
21 2012.5 2012.5 20

　

高
瀬
川
は
、江
戸
時
代
初
期
に
、豪
商・
角

倉
了
以（
す
み
の
く
ら 

り
ょ
う
い
）・
素
庵
父

子
に
よ
っ
て
開
削
さ
れ
た
運
河
で
、大
正
９

（
１
９
２
０
）年
ま
で
の
約
３
０
０
年
間
、京
都・

伏
見
間
の
水
運
に
用
い
ら
れ
た
。

　
現
在
、二
条
大
橋
南
で
鴨
川
の
西
を
並
走
す
る

み
そ
そ
ぎ
川（
加
茂
大
橋
下
流
で
鴨
川
か
ら
分
か

れ
、高
瀬
川
を
分
け
た
後
、五
条
大
橋
付
近
で
鴨

川
に
合
流
。夏
の
納
涼
床
が
こ
の
川
に
ま
た
が
る

よ
う
に
し
て
設
け
ら
れ
る
）か
ら
取
水
し
、木
屋

町
通
沿
い
を
南
下
し
、十
条
通
の
上
流
で
鴨
川
に

合
流
す
る
。

　
京
都
と
伏
見
を
結
ぶ
運
河
で
あ
っ
た
頃
は
、現

在
鴨
川
と
合
流
し
て
い
る
所
よ
り
や
や
上
流
側

で
鴨
川
を
東
へ
横
断
し
た
後
、濠
川
と
合
流
し
、

伏
見
港（
川
の
港
）を
経
て
、宇
治
川（
琵
琶
湖
か

ら
流
れ
出
て
、瀬
田
川
と
呼
ば
れ
、京
都
府
に
入

る
あ
た
り
で
宇
治
川
と
名
前
が
変
わ
る
）に
合
流

し
て
い
た
と
い
う
。宇
治
川
は
そ
の
後
、淀
川
と

名
前
を
変
え
、大
阪
湾
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。

　

ち
な
み
に
、当
時
、伏
見
に
は
三
十
石
船
の
乗

客
相
手
の
船
宿
が
た
く
さ
ん
あ
り
、そ
の
一
つ
寺

田
屋
は
、薩
摩
藩
士
同
士
が
斬
り
合
っ
た
寺
田
屋

騒
動
や
、伏
見
奉
行
配
下
の
役
人
が
坂
本
龍
馬

を
襲
撃
し
、風
呂
に
入
っ
て
い
た
恋
人
の
お
龍
が

裸
の
ま
ま
階
段
を
駆
け
上
が
っ
て
龍
馬
に
知
ら

せ
た
と
い
う
寺
田
屋
事
件
の
舞
台
と
し
て
有
名
。

　
高
瀬
川
の
水
深
は
数
十
㎝
と
浅
く
、底
が
平
ら

で
喫
水
の
浅
い「
高
瀬
舟
」と
呼
ば
れ
る
小
舟
が

用
い
ら
れ
た
。二
条
か
ら
四
条
に
か
け
て
は
、荷

物
の
上
げ
下
ろ
し
や
船
の
方
向
転
換
の
た
め
の

「
船
入
」が
西
側
に
直
角
に
突
き
出
す
よ
う
に
作

ら
れ
た
が
、残
っ
て
い
る
の
は「
一
之
船
入
」だ
け

で
他
は
埋
め
立
て
ら
れ
た（
日
銀
京
都
支
店
は
、

一
之
船
入
の
陸
揚
場
で
あ
っ
た
）。川
沿
い
に
は
、

曵
子（
舟
曵
き
人
夫
）が
高
瀬
舟
を
人
力
で
曵
い

て
歩
く
為
の
曵
舟
道
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
。

　

高
瀬
川
沿
い
は
、近
く
に
長
州
藩
邸
、土
佐
藩

邸
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、幕
末
、尊
攘
派
の
志
士

た
ち
が
身
を
潜
め
、ま
た
密
議
を
凝
ら
し
た
界

隈
で
あ
っ
た
。坂
本
龍
馬
と
海
援
隊
隊
士
を
か
く

ま
っ
た
材
木
商
の
酢
屋
や
、桂
小
五
郎（
の
ち
木

戸
孝
允
）と
三
本
木
の
芸
妓
幾
松（
の
ち
の
松
子

夫
人
）の
寓ぐ

う
き
ょ居（

仮
住
ま
い
）跡
と
さ
れ
る
旅
館
幾

松
、長
州
藩・
土
佐
藩
な
ど
の
尊
王
攘
夷
派
志
士

を
新
選
組
が
襲
撃
し
た
池
田
屋
騒
動
が
あ
っ
た

場
所
、坂
本
龍
馬
遭
難
地（
近
江
屋
跡
）等
、明
治

維
新
の
史
跡
が
数
多
い
。

　
高
瀬
川
は
、書
き
出
し
が
、「
高
瀬
舟
は
京
都
の

高
瀬
川
を
上
下
す
る
小
舟
で
あ
る
。徳
川
時
代
に
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京
都
の
罪
人
が
遠
島
を
申
し
渡
さ
れ
る
と
、本
人

の
親
類
が
牢
屋
敷
へ
呼
び
出
さ
れ
て
、そ
こ
で
暇

乞
を
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
罪
人

は
高
瀬
舟
に
載
せ
ら
れ
て
、大
阪
へ
廻
さ
れ
る
こ

と
で
あ
つ
た
」で
始
ま
る
森
鴎
外
の
小
説『
高
瀬

舟
』に
も
登
場
す
る
。

　

明
治
時
代
に
入
り
、琵
琶
湖
疏そ

す
い水（

後
述
）

が
通
じ
る
と
、輸
送
量
は
減
少
し
、大
正
9

（
１
９
２
０
）年
に
水
運
は
廃
止
さ
れ
た
。 

そ
の

頃
に
高
瀬
川
を
暗
渠
化
し
、路
面
電
車
を
拡
幅
す

る
都
市
計
画
道
路
が
検
討
さ
れ
た
が
、地
元
住
民

の
反
対
に
よ
り
暗
渠
化
は
回
避
さ
れ
た
。

　

現
在
は
、歓
楽
街
と
な
っ
て
い
て
、桜
の
名
所

と
も
な
っ
て
い
る
高
瀬
川
沿
い
に
は
、水
辺
に

面
し
た
お
し
ゃ
れ
な
建
物
が
多
い
。そ
の
一
つ
、

〈TIM
E'S

〉は
、安
藤
忠
雄
氏
の
設
計
で
知
ら
れ

る
。１
期
工
事
が
１
９
８
４（
昭
和
59
）年
、2
期

工
事
が
１
９
９
１（
平
成
3
）年
に
竣
工
し
た
建

物
だ
。自
伝『
建
築
家　

安
藤
忠
雄
』（
新
潮
社
）か

ら
少
し
引
用
し
て
み
よ
う
。「
実
現
に
あ
た
っ
て
、

事
業
者
の
み
な
ら
ず
行
政
と
の
激
し
い
衝
突
が

あ
っ
た
の
だ
。〈
中
略
〉高
瀬
川
は
幅
５
メ
ー
ト

ル
、水
深
10
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
水
運
用
の

運
河
だ
。〈
中
略
〉機
能
を
終
え
た
川
は
邪
魔
者
扱

い
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。川
沿
い
に
建
つ
建
物

は
、全
て
川
に
背
を
向
け
て
建
て
ら
れ
、日
常
的

京都中心部
MAP

に
人
が
川
へ
と
近
づ
け
る
場
所
も
つ
く
ら
れ
て

い
な
い
。〈
中
略
〉単
に
川
側
の
外
観
を
開
放
的
に

す
る
と
い
っ
た
見
か
け
の
デ
ザ
イ
ン
で
は
な
い
、

文
字
通
り
川
の
流
れ
が
建
物
に
入
り
込
ん
で
く

る
よ
う
な
、そ
ん
な
緊
張
感
の
あ
る
関
係
を
、建

物
と
川
と
の
間
に
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
目
標
に

考
え
た
」

　

水
が
溢
れ
た
ら
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
の
心
配
に
は
、過
去
の
デ
ー
タ
か
ら

予
想
さ
れ
る
水
量
の
変
移
を
技
術
的
に
シ
ミ
ュ

レ
ー
ト
し
て
ギ
リ
ギ
リ
の
水
際
レ
ベ
ル
を
慎
重

に
検
討
す
る
こ
と
で
対
応
。行
政
の「
い
ま
だ
か

つ
て
、建
築
の
た
め
に
護
岸
を
切
り
崩
し
た
前
例

は
な
い
。前
例
が
な
い
こ
と
は
、や
っ
て
は
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
だ
」「
川
沿
い
に
手
摺
も
設
け

ず
、子
供
が
落
ち
た
ら
ど
う
す
る
の
か
」と
の
指

摘
に
は
断
固
と
し
た
姿
勢
で
臨
み
、数
回
の
交
渉

を
経
て
最
後
は
納
得
し
て
く
れ
た
と
い
う
。

　

建
物
内
を
め
ぐ
る
と
、通
路
が
狭
く
、迷
路
の

よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
い
て
面
白
い
。ま
た
、龍

馬
通
側
に
も
入
口
を
設
け
て
い
た
り
と
、遊
び
心

も
感
じ
ら
れ
た
。

　
三
条
通
を
は
さ
ん
で
向
か
い
側
に
は
、川
べ
り

に
も
席
を
設
け
た
大
き
な
ピ
ザ
レ
ス
ト
ラ
ン
が

あ
り
、そ
の
す
ぐ
北
側
に
も
、川
べ
り
に
小
さ
な

テ
ラ
ス
を
設
け
た
ケ
ー
キ
屋
さ
ん
が
あ
る
。

　

１
８
８
５
年（
明
治
18
）年
に
着
工
し
、

１
８
９
０（
明
治
23
）年
に
完
成
し
た
琵
琶
湖

疎
水（
そ
す
い
）第
1
疏
水
の
う
ち
、蹴け

あ
げ上

か
ら

北
に
向
か
う
疏
水
分
線
は
、南
禅
寺
の
境
内
を

水
路
閣
で
ま
た
ぎ
北
進
し
て
い
る
が
、若
王
子

神
社
か
ら
慈
照
寺（
銀
閣
寺
）付
近
ま
で
の
約

１
・
８
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
疏
水
分
線
の
堤
は
、

１
９
６
８（
昭
和
43
）年
、地
元
住
民
の
熱
意
あ

ふ
れ
る
環
境
保
全
整
備
の
声
に
京
都
市
が
こ
た

え
整
備
し
た
も
の
で
、「
哲
学
の
道
」と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
る
。哲
学
者
・
西
田
幾
多
郎
が
こ
の

道
を
散
策
し
な
が
ら
思
索
に
ふ
け
っ
た
こ
と
か

ら
こ
の
名
が
つ
い
た
と
言
わ
れ
る
。
１
９
７
２

（
昭
和
47
）年
に
正
式
名
称
と
な
っ
た
そ
う
だ
。

春
の
桜
、初
夏
の
ほ
た
る
、秋
の
紅
葉
、四
季

折
々
に
喜
ば
れ
て
い
る
。

　

な
お
、琵
琶
湖
疏
水
と
は
、琵
琶
湖
の
湖
水
を

京
都
市
へ
通
ず
る
た
め
に
作
ら
れ
た
水
路（
田

邉
朔さ

く
ろ
う郎

が
設
計
監
督
）で
、
１
８
９
０
年
に
完

成
し
た
第
1
疏
水
と
１
９
１
２
年
に
完
成
の
第

2
疏
水
を
合
わ
せ
、23
・
65
立
方
ｍ
／
秒
を
滋
賀

県
大
津
市
三
保
ヶ
崎
で
取
水
し
、う
ち
水
道
用

水
12
・
96
ｍ
／
秒
、他
に
営
業
用
と
し
て
日
本
初

と
な
る
水
力
発
電
、灌
漑
、工
業
用
水
な
ど
に
使

わ
れ
る
。電
力
は
日
本
初
の
電
車
を
走
ら
せ
た

こ
と
を
始
め
、京
都
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
。水

運
に
も
用
い
ら
れ
、琵
琶
湖
と
京
都
、京
都
と
伏

見
・
宇
治
川
を
結
ん
だ
。落
差
の
大
き
い
蹴
上
と

伏
見
に
は
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
と
同
じ
原
理
の
イ
ン

ク
ラ
イ
ン
が
設
置
さ
れ
、船
を
線
路
上
の
台
車

に
載
せ
て
移
動
さ
せ
た
。

　

な
お
、南
禅
寺
舟
溜
り
か
ら
、
５
月
６
日
ま

で
、夷

え
び
す

川
ダ
ム
ま
で
の
往
復
3
キ
ロ
、約
25
分
の

「
十
石
舟
め
ぐ
り
」も
運
航
さ
れ
て
い
る
。
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