

一
人
で
、最
初
は
呉
服
・
太
物
と
い
っ

た
商
品
を
持
ち
込
ん
で
商
い
、
一
方

で
こ
の
地
の
材
木
を
買
い
付
け
て
、

本
州
に
送
る
こ
と
が
中
心
で
あ
っ
た

よ
う
で
す
。

　

元
禄
14
年（
1
7
0
1
）、
2
代
目

の
こ
ろ
に
は
、
松
前
に
支
配
人
を
お

い
て
、出
店
経
営
を
本
格
化
さ
せ
、３

代
目
の
こ
ろ
に
は
両
浜
組
商
人
と
し

て
活
躍
を
始
め
ま
す
。
伝
右
衛
門
が

請
け
負
っ
て
い
た
の
は
、
タ
カ
シ
マ

や
ヲ
シ
ョ
ロ
と
い
っ
た
場
所
で
、
現

在
の
小
樽
市
域
の
場
所
が
中
心
で
す
。

ち
な
み
に
こ
の
後
見
学
に
行
く
豊
会

館（
又
十
屋
敷
）の
藤
野
家
は
、
上
ヨ

イ
チ
・
下
ヨ
イ
チ
場
所
か
ら
、
東
西

奥
蝦
夷
地
に
広
大
な
請
負
場
所
を
持

つ
に
至
り
ま
し
た
。
藤
野
家
に
つ
い

て
は
、
滋
賀
大
学
の
坂
野
鉄
也
さ
ん

と
堀
井
靖
枝
さ
ん
に
よ
る
論
文（
※

1
）も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

西
川
を
は
じ
め
、
両
浜
組
の
商
人

た
ち
が
松
前
に
置
い
て
い
る
出
店
の

店
員
、
支
配
人
な
ど
は
近
江
の
神
崎

郡
、
犬
上
郡
、
蒲
生
郡
な
ど
の
出
身

者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

一
方
で
、
各
場
所
の
運
上
屋（
※

２
）な
ど
で
は
松
前
や
出
羽
国
の
出

身
者
が
多
く
、
松
前
の
現
地
の
人
や
、

東
北
か
ら
蝦
夷
地
に
働
き
に
来
て
い

る
人
を
主
に
採
用
し
て
い
た
よ
う
で

す
。
つ
ま
り
松
前
の
出
店
で
は
近
江

出
身
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
は

い
え
、
蝦
夷
地
の
現
地
で
実
際
仕
事

を
す
る
人
の
出
身
は
雑
多
で
、
他
の

地
域
で
は
、
近
江
商
人
の
多
く
が
近

江
の
人
を
主
に
雇
用
し
て
い
た
状
況

と
は
異
な
り
ま
す
。

蝦
夷
地
と
本
州
を
結
ぶ
船

　

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館

に
寄
託
さ
れ
て
い
る
「
松
前
渡
海
船

絵
馬
」
は
、
柳
川
の
建
部
七
郎
右
衛

門
家
の
手
船
を
描
き
、
海
上
安
全
を

祈
願
し
て
地
元
柳
川
の
大
宮
神
社
に

奉
納
し
た
も
の
で
す
。

　

有
力
商
人
は
、
個
人
所
有
の
手
船

で
本
州
と
の
廻
漕
を
行
い
、
手
船
を

所
持
し
て
い
な
い
商
人
た
ち
は
、
越

前
国
河
野
浦
、
あ
る
い
は
敦
賀
な
ど

※２　運上屋：アイヌや出稼ぎ和人などを管理して、実際に漁業を営むための現地出張所のような施設。

図３　近江八幡為心町の岡田家旧宅

次
第
に
近
江
商
人
の
勢
力
が
衰
退

　

寛
政
11
年（
1
7
9
9
）に
東
蝦
夷

地
を
幕
府
が
直
轄
化
す
る
よ
う
に
な

る
と
、
江
戸
な
ど
か
ら
の
商
人
が
蝦

夷
地
へ
進
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
両

浜
組
の
特
権
的
な
立
場
が
次
第
に
揺

ら
い
で
い
き
ま
す
。
や
が
て
、
中
小

規
模
の
商
人
な
ど
は
、
こ
の
時
点
で

脱
落
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
で
も
、

八
幡
の
岡
田
弥
三
右
衛
門
・
西
川
伝

右
衛
門
や
豊
郷
の
藤
野
喜
兵
衛
な
ど
、

大
手
の
商
人
た
ち
は
生
き
残
っ
て
い

き
ま
す
。

　

次
第
に
蝦
夷
地
に
対
し
て
は
、
幕

府
の
介
入
が
強
ま
り
、
文
化
４
年

（
1
8
0
7
）に
は
幕
府
が
松
前
・
蝦

夷
地
全
域
を
直
轄
化
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
ロ
シ
ア
が
次
第
に
勢

力
を
南
下
さ
せ
て
お
り
、
対
外
的

な
観
点
か
ら
の
政
策
で
あ
っ
た
と

説
明
さ
れ
ま
す
。
現
地
の
動
向
が

い
っ
た
ん
落
ち
着
い
た
文
政
４
年

（
1
8
2
1
）に
、
東
西
蝦
夷
地
を
松

前
藩
に
還
付
し
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、

松
前
藩
は
奥
州
梁
川（
現
在
の
福
島

県
域
）に
領
地
を
あ
て
が
わ
れ
て
、内

地
の
大
名
と
し
て
存
続
し
て
い
た
の

で
す
が
、
そ
れ
が
ま
た
蝦
夷
地
に
復

活
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
幕
末
に
入
る
と
安
政
２

年（
1
8
5
5
）、
幕
府
が
蝦
夷
地
を

再
び
直
轄
化
し
、
五
稜
郭
戦
争
な
ど

を
経
て
、
明
治
政
府
に
受
け
継
が
れ

明
治
２
年（
1
8
6
9
）に
日
本
の
領

地
と
す
る
宣
言
が
な
さ
れ
、
北
海
道

と
名
前
が
変
更
さ
れ
た
の
で
す
。

八
幡
商
人
　
西
川
伝
右
衛
門

　

蝦
夷
地
進
出
し
た
近
江
商
人
の
代
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の
旅
に
出
る
と
い
う
か
た
ち
で
す
が
、

こ
れ
は
近
江
商
人
の
創
業
期
の
こ
と

で
、
ま
だ
出
店
経
営
を
行
っ
て
い
な

い
段
階
か
、
あ
る
い
は
商
品
目
録

な
ど
を
携
え
て
、
予
約
注
文
を
取
っ

て
商
品
を
後
で
送
る
と
い
う
と
き
に
、

て
ん
び
ん
棒
を
担
い
で
の
行
商
と
い

う
も
の
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

出
店
経
営
を
行
う
よ
う
に
な
る
と
、

か
さ
ば
る
品
物
は
船
な
ど
で
出
店
ま

で
運
ぶ
わ
け
で
す
か
ら
、
て
ん
び
ん

棒
を
担
い
で
行
商
の
旅
を
す
る
必
要

は
な
い
の
で
す
が
、
今
度
は
店
廻
り

と
い
う
か
た
ち
で
旅
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
近
江
商
人
は
一
生
旅

す
る
商
人
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

西
川
伝
右
衛
門
が
蝦
夷
地
と
八
幡

の
間
を
行
き
来
し
た
際
の
史
料
で
は
、

い
つ
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
支
出
が

あ
っ
た
か
を
克
明
に
記
載
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
親
類
、
檀
那
寺
、
町
中

の
組
頭
な
ど
へ
の
土
産
に
つ
い
て
も

記
さ
れ
た
史
料
も
あ
り
、
当
時
八
幡

へ
も
た
ら
さ
れ
た
蝦
夷
地
の
産
物
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
た
ね
や
文
庫
の
桂
浩

子
さ
ん
が
、
柴
谷
家
・
西
川
伝
右
衛

門
家
の
史
料
を
分
析
し
た
論
文（
※

３
）を
執
筆
さ
れ
て
お
り
、論
文
中
で

は
両
家
の
当
主
に
よ
る
近
江
─
蝦
夷

地
間
の
行
程
や
、
土
産
品
の
一
覧
表

な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
論
文
中
の
地
図
で
は
、
柴

谷
家
と
西
川
家
の
行
程
を
両
方
説

明
し
て
い
ま
す
。
西
川
家
の
ル
ー

ト
を
見
る
と
松
前
を
安
政
６
年

（
1
8
5
9
）10
月
13
日
に
出
発
し
て
、

11
月
９
日
か
ら
15
日
ま
で
江
戸
に
し

図４　「松前渡海船絵馬」（柳川・大宮神社蔵、滋賀大学経済学部附属史料館寄託）

※３　桂浩子「近世・近代の史料に見る近江商人の旅」、『滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要』50号、2017年
https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_
main_item_detail&item_id=9614&item_no=1&page_id=13&block_id=21

西
川
家
文
書
に
み
る
蝦
夷
地
と
近
江
の
関
係

　

近
江
国
か
ら
離
れ
た
地
域
に
出
店

を
設
け
て
い
た
商
家
で
は
、
日
ご
ろ

の
出
店
運
営
に
関
し
て
は
支
配
人
や

手
代
と
い
っ
た
奉
公
人
た
ち
に
任
せ

て
お
り
、
出
店
か
ら
書
状
や
、
棚
卸

し
、
経
営
帳
簿
な
ど
を
近
江
国
の
本

家
に
出
送
ら
せ
て
、
経
営
状
態
を
把

握
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
指
示
を
行
い
ま

す
。
そ
れ
で
も
定
期
的
に
出
店
に
出

向
い
て
管
理
、
指
導
を
行
う
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
頻
度
は
年
に
1

回
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
か
つ
て
商

家
で
あ
っ
た
家
に
は
そ
の
行
程
の
記

録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

主
人
が
出
店
に
出
向
い
て
管
理
指

導
を
行
う
こ
と
を
店た
な

廻ま
わ

り
と
言
い
ま

す
。
近
江
商
人
の
旅
と
言
う
と
、
や

は
り
一
番
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
は
、

て
ん
び
ん
棒
を
担
い
で
、
自
ら
行
商

の
船
主
の
船
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
船
を
荷に

所ど
こ

船ぶ
ね

と
呼
ん
で
い

ま
す
。

　

荷
所
船
で
運
ば
れ
た
蝦
夷
地
か
ら

の
物
産
は
、敦
賀
に
陸
揚
げ
さ
れ
、琵

琶
湖
の
北
の
海
津
、
塩
津
港
な
ど
か

ら
、
琵
琶
湖
を
経
由
し
、
京
都
、
大

坂
の
方
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
や
が
て
琵
琶
湖
を
経
由
し
な
い

で
、
下
関
を
経
由
し
て
大
坂
ま
で
直

送
す
る
と
い
う
西
廻
り
航
路
が
発
達

し
て
い
く
と
、
敦
賀
─
大
津
の
、
内

陸
ル
ー
ト
の
廻
漕
量
は
だ
ん
だ
ん

減
っ
て
い
き
ま
す
。
同
時
に
、
両
浜

組
商
人
と
非
常
に
深
い
関
係
に
あ
っ

た
越
前
な
ど
の
荷
所
船
の
船
主
た
ち

は
、
自
ら
各
地
に
船
を
動
か
し
て
取

引
を
行
い
な
が
ら
航
海
を
す
る
北
前

船
に
転
化
し
て
い
く
の
で
し
た
。

　

北
前
船
は
船
主
自
体
が
商
人
で

あ
っ
て
、
蝦
夷
地
に
お
い
て
も
自
分

た
ち
が
蝦
夷
地
の
産
物
な
ど
を
買
い

受
け
て
、
そ
れ
を
一
番
高
く
売
れ
そ

う
な
港
に
持
っ
て
い
っ
て
売
り
、
そ

の
港
で
も
取
引
を
し
て
、
物
品
を
仕

入
れ
て
、
別
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
利

鞘
を
ど
ん
ど
ん
稼
い
で
い
く
と
い
う

も
の
と
説
明
さ
れ
ま
す
。

　

北
陸
の
船
主
が
自
ら
商
い
を
行
う

こ
と
で
次
第
に
近
江
商
人
の
勢
力
は

衰
退
し
ま
す
が
、
西
川
家
や
藤
野
家

は
明
治
に
な
っ
て
も
北
海
道
で
活
躍

し
て
い
ま
す
。
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ば
ら
く
滞
在
し
て
い
ま
す
が
、
近
江

八
幡
に
た
ど
り
着
い
て
い
る
の
が
11

月
28
日
で
す
か
ら
、
江
戸
滞
在
の
日

数
を
除
い
て
も
１
カ
月
以
上
か
か
る

旅
で
し
た
。
こ
の
と
き
船
は
使
い
ま

せ
ん
。
江
戸
時
代
の
船
と
い
う
の
は

遭
難
す
る
危
険
性
が
高
く
、
商
家
の

主
人
な
ど
が
旅
行
を
す
る
際
に
、
船

に
乗
っ
て
い
た
ら
危
な
い
の
で
、
人

の
移
動
と
貴
重
品
の
移
動
に
関
し
て

は
、
基
本
的
に
陸
路
を
利
用
し
ま
す
。

そ
し
て
、商
家
の
主
人
の
旅
に
は
、必

ず
お
付
き
の
者
が
同
行
し
ま
し
た
。

　

松
前
か
ら
八
幡
に
主
人
が
戻
っ
て

く
る
際
に
は
、
や
は
り
地
元
の
人
々

に
対
す
る
お
土
産
を
携
え
て
い
た
よ

う
で
、
蝦
夷
地
ら
し
い
産
物
と
し
て

は
、
棒
鱈
や
帆
立
貝
な
ど
が
史
料
中

に
見
ら
れ
ま
す
。
江
戸
で
は
役
者
を

描
い
た
江
戸
絵
や
浅
草
海
苔
も
買
っ

て
お
り
、
さ
ら
に
蝦
夷
細
工
物
、
テ

ン
キ
な
ど
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
蝦

夷
細
工
物
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
よ
る

木
彫
り
の
手
工
芸
品
で
、
煙
草
入
れ

や
茶
盆
・
糸
巻
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

「
テ
ン
キ
」
は
テ
ン
キ
グ
サ
、
ハ
マ

ニ
ン
ニ
ク
と
い
う
植
物
な
の
で
す
が
、

こ
の
茎
を
乾
燥
さ
せ
て
、
丁
寧
に
編

み
上
げ
た
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
伝
統

的
な
工
芸
品
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
江
商
人
が
蝦
夷

地
と
近
江
の
間
を
往
来
す
る
こ
と
で
、

蝦
夷
地
の
文
物
が
近
江
に
も
た
ら
さ

れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
の
で

し
た
。

「
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」
を

知
ら
せ
た
書
状

　

最
後
に
、
文
書
を
介
し
た
つ
な
が

り
と
い
う
こ
と
で
、
一
つ
紹
介
し
て

お
き
ま
す
。「
万
永
代
覚
帳
」と
い
う
、

西
川
伝
右
衛
門
家
文
書
中
の
史
料
の

一
つ
で
す
。　

「
万
永
代
覚
帳
」は
、八
幡
の
西
川
家

本
家
で
日
々
の
記
録
を
書
き
留
め
て

い
っ
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
松

前
の
煎
海
鼠
を
大
坂
か
ら
長
崎
に
向

け
て
輸
送
し
た
こ
と
に
関
す
る
記
事

も
見
ら
れ
ま
す
。
記
事
の
中
で
一
番

多
い
の
は
、
各
地
の
相
場
情
報
で
す
。

つ
ま
り
、
蝦
夷
地
な
ど
か
ら
の
商

品
を
い
つ
ど
こ
で
売
れ
ば
有
利
か
と

い
う
こ
と
を
判
断
す
る
た
め
に
、
八

幡
で
収
集
し
た
相
場
情
報
が
多
数
記

載
さ
れ
て
お
り
、
一
方
で
は
社
会
的

な
出
来
事
に
つ
い
て
の
記
事
も
見
ら

れ
ま
す
。
た
と
え
ば
朝
鮮
通
信
使
が

八
幡
を
通
過
し
た
こ
と
や
、
ア
イ
ヌ

の
歴
史
研
究
の
中
で
極
め
て
重
要
な

「
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」
の

生
々
し
い
報
告
も
記
述
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

寛
政
元
年（
1
7
8
9
）5
月
に
蝦

夷
地
で
発
生
し
た
事
件
の
情
報
が
６

月
に
は
す
で
に
八
幡
の
本
家
に
届
い

て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
当
時
と
し
て

は
極
め
て
伝
達
が
速
く
、
蝦
夷
地
か

ら
本
州
に
送
ら
れ
た
「
ク
ナ
シ
リ
・

メ
ナ
シ
の
戦
い
」
に
つ
い
て
の
最
初

の
記
録
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
「
飛
騨
屋
と
い
う
商

人
が
ク
ナ
シ
リ
に
派
遣
し
て
い
た
商

船
、
大
通
丸
に
乗
っ
て
い
た
船
頭
な

ど
が
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
大
規
模
な

反
乱
の
中
で
、
死
を
遂
げ
た
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。

　

飛
騨
屋
久
兵
衛
は
、
飛
騨
出
身
で

江
戸
に
拠
点
を
持
つ
商
人
で
す
。
飛

騨
屋
が
請
け
負
っ
て
い
た
の
が
、
北

方
四
島
と
現
在
言
わ
れ
て
い
る
国
後

島
に
あ
っ
た
場
所
と
、
メ
ナ
シ
と
い

う
現
在
の
根
室
市
に
含
ま
れ
る
と
こ

ろ
で
す
。
こ
こ
で
、
飛
騨
屋
側
の

人
々
の
横
暴
に
耐
え
か
ね
た
ア
イ
ヌ

の
人
々
が
ク
ナ
シ
リ
惣
乙
名
サ
ン
キ

チ
た
ち
の
死
を
契
機
に
蜂
起
し
、
現

地
に
い
た
松
前
藩
足
軽
１
人
・
飛
騨

屋
関
係
者
70
人
が
殺
害
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
こ
の
事
件
を
「
ク
ナ
シ
リ
騒

動
」「
蝦
夷
騒
擾
」
な
ど
と
、当
時
は

呼
ん
で
い
ま
し
た
。

「
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」
の
背
景

　

享
保
期
頃
に
、
場
所
請
負
制
が
一

般
化
し
て
く
る
と
、
近
江
商
人
も
含

め
て
請
負
商
人
た
ち
は
現
地
に
運
上

屋
と
か
番
屋
と
い
う
現
地
出
張
所
を

建
て
、
そ
こ
に
は
、
支
配
人
・
通

詞
・
番
人
と
い
っ
た
、
現
地
で
働
く

日
本
人
が
派
遣
さ
れ
て
、
ア
イ
ヌ
の

人
々
を
管
理
し
て
い
く
と
い
う
流
れ

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
際
に
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
労

働
力
と
し
て
雇
わ
れ
る
の
で
す
が
、

男
女
の
賃
金
差
が
あ
っ
た
り
、
彼
ら

を
労
働
場
所
ま
で
連
れ
て
く
る
附
添

番
人（
和
人
）に
対
し
て
は
ア
イ
ヌ
の

人
よ
り
高
額
を
支
払
っ
た
り
、
漁
獲

物
の
買
い
上
げ
価
格
に
関
し
て
も
格

差
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
雇

代
の
未
払
い
や
労
働
の
強
制
、
ア
イ

ヌ
女
性
へ
の
暴
力
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
事
態
が
現
地
で
は
起
き
て
い
ま
し

た
。

　

そ
う
い
っ
た
中
で
、
飛
騨
屋
の
場

所
に
お
い
て
、
そ
れ
が
集
中
的
に
発

生
し
た
よ
う
で
、
ク
ナ
シ
リ
か
ら
メ

ナ
シ
に
か
け
て
、
1
3
0
人
の
ア
イ

ヌ
に
よ
る
大
蜂
起
が
発
生
し
ま
す
。

こ
れ
が
、
江
戸
時
代
最
大
で
最
後
の

ア
イ
ヌ
民
族
に
よ
る
蜂
起
と
な
り
ま

し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
松
前
藩
は
、
藩
士

2
6
0
人
を
派
遣
し
、
蜂
起
は
鎮
圧

さ
れ
ま
す
。
投
降
し
て
き
た
ア
イ
ヌ

の
人
々
37
人
を
松
前
藩
は
反
乱
の
首

謀
者
と
い
う
こ
と
で
全
員
処
刑
し
て

お
り
ま
す
。
謝
罪
し
て
き
た
に
も
関

わ
ら
ず
処
刑
し
た
わ
け
で
す
。

　

鎮
圧
さ
れ
た
後
に
、
松
前
藩
は
飛

騨
屋
に
全
責
任
を
負
わ
せ
る
か
た
ち

で
請
負
の
中
止
を
命
令
し
ま
す
。

　

当
時
の
日
本
国
内
で
も
極
め
て
高

い
関
心
が
こ
の
事
件
に
寄
せ
ら
れ
、

日
野
商
人
の
中
井
源
左
衛
門
家
な
ど

に
も
関
連
す
る
史
料
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
根
室
の
納
沙
布
岬
に
は

「
横
死
七
十
一
人
之
墓
」
と
い
う
碑

が
立
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ノ
ッ
カ

マ
ッ
プ
と
い
う
所
で
は
、
ア
イ
ヌ
の

人
々
を
中
心
と
し
て
、
イ
チ
ャ
ル
パ

と
い
う
供
養
祭
が
1
9
7
4
年
に
始

ま
り
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。
な
お
、

イ
チ
ャ
ル
パ
は
「
横
死
七
十
一
人
之

墓
」の
前
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。　

　

こ
の
よ
う
に
本
州
か
ら
商
人
た
ち

が
進
出
し
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
、

ア
イ
ヌ
の
人
々
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
た
か
と
い
う
こ
と
は
、

き
ち
ん
と
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、ア
イ
ヌ
の
人
々
も
日
本
人
と

の
関
係
の
中
で
、
自
ら
生
活
を
ど
う

主
体
的
に
営
ん
で
い
く
か
と
い
う
こ

と
を
自
ら
選
択
し
て
い
っ
た
部
分
が

あ
り
ま
す
の
で
、
た
だ
た
だ
迫
害
さ

れ
る
ば
か
り
の
存
在
で
は
な
か
っ
た

は
ず
な
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
歴
史

の
中
で
、日
本
人
と
ア
イ
ヌ
が
ど
の
よ

う
な
関
係
を
営
ん
で
い
た
の
か
と
い

う
の
を
し
っ
か
り
見
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
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中
国
武
漢
で
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
は
瞬
く
間
に
世
界
中
に
広
が

り
、感
染
拡
大
防
止
策
に
よ
っ
て
、本
年

は
3
月
以
降
の
様
々
な
行
事
が
中
止
・

延
期
・
縮
小
に
な
っ
た
。
学
校
に
も
職

場
に
も
行
け
な
い
、
県
域
を
ま
た
が
っ

て
の
行
動
を
慎
む
よ
う
に
、
不
急
の
渡

航
は
禁
止
で
あ
り
、
世
界
中
が
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
怯
え
、
当
然
な
が
ら

経
済
状
況
は
悪
化
し
て
い
る
。
そ
れ
で

も
月
日
は
流
れ
、
２
０
２
０
年
も
終
わ

り
に
近
づ
い
て
き
た
。

　

思
い
が
け
な
い
事
態
は
い
つ
起
き
る

か
予
測
で
き
な
い
。
古
今
東
西
、
疫
病

は
こ
れ
ま
で
に
も
何
度
と
な
く
発
生
し

て
い
る
が
現
在
は
地
球
全
体
の
問
題
に

広
が
っ
て
い
る
だ
け
に
厄
介
そ
う
だ
。

　

災
害
は
い
つ
や
っ
て
く
る
か
わ
か
ら

な
い
。
天
災
・
災
害
は
人
生
に
は
つ
き

も
の
、
こ
う
し
た
時
に
も
平
常
心
を
失

わ
な
い
こ
と
を
商
家
の
家
訓
な
ど
で
は

戒
め
て
い
る
。

　

塚
本
定
右
衛
門
家
の
『
家
内
申
合

書
』
で
は
「
不
運
な
時
の
大
事
な
こ
と

は
、
戦
線
を
縮
小
し
、
身
を
慎
み
、
家

の
者
は
互
い
に
和
合
し
て
、
ひ
た
す
ら

家
業
に
励
み
な
が
ら
時
節
を
待
つ
こ
と

で
あ
る
」
と
す
る
。
冷
静
な
判
断
は
い

つ
も
必
要
な
こ
と
で
は
あ
る
が
…
。
厳

し
い
冬
を
耐
え
、
輝
く
春
の
到
来
が
待

ち
遠
し
い
。 て

ん
び
ん
棒
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初
代
は
、農
家
に
生
ま
れ
、寛

政
12
年（
1
8
0
0
）、
北
海
道

に
渡
り
独
立
開
業
。
松
前
か
ら

さ
ら
に
奥
地
の
釧
路
・
十
勝
・

根
室
方
面
の
漁
場
を
商
圏
と
し
、

文
政
12（
1
8
2
9
）
廻
船
事

業
に
進
出
し
北
前
船
七
隻
を
持

つ
ま
で
に
な
っ
た
。
２
代
四
郎

兵
衛
の
子
、
辰
次
郎
は
明
治
20

年（
1
8
8
7
）に
分
家
独
立
し
、

北
海
道
開
拓
使
が
創
設
し
た
根

室
の
缶
詰
工
場
の
払
い
下
げ
を

受
け
、
サ
ケ
缶
詰
の
製
造
を
開

始
。
明
治
24
年（
1
8
9
1
）に

は
五
陵
北
辰
の
商
標
を
道
庁
よ

り
譲
与
さ
れ
、
一
段
と
信
用
を

増
し
た
商
品
の
海
外
輸
出
を
始

め
た
。
こ
の
時
作
ら
れ
た
缶
詰

は
現
在
マ
ル
ハ
ニ
チ
ロ
の
「
あ

け
ぼ
の
さ
け
」
と
し
て
受
け
継

が
れ
て
い
る
。

　

旧
中
山
道
沿
い
に
あ
る
豊
会

館（
又
十
屋
敷
）は
、
藤
野
四

郎
兵
衛
の
旧
宅
で
、
天
保
７

年（
1
8
3
6
）
に
建
て
ら
れ

た
。
天
保
の
大
飢
饉
の
真
っ
直

中
。
東
北
の
冷
害
や
浅
間
山
の

大
噴
火
な
ど
の
災
害
で
米
価
が

高
騰
し
、
日
本
各
地
で
餓
死
者

が
多
数
出
た
ほ
か
、
百
姓
一
揆

や
打
ち
こ
わ
し
も
頻
発
し
て
い

る
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

時
に
藤
野
四
郎
兵
衛
が
贅
沢
な

屋
敷
や
庭
園
を
造
り
始
め
た
と

い
う
話
が
彦
根
藩
の
12
代
藩
主
、

井
伊
直な
お

亮あ
き

の
耳
に
入
り
、
直
亮

は
激
怒
し
て
奉
行
を
さ
し
む
け

た
。
と
こ
ろ
が
普
請
の
現
場
で

は
多
く
の
人
が
雇
わ
れ
て
賃
金

が
支
払
わ
れ
、
家
族
の
分
ま
で

食
事
が
与
え
ら
れ
て
い
て
逆
に

直
亮
を
感
心
さ
せ
た
と
い
う
。

藤
野
四
郎
兵
衛
の
お
助
け
普
請

　

近
江
商
人
を
中
心
に
蝦
夷
地
と
近

江
と
の
関
わ
り
を
見
て
き
ま
し
た
が
、

蝦
夷
地
と
近
江
す
な
わ
ち
現
在
の
滋

賀
と
の
関
わ
り
と
い
う
の
は
、
そ
れ

を
越
え
て
も
っ
と
広
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
鶴
岡
実
枝
子

さ
ん
の
論
文
「
近
世
近
江
地
方
の
魚

肥
流
入
事
情
」（『
史
料
館
研
究
紀

要
』
３
、
1
9
7
0
）で
は
、

「（
江
戸
時
代
の
敦
賀
港
で
）中
期
以

降
米
に
代
わ
っ
て
主
要
な
入
津
品
と

な
っ
た
松
前
物
に
つ
い
て
は
、
寛
文

年
中
の
入
津
品
目
中
に
、
昆
布
・
干

鮭
・
串
貝
・
い
り
こ
・
く
じ
ら
・
に

し
ん
・
数
の
子
の
品
名
が
挙
げ
ら
れ

て
お
り
、
敦
賀
港
に
松
前
物
の
入
津

が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
に
至
る
の

は
、
こ
の
近
江
地
方
の
魚
肥
需
用
の

増
大
と
、
松
前
に
於
け
る
魚
肥
生
産

の
発
展
に
拘
わ
る
わ
け
で
あ
る
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
当
時
の
蝦
夷
地
か
ら
は
、

敦
賀
の
港
に
こ
う
い
っ
た
品
物
が
大

量
に
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
近
江
国
と
い
う
の

は
、
コ
メ
の
非
常
に
主
要
な
生
産
地

で
し
た
。
江
州
米
で
す
ね
。
そ
の
中

で
、
魚
肥
の
需
要
が
高
ま
っ
て
き
ま

す
。
蝦
夷
地
産
の
ニ
シ
ン
を
使
用
し

た
〆
粕
の
よ
う
な
肥
料
が
松
前
か
ら

敦
賀
、
敦
賀
を
経
由
し
て
近
江
国
内

蝦
夷
地
と
近
江
、
歴
史
の
中
で
の
関
わ
り

に
入
っ
て
き
て
、
近
江
国
の
農
業
生

産
を
支
え
て
い
た
の
で
す
。
こ
う
し

た
魚
肥
需
要
の
増
大
が
、
松
前
か
ら

敦
賀
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
松
前
物
」

の
流
入
の
背
景
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

さ
ら
に
、
魚
肥
を
用
い
て
採
れ
た

コ
メ
で
近
江
の
酒
も
つ
く
ら
れ
ま
す
。

近
江
の
人
々
の
食
生
活
、
農
業
生
産

は
、
蝦
夷
地
と
切
り
離
せ
な
い
関
係

に
あ
っ
た
の
で
す
。

　

蝦
夷
地
に
進
出
し
た
両
浜
組
商
人

の
よ
う
な
、
現
地
へ
直
接
行
っ
た

人
々
だ
け
で
は
な
く
て
、
近
江
の

人
々
全
体
が
蝦
夷
地
の
産
物
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
た
部
分
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
現
在

の
滋
賀
県
で
暮
ら
し
て
い
る
私
た
ち

も
北
海
道
の
歴
史
に
対
し
て
、
も
っ

と
関
心
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

歴
史
の
中
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々

が
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
存
在
し

て
い
ま
す
。
三
方
よ
し
研
究
所
が
こ

の
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
近
江
商

人
を
介
し
た
近
江
と
蝦
夷
地
と
の
関

係
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
、
現
地
と

の
交
流
を
深
め
て
い
く
こ
と
は
非
常

に
よ
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
次
第

で
す
。

お助け普請で建設された豊会館


