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も
見
て
と
れ
ま
す
。
ま
さ
に
廻
船
問
屋

の
世
界
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
だ
け
に
留

ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
富
裕
層
に
繋
が
り

が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

寄
合
だ
け
で
な
く
、
句
会
を
開
催
し

て
は
商
談
を
し
て
さ
ら
な
る
繋
が
り
を

作
る
、
も
ち
ろ
ん
俳
句
は
楽
し
み
の
一

つ
と
し
て
定
着
は
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
別
の
一
面
が
見
れ
る
と

こ
ろ
が
歴
史
の
楽
し
み
の
一
つ
で
す
ね
。

今
、
私
の
家
か
ら
蚶
満
寺
さ
ん
に
管
理

移
行
し
た
旅
客
集
に
つ
い
て
デ
ー
タ
作

成
を
計
画
中
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
も
俳
句
を
た
し
な
ん

で
い
ま
す
。
ボ
ォ
〜
と
し
て
い
る
時
や
、

パ
ッ
と
思
い
浮
か
ん
だ
時
に
メ
モ
し
な

が
ら
、
今
も
初
心
者
の
気
持
ち
で
続
け

て
い
ま
す
。
最
後
に
私
の
好
き
な
芭
蕉

の
句
を
三
句
紹
介
し
ま
す
。

　
　

酒
田
で
の
一
句
。
〜
方
丈
に
座
し  

　

て
簾
を
捲
ば
〜(『
お
く
の
ほ
そ
道
』

　

象
潟
の
章
)に
情
景
が
重
な
り
ま
す
。

　
　

月
山
で
の
一
句
。
大
景
と
月
山
の

　

雄
大
な
姿
が
目
の
前
に
開
け
ま
す
。

　
　

象
潟
で
の
一
句
。
防
波
堤
の
な
い

　

頃
の
鰐
淵
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

後
に
鳴
海
に
滞
在
し
、
何
度
か
名
古
屋

に
も
足
を
運
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　

そ
し
て
、
酒
田
へ
進
出
し
た
初
代
・
寺

嶋
又
兵
衛
の
二
代
目
・
利
兵
衛
と
寺
嶋

彦
助
が
芭
蕉
を
も
て
な
し
た
の
だ
そ
う

で
す
。
し
か
し
、
寺
嶋
家
に
は
後
継
ぎ

が
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
養
子
を
も
ら

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
養
子
を
出

し
た
の
が
今
野
家
で
、
三
代
目
・
寺
嶋

理
兵
衛
と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
寺
嶋

か
ら
尾
関
に
名
字
が
変
わ
り
、
尾
関
理

兵
衛
と
名
乗
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。(
金

家
家
系
図
よ
り
)
な
ぜ
尾
関
と
名
乗
る

よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
母
方

が
象
潟
町
関
の
生
ま
れ
で
、
尾
張
と
関

の
頭
を
取
り
尾
関
と
し
た
と
あ
り
ま
す
。

　

話
を
今
野
又
左
衛
門
に
戻
し
、
彼
の

人
物
像
を
見
て
み
る
と
、
し
た
た
か
な

面
が
見
え
隠
れ
し
て
い
ま
す
。
豪
商
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
武
士
と
の
繋
が
り

　　

芭
蕉
に
つ
い
て
は
先
代
か
ら
伝
え
ら

れ
た
の
で
は
な
く
、
私
の
名
字
「
金
」

に
興
味
が
あ
り
、
何
時
何
処
か
ら
来
た

の
か
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
探
り
た
い
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
蚶
満
寺
の

檀
頭
で
あ
り
親
交
が
深
い
こ
と
や
芭
蕉

を
も
て
な
し
た
こ
と
な
ど
を
知
る
に
至

り
ま
し
た
。
よ
く
、
今
野
又
左
衛
門
は

殿
様
で
す
か
？
と
言
う
人
が
い
ま
す
が
、

殿
様
で
は
な
く
名
主
な
ん
で
す
。
家
の

裏
に
こ
ん
も
り
と
し
て
竹
で
覆
わ
れ
た

山
が
象
潟
城
址
(
仁
賀
保
氏
居
城
)
と

し
て
遺
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
囲
む
二
ノ

丸
は
現
在
、
地
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　　　

芭
蕉
の
象
潟
で
の
動
向
は

前
項
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
割
愛
し
ま
す
が
、
酒
田

で
芭
蕉
を
も
て
な
し
た
の
は

誰
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

芭
蕉
は
酒
田
の
浦
役
人
で

豪
商
の
寺
嶋
彦
助
宅
で
伊
東
　
　

不
玉
た
ち
と
連
句
会
を
開
い

て
い
ま
す
。
寺
嶋
彦
助
は
元

は
尾
張
鳴
海
(
現
在
の
名
古

屋
市
鳴
海
区
)
で
本
陣
を
営

ん
で
い
た
寺
嶋
菐
言
(
芭
蕉

門
人
の
鳴
海
六
俳
仙
の
一
人
)
の
一

の
一
族
で
す
。
芭
蕉
は
『
お

く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
前
・
旅

す
。
命
を
賭
し
て
守
る
べ
き
も
の
を
守

り
と
お
す
姿
は
、
お
寺
の
尊
厳
や
物
の

道
理
を
行
動
で
示
し
、
結
果
と
し
て
、

今
も
そ
の
貴
重
な
景
観
が
遺
っ
て
い
る

こ
と
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
禅
宗
の
お

坊
さ
ん
と
し
て
の
本
道
を
示
し
た
方
で

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
想
い
を
蚶
満

寺
と
し
て
も
、
「
覚
林
和
尚
を
顕
彰
す

る
会
」
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
後
世
に
語

り
継
い
で
い
き
ま
す
。

　

多
く
の
方
が
「
蚶
満
寺
は
芭
蕉
ゆ
か

り
の
お
寺
」
と
い
う
認
識
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
確
か
に
蚶
満
寺
は
万
人
受

け
す
る
観
光
地
と
し
て
の
お
寺
で
は
な

く
、
多
く
の
場
合
、
鳥
海
山
や
獅
子
ヶ

鼻
湿
原
を
訪
れ
た
際
に
足
を
延
ば
し
て

み
よ
う
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
。
歴
史

の
地
と
し
て
は
、
や
は
り
芭
蕉
に
興
味

が
あ
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
、
ほ
か
に
も

境
内
に
自
生
す
る
植
物
に
興
味
を
持
つ

学
者
な
ど
の
客
層
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
前
述
の
「
覚
林
和
尚
を
顕

彰
す
る
会
」
に
よ
る
継
承
活
動
や
「
九

十
九
島
の
松
を
ま
も
る
会
」
、
「
島
守

り
」
に
よ
る
島
々
の
保
全
活
動
は
、
景

勝
地
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
大
き
な

意
味
を
持
ち
、
観
光
地
と
し
て
も
生
き

て
き
ま
す
。
歴
史
と
観
光
を
繋
い
で
く

れ
る
観
光
案
内
人
の
皆
さ
ん
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
協
力
も
あ
り
、
鳥
海

山
を
核
と
し
た
本
市
が
持
つ
ポ
テ
ン
シ

ャ
ル
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
き
ま
す
。
有
名
ど
こ
ろ
で
は
平
賀
源

内
や
小
林
一
茶
あ
た
り
で
す
。
近
年
で

は
先
代
の
能
忍
和
尚
と
戦
友
の
司
馬
遼

太
郎
、
そ
し
て
、
平
成
１９
年
に
台
湾
元

総
統
・
李
登
輝
が
訪
れ
て
記
帳
し
て
い

た
だ
い
た
こ
と
が
記
憶
に
新
し
い
で
す
。

　

ま
た
、
旅
客
集
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

夫
の
退
職
金
で
サ
イ
ド
カ
ー
付
き
の
バ

イ
ク
を
買
っ
て
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

を
巡
っ
て
い
る
夫
婦
が
立
ち
寄
っ
た
り
、

イ
ス
ラ
エ
ル
人
御
一
行
が
訪
れ
た
際
は
、

珍
し
い
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
『
お
く
の
ほ
そ

道
』
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ご
存
知
の
と
お
り
、
文
化
元
年
の
象

潟
地
震
に
よ
り
隆
起
し
て
し
ま
っ
た
九

十
九
島
を
本
荘
藩
の
開
墾
計
画
か
ら
守

っ
た
の
が
、
二
十
四
世
・
覚
林
和
尚
で

　　

先
代
の
能
忍
和
尚
は
「
お

く
の
ほ
そ
道
雑
考
」
を
書
い

て
い
ま
し
た
。
そ
の
な
か
に

は
、
芭
蕉
は
松
島
と
象
潟
を

見
比
べ
る
た
め
、
ま
た
西
行

法
師
ゆ
か
り
の
地
に
憧
れ
て

い
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
私
自
身
、

芭
蕉
に
つ
い
て
特
別
に
伝
え

ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
伝
え
る
も
の
で
は
な

く
、
伝
わ
る
も
の
で
あ
り
、

芭
蕉
ゆ
か
り
の
お
寺
と
い
う

こ
と
が
代
々
自
然
に
伝
わ
っ
て
い
く
も

の
だ
か
ら
で
す
。

　

芭
蕉
は
、
俳
句
に
興
味
が
あ
る
人
や

自
ら
俳
句
を
た
し
な
む
人
に
と
っ
て
は

必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
聞
く
名
前
で

す
。
現
代
の
俳
句
の
世
界
、
当
時
は
俳

諧
で
し
た
が
、
そ
の
文
化
を
確
立
し
た

人
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
ん
な
芭
蕉
の
魅
力
に
引
き
付
け
ら

れ
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
巡
り
足
跡
を

た
ど
る
人
も
多
く
、
こ
こ
蚶
満
寺
も
最

北
の
地
と
し
て
、
そ
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

蚶
満
寺
に
は
昔
か
ら
著
名
な
人
物
が

訪
れ
た
際
の
芳
名
帳
と
し
て
の
旅
客
集

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
多
く
の
歴

史
上
の
人
物
の
名
を
目
に
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
有
名
ど
こ
ろ
で
は
平
賀
源

い
く
も

だ
ん
と
う

り
ょ
き
ゃ
く
し
ゅ
う

ふ
ぎ
ょ
く

ひ
こ
す
け

ぼ
く
げ
ん

ふ
く
う
らく

づ
れ

わ
に
ぶ
ち

じ
ょ
う
し

ま 

た 

べ 

え 

り 

へ 

え 

り 

へ 

え 

か
く
り
ん

り
と
う
き

※
こ
の
執
筆
に
関
し
て
は
、
広
瀬
毅
彦
氏
著
『
奥
の
細
道
を
支
え
た
人
々
』
を
参
考
し
て
い
ま
す
。

面
が
見
え
隠
れ
し
て
い
ま
す
。
豪
商
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
武
士
と
の
繋
が
り

のののの
一
の
一
の
一
の
一
の
一
の
一
のの
一
の
一
のの
一一一

し
ま

も


