
最上川の水運

最
上
川

の
水
運

長

井

政
太
郎

一
､
は
し
が
き

此
の
小
編
は
田
中
先
生
の
御
指
導
に
依
る
も
の
で
､
地
理
学
評
論
に
発
表
し
た
最
上
川
の
水
運
と
輸
送
貨
物
に
関

す
る
も
の
と
､
大
塚
地
理
学
会
論
文
集
に
発
表
し
た
酒
田
港
と
対
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
先
生
並
び
に
資
料
を

提
供
さ
れ
た
方
々
に
厚
-
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
｡

二
､
最
上
川
の
傾
斜
と
舟
運

最
上
川
の
上
流
松
川
は
県
南
の
高
山
吾
妻
山
に
発
し
､
長
井
盆
地
に
て
白
川
と
合
し
て
よ
-
最
上
川
と
な
る
｡
白

鷹
丘
陵
と
出
羽
丘
陵
の
間
を
流
れ
て
置
賜
盆
地
よ
-
村
山
盆
地
に
出
る
の
で
あ
る
が
､
村
山
盆
地
の
中
央
部
で
盆
地

の
南
部
を
潤
す
須
川
並
び
に
水
量
の
多
い
寒
河
江
川
を
合
わ
せ
､
尾
花
沢
盆
地
に
臨
む
手
前
で
第
三
紀
層
の
小
丘
を

越
え
､
最
上
盆
地
の

1
隅
を
通

っ
て
西
流
に
転
じ
､
出
羽
丘
陵
を
横
断
し
て
日
本
海
に
注
ぐ
｡
即
ち
御
物
川
と
共
に

最
初
は
北
流
す
る
縦
谷
で
あ

っ
た
の
が
､
途
中
か
ら
横
谷
に
転
ず
る
若
い
裏
日
本
東
北
型
と
で
も
称
す
べ
き
河
川
で

あ
る
｡
全
長
二
四
〇
キ
ロ
メ
-
ー
ル
中
米
沢
市
の
北
方
に
当
る
糠
野
目
村
以
下
酒
田
港
ま
で
二

一
六
キ
ロ
メ
-
ー
ル



の
間
舟
を
通
ず
る
も
､
側
侵
蝕
も
底
の
侵
蝕
も
共
に
進
ま
な
い
河
川
で
あ
る
た
鳩
に
盆
地
と
盆
地
の
間
に
遷
急
点
を

‖H

有
し
､
急
流
あ
る
い
は
急
瑞
を
造
る
の
で
日
本
三
急
流
に
数
え
ら
れ
て
い
た
｡
野
中
先
生
の
既
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う

第一回 最上川縦断図

酒
田
市

に
御
物
川
よ
-
若
-
､
阿
武
隈
川
よ
り
も
侵
蝕
の
進
ん
だ
河
川
で
あ
る
た
め
に
'
舟

運
と
地
形
と
の
関
係
は
相
当
著
し
い
｡

清

川

古

口

本

合
海

清

水

隼三
河
瀬

碁

点

谷
地
町

長
崎
町

左
沢
町

(黒
瀧
)

筒

蓑

長
井
町

糠
野
巨

糠
野
目
村
は
海
抜
六
七
〇
尺
で
あ
る
が
､
此
の
上
流
は
沢
山
の
支
流
に
分
か
れ
る

の
で
水
量
少
な
-
､
か
つ
急
傾
斜
と
な
る
の
で
明
治
五
年
に
運
河
に
よ
り
米
沢
に
舟

を
通
ぜ
ん
と
し
て
も
成
功
し
な
か

っ
た
が
'
此
の
下
流
は
五
百
分

一
以
下
の
傾
斜

で
､
明
治
初
年
以
来
塩
'
米
等
を
下
す
た
め
に
舟
を
通
じ
た
｡
し
か
し
盛
ん
に
利
用

さ
れ
た
の
は
七
百
分

一
以
下
の
傾
斜
と
な
る
長
井
町
以
下
で
あ

っ
た
｡
こ
の
間
は
今

＼

泉
山
の
峡
流
を
な
し
'
傾
斜
は
六
千
分

一
以
下
と
な
る
が
'
此
処
を
切
断
し
て
よ
-

長
い
時
期
を
経
過
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

長
井
盆
地
の
出
口
に
は
第
三
紀
層
の
頁
岩
が
横
た
わ
り
､
黒
瀧
と
呼
ば
れ
る
急
揺

2

を
な
し
､
元
禄
五
年
に
西
村
某
の
力
に
よ
っ
て
閉
塞
さ
れ
て
か
ら
初
め
て
舟
が
通
ず

る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
此
処
を
開
整
し
た
の
で
長
井
盆
地
の
河
床
が
低
下
し

ア
テ
ラザ
ワ

イ
モ
ガ
ワ

た
と
伝
え
ら
れ
る
｡
黒
瀧
以
下
左

沢

迄

の
間
の
所
謂
五

百

川

峡
谷
は
四
百
四
十
五
分

一
の
勾
配
が
三
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
間
続
き
､
曳
舟
で
辛
う
じ
て
通
船
す
る
こ
と
が

で
き
た
地
域
で
あ
る
｡
左
沢
町
の
出
口
も
元
禄
に
開
墾
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
､

長
崎
迄
の
間
は
平
均
八
百
分

一
の
傾
斜
で
あ
る
｡
此
の
下
流
は
平
野
の
中
を
蛇
行
し

て
い
る
の
で
千
五
百
分

一
以
下
で
､
出
口
に
至

っ
て
再
び
急
流
と
な
る
｡
尾
花
沢
盆



最上川の水運

地
と
の
間
に
第
三
紀
の
凝
灰
岩
質
砂
岩
よ
り
成
る
丘
陵
に
突
き
当
た
る
た
め
走
向
に
沿

っ
て
西
に
迂
回
す
る
｡
此
の

フ
オ
ル
メ-
カ
-

ミ
カ
ノ
セ

際
に
数
層
の
造
港
層
を
横
断
す
る
の
で
碁
点

･三
河

瀬

･
隼
の
所
謂
三
難
所
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
三
河
瀬
で

三
層
､
隼
で
は
二
層
を
越
え
る
の
で
あ
る
が
､
後
者
が
最
も
通
過
困
難
に
し
て
如
何
に
好
都
合
の
場
合
で
も
遡
る
に

3

は
人
力
で
曳
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
井
正
時
代
に
山
形
城
主
の
手
で
開
整
さ
れ
て
か
ら
舟
を
通
ず
る
よ
う
に
な

っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
此
の
下
に
も
赤
石

･
今
宿
等
の
急
瑞
が
あ

っ
て
大
石
田
に
至
る
の
で
あ
る
が
'
平
均
の
傾

斜
は
九
百
十
八
分

一
で
最
も
破
船
の
多
か
っ
た
地
域
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
旅
客
に
は
大
石
田
以
下
し
か
利
用
さ
れ

な
か
っ
た
｡

大
石
田
の
下
流
で
は
最
上
盆
地
と
の
境
を
な
す
丘
陵
を
蛇
行
し
な
が
ら
流
れ
て
い
る
の
で
傾
斜
は
千
三
百
分

一
以

4

下
で
あ

っ
た
が
､
帆
の
運
用
に
は
都
合
悪
か
っ
た
と
言
う
｡
大
石
田
迄
は
岬
蒸
気
船
を
試
運
転
し
た
こ
と
も
あ

っ
た

が
実
用
に
供
せ
ら
れ
た
の
は
最
上
盆
地
の
清
水
以
下
で
あ
る
｡

ヤ
マ
ノ
ウ
チ

古
口
よ
-
下
流
は
出
羽
丘
陵
を
横
断
す
る
の
で
峡
谷
を
な
し
､
山

内

と

呼
ば
れ
て
い
る
｡
両
岸
は
絶
壁
で
白
糸

瀧
の
如
き
飛
操
を
懸
け
明
治
十
年
に
磐
根
新
道
閉
塞
さ
れ
る
迄
は
道
路
ら
し
い
道
路
は
無
-
､
人
も
荷
物
も
仝
-
船

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
庄
内
藩
士
は
清
川
よ
-
清
水
迄
は
船
を
利
用
し
､
清
水
よ
り
陸
路
舟
形
に
抜
け

羽
州
街
道
に
出
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
｡
川
床
の
傾
斜
は
平
均
千
五
百
分

1
以
下
で
舟
航
を
妨
げ
る
程
の
瀬
も
多
-
な

か
っ
た
が
､
只
出
口
に
九
百
七
分

一
の
遷
急
点
が
あ

っ
て
時
々
破
船
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
｡
此
の
間
の
約
十
六
キ
ロ

メ
-
ー
ル
の
峡
谷
は
西
西
北
に
開
け
'
北
西
風
即
ち
ア
ヒ
の
風
を
受
け
る
の
に
都
合
よ
い
方
向
で
あ

っ
た
た
め
舟
人

は
此
の
風
の

｢
ナ
ル
｣
の
を
待

っ
て
上
り
､
逆
風
の
際
は
待
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
が
あ

っ
た
｡

庄
内
平
野
で
は
二
千
分

一
以
下
の
緩
流
と
な
っ
て
蛇
走
し
､
遂
に
河
口
で
九
千
分

l
の
緩
傾
斜
と
な
る
｡

最
上
川
は
本
流
の
､
可
航
区
域
を
平
均
す
れ
ば
約

1
千
分

1
の
傾
斜
と
な
る
河
川
で
は
あ
る
が
途
中
に
明
な
も
の



の
み
で
も
三
箇
の
凸
型
遷
急
点
の
残
存
す
る
幼
年
期
の
河
川
で
あ
る
た
め
日
本
三
急
流
の
仲
間
入
-
を
さ
せ
ら
れ
た

ら
し

い
｡

三
､
可
航
区
域
内
に
あ
る
主
な
る
支
流

出
羽
丘
陵
は
日
本
海
斜
面
の
湿
気
を
受
け
て
降
水
量
多
-
'
し
か
も
林
相
良
好
で
あ
る
た
め
に
此
処
か
ら
流
出
す

る
支
流
は

一
般
に
水
量
豊
富
で
あ
る
｡
し
か
も
庄
内
平
野
は
潟
湖
の
渦
上
が
っ
た
平
野
の
事
と
て
勝
る
平
坦
な
る
た

め
庄
内
平
野
を
流
れ
て
い
る
支
流
は
相
沢
川

･
赤
川
及
び
赤
川
の
支
流
大
山
川

･
落
合
川

･
孫
子
流
の
京
田
川

･
荒

川
等
は
水
量
と
深
さ
の
許
す
範
囲
内
即
ち
平
野
の
周
縁
部
迄
無
棚
船
を
通
じ
､
現
在
で
も

一
部
分
は
肥
料

･
米

･
野

〔
需

〕

〔踊航鵬
〕

須

川

逆
巻

鮭

川

川

口

赤

川

東

岩

本

可
航

距
離

二
一
粁

四
･四

三
六

大

山

川

京

田

川

藤

島

川

新
井
田
川

面

野

山

京

島

黒

瀬

桜

川

梼

三 六 七 八

船
着
場

(○
印
は
大
き
い
船
場
)

0

0

寺
津
･

船
町

･
落
合

二
二
河
尻

･
逆
巻

･
堀
込

･
下
谷
相

横
山

･
鮮
岡

(謂

細
川
)

湯
野
揮

･
押
切
新
田

面
野
山

･
茨
新
田

落
合

二
属
島

藤
島

･
黒
瀬

菜
等
の
運
搬
に
利
用
さ
れ
て
い
る
｡
須
川
は
上
山
盆
地
よ
-

流
れ
来
-
村
山
盆
地
の
南
半
を
蛇
行
し
て
本
流
に
合
す
る
大

支
流
で
あ
る
が
'
大
郷
村
船
町
迄
の
間
は
二
千
二
百
七
十
四

分

一
の
緩
傾
斜
で
最
上
川
本
流
よ
り
も
寧
ろ
緩
い
位
で
､
川

口
よ
-
約
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
平
均
す
ら
六
百
四
十
分

一

5

で
本
流
並
で
あ
る
｡
し
か
も
酸
性
度
の
強
い
高
湯
温
泉
の
湯

尻
が
入
る
の
で
中
流
以
下
は
港
概
用
水
に
な
ら
ぬ
た
め
に
水

量
比
較
的
多
-
､
又
山
形
市
に
最
も
近
い
関
係
上
船
町
は
天

正
時
代
よ
-
船
場
と
し
て
栄
え
て
い
た
｡
交
通
上
か
ら
は
寧

ろ
船
町
迄
の
須
川
が
本
道
で
あ

っ
た
｡
船
町
の
上
流
は
逆
巻



最上川の水運

眼
鏡
橋
迄
即
ち
山
形

･
上
山
間
の
羽
州
街
道
i
J
の
交
差
点
ま
で
は
約
三
百
分

一
の
勾
配
で
あ
る
た
め
水
量
の
多
い
時

6

は
､
小
舟
を
曳
上
げ
る
事
が
出
来
た
｡
勿
論
静
物
の
運
搬
に
利
用
さ
れ
た
の
は
明
治
以
後
の
事
で
､
徳
川
時
代
に
は

御
城
米
の
輸
送
に
利
用
さ
れ
た
の
み
で
あ

っ
た
｡
逆
巻
の
上
流
は
二
百
分

一
以
上
の
急
勾
配
と
凍
る
の
で
上
山
通
船

の
計
画
は
失
敗
に
終

っ
て
い
る
｡

四
､
船
舶
と
移
送
方
法

流
水
量
は
四
月
よ
-
六
月
中
旬
迄
の
融
雪
期
に
最
も
多
-
､
下
旬
か
ら
次
第
に
減
水
し
八
月
中
下
旬
に
最
も
減
水

L
t
九
月
頃
か
ら
再
び
増
水
し
十
月

･
十

一
月
と
次
第
に
多
-
な
る
が
冬
期
間
も
亦
減
水
す
る
｡
村
山
盆
地
で
は
東

側
よ
-
流
れ
て
来
る
支
流
は
何
れ
も
上
流
の
林
相
不
良
な
る
事
と
透
水
性
の
大
な
る
扇
状
地
を
流
れ
来
る
た
め
に
水

量
少
な
-
'
西
側
よ
-
流
れ
て
来
る
水
量
の
多
い
寒
河
江
川
の
合
流
点
ま
で
し
か
川
床
を
掘

っ
て
も
舟
を
上
せ
る
事

が
出
来
な
い
事
が
少
な
-
な
か
っ
た
｡
斯
か
る
渇
水
時
に
は
谷
地
と
大
石
田
が
頗
る
重
宝
が
ら
れ
た
｡
村
山
盤
地
に

は
御
料
地
が
少
な
-
な
か
っ
た
の
で
其
の
租
米
即
ち
御
城
米
の
川
下
し
は
最
上
川
交
通
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
､
他

の
商
品
の
積
み
下
し
は
其
の
合
間
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
､
置
賜
に
通
船
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
西
村

氏
が
置
賜
の
公
科
三
万
石
の
御
城
米
下
し
を
受
負

っ
た
事
が
重
要
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
｡

6

所
謂
御
城
米
は
秋
の
間
に
集
め
ら
れ
御
蔵
に
貯
蔵
し
置
き
翌
春
春
水
の
多
い
時
分
に
行
わ
れ
た
｡
碧
政
九
年
の
記

録
に
依
れ
ば
二
月
二
十
五
日
(旧
)
よ
-
三
月
十

一
日
迄
の
間
に
百
四
1
五
十
膿
の
船
が
隼
を
通

っ
て
い
る
｡
此
の
後

は
水
量
が
減
少
す
る
の
で

一
腹
の
積
載
量
は
三
百
四
-
五
十
俵
よ
-
三
百
俵
位
に
減
じ
二
番
川
下
し
と
言
わ
れ
て
い

た
が
､
時
に
は
三
番
川
下
し
迄
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
も
あ

っ
た
ら
し
い
｡
廻
米
川
下
し
に
関
す
る
取
締
と
用
船

一
切



の
監
督
を
な
す
用
船
役
所
が
寛
政
以
後
大
石
田
に
設
け
て
あ

っ
た
｡
春
水
の
み
で
下
す
こ
と
は
仲
々
困
難
で
あ

っ
た

た
め
に
松
前
藩
で
は
秋
に
川
下
し
て
酒
田
に
貯
蔵
し
て
い
た
が
､
上
流
の
藩
主
の
中
に
は
自
家
用
の
所
謂
御
手
船
を

左
沢

･
船
町

･
大
石
田

･
長
井

･
荒
砥
等
に
繋
い
で
置
い
て
大
阪
で
販
売
す
る
も
の
と
'
江
戸
に
送
る
も
の
を
回
送

す
る
も
の
も
あ

っ
た
｡
上
杉
氏
は
宝
暦
年
中
に
大
石
田
に
手
船
を
置
-
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る
が
幕
末
に
は
三
十

六
膿
あ

っ
た
｡
秋
水
で
長
井
附
近
よ
-
左
沢
の
陣
屋
迄
運
び
'
翌
春
酒
田
に
下
し
た
ら
し
い
｡

柏
倉
の
堀
田
氏
の
船
も
船
町
付
近
に
十
膿
程
あ

っ
て
船
町
の
問
屋
に
集
め
た
廻
米
を
回
送
し
て
い
た
が
､
新
庄
藩

で
は
清
水
に
三
十

1
娘
程
の
御
手
船
を
置
い
て
あ

っ
た
｡
是
等
の
御
手
船
は

1
切
の
税
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
た
代
わ
-

に
商
品
の
輸
送
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
｡
是
等
は
廃
藩
と
共
に
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
し

ま

っ
た
｡

当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
船
は
長
さ
十
五
間
､
幅
九
尺
'
吃
水
二
尺
三
寸
の
平
底
船
で
五
人
乗
り
で
あ

っ
た
が
'
此

の
外
に
長
さ
十
間
幅
七
尺
の
四
人
乗
へ

さ
ら
宣
小
さ
い
三
人
乗
-
も
あ

っ
た
が
'
酒
田
通
い
は
主
に
五
人
乗
-
と

四
人
乗
-
が
用
い
ら
れ
た
｡
当
時
は
廻
米
下
し
が
主
で
あ

っ
た
か
ら
平
底
船
で
も
差
支
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'
明

治
以
後
は
上
せ
る
方
が
主
体
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
米
沢
航
海
船
と
呼
ば
れ
た
左
沢
の
上
流
で
使
用
さ
れ
て
い
た

舶
の
尖

っ
た
遡
航
に
都
合
の
よ
い
船
型
が
次
第
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

徳
川
時
代
に
は
此
の
型
の
船
を
下
流
に
浮
か
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
な
か
っ
た
が
必
要
が
発
明
を
生
み
'
明
治
十

八
年
頃
か
ら
は
此
の
型
を
大
石
田
近
傍
の
黒
瀧
で
改
良
し
た
所
謂
小
鵜
飼
船
が

一
般
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
｡
積
載
量
は
上
-
二
十
五
駄

(詣
郎
)
下
-
三
十
駄
程
度
で
五
千
貫
も
積
む
大
船
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
が
､
大

船
五
人
乗
-
は
年
三
回
､
四
人
乗
-
が
四
回
程
し
か
航
行
出
来
な
か
っ
た
が
､
小
鵜
飼
は
急
瑞
を
上
る
の
に
都
合
良

い
た
め
に
左
沢
迄
二

･
三
日
で
航
行
出
来
た
の
で
能
率
は
遥
か
に
大
き
か
っ
た
｡
の
み
な
ら
ず
大
船
は
隼
を
上
せ
る
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の
に
六
人

7
本
の
綱
数
本
で
曳
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
､
此
の
方
は
三
腹
の
乗
組
員
が
合
力
す
れ
ば
曳
き
上
せ
る
事

が
出
来
た
の
で
頗
る
経
済
的
で
あ

っ
た
｡

一
般
の
建
造
費
は
-
す
位
で
充
分
で
あ

っ
た
ら
し
い
｡
従

っ
て
長
島

･
境

目

･
小
滝

･
西
山

･
赤
石

･
小
管

･
来
光
寺
等
の
三
難
所
の
曳
船
人
足
を
し
て
生
活
し
て
い
た
部
落
民
の
大
部
分
も

小
鵜
飼
の
船
頭
と
な
る
事
が
出
来
た
｡

須
川
で
用
い
ら
れ
た
瀬
取
船
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
二
人
乗
-
で

一
千
貢
以
下
の
積
載
量
し
か
な
か
っ
た
が
､
船
型

は
平
底
で
大
船
と
似
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
置
賜
方
面
で
用
い
ら
れ
た

｢
い
-
り
船
｣
又
は

｢米
沢
船
｣
も
積
載
量
は

ム
タナ
フネ

大
体
似
た
も
の
で
あ

っ
た
が
､
庄
内
の
無

棚

船

と
呼
ば
れ
る
も
の
も
七
百
貫
程
度
の
積
載
量
し
か
な
か
っ
た
が
'
小

鵜
飼
や
大
船
と
同
様
に
胴
に
小
屋
が
あ

っ
て
莫
産
帆
を
使
用
し
て
い
た
｡
(純
絹
給
増

嶋
等

)

船
数
に
関
す
る
正
確
な
資
料
は
少
な
い
が
'
最
も
多
か
っ
た
の
は
大
石
田
舟
二
百
四
五
十
膿
で
上
下
の
配
給
を
請

け
負
い
､
酒
田
船
を
空
で
帰
し
た
時
代
ら
し
-
､
元
文
の
記
録
に
よ
れ
ば
六

･
七
百
膿
と
な
っ
て
い
る
｡
此
の
後
は

大
石
田
船
以
外
四

1
0
膿
に
限
定
さ
れ
､
上
下
と
も
自
由
に
航
行
を
許
さ
れ
た
の
で
運
賃
は
百
俵
に
就
き
下
り
七
俵

か
ら
五
俵
半
ま
で
下
落
し
た
が
､
空
船
を
航
行
さ
せ
る
必
要
が
な
-
な
っ
た
の
で
其
の
後
は
大
体
三
百
腹
前
後
で
あ

っ
た
ら
し
い
｡
明
治
三
十
年
頃
も
二
百
五
六
十
膿
の
小
鵜
飼
船
が
在

っ
た
ら
し
い
が
'
現
在
で
は
清
川
に
三
十

一
腹

残

っ
て
い
る
の
み
で
､
外
は
大
石
田

･
来
光
寺

･
横
山

･
赤
石
等
に

1
･
二
膿
づ
つ
残

っ
て
い
て
冬
の
農
閑
期
に
薪

炭

･
木
材

･
米

･
肥
料
等
の
運
搬
に
使
用
さ
れ
て
い
る
｡
是
等
は
主
と
し
て
山
内
の
峡
流
部
を
下
る
の
み
で
､
上
-

は
空
で
航
行
し
て
い
る
の
で
船
型
が
次
第
に
大
き
-
な
り
十
二

二
二
間
の
長
さ
の
も
の
す
ら
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
｡
即
ち
上
-
と
下
-
と
で
は
船
の
大
き
さ
を
異
に
す
る
方
が
便
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

商
品
の
積
み
下
し
は
廻
米
の
合
間
に
の
み
行
わ
れ
た
も
の
で
､
合
わ
せ
て
積
む
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
'
下

ろ
し
た
物
は
置
賜

･
村
山
の
特
産
物
た
る
青
芋

･
唐
練

･
真
綿
等
の
外
村
山
よ
-
は
荏
抽

･
胡
麻

･
煙
草

･
紅
花
等



で
あ

っ
た
が
､
是
等
は
廻
米
の
量
に
比
す
れ
ば
僅
か
な
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
船
町
よ
り
積
む
事
も
あ

っ
た
が
､
大

石
田
迄
宿
送
-
を
し
て
此
処
か
ら
舟
積
み
す
る
場
合
が
寧
ろ
多
か

っ
た
時
代
も
あ
る
｡
宿
送
-
は
日
数
を
要
す
る
が

三
難
所
が
恐
ろ
し
か

っ
た
の
で
陸
送
し
た
物
も
少
な
-
な
か

っ
た
ら
し
い
｡
上
-
荷
は
大
石
田
揚
げ
が
六

･
七
割
で

上
流

へ
上
せ
た
の
は
三

･
四
割
に
過
ぎ
な
か

っ
た
｡
米
の
帰
荷
と
し
て
塩
を
上
せ
る
の
が
量
に
お
い
て
大
部
分
を
占

め
て
い
た
も
の
ら
し
-
､
船
町
の
問
屋
阿
部
三
右
衛
門
氏
の
話
に
よ
れ
ば
同
家
に
在

っ
た
四
つ
の
荷
倉
中
二
つ
迄
が

塩
倉
で

1
つ
は
柏
倉
領
の
廻
米
収
納
用
の
も
の
で
､
荷
物

1
切
は
上
-
下
-
共
で

一
つ
の
荷
倉
で
充
分
で
あ

っ
た
と

言
う
｡
瀬
戸
内
の
塩
に
次
い
で
重
要
な
上
-
荷
は
北
海
の
塩
肴
と
干
肴
と
で
､
砂
糖

･
木
綿

･
絹

･
畳
表

･
莫
産

･

瀬
戸
物
等
は
上
方
物
と
呼
ば
れ
'
価
格
は
相
当
の
も
の
で
あ

っ
た
が
量
は
大
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
船
脚
を

沈
め
て
上
せ
る
た
め
に
石
を
積
ん
で
上
っ
た
こ
と
す
ら
少
な
-
な
か
っ
た
ら
し
い
｡

幕
末
頃
か
ら
は
自
給
経
済
が
破
れ
か
け
た
の
で
物
資
の
移
出
入
は
共
に
増
加
し
､
日
用
品

･
雑
貨

･
肥
料
の
外
に

石
油
が
次
第
に
多
-
な
-
､
つ
い
に
塩
に
次
ぐ
も
の
と
な
っ
た
｡
明
治
以
後
は
金
納
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の

で
米
の
量
は
次
第
に
減
少
し
た
が
､
上
せ
る
船
の
方
は
反
っ
て
多
-
な

っ
て
来
た
｡
し
か
し
最
も
華
や
か
で
あ

っ
た

の
は
初
緋
の
頃
で
､
人
増
で
昼
夜
兼
行
し
て
上
っ
て
来
る
小
鵜
飼
船
が
引
切
ら
ず
で
､

一
船
遅
け
れ
ば
何
分
の

一
か

に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
左
沢
迄
四
日
半
位
で
到
着
す
る
者
も
あ
-
､
約
四
十
名
の
谷
地
鱒
は
谷
地
か
大
石
田
か
左
樺

で
受
取
り
置
賜
方
面
に
行
商
に
出
た
が
､
中
に
は
会
津
方
面
迄
背
負

っ
て
行
-
者
も
在

っ
た
と
言
う
｡

船
町
で
揚
げ
ら
れ
た
雑
物
は
山
形
市
の
入
-
口
に
当
た
る
北
肴
町
で
販
売
さ
れ
て
い
た
が
､
笹
谷
峠

(九
〇

六
メ
-
-

ル
)
よ
-
持
ち
込
ま
れ
る
鮪
其
の
他
の
生
肴
は
東
の
入
-
口
た
る
小
荷
駄
町
付
近
で
販
売
さ
れ
'
其
処
を
も
肴
町
と

称
し
て
い
た
が
､
今
日
で
は
北
肴
町
が
肴
町
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
み
で
南
肴
町
の
名
は
消
え
て
し
ま

っ
た
｡
当
時
は

仙
台
よ
り
来
る
鮪
は
置
賜
に
送
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
､
檎
原
峠

(
〓
ニ六
二
メ
I
I
ル
)
･
大
峠

(
〓
ハ九
二
メ
1
-
ル
)
等
を
越
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し
て
会
津
方
面
ま
で
持
込
ま
れ
た
｡
今
は
見
る
影
も
無
-
荒
れ
て
い
る
軽
井
滞
越

(六
八
四
メ
ー
ト
ル
)
で
大
石
田
で
揚

げ
ら
れ
た
上
方
物
が
宮
城
県
西
部

一
帯
に
運
び
込
ま
れ
る
量
も
少
な
-
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
帆
船
時
代
に

は
日
本
海
の
方
が
交
通
上
の
本
道
で
あ
っ
た
関
係
上
､
北
海
道
の
塩
肴
や
干
肴
す
ら
も
酒
田
経
由
で
宮
城
県
の
西
部

三
野
に
運
び
込
ま
れ
た
｡

勿
論
江
戸
迄
の
海
上
の
距
離
は
東
廻
-
の
方
が
四

一
七
里
で
西
廻
-
よ
-
二
九
六
里
も
近
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'

宝
暦
三
年
の
運
賃
は
米
百
石
に
付
き
東
廻
-
が
永
二
十

三
月
七
百
二
十
五
文
で
､
西
廻
-
よ
-
六
百
四
十
文
だ
け
高

価
で
あ
っ
た
｡
此
の
頃
浦
役
人
を
配
置
し
て
あ

っ
た
の
は
志
州
畔
乗

一
人
､
勢
州
憶
栖

1
人
､
長
洲
下
ノ
関

1
人
､

紀
州
周
候
見

1
人
'
酒
田
二
人
の
五
箇
所
で
あ
っ
た
の
を
見
て
も
､
西
廻
-
の
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

恐
ら
-
土
崎
港
と
の
中
間
が
東
西
両
航
路
の
境
と
な
っ
た
ら
し
い
｡

酒
田
よ
-
大
石
田
迄
の
運
賃
が

一
腹
に
付
き
三
貴
文
で
あ
っ
た
時
に
置
賜
迄
は
入
貢
文
で
あ
っ
た
の
で
､
米
の
帰

り
荷
と
し
て
塩
や
塩
肴
の
如
き
重
い
も
の
を
舟
で
運
ん
だ
の
み
で
､
軽
い
物
は
多
-
は
船
町

(糊
軸
鮒
後
)
に
揚
げ
て

陸
路
馬
に
積
ん
で
運
び
込
ん
だ
も
の
が
多
か
っ
た
ら
し
い
｡
羽
州
街
値
か
ら
入
る
の
が
本
道
で
あ
っ
た
が
宮
内
方
面

6

に
は
小
瀧
街
道
か
ら
､
荒
砥
付
近
に
は
狐
越
街
道
か
ら
運
搬
さ
れ
'
コ
一井
宿
峠

(五
六
八
メ
1
-
ル
)
よ
-
入
っ
て
来
る

太
平
洋
方
面
の
塩
や
其
の
他
の
物
資
と
競
争
し
て
い
た
｡
勿
論
宇
津
峠

(四
九
i
I
ト
ル
)
よ
-
来
る
越
後
物
も
小
松

付
近
に
多
少
は
配
給
さ
れ
て
い
た
｡
此
の
頃
置
賜
で
は
煙
草

(鮒
観
相
舶
郎

)
･
青
苧

(加
酢
蛸
)
･
漆

(齢
鱒
P,i)
等
の
特

産
物
は
主
に
大
峠

･
字
津
峠
よ
-
出
し
'
江
戸
に
送
る
物
資
の
一
部
は
二
井
宿
よ
-
､
毛
筆
や
唐
練
の
如
き
軽
い
物

は
板
谷
峠

(五
二
二
メ
ー
ト
ル
)
よ
-
出
し
て
い
た
の
で
､
最
上
川
を
下
し
た
の
は
米
の
外
は
木
材
､
木
蝋
等
の
み
で
あ

っ
た
ら
し
い
｡･
(髭

絹
鯛
研
鑓

韻
哨
篭

)
｡



五
'
明
治
以
後
の
最
上
川
の
交
通

7

サ

プ

ザ
ワ

町
治
二
年
に
松
島
湾
に
汽
船
が
入
港
し
､
寒

風

樺

に
横
浜
仕
入
れ
の
白
砂
糖

･
綿

･
木
綿
等
を
荷
揚
げ
す
る
様
に

な

っ
て
か
ら
は
､
裏
日
本
の
帆
船
航
路
は
次
第
に
表
日
本
の
汽
船
航
路
に
圧
迫
さ
れ
る
様
に
な

っ
た
｡
最
上
川
の
み

を
相
手
に
し
て
い
た
山
形
商
人
中
に
も
汽
船
で
仕
入
れ
を
す
る
者
が
多
-
な
-
､
盛
に
笹
谷
峠
よ
-
横
浜
物
を
移
入

8

す
る
よ
う
に
な

っ
た
が
､
野
治
十
五
年
馬
車
の
通
れ
る
関
山
街
道

(五
九
Elメ
I
L
ル
)
が
開
整
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

か
ら
は
益
々
此
の
道
路
が
繁
昌
し
､

一
時
は
郵
便
逓
送
人
夫
が
四
十
人
'
人
力
車
夫
が
百
二
三
十
人
､
荷
馬
車
引
き

が
二
百
人
程
も
い
て
宮
城
県
の
坂
下
と
天
童

･
東
根
と
の
間
の
交
通
運
搬
に
従
事
し
て
い
た
程
で
､
旅
館
も
四
軒
程

あ

っ
た
｡
明
治
二
十
年
東
北
本
線
が
開
通
さ
れ
た
の
で

一
層
盛
ん
に
な

っ
た
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
永
年
に
亘
る
大

阪
商
人
と
酒
田

･
山
形
商
人
と
の
取
引
関
係
も

第三国 明治初年迄の物資搬系路

A酒田 B鶴岡 C大石田 D寺津 E山形

F米浮 1北羽前街道 2鍋越越(及び銀山
越)3二ロ峠 4笹谷峠 5金山峠 6二井

宿峠 7板谷峠 8字津峠 9六十里越
美線は水路 点線は陸路 矢印は方向を示す｡

一
朝
に
し
て
破
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
又
越
後

の
石
油
の
如
き
新
し
い
商
品
も
移
入
さ
れ
る
様

に
な

っ
た
の
で
最
上
川
の
交
通
は
運
搬
す
べ
き

物
資
が
多
少
変

っ
た
の
み
で
少
し
も
衰
え
な
か

っ
た
｡
寧
ろ
寺
津
以
下
の
如
き
は
却

っ
て
盛
ん

に
な

っ
た
と
考
え
得
る
点
も
あ
る
｡
只
左
沢
よ

り
上
流
は
曳
船
す
る
よ
り
も
馬
車
で
運
ぶ
方
が

有
利
と
な

っ
た
の
で
､
米
の
積
下
し
が
少
な
-

な

っ
て
か
ら
は
馬
車
で
大
橋
迄
運
び
､
此
処
か



ら
舟
で
道
に
長
井

･
荒
砥
方
面
に
塩

･
塩
肴
等
を
下
す
様

に
な

っ
た
｡
宮
の
舟
場
は
た
め
に
十
数
町
上
流
の
方
に
移

っ
て
し
ま

っ
た
｡

し
か
し
明
治
三
十
四
年
山
形
迄
奥
羽
南
線
が
延
び
る
に

及
び

一
先
ず
大
石
田
の
上
流
は
戟
頭
さ
れ
て
し
ま
い
､
荒

砥
高
岡
付
近
の
筏
が
下
っ
て
-
る
だ
け
と
な
り
'
今
迄
上

っ
て
来
た
塩
は
大
石
田
か
ら
逆
に
下
さ
れ
る
こ
と
と
な

-
､
次
い
で
新
庄
迄
延
び
た
の
で
本
合
海
よ
-
下
す
棟
に

な
っ
た
｡
本
合
海
は
昔
は
廻
米
下
し
の
舟
場
に
過
ぎ
な
か

第四図 明治二十年頃の物資

運搬の系路

最上川の水運

第五図 明治四十年頃の物資

運搬の系路
A
酒
田
､
B
鶴
岡
t
C
清
川
､
D
木
合
海
､
E
新
庄
t
F
米
揮
､
G
長
井
｡

-
開
山
時
､
2
笹
谷
峠
T
3
二
井
宿
峠
､
宇
津
峠
｡
A
左
浮
へ

B
山
形
､
C
糠
野
目
､
D
米
淳
'
E
荒
砥

っ
た

の
が
､
新

庄

に
近

い
の
と
参

勤
交

代

が
廃

止

さ

れ
た
の
と

で
清
水

船

場

に
取

っ
て
代
-

､
新

道

開
通

さ
れ
て
か
ら

は
百
台

の
馬
車

で
連
絡

し

て
尚
手

不
足

で
あ

っ
た
と

言
う

｡
農
を
捨

て
'
船

を
造
-

､
今

迄

二

十

般

程

し

か

無

か

っ
た

の
が

五

十

般

以

上

と

な

-

､

清

川

船

(
四
十
鰻
)

･
酒

田

船

(
四
十
塵
)

･
清

水

船

(
三
十
般
)

･
大

石

田

船

(
三
十
膿
)

･
横

山

船

(
五
十
度
)

等

が

此

処

か

ら

清

川

と

酒

田

の

間

の

連

絡

に

従

事

し

､

古

口

･
清

川

間

に

は

二

百

台

の

人

力

車

が

交

じ



っ
て
い
た
｡
明
治
の
晩
年
か
ら
大
正
二
年
の
陸
羽
西
線
の
開
通
す
る
迄
は
鉄
道
用
材
を
運
搬
す
る
の
で

一
時
的
に
八

〇
万
円
の
物
資
を
運
搬
し
た
が
､
明
治
三
十
五
年
の
五
百
万
円
と
は
比
す
べ
-
も
な
-
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
｡
現
在
で
は
赤
石

･
横
山

･
東
光
寺

･
大
石
田

･
清
水
等
に
十
二
膿
づ
つ
の
小
鵜
飼
船
が
あ

っ
て
冬
の
農
閑
期
に

大
浦
方
面
の
亜
炭
を
運
搬
し
た
り
､
年
貢
米
を
運
ぶ
位
の
も
の
で
殆
ど
物
の
数
に
な
ら
な
い
様
に
な

っ
て
し
ま

っ

た
｡
只
清
川
船
が
三
十
般
程
残

っ
て
い
て
大
蔵

･
堀
内
方
面
の
米

･
亜
炭

･
桐
材

･
木
炭
等
を
古
口

･
清
川
等
の
駅

に
運
ん
で
来
る
の
み
で
､
古
口
の
三
軒
の
問
屋
と
清
川
の
二
軒
の
問
屋
が
昔
を
語

っ
て
い
る
の
み
と
な
っ
た
｡
庄
内

で
は
大
正
九
年
羽
越
線
が
開
通
す
る
迄
は
兎
も
角
も
米
の
運
送
が
行
わ
れ
､
大
正
二
年
に
鉄
道
で
運
ん
だ
米
の
量
は

七

･
七
%
に
過
ぎ
な
か

っ
た
が
､
現
在
で
は
局
部
的
に
肥
料

･
米

･
野
菜

･
薪
等
の
運
搬
を
し
て
い
る
の
み
で
あ

る
｡
し
か
し
惰
性
に
よ
っ
て
渡
前

･
大
山

･
小
出

･
東
田
橋

･
横
山

･
栄

･
黒
瀬
等
の
米
倉
庫
は
川
岸
に
近
-
建

っ

て
い
る
｡

最
上
川
本
支
流
の
川
の
交
通
が
盛
ん
で
あ

っ
た
時
代
に
は
'
庄
内
で
消
費
す
る
藩
士
の
飯
米
以
外
の
す
べ
て
の
米

が
酒
田
に
集
め
ら
れ
た
の
で
商
業
は
酒
田
中
心
で
あ

っ
た
が
'
近
頃
は
各
駅
の
停
車
場
付
近
に
次
第
に
商
店
が
増
加

し
'
酒
田
の
商
圏
が
漸
次
縮
小
さ
れ
た
｡

六
､
河
港
と
其
の
盛
衰

古
-
か
ら
の
河
港
と
称
す
べ
き
も
の
は
酒
田

･
清
川

･
清
水

･
大
石
田

･
船
町
の
五
港
の
み
で
あ

っ
た
が
､
宝
暦

頃
に
は
長
崎

･
左
樺
も
仲
間
入
-
を
し
て
い
る
｡
谷
地

･
古
口
等
は
何
時
頃
か
ら
開
か
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い

が
､
寺
津

･
本
合
海
は
共
に
天
保
の
船
着
場
制
限
の
撤
廃
以
後
に
発
達
し
た
も
の
で
'
前
者
は
積
替
の
必
要
の
な
い



最上川の水運

た
め
に
船
町
に
取

っ
て
代

っ
た
も
の
で
あ
-
､
後
者
は
新
道
が
出
来
て
か
ら
清
水
を
圧
倒
し
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
二

-
三
軒
づ
つ
の
問
屋
が
あ

っ
て
多
少
船
場
ら
し
い
設
備
の
あ

っ
た
の
は
是
等
の
も
の
の
み
で
､
糠
野
目

･
荒
砥

･
大

堀

･
野
田

･
日
田

･
平
塩

･
堀
込

･
本
楯

･
横
山

･
大
淀

･
大
郷
村
三
社
等
は

一
軒
づ
つ
の
問
屋
が
荷
物
を
取
扱

っ

て
い
た
が
､
庄
内
の
松
嶺

･
小
出
新
田

･
飛
鳥

･
武
田

･
榎
士
場

･
新
堀
等
に
は
問
屋
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
明
ら
か

で
な
い
｡
是
等
以
外
に
村
山
で
は
小
町

･
車
淵

･落
合

(馴
化
)
･蟹
沢
沖

･
田
井
沖

･蔵
増

･
羽
入

･荷
口

(摘
幣

鳩
)
･

藤
助
新
田
よ
-
御
城
米
を
積
ん
だ
が
､
郷
蔵
よ
-
直
に
河
岸
に
出
し
て
積
ん
だ
の
で
何
等
の
設
備
も
な
か
っ
た
｡
新

庄
藩
で
は
清
水

･
本
合
海

･
出
舟

･
岩
花

･
金
打
坊

･
津
谷

･
古
口
に
各
二
軒
づ
つ
の
蔵
宿
を
指
定
し
て
置
き
､
冬

の
間
榛
で
集
め
た
米
を
翌
春
積
下
す
事
に
し
て
い
た
｡
し
か
し
庄
内
で
は
何
処
か
ら
で
も
何
時
で
も
積
み
得
る
の
で

大
し
た
制
限
は
無
か
っ
た
ら
し
い
｡

荒
砥

･
左
沢

･
大
石
田

･
本
合
海

･
古
口

･
清
川
は
何
れ
も
平
地
と
山
地
と
の
境
に
当
た
る
が
､
谷
地
堀
込

･
寺

津

･
船
町

･
左
沢

･
長
井

･
糠
野
目
は
終
点
並
び
に
積
替
場
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
谷
地
と
船
町
は
渇
水

時
の
終
点
で
あ
-
'
左
沢
と
寺
津
は
大
船
の
終
点
､
長
井
は
小
鵜
飼
船
の
終
点
､
堀
込
と
糠
野
日
は
小
舟
の
極
限
地

9

で
あ

っ
た
｡
即
ち
御
掛
川
の
角
間
川
の
役
目
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
｡

多
-
の
船
場
は
河
川
の
曲
折
部
に
当
た
る
位
置
を
占
め
て
い
る
が
､
寺
津
は
最
も
甚
だ
し
-
部
落
全
体
が
円
弧
を

描
-
蛇
行
帯
の
外
側
に
沿

っ
て
発
達
し
て
い
る
｡
長
崎
も
同
様
の
位
置
が
船
場
で
あ

っ
た
の
で
､
弘
化
年
間
に
河
身

が
変

っ
て
か
ら
は
新
河
道
に
沿
う
下
川
に
荷
揚
げ
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
｡

是
等
の
船
場
の
中
､
嘗
て
繁
昌
し
て
い
た
も
の
程
衰
微
の
程
度
が
甚
だ
し
か
っ
た
が
､
長
嶋

(二
十
膿
)
､
左
沢

･

落
合

(電
位
)
､
中
郷

･
寺
津

･
船
町

･
赤
石

･
長
井

･
荒
砥

･
長
崎

(鰍
篭
六
)
等
の
船
場
も
甚
だ
し
い
打
撃
を
被

っ
た
｡



船
町
は
仲
司

(畑
細
)

一
〇
､
馬
子

I
馬
力
業
者
八
〇
も
お
り
､
農
業
は
副
業
視
し
て
い
た
程
で
あ
る
が
'
寺
津

の
丸
淵
に
問
屋
が
出
来
て
か
ら
は

(読

)
次
第
に
圧
迫
さ
れ
､
明
治
三
十
年
頃
は
半
分
位
し
か
上
ら
な
い
よ
う
に

な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
寺
津
よ
-
は
衰
微
し
な
か
っ
た
｡

寺
津
の
桐
藤
に
は
十
九
の
荷
倉
が
あ

っ
て
'
日
に
二

二
二
膿
の
大
船
と
二

二
二
十
腹
の
航
海
船
で
水
面
が
見
え
な

い
よ
う
な
事
が
あ

っ
た
と
言
わ
れ
､
下
の
船
町

(寺
津
村
)
か
ら
対
岸
の
落
合

(削
莞

)
に
ま
で
揚
げ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡
旅
館
兼
料
理
屋
等
も
数
軒
あ
-
､
中
以
下
の
者
は
全
部
交
通
業
者
と
な
っ
た
が
猶
不
足
で
､
隣
村
高
櫛
方
面

か
ら
も
多
数
の
人
足
が
入
り
込
み
､
米
沢
直
通
の
馬
車
を
出
し
て
い
た
｡
農
業
を

一
度
捨
て
か
け
た
の
で
水
田
の
面

積
は
平
均
三
反
に
達
す
る
の
み
で
あ
る
が
､
最
上
川
岸
の
荒
蕪
地
を
開
墾
し
て
養
蚕
業
に
転
ず
る
こ
と
が
出
来
た
の

で
何
と
か
回
春
の
途
に
就
-
事
が
出
来
た
｡

三
難
所
の
曳
船
人
足
の
部
落
は
耕
地
の
乏
し
い
川
岸
に
散
点
し
て
い
る
事
と
て
耕
地
は
少
な
い
の
で
､
砂
地
に
茶

と
桑
を
植
え
て
帰
農
し
､
或
い
は
職
工
と
な
っ
･て
村
を
出
た
｡
幸
い
養
蚕
業
が
発
展
し
た
の
で
助
か
っ
た
部
落
が
多

い
｡
赤
石
の
如
-
五
十
年
間
に
十
七
戸
か
ら

二
戸
し
か
増
加
し
な
か
っ
た
の
も
珍
し
い
が
､
他
の
曳
船
衆
落
も
人
口

二
戸
数
は
あ
ま
-
増
加
し
て
い
な
い
の
が
多
い
｡

大
石
田
は
対
岸
に
船
衆
の
居
住
地
横
山
を
控
え
､
左
沢
に
対
す
る
中
郷
の
様
な
関
係
に
な

っ
て
い
た
が
､
用
船
役

所
の
外
に
川
船
方
会
所
が
あ
-
､
川
船
方
総
代
等
が
い
っ
て
名
実
共
に
最
上
川
の
中
枢
地
で
あ
っ
た
｡
荷
物
も
此
処

迄
で
揚
げ
ら
れ
る
の
が
三
分
の
二
位
で
あ

っ
た
ら
し
い
｡
川
端
町

二
間
の
川
岸
に
は
マ
ー
ク
付
き
の
立
派
な
倉
庫
が

並
ん
で
如
何
に
も
船
場
町
ら
し
い
｡
し
か
し
鉄
道
開
通
後
は
駅
前
に
移

っ
て
多
-
は
馬
力
業
者
等
と
な
っ
た
の
で
可

成
-
淋
れ
て
い
る
｡
商
家
は
町
中
で
明
治
四
十
年
九
十

二
戸
あ

っ
た
の
が
現
在
ま
で
に
八
戸
増
し
て
い
る
の
み
で
あ

る
の
に
'
職
人
は
八
十
八
戸
か
ら
百
四
十
九
戸
に
増
し
て
い
る
の
を
見
て
も
町
の
趨
勢
が
伺
わ
れ
る
｡
大
工
と
な
っ



最上川の水運

て
村
を
出
て
い
る
者
だ
け
で
も
数
十
人
に
達
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
程
で
あ
る
が
､
対
岸
の
横
山
村
か
ら
も
出
寄
留

者
を
多
数
出
し
て
い
る
｡
町
は
小
さ
い
が
､
左
沢

･
谷
地

･
長
崎
等
と
共
に
所
謂
船
場
気
風
と
も
言
う
べ
き

一
種
特

有
の
気
風
が
あ
-
'
仲
々
活
発
に
活
動
し
て
い
る
｡

古
口
は
大
石
田
と
共
に
下
-
荷
の
検
査
を
行

っ
た
船
関
で

(網
棚
鋤
枇
那
招

)
､
酒
田

･
清
川
の
上
-
荷
検
査
所
と
対

に
な
っ
て
い
た
｡
此
の
外
に
毒
樺
や
堀
田

･
大
瀬
等
で
も
検
査
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

出
舟
は
三
山
道
者
に
餅
と
酒
を
売
る
小
船
を
出
し
生
活
し
て
来
た
部
落
で
あ
る
が
'
古
口
と
共
に
仝
-
帰
農
し
て

い
る
｡
清
川
は
鶴
岡
の
外
港
と
し
て
活
動
し
た
船
場
で
あ
る
が
､
村
に
は
五
町
の
水
田
と
十
五
町
の
畑
し
か
な
い
の

で
､
今
で
も
舟
を
捨
て
ず
に
い
る
｡

七
㌧
結

語

三
代
実
録
の
仁
和
三
年
の
記
事
に
'
｢最
上
郡

(相
場
の
)
地
在
二
囲
商
連
T
有
レ
山
而
隔
､
白
河
而
通
､
夏
水
浮
レ

舟
､
縫
有
二
遠
道
之
利
1
寒
風
結
レ
氷
､
曾
無
二
向
路
之
期

一｣
と
あ
る
如
-
'
昔
よ
-
山
国
山
形
県
の
動
脈
と
し
て

重
要
視
さ
れ
て
い
た
｡
生
魚
の
如
き
も
の
を
除
け
ば
殆
ど
県
内
の
物
資
を
運
ん
だ
の
で
あ

っ
た
が
､
時
に
は
宮
城
県

の

一
部
に
す
ら
京
阪

･
北
海
の
物
産
を
供
給
し
た
事
さ
え
も
あ
る
｡
盆
地
間
に
急
瑞
が
在
る
の
で
始
め
は
大
石
田

迄
､
次
い
で
人
力
に
よ
っ
て
村
山
ま
で
､
最
後
に
置
賜
迄
通
船
区
域
を
拡
張
し
て
行

っ
た
の
で
あ

っ
た
が
､
陸
上
の

交
通
が
発
達
す
る
に
伴

っ
て
馬
車
と
競
争
し
て
先
ず
四
百
四
十
五
分

一
の
勾
配
あ
る
左
沢
の
上
流
が
荒
れ
､
奥
羽
線

開
通
に
伴

っ
て
本
合
海
の
上
流
が
廃
滅
L
t
羽
越
線
の
全
通
と
同
時
に
庄
内
の
小
舟
す
ら
も
脅
か
さ
れ
て
姿
を
消
さ

ん
と
し
て
お
-
､
僅
か
に
陸
路
の
不
完
全
な
る
部
分
に
限
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
有
様
と
な
っ
た
｡
沿



岸
の
衆
落
に
は
大
し
た
船
場
の
設
備
と
て
も
無
か
っ
た
が
､
舟
の
減
少
に
伴

っ
て
次
第
に
衰
微
し
か
け
､
漸
-
養
蚕

業
の
た
め
に
助
か
っ
た
の
が
多
い
｡

(注
)
1
･
9
､
田
中
啓
爾
氏
､
本
州
島
内
陸
部
に
於
け
る
鉄
道
開
通
前
の
塩
の
移
入
路
に
就
い
て

地
学
雑
誌
五

一
〇
号
｡

2
･
3
･
6
､
北
村
山
都
史
､
東
村
山
郡
史
｡

4
､
明
治
二
十
二
年
県
補
助
の
も
と
に
二
十
人
乗
-
の
川
蒸
汽
を
浮
か
べ
た
が
､
上
-
に
不
都
合
で
あ

っ
た
の
で
本
合
海

･
酒
田

間
を
航
行
し
て
い
た
の
み
で
翌
年
三
月
廃
止
さ
れ
た
｡

5
､
今
野
義
信
氏
､
須
川
の
水
素
イ
オ
ン
濃
度
､
そ
の
生
物

･
人
文
に
及
ぼ
す
影
響

地
理
学
評
論
第

1
0
巻
第
五
号

6
､
田
中
啓
爾
氏
､
北
上
川
流
域
及
び
米
沢
盆
地
に
於
け
る
塩
及
び
魚
の
移
入
路
に
就
い
て
′
昭
和
九
年
日
本
地
理
学
会
総
会
講

演

7
､
渡
連
禰
太
郎
氏
､
山
形
経
済
史
料

8
､
拙
稿

山
形
県
乱
川
扇
状
地
の
衆
落

地
学
雑
誌
五

一
〇
号
｡

其
の
他
の
文
献

山
形
県
史
｡
酒
田
米
の
歴
史
｡
拙
著

山
形
県
地
誌

(｢地
理
教
育
｣
昭
和
七
年
四

･
五
月
号
)
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