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松本方面から糸魚川に入る最後の峠､中山峠(標高205m)にて　文･写真　有川　勧

｢
塩
の
遵
｣
に
関
す
る
〓
題

○
太
平
洋
か
ら
日
本
海
｢
塩
の
遵
｣
四
一
二
〇
k
m
を

歩
い
た
こ
と
(
四
月
･
六
月
の
十
六
日
間
)

単
純
に
太
平
洋
　
-
　
日
本
海
ま
で
歩
-
こ
と
に
魅
力
を
感

じ
て
参
加
を
決
め
た
｡
昔
､
塩
が
通
っ
た
と
い
う
｢
塩
の
道
｣
で

あ
っ
た
｡
今
年
､
新
潟
･
長
野
･
静
岡
県
沿
線
四
八
市
町
村
加

入
の
｢
日
本
海
▲
-
太
平
洋
塩
の
道
連
絡
協
議
会
｣
発
足
十
周
年

と
口
本
譜
.
.
 
-
キ
ン
グ
協
会
設
立
四
〇
周
年
記
念
事
業
と
し
て
､

静
岡
県
相
良
町
を
出
発
｡
秋
葉
街
道
･
青
崩
峠
･
小
川
路
峠
･

飯
田
｡
伊
那
街
道
･
塩
尻
･
松
本
｡
六
月
に
入
り
松
本
か
ら
糸

魚
川
ま
で
の
千
国
街
道
五
日
間
の
行
程
だ
っ
た
｡

出
発
地
点
の
相
良
町
は
徳
川
家
康
が
若
い
頃
こ
の
地
に
来
た

折
り
に
地
場
産
業
の
な
い
土
地
に
｢
塩
を
造
っ
た
ら
｣
と
言
っ

た
の
が
町
の
始
ま
り
だ
と
い
う
｡
そ
の
塩
が
青
崩
峠
か
ち
信
州

に
入
り
遠
山
谷
∴
霊
退
･
伊
那
･
塩
尻
ま
で
来
た
と
い
う
｡
こ

れ
を
｢
南
塩
｣
と
い
い
､
北
国
街
道
･
千
国
街
道
か
ら
大
町
･
松

本
･
塩
尻
ま
で
の
塩
を
｢
北
越
塩
｣
と
い
う
と
の
こ
と
｡

小
谷
村
大
網
を
流
れ
る
横
川
沿
い
か
ち
糸
魚
川
に
至
る
｢
塩

の
道
｣
は
､
大
網
峠
･
粟
峠
･
鳥
越
峠
越
え
が
あ
る
が
､
こ
の

と
き
は
大
網
峠
を
三
二
名
の
大
人
数
で
越
え
た
｡
白
池
か
ら

雨
館
山
を
眺
め
､
六
月
六
日
に
糸
魚
川
の
海
岸
に
太
平
洋
の
海

水
を
注
い
で
完
歩
と
な
っ
た
｡
充
実
し
た
達
成
感
が
あ
っ
た
｡

○
大
町
山
岳
博
物
館
友
の
会
本
年
度
行
事

｢
鳥
越
峠
を
行
く
｣
害
斗
話

中
谷
村
横
川
か
ら
県
内
唯
一
､
海
の
見
え
る
戸
土
に
通
じ
る

道
が
鳥
越
峠
｡
こ
の
道
は
近
年
利
用
者
が
少
な
く
､
熊
笹
､
葦

に
葛
が
覆
い
被
さ
り
､
昔
､
越
後
か
ら
小
谷
温
泉
へ
の
湯
治
客

の
通
い
路
で
も
あ
っ
た
と
い
う
が
､
全
-
そ
の
面
影
が
な
か
っ

た
｡
ナ
タ
･
カ
マ
･
ノ
コ
ギ
リ
を
持
っ
て
の
下
見
を
重
ね
る
こ

と
四
回
に
し
て
､
は
っ
き
り
と
道
が
現
わ
れ
た
｡
峠
の
登
り
坂

の
繁
っ
た
ヤ
ブ
か
,
ら
う
つ
伏
せ
の
地
蔵
様
が
現
わ
れ
感
動
的
で

あ
っ
た
｡
ミ
カ
ン
と
お
神
酒
を
献
げ
本
番
の
無
事
を
祈
っ
た
｡

シ
ャ
ガ
と
雪
椿
の
多
い
道
だ
っ
た
｡
当
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
､

青
い
空
と
海
に
白
く
浮
ぶ
船
が
見
え
た
と
き
の
参
加
者
の
顔
が

忘
れ
ら
れ
な
い
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
友
の
会
副
会
長
)
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千
国
古
道
と
糸
魚
川
街
道

-
歴
史
の
道
の
呼
称
の
あ
り
方
-
(
前
)

は
じ
め
に

｢
塩
の
道
｣
と
言
う
と
反
射
的
に
｢
千
国
街
道
｣
と
口
を

つ
い
て
出
て
来
る
｡
安
曇
地
域
で
は
､
塩
の
道
と
い
え

ば
即
ち
千
国
街
道
で
あ
り
､
千
国
街
道
と
言
え
ば
塩
の

道
で
あ
る
｡
現
に
小
谷
村
･
白
馬
村
･
大
町
市
の
各
教

育
委
員
会
名
で
｢
街
道
｣
の
要
所
要
所
に
設
置
さ
れ
た
案

内
板
は
総
て
｢
塩
の
道
･
千
国
街
道
｣
と
銘
記
さ
れ
て
い

る
｡
筆
者
も
ご
く
最
近
ま
で
そ
れ
に
何
の
疑
い
も
持
た

な
か
っ
た
し
､
自
ら
も
｢
千
国
街
道
｣
と
表
記
し
て
い
く

つ
か
の
文
章
を
書
い
た
｡

と
こ
ろ
が
､
郡
誌
編
纂
の
お
手
伝
い
で
近
世
の
様
々

な
文
書
や
文
献
を
当
た
っ
て
い
る
う
ち
に
｢
仁
科
街
道
｣

｢
越
州
往
還
｣
な
ど
の
呼
称
は
出
て
く
る
も
の
の
､
｢
千
国

街
道
｣
と
記
し
た
文
書
は
一
つ
も
な
い
こ
と
に
気
が
つ

い
た
｡
様
々
な
論
文
に
お
い
て
も
街
道
呼
称
を
使
用
す

る
場
合
に
も
｢
糸
魚
川
街
道
｣
を
使
う
の
が
通
例
で
あ
り
､

極
近
年
の
も
の
を
の
ぞ
い
て
｢
千
国
街
道
｣
を
用
い
る
も

の
は
一
つ
も
な
か
っ
た
｡
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
｢
千
国
街

道
｣
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
塩
の
道
･
千
国
街
道
｣
の
ま

ま
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
う
い
う
疑
問
が
こ
の
小
文

の
出
発
点
で
あ
る
｡

一
　
千
回
古
道
と
千
国
道

(
一
)
古
代
の
｢
塩
の
道
｣

宮
本
常
一
に
よ
れ
ば
､
古
代
に
は
､
沿
岸
部
か
ら
川

を
遡
っ
て
内
陸
部
へ
の
道
は
総
て
塩
の
道
で
あ
っ
た
｡

初
め
は
山
の
中
に
住
ん
で
い
る
人
々
が
海
岸
ま
で
出
か

け
て
行
き
､
そ
こ
で
塩
を
焼
い
て
奥
へ
帰
っ
て
来
た
｡

海
岸
部
で
発
見
さ
れ
る
縄
文
土
器
の
幾
種
類
か
は
そ
う

い
う
製
塩
土
器
で
あ
る
と
言
う
｡
そ
の
よ
う
に
し
て
踏

み
分
け
ら
れ
た
も
の
が
最
初
の
塩
の
道
で
あ
っ
た
｡
や

が
て
塩
の
生
産
量
が
多
く
な
っ
て
く
る
と
､
沿
岸
部
の

人
々
が
塩
を
自
分
達
で
売
り
歩
く
よ
う
に
な
る
｡
最
初

は
人
の
背
で
､
や
が
て
は
牛
の
背
に
つ
け
て
｡

従
っ
て
､
我
が
長
野
県
の
関
係
で
言
え
ば
､
直
江
津

小

　

林

　

茂

　

書

や
高
田
か
ら
飯
山
や
長
野
へ
の
道
も
､
蒲
原
か
ら
鰍
沢

を
通
っ
て
上
諏
訪
へ
の
道
も
､
糸
魚
川
か
ら
の
道
と
同

様
に
塩
の
道
で
あ
っ
た
｡
｢
小
谷
民
俗
誌
｣
(
小
谷
村
教

育
委
員
会
編
･
昭
和
五
四
年
･
第
一
法
規
出
版
)
に
よ

る
と
､
戸
土
の
近
く
仲
又
地
籍
に
は
縄
文
中
期
の
石
斧

や
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
と
言
う
し
､
横
川
か
ら
は

土
師
器
や
須
恵
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
と
言
う
｡
つ
ま

り
原
始
か
ら
中
世
に
続
く
集
落
遺
跡
が
古
い
塩
の
道
に

沿
っ
て
点
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
一
方
内
陸
に
目
を

向
け
て
み
て
も
ま
た
面
白
い
こ
と
が
判
る
｡

大
町
市
海
ノ
口
の
一
津
遺
跡
(
昭
和
六
二
年
発
掘
)
は

古
代
の
ひ
す
い
の
加
工
場
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
､
こ

れ
は
姫
川
流
域
と
内
陸
部
が
縄
文
時
代
(
晩
期
)
に
日
常

的
な
交
易
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
､

当
然
の
こ
と
な
が
ら
古
代
に
お
い
て
､
塩
や
ひ
す
い
を

中
心
と
す
る
交
易
の
道
が
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い

る
｡
こ
の
交
易
の
道
は
､
や
が
て
安
曇
氏
が
沿
岸
部
か

ら
信
濃
へ
と
入
る
開
拓
の
道
･
政
治
の
道
と
し
て
も
利

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

(
一
一
)
千
国
庄

古
代
に
越
後
か
ら
信
濃
に
通
ず
る
主
要
道
(
宮
道
)
が

通
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
､
三
坂
峠
(
大
晦
)

の
存
在
に
依
っ
て
類
推
さ
れ
て
い
る
｡
三
坂
は
御
坂
に

通
じ
､
官
道
の
主
要
な
峠
に
の
み
称
せ
ら
れ
た
か
ら
で

あ
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
主
要
道
が
存
在
し
た
と
し

て
も
こ
の
段
階
で
そ
の
道
を
｢
千
国
｣
通
と
呼
ぶ
こ
と
は

で
き
な
い
｡
ま
だ
千
国
が
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

中
世
に
至
る
と
､
千
国
道
関
係
の
資
料
は
確
か
に
な

る
｡
一
つ
は
､
六
条
院
領
千
国
の
圧
の
存
在
で
あ
る
｡

｢
吾
妻
鏡
｣
文
治
二
年
(
二
八
六
)
三
月
一
二
日
の
条
に

｢
六
条
院
千
国
庄
｣

と
あ
り
､
次
い
で
建
久
元
年
二
一
九
〇
)
の
僧
某
の
下

文
に

｢
下
す
　
六
条
院
御
領
　
信
乃
国
千
国
御
庄
内

於
多
里
飯
守
の
所
(
以
下
略
)
｣

と
あ
っ
て
､
六
十
反
の
年
貢
布
(
苧
麻
か
と
思
わ
れ
る
)

を
早
く
納
め
る
よ
う
に
と
の
督
促
の
文
書
で
あ
る
｡
平

安
時
代
の
末
期
に
は
小
谷
に
千
国
圧
が
あ
り
､
於
多
里

(
小
谷
)
は
飯
守
(
飯
森
)
と
共
に
そ
の
手
国
庫
の
一
地
域

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ち
れ
る
｡

六
条
院
領
は
､
白
河
天
皇
の
皇
女
嬉
子
内
親
王
(
那

芳
門
院
)
の
御
所
｢
六
条
院
｣
に
由
来
す
る
と
い
う
｡
女

院
の
没
後
､
御
所
を
持
仏
堂
と
し
､
そ
の
経
営
に
あ
て

た
所
領
で
あ
る
｡
所
領
は
白
河
上
皇
か
ち
鳥
羽
･
後
白

河
･
後
鳥
羽
と
伝
わ
り
､
承
久
の
乱
に
よ
っ
て
鎌
倉
幕

府
に
没
収
さ
れ
て
い
る
(
後
に
返
却
さ
れ
室
町
院
領
と

な
る
)
｡
六
条
院
の
造
営
は
承
保
二
年
一
一
〇
七
五
一
で

あ
り
､
女
院
の
没
年
は
永
長
元
年
二
〇
九
六
)
で
あ
る
｡

六
条
院
領
は
建
久
年
間
一
二
九
〇
頃
)
に
は
荒
廃
甚
だ

し
い
所
領
も
あ
っ
た
と
言
う
か
ら
､
早
け
れ
ば
没
後
間

も
な
い
頃
の
十
一
世
紀
未
､
遅
く
と
も
平
安
時
代
末
期

の
十
二
世
紀
後
半
～
末
葉
に
は
千
国
圧
は
六
条
院
領
と

し
て
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ふ
れ
る
｡

ど
う
い
う
経
緯
で
六
条
院
領
と
な
っ
た
か
は
明
ち
か

で
は
な
い
が
､
お
そ
ち
く
仁
科
御
厨
や
仁
科
の
圧
の
成

立
(
即
ち
仁
科
氏
の
台
頭
と
活
躍
)
と
密
接
な
関
係
に
あ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
千
国
の
圧
の
範
囲
が
ど
の
あ
た
り
で
あ
る
か
正

確
な
と
こ
ろ
は
判
ら
な
い
｡
小
谷
民
俗
誌
は
､
凡
そ
今

日
の
小
谷
村
全
域
と
白
馬
村
を
含
む
範
囲
で
あ
っ
た
と

推
定
し
て
い
る
｡
先
の
僧
某
の
下
文
に
も
飯
守
(
蘇
)
が

千
国
の
庄
内
と
記
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
考
え
れ
ば
妥
当

な
見
解
で
あ
り
､
於
多
里
と
共
に
飯
守
が
千
国
の
圧
の

内
で
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
連
F
時
代
の
中
後
期
､
こ
の
地
方
の
中
心

で
あ
る
大
町
村
に
次
い
で
人
口
が
多
か
っ
た
の
は
千
国

村
で
あ
り
､
次
い
で
土
谷
村
で
あ
っ
た
一
ち
な
み
に
安

政
二
年
､
大
町
村
二
千
七
百
余
人
､
千
国
村
･
土
谷
村

共
に
千
八
百
余
人
)
｡
千
国
は
近
世
に
お
い
て
も
山
中

(
小
谷
)
の
中
心
で
あ
り
､
こ
の
地
方
の
人
々
に
と
っ
て

特
別
に
達
識
さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

私
達
は
今
日
の
政
治
的
経
済
的
地
理
的
感
覚
を
以
て

山
間
地
を
即
ち
僻
地
僻
村
の
地
で
あ
る
と
考
え
が
ち
で

あ
る
が
､
そ
れ
は
平
地
水
田
農
業
が
農
業
の
中
心
で
あ

る
と
い
う
近
代
の
感
覚
で
あ
る
｡
平
地
水
田
農
業
は
濯

漑
用
水
路
を
切
り
開
く
治
水
土
木
技
術
と
政
治
権
力
の

登
場
を
待
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
言
わ
ば
｢
近
代

的
｣
な
生
産
形
態
で
あ
り
､
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
戦

国
時
代
に
お
い
て
も
､
大
規
模
な
戦
乱
を
避
け
治
安
を

維
持
す
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
目
的
か
ら
見
て
､
山
間

地
は
生
活
の
適
地
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
平
安
時
代
の
末
期
に
､
千
国
を

中
心
に
現
白
馬
村
か
ら
小
谷
村
に
至
る
一
帯
に
千
国
の

圧
が
営
ま
れ
て
い
た
｡
政
所
は
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
た

か
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
､
枝
郷
を
含
む
後
の
千

国
村
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
筈
で
あ
る
｡
道
の
呼
称
は
最

終
的
な
目
的
地
の
名
を
以
て
呼
ぶ
こ
と
が
通
例
で
あ
る

か
ら
､
こ
の
千
国
の
圧
が
存
在
し
た
時
代
の
幹
道
は
政

所
千
国
を
目
的
地
と
し
て
｢
千
国
道
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡

先
に
見
た
よ
う
に
､
千
国
庄
成
立
以
前
に
も
古
い
道

筋
は
南
北
に
通
じ
て
い
た
の
で
､
仮
に
そ
れ
を
｢
千
国

古
道
｣
と
呼
ん
で
お
く
｡
古
代
の
千
国
古
道
と
中
世
の

千
国
道
と
は
多
-
の
点
で
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が

証
明
で
き
る
だ
け
の
事
実
を
持
っ
て
い
な
い
｡
た
だ
､

歴
史
的
･
社
会
的
な
背
景
か
､
ら
､
一
応
分
け
て
考
察
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
後
千
国
の
圧
が
ど
う
な
っ
た
か
明
ら
か
で
は
な

い
が
､
長
享
二
年
(
一
四
八
八
)
の
｢
下
社
春
秋
之
宮
造

宮
之
次
第
｣
(
諏
訪
氏
文
書
･
信
濃
史
料
)
に
五
間
拝
殿

の
担
当
役
所
と
し
て
｢
千
国
･
小
谷
｣
と
見
え
て
い
る
と

こ
ろ
か
､
ら
､
長
享
頃
に
は
も
う
荘
園
で
は
な
-
な
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
(
同
じ
文
書
の
同
項
に
｢
平
原
庄
｣
｢
矢

原
庄
｣
は
見
え
る
)
｡

(
≡
)
三
富
穂
高
社
御
進
吾
定
日
記

｢
三
宮
穂
高
社
御
造
宮
定
日
記
｣
(
信
濃
史
料
)
は
､
文

明
十
五
年
(
一
四
八
三
)
か
ら
天
正
十
三
年
二
五
八
五
)

に
至
る
約
百
年
間
の
造
宮
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
が
､

こ
の
中
に
穂
高
神
社
の
四
至
境
に
関
し
て
次
の
よ
う
に

触
れ
ら
れ
て
い
る
｡

穂
高
の
領
四
至
堺
ノ
車
　
乗
ハ
千
国
大
道
ヲ
サ
カ

フ
　
南
ハ
柏
原
新
居
ノ
沢
ヲ
サ
カ
フ
(
後
略
)

こ
れ
に
よ
っ
て
中
世
の
室
町
時
代
中
期
の
穂
高
の

人
々
は
､
神
社
の
束
域
を
南
下
す
る
幹
線
道
を
｢
千
国

大
道
｣
の
よ
う
に
呼
び
習
わ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

こ
の
文
言
は
天
正
十
三
年
ま
で
八
回
に
亘
っ
て
殆
ど
変

わ
り
が
な
い
｡
慣
用
的
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
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ら
れ
る
こ
と
か
､
ら
､
天
正
年
代
に
も
こ
の
地
域
の
人
々

が
｢
千
国
大
通
｣
の
様
に
呼
ん
で
い
た
と
は
必
ず
し
も
言

え
な
い
も
の
の
､
少
な
く
と
も
そ
う
呼
ん
で
判
ら
な
く

な
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な

こ
と
で
あ
ろ
う
｡
す
る
と
近
世
初
頭
ま
で
は
､
南
北
安

曇
の
各
地
に
｢
千
国
道
｣
と
呼
ば
れ
る
道
路
が
存
在
し
､

そ
の
中
の
幹
線
道
路
を
特
に
｢
大
道
｣
の
よ
う
に
呼
ん
で

い
た
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
で
は
そ
の
手
国
道
は
､
ど
の
あ
た
り
を
ど
の
よ

う
に
通
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

南
安
曇
郡
誌
(
二
巻
上
)
に
よ
れ
ば
､
千
国
道
と
伝
承

さ
れ
る
道
は
次
の
四
本
あ
る
と
い
う
｡

-
　
風
穴
か
ら
小
岩
嶽
･
牧
を
経
て
岩
原
か
ら
田
多

井
に
出
､
小
倉
･
小
室
･
大
久
保
･
寺
家
を
経

て
花
見
か
ち
焼
山
に
至
る
道
筋
｡

2
　
立
足
か
ち
古
厩
を
経
て
貝
梅
か
ら
穂
高
に
入
り
､

柏
原
･
下
堀
金
･
上
堀
金
･
棉
･
下
角
形
を

通
っ
て
立
田
に
至
る
道
筋
｡

3
　
前
出
2
の
貝
梅
か
ち
等
々
力
に
出
て
矢
原
･
細

萱
･
唐
笠
木
(
吉
野
)
･
中
萱
を
経
て
一
日
市

場
･
七
日
市
場
に
至
る
道
筋
｡

4
　
前
出
3
の
矢
原
か
ち
重
柳
に
出
て
踏
入
･
寺

所
･
中
曽
根
を
経
て
飯
田
･
熊
倉
に
至
る
道
筋
｡

こ
の
う
ち
3
･
4
は
2
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト

と
考
え
て
よ
く
､
大
き
く
分
け
れ
ば
二
本
の
道
筋
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
4
の
道
筋
は
犀
川
を

渡
っ
た
後
､
養
老
坂
を
越
え
て
岡
田
へ
出
､
国
府
の
置

か
れ
た
肘
中
(
松
本
)
へ
と
通
じ
て
お
り
中
世
後
期
ま
で

に
は
存
在
し
た
と
考
え
ち
れ
る
が
､
4
の
道
が
通
る
集

落
は
い
ず
れ
も
荘
園
制
時
代
の
成
立
で
あ
る
こ
と
か
ら
､

古
代
に
は
な
か
っ
た
と
言
う
｡

前
記
の
う
ち
-
が
最
も
古
い
道
筋
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
､
こ
れ
は
原
始
以
来
の
交
易
の
道
の
発
展
し

た
姿
と
解
さ
れ
､
千
国
の
圧
が
成
立
す
る
時
代
の
道
と

し
て
は
､
先
の
｢
大
道
｣
の
通
っ
て
い
た
場
所
か
ら
し
て

も
､
2
の
道
筋
が
幹
線
と
し
て
最
も
主
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

た
だ
し
､
後
に
も
見
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
､
こ
の

道
は
後
の
(
近
世
の
)
糸
魚
川
-
松
本
を
結
ぶ
流
通
の
道

と
は
基
本
的
に
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

狩
猟
に
従
事
し
､
明
治
期
か
ら

昭
和
三
十
年
代
ま
で
行
わ
れ
て

い
た
西
海
ノ
口
の
石
灰
生
産
地

域
の
保
全
に
も
力
を
尽
-
す
等

文
化
財
や
歴
史
的
遺
物
に
も
関

心
の
深
い
人
物
で
あ
る
｡

筆
者
は
過
日
､
氏
の
案
内
に

よ
り
そ
の
古
い
千
国
道
を
実
際

に
踏
査
し
て
み
た
｡
西
海
ノ
口

集
落
西
方
で
集
落
の
は
る
か
高

い
所
を
通
過
し
て
い
る
千
国
逆

は
､
や
が
て
湖
の
際
に
出
て
､

現
在
の
道
路
よ
り
お
よ
そ
十

～
十
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
高
い
地

点
を
ほ
ぼ
等
高
線
に
沿
う
よ
う

(
四
)
地
名
に
残
る
千
国
道

旧
乎
小
学
校
夫
町
市
平
)
の
西
に
市
営
野
球
場
が
あ

る
｡
こ
の
野
球
場
を
北
か
ち
南
に
突
っ
切
っ
て
一
本
の

道
が
通
っ
て
い
た
｡
現
在
は
野
球
場
に
さ
え
ぎ
ち
れ
て

西
へ
迂
回
し
て
い
る
｡
こ
の
付
近
に
｢
千
国
道
｣
と
い
う

地
学
名
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
｡
木
崎
湖
の
西
南
に
あ

た
る
場
所
で
あ
り
､
付
近
に
は
仁
科
城
址
､
阿
部
神
社

等
仁
科
氏
関
係
の
史
跡
が
あ
る
｡
(
略
図
参
照
)
従
っ
て

千
国
圧
が
あ
る
時
代
に
は
千
国
道
は
木
崎
湖
の
西
岸
を

通
っ
て
南
下
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
｡
こ
の
千
国
道
地

名
は
､
か
つ
て
の
五
か
村
原
(
現
在
の
大
原
)
地
籍
に
も

点
在
し
て
い
る
の
で
､
千
国
道
は
木
崎
湖
西
岸
か
ら
大

原
を
通
り
野
口
の
中
村
か
ら
久
保
の
あ
た
り
に
出
て
高

瀬
川
を
仏
崎
へ
と
渡
り
そ
こ
か
ら
南
下
し
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
｡

(
五
)
伝
承
の
中
の
千
国
遵

前
項
で
､
古
い
千
国
道
は
木
崎
湖
の
西
岸
を
通
っ
て

い
た
こ
と
が
地
名
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
｡
こ
れ
に
は
伝
承
も
あ
り
､
ま
た
古
い
通
塾
も
残
っ

て
い
る
｡

西
海
ノ
口
の
平
林
幹
嘉
氏
(
平
成
一
六
年
現
在
七
五

才
)
に
よ
れ
ば
､
古
い
千
国
道
は
西
海
ノ
口
集
落
の
西

方
高
台
を
通
っ
て
森
集
落
西
方
へ
と
南
下
し
て
い
た
と

い
う
｡平

林
氏
は
農
業
の
傍
ら
､
若
い
頃
か
ら
熊
･
猪
等
の

に
し
て
辿
り
､
湖
の
南
岸
水
田

地
帯
へ
と
続
い
て
い
る
｡
こ
の
道
は
昭
和
二
十
年
代
に

復
元
を
愚
図
し
て
整
備
さ
れ
た
た
め
か
､
道
型
は
は
っ

き
り
残
っ
て
お
り
､
現
在
も
荷
物
を
積
ん
だ
牛
一
頭
が

ゆ
っ
-
り
通
れ
る
程
度
の
道
幅
は
あ
る
｡

ま
た
､
地
域
の
文
化
の
保
全
･
興
隆
に
功
績
の
あ
っ

た
榛
葉
太
生
(
松
川
村
板
取
)
は
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

最
も
古
い
千
国
街
道
は
常
盤
村
の
鍬
ケ
峰
の
西
善

光
寺
平
か
ら
親
沢
を
伝
っ
て
乳
用
に
出
､
牛
首
を
越

え
て
松
川
村
に
入
り
､
雨
引
の
尾
根
を
伝
っ
て
小
声

間
を
下
り
､
馬
羅
尾
か
ら
野
辺
沢
を
通
っ
て
宮
城
に

出
た
も
の
た
と
い
ほ
れ
て
い
る
｡

(
｢
北
安
曇
郡
郷
土
誌
縞
｣
第
二
冊
二
六
三
頁
)

こ
こ
で
榛
栗
太
生
が
｢
千
国
街
道
｣
と
言
っ
て
い
る
こ

と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
､
今
五
万

分
の
一
の
地
形
図
を
見
る
と
､
前
越
乎
～
親
沢
-
乳
用

-
雨
引
山
と
唐
沢
山
と
の
間
の
鞍
部
～
野
辺
沢
～
宮
城

は
､
谷
や
鞍
部
が
ほ
ぼ
南
北
に
連
な
っ
て
お
り
､
と
ぎ

れ
と
ぎ
れ
に
道
が
つ
い
て
い
る
｡
仏
崎
(
中
上
手
地
籍
)

か
ら
西
前
越
平
に
登
る
道
も
途
中
ま
で
は
車
が
上
れ
る

道
と
な
っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
何
ら
か
の
道

筋
が
つ
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
｡
し
か
し
乳
用
支
流

の
谷
に
入
る
の
に
わ
ざ
わ
ざ
西
前
越
平
に
登
っ
て
親
沢

を
下
る
必
要
は
な
い
し
､
宮
城
に
出
る
の
に
､
西
に
迂

回
し
て
高
い
山
の
尾
根
を
越
え
る
必
要
も
な
い
｡
古
代

に
お
い
て
は
､
高
瀬
川
･
乳
用
･
芦
間
川
な
ど
大
中
河

川
の
氾
濫
が
道
や
集
落
の
形
成
を
阻
む
最
大
の
要
因
で

あ
っ
た
こ
と
か
ち
す
れ
ば
､
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
た

と
考
え
ら
れ
な
-
も
な
い
が
､
そ
れ
に
し
て
は
､
そ
の

道
筋
を
た
ど
る
方
が
山
麓
を
た
ど
る
よ
り
通
行
上
は
る

か
に
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

某
氏
に
よ
れ
ば
､
榛
葉
太
生
は
古
代
に
お
い
て
は

安
曇
野
が
湖
で
あ
っ
た
こ
と
を
事
実
と
信
じ
て
い
た
と

言
う
こ
と
で
あ
り
､
そ
の
あ
た
り
か
ち
導
き
出
さ
れ
た

考
え
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
こ
で
は
榛
栗
太
生
に

よ
っ
て
そ
う
い
う
伝
承
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
紹

介
だ
け
し
て
お
く
｡

二
｡
千
国
道
筋
の
変
遷
と
糸
魚
川
街
道

以
上
の
よ
う
な
考
察
に
立
つ
と
､
千
国
道
筋
に
つ
い

て
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
歴
史
的
経
過
を
辿
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
う
｡

(
一
)
｢
千
国
道
｣
の
呼
称
は
千
国
圧
が
成
立
し
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
が
､
後
世
｢
千
国
道
｣
と
呼
ば
れ

る
よ
う
な
越
の
国
か
ら
南
北
安
曇
を
縦
断
す
る

道
筋
は
古
代
か
､
ら
存
在
し
た
こ
と
｡

(
二
一
近
世
初
頭
頃
ま
で
は
､
千
国
道
は
大
町
近
辺
で

は
木
崎
湖
の
西
を
通
過
し
､
大
原
-
野
口
か
ら

仏
崎
へ
出
て
山
麓
に
沿
っ
て
南
下
し
て
行
-
道

が
幹
線
で
あ
っ
た
こ
と
｡

(
≡
)
高
安
嬰
で
は
､
千
国
道
は
大
別
し
て
､
多
田
井

か
ら
焼
山
へ
と
続
-
道
筋
と
､
穂
高
へ
出
た
後

一
日
市
場
方
面
へ
続
く
道
の
二
筋
あ
り
､
後
代

に
な
る
に
つ
れ
､
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
ル
ー
ト
が
で
き
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
｡

と
こ
ろ
で
大
町
市
の
常
盤
に
｢
沓
掛
｣
が
あ
る
｡

沓
掛
は
古
代
の
交
通
路
添
い
に
分
布
す
る
地
名
と
し

て
夙
に
有
名
で
あ
る
｡
駅
の
所
在
を
示
す
と
も
言
わ
れ

て
い
る
が
､
多
く
は
峠
の
前
後
や
坂
道
に
差
し
か
か
っ

た
所
に
分
布
し
て
い
る
様
で
あ
る
｡
急
峻
な
坂
道
や
峠

を
越
え
る
の
に
､
そ
の
場
所
で
馬
に
沓
を
履
き
替
え
さ

せ
た
､
あ
る
い
は
履
き
替
え
さ
せ
る
為
の
杏
が
掛
け
ら

れ
て
い
た
と
い
う
(
｢
長
野
県
の
地
名
と
そ
の
由
来
｣
松

崎
岩
夫
､
他
)
｡

と
す
れ
ば
こ
こ
に
は
駅
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
､

則
ち
先
に
見
た
千
国
古
道
が
通
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
｡

大
町
市
の
常
盤
か
ら
松
川
村
に
至
る
集
落
や
耕
地
の
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形
成
は
､
用
水
堰
の
取
水
状
況
や
展
開
形
態
か
ら
見
て
､

い
ず
れ
も
中
世
以
前
に
は
遡
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

古
代
･
中
世
に
お
い
て
は
､
沢
水
を
利
用
で
き
る
山
麓

や
､
微
高
地
安
定
面
の
取
水
可
能
な
一
部
を
の
ぞ
い
て
､

そ
の
殆
ど
が
高
瀬
川
の
分
流
や
小
山
林
を
点
在
さ
せ
る

原
野
か
氾
濫
原
状
の
荒
れ
地
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
｡

そ
う
考
え
て
く
る
と
､
こ
の
地
に
駅
が
あ
り
古
代
の
主

要
路
が
南
北
に
通
じ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
い
さ

さ
か
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
｢
沓
掛
｣
地
名
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な

事
実
で
あ
る
｡
そ
こ
で
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
次
の

よ
う
に
考
え
て
み
る
｡
す
な
わ
ち
沓
掛
を
は
さ
ん
だ
高

瀬
川
の
対
岸
に
は
仁
科
神
明
宮
が
あ
り
､
言
う
ま
で
も

な
く
仁
科
御
厨
･
仁
科
荘
経
営
の
重
要
地
で
あ
る
｡
御

厨
の
成
立
や
荘
園
の
経
営
そ
れ
自
体
は
後
代
の
こ
と
に

な
る
け
れ
ど
も
､
仁
科
氏
が
阿
部
氏
に
出
自
を
持
つ
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
阿
部
氏
が
こ
こ
に
進

出
し
た
時
代
に
千
国
古
道
に
通
ず
る
道
路
を
必
要
と
し

梧
駅
的
機
能
を
持
っ
た
施
設
を
設
置
し
て
こ
れ
を
｢
沓

掛
｣
と
呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し
こ
れ
で
は
｢
沓
掛
｣
が
幹
線
道
路
に
あ
っ
た
と

い
う
定
説
と
矛
盾
す
る
｡

も
し
､
事
実
こ
こ
を
古
代
の
主
要
路
が
南
下
し
て
い

た
と
す
れ
ば
､
古
代
に
於
て
既
に
千
国
道
は
三
筋
程
度

の
道
筋
を
持
っ
て
お
り
､
し
か
も
そ
の
う
ち
の
幹
線
は

中
央
部
を
通
っ
て
い
た
と
解
釈
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
｡

こ
の
点
は
今
後
追
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
問

題
点
で
あ
る
｡

先
に
見
た
六
条
院
領
千
国
圧
は
､
後
に
室
町
院
領
と

な
り
､
や
が
て
そ
の
実
態
は
消
滅
し
て
い
く
の
で
あ
る

が
､
い
ず
れ
に
し
て
も
近
世
初
頭
ま
で
こ
の
地
域
を
南

北
に
縦
貫
す
る
主
要
路
が
｢
千
国
道
｣
と
呼
び
慣
わ
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡

但
し
い
ず
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
ど
れ
も
後
の
越

後
道
(
糸
魚
川
街
道
)
の
道
筋
と
は
大
き
く
異
な
る
｡
近

世
の
主
要
な
道
筋
は
､
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
､
中

世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
成
立
し
た
集
落
を
結
び
つ

つ
大
町
か
､
ら
東
部
山
麓
を
辿
り
､
池
田
～
保
高
～
新
田

(
豊
科
)
～
松
本
と
い
う
経
路
を
た
ど
る
か
ら
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
中
世
か
､
ら
近
世
に
か
け
て
､
特
に
中
世
末
期

頃
に
､
南
北
を
結
ぶ
道
筋
に
利
用
度
や
利
便
上
の
変
化

が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
｡

い
ま
こ
の
変
化
の
実
情
を
説
明
す
る
明
確
な
事
実
は

持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
､
こ
の
道
筋
に
変
化

を
も
た
ら
し
た
要
因
は
､
一
つ
は
戦
乱
(
南
北
朝
-
戟

国
)
で
あ
り
一
つ
は
流
通
･
運
輸
の
発
達
で
あ
ろ
う
と

推
測
す
る
｡
勿
論
そ
の
背
景
に
は
長
大
な
用
水
堰
の
開

墾
に
よ
る
沖
横
地
の
開
発
と
集
落
形
成
が
あ
ろ
う
｡
古

い
千
国
道
は
､
南
北
朝
期
か
ち
戦
国
期
に
か
け
て
､
軍

事
輸
送
的
な
側
面
か
ち
必
要
に
応
じ
て
改
修
さ
れ
つ
け

替
え
ら
れ
､
特
に
大
町
か
ら
南
で
は
､
政
治
･
経
済
の

中
心
で
あ
る
府
中
(
松
本
)
を
目
的
地
と
し
て
変
遷
し
､

近
世
を
迎
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
従
っ
て
､
現
在
ま

で
続
く
集
落
が
成
立
し
て
く
る
戦
国
末
期
に
は
､
後
に

｢
糸
魚
川
街
道
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
近
世
の
道
の
主
要

部
分
は
で
き
上
が
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
よ
う
に
主
要
な
道
筋
が
換
り
､
や
が
て
浬
F
時

代
に
入
っ
て
糸
魚
川
と
の
交
易
が
盛
ん
に
な
る
と
｢
千

国
道
｣
と
い
う
呼
び
名
は
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
､
目
的

地
で
あ
る
越
後
や
糸
魚
川
が
街
道
の
頭
に
冠
せ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

三
　
近
世
の
塩
の
道

(
一
)
信
州
問
屋
由
緒
録

｢
塩
の
道
｣
と
一
一
亭
つ
こ
と
が
こ
と
さ
ら
に
言
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
､
近
世
に
お
い
て
こ
の
道
を
糸
魚
川

か
主
の
地
塩
が
大
量
に
信
州
へ
と
上
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

延
享
元
年
二
七
四
四
)
に
出
さ
れ
た
｢
松
本
領
口
留

番
所
井
殻
留
･
高
塩
禁
止
触
｣
(
県
史
史
料
編
第
五
巻

(
二
一
二
二
〇
)
で
は
､

信
州
松
本
領
出
口
､
古
来
よ
り
口
留
南
北
有
之
､

米
穀
松
本
城
下
へ
他
領
よ
り
一
切
入
不
申
､

井
南
塩
是
又
番
所
内
へ
停
止
､
北
国
塩
用
候
儀
吉
例

二
御
座
候

と
､
松
本
領
で
は
古
-
か
ち
南
塩
の
移
入
が
禁
止
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
(
同
様
史
料
は
元
禄
年
間

に
も
あ
る
)
｡
高
塩
禁
止
の
確
か
な
根
拠
(
理
由
)
は
明

確
で
は
な
い
｡

｢
信
州
問
屋
由
緒
録
｣
(
信
濃
史
料
叢
書
二
四
巻
､
寛

政
七
年
､
糸
魚
川
信
州
問
屋
･
町
澤
藤
右
衛
門
記
)
は

こ
れ
を
戦
国
時
代
末
期
の
事
と
し
､

｢
四
方
轍
に
取
囲
海
浜
知
た
ま
ハ
す
､
塩
味
の
､
､
＼

御
こ
ま
り
､
信
州
国
中
之
民
百
姓
可
及
渇
命
之
由
､

道
々
城
代
よ
り
願
出
　
云
々
｣

と
､
武
田
方
に
つ
い
た
信
州
が
塩
の
供
給
に
困
っ
て
信

玄
に
訴
え
､
信
玄
が
そ
れ
を
謙
信
に
頼
ん
で
糸
魚
川
の

塩
が
信
州
に
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い

る
｡
今
に
伝
わ
る
塩
市
(
飴
市
)
の
起
源
由
緒
で
あ
る
｡

由
緒
録
は
続
い
て

｢
其
格
別
を
以
彼
国
ニ
ハ
夫
よ
り
己
来
御
地
頭
江

塩
年
貢
を
松
本
領
主
御
取
り
被
成
候
根
元
者
是

也｣

と
述
べ
て
い
わ
ゆ
る
塩
運
上
(
年
貢
)
が
こ
の
時
始
っ
た

と
し
て
い
る
｡
事
実
こ
の
通
り
の
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
確
か
め
る
術
は
な
い
｡
物
事
は
総
て
大
け
さ
に
解

釈
さ
れ
て
喧
伝
さ
れ
､
や
が
て
伝
説
化
し
て
い
-
こ
と

を
考
え
れ
ば
､
信
玄
が
直
接
謙
信
に
頼
み
謙
信
が
そ
れ

に
応
じ
て
塩
を
送
る
こ
と
を
命
じ
た
と
い
う
の
は
､
や

や
誇
大
な
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
｢
政

治
(
戟
)
と
経
済
(
送
塩
)
は
別
に
考
え
よ
う
｣
と
い
う
よ

う
な
暗
黙
の
合
憲
が
両
者
の
間
に
あ
っ
た
可
能
性
は
十

分
あ
る
｡
天
正
二
年
戌
八
月
の
謙
信
判
物
｢
両
御
関
所

御
方
式
御
条
目
｣
(
前
出
｢
由
緒
録
｣
中
の
文
書
)
に
､
武

具
や
馬
具
を
通
し
て
は
な
ち
な
い
と
か
､
武
士
体
の
も

の
の
通
行
を
禁
ず
る
と
か
町
人
で
も
脇
差
し
を
帯
び
て

は
な
ち
な
い
と
か
い
う
条
項
が
あ
る
こ
と
が
そ
れ
を
物

語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

従
っ
て
､
こ
の
時
に
な
っ
て
始
め
て
糸
魚
川
の
塩
が

信
州
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
､
こ
れ
以

前
か
ら
小
谷
な
ど
の
百
姓
が
越
後
へ
塩
を
買
い
に
出
て

い
た
も
の
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
､
こ
う
し
た
御
条

目
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
公
的
な
承
認
を

得
る
よ
う
な
形
と
な
り
､
以
後
の
移
入
量
増
大
に
結
び

付
い
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
か
､
よ
り
実
情
に
近
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

近
世
の
糸
魚
川
街
道
は
､
糸
魚
川
か
ら
松
本
ま
で
の

道
で
あ
り
､
小
谷
以
北
に
お
い
で
は
､
虫
川
を
通
る
姫

川
西
岸
の
道
と
､
山
口
を
通
る
山
中
の
道
と
に
別
れ
､

山
口
を
通
る
道
は
更
に
大
網
峠
越
え
の
道
と
大
峠
･
地

蔵
峠
越
え
の
道
と
に
分
れ
た
｡
南
下
す
る
と
､
中
細
を

過
ぎ
た
後
木
崎
湖
の
東
岸
を
辿
り
､
大
町
か
ら
南
は
八

郷
を
通
っ
て
池
田
に
出
る
道
が
幹
線
で
あ
る
｡
池
田
か

ら
は
林
中
を
通
っ
て
川
合
神
社
の
東
辺
を
辿
り
､
高
瀬

川
の
海
道
橋
を
渡
っ
て
立
足
へ
と
出
る
｡

(
二
)
北
塩
の
起
点
と
終
点

い
ず
れ
に
し
て
も
重
要
な
こ
と
は
､
近
世
の
塩
の
移

入
に
は
糸
魚
川
の
有
力
者
(
商
人
)
が
密
接
に
関
わ
っ
て

い
た
｡
北
塩
と
は
則
ち
糸
魚
川
の
地
塩
で
あ
っ
て
､
そ

の
起
点
は
糸
魚
川
で
あ
り
､
そ
の
終
点
は
｢
塩
年
貢
を

松
本
御
領
主
御
取
被
成
候
根
元
｣
と
い
う
よ
う
に
､
松

本
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
に
糸
魚
川
と
松
本
を
結
ぶ
近
世
の

塩
の
道
が
明
確
に
出
現
し
た
と
言
っ
て
よ
い
｡

そ
の
後
江
戸
時
代
を
通
じ
て
四
十
集
(
あ
い
も

の
｢
五
十
集
(
い
さ
ば
)
と
呼
ば
れ
る
肴
類
や
更
に
反
魂

丹
､
笠
類
､
輪
島
(
漆
器
類
)
な
ど
様
々
な
商
品
が
糸
魚

川
か
ら
運
び
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
北
前
船
(
北
国

廻
船
)
が
隆
盛
と
な
る
江
戸
時
代
後
期
に
は
更
に
流
通

は
拡
大
す
る
｡
そ
の
起
点
は
や
は
り
糸
魚
川
で
あ
り
終

点
は
松
本
で
あ
っ
た
｡
従
っ
て
近
世
の
塩
の
道
は
即
ち

流
通
の
道
で
あ
り
経
済
の
通
で
あ
っ
た
と
言
え
る
｡

塩
の
呼
称
が
基
本
的
に
は
目
的
地
を
意
識
し
て
つ
け

ら
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
信
州
側
か
ち
見
れ
ば
｢
越

後
道
｣
÷
糸
魚
川
道
｣
と
呼
ば
れ
､
糸
魚
川
側
か
ら
見
れ

ば
｢
信
州
道
÷
｢
松
本
道
｣
と
呼
ば
れ
る
の
か
本
来
の
姿

で
あ
っ
て
､
何
か
他
の
特
殊
な
事
情
や
理
由
が
な
い
限

り
こ
の
原
則
は
崩
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

た
だ
近
世
の
塩
の
道
は
､
中
世
に
お
い
て
｢
千
国
道
｣

と
呼
ば
れ
た
道
を
も
辿
っ
た
た
め
､
｢
千
国
道
｣
と
よ
ぶ

慣
行
が
し
ば
ら
-
は
続
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
｡
や
が
て
流
通
が
拡
大
す
る
江
戸
時
代
の
中
期
頃
ま

で
に
は
特
定
の
場
所
を
の
ぞ
い
て
殆
ど
消
滅
す
る
に
至

る
こ
と
は
後
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
道
標

を
含
め
､
当
時
の
文
献
に
お
い
て
ほ
ど
の
よ
う
に
記
録

さ
れ
て
い
た
か
を
次
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡
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