
歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤

　

近
江
日
野
商
人
ふ
る
さ
と
館
「
旧
山
中
正
吉
邸
」
は
、
当
面
の

間
は
入
館
料
を
無
料
と
し
て
い
ま
す
。
開
館
時
間
は
午
前
９
時
か

ら
午
後
４
時
ま
で
、
休
館
日
は
毎
週
月
・
火
曜
日
、
祝
日
の
翌
日
、

年
末
年
始
等
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
ご
来
館
下
さ
い
。『
近
江

日
野
の
歴
史
』
全
九
巻
は
「
旧
山
中
正
吉
邸
」、
教
育
委
員
会
事

務
局
や
各
公
民
館
に
て
一
冊
四
、〇
〇
〇
円
で
好
評
発
売
中
で
す
。

ぜ
ひ
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

注
意
を
促
し
て
い
ま
す
。

　

妻
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
当
主
が
留

守
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
出
店
の
基
礎

と
な
る
本
宅
を
し
っ
か
り
守
る
よ
う
に

と
説
い
て
い
ま
す
。

　

近
江
商
人
の
妻
と
い
え
ば
、こ
の「
掟
」

に
も
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
夫
に

代
わ
っ
て
本
宅
を
守
る
役
割
を
担
う
と

い
う
の
が
一
般
的
な
姿
で
し
た
。

　

し
か
し
、
初
代
正
吉
妻
さ
く
に
つ
い

て
は
、
出
店
で
夫
と
共
に
商
い
を
盛
り

立
て
た
と
記
述
し
て
い
る
書
物
も
あ
り
、

山
中
正
吉
家
で
は
、
世
間
一
般
的
で
い

う
「
近
江
商
人
の
妻
」
と
は
少
し
異
な

っ
た
女
性
の
姿
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
機

会
を
改
め
て
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

山
中
正
吉
家
の
店
則

　

明
治
二
十
一
年
の
「
出
店
法
則
定
書

写
」
の
表
題
を
も
っ
た
店
則
は
、
二
つ

の
「
定
さ
だ
め
」
か
ら
な
り
ま
す
。
一
つ
目
の

「
定
」
に
は
出
店
に
お
け
る
従
業
員
の
行

動
や
心
得
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

質
素
倹
約
と
正
義
を
大
切
に
し
て
商

い
に
励
み
、
品
物
を
売
り
捌さ

ば

く
際
に
は
、

少
額
の
利
益
で
、
真
心
を
も
っ
て
接
客

す
る
こ
と
。
店
・
蔵
と
も
火
の
元
と
戸

締
り
を
し
っ
か
り
と
確
認
す
る
こ
と
。

私
用
で
出
歩
か
な
い
こ
と
。
店
の
用
事

で
出
か
け
て
も
、
用
が
済
み
次
第
帰
店

す
る
こ
と
。
常
日
頃
か
ら
、
出
店
内
で

の
「
和わ

」
を
大
切
に
し
、
誠
実
・
節
約

を
心
が
け
、
衣
類
・
手
道
具
や
些
細
な
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身
の
回
り
の
品
に
つ
い
て
も
贅ぜ
い

沢た
く

し
な

い
こ
と
。
近
年
は
、
店
・
蔵
と
も
に
風ふ

う

紀き

が
乱
れ
が
ち
で
あ
る
の
で
、
今
一
度

心
を
入
れ
替
え
る
こ
と
。
来
客
は
勿
論

の
こ
と
、
家
族
間
で
あ
っ
て
も
礼
儀
正

し
く
し
、
規
則
正
し
い
生
活
を
送
る
こ

と
な
ど
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
の
「
定
」
に
は
非
常
時
に
お

け
る
行
動
に
つ
い
て
取
り
決
め
て
い
ま

す
。

　

非
常
時
は
、
ま
ず
一
番
に
神
棚
と
仏

壇
を
守
り
、
土
蔵
・
文
庫
・
帳
面
類
を

運
び
出
し
、
表
戸
口
の
人
の
出
入
り
に

注
意
し
、
水み

ず

籠か
ご

・
水
鉄
砲
な
ど
を
配
り
、

互
い
に
怪
我
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

蔵
・
窓
を
残
ら
ず
締
め
、
蔵
に
人
が
い

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
戸
前
を
打

っ
て
、
そ
の
上
を
十
分
に
塗
り
ふ
さ
ぐ

こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

家
法
や
店
則
の
内
容
は
、
商
家
や
時

代
に
よ
っ
て
様
々
で
す
。
今
回
ご
紹
介

し
た
家
法
と
店
則
を
通
し
て
み
る
と
、

山
中
正
吉
家
で
は
、
質
素
倹
約
を
心
が

け
な
が
ら
誠
実
に
商
い
を
す
る
こ
と
や

出
店
内
で
の
「
和
」
を
重
視
し
て
お
り
、

一
致
団
結
し
て
商
い
に
励
む
こ
と
を
理

想
と
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

タイトルの温故知新の文字は、速水建夫さん（深山口）が竹で作られた作品です。

山
中
正
吉
家
の
家
法

　

日
野
商
人
た
ち
は
、
家
業
の
繁
栄
と

永
続
を
願
っ
て
、
守
る
べ
き
こ
と
な
ど

を
家か

法ほ
う
（
家か

訓く
ん

）
や
店て
ん

則そ
く

と
し
て
定
め
て

い
ま
し
た
。

　

山や
ま

中な
か

正し
ょ
う

吉き
ち

家
に
も
家
法
や
店
則
に
関

す
る
史
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
初

代
正
吉
が
定
め
た
明
治
十
（
一
八
七
七
）

年
の「
掟
お
き
て
」と
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）

年
の
「
出
店
法
則
定
書
写
」
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

　

明
治
十
年
の
「
掟
」
は
、
家
法
に
相

当
す
る
も
の
で
、
当
主
と
家
族
の
暮
ら

し
方
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。
当
主

は
家
族
と
共
に
国
元
の
本
宅
に
住
む
こ

と
と
す
る
が
、
当
主
と
そ
の
跡
取
り
と

な
る
男
子
は
、
年
間
の
半
分
か
ら
七
割

位
を
出
店
で
過
ご
し
、
商
い
に
励
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
出

店
で
の
商
い
が
疎
か
に
な
れ
ば
、
本

宅
・
出
店
と
も
に
衰
退
し
て
し
ま
う
の

で
、
商
い
を
決
し
て
怠
ら
な
い
よ
う
に

▲明治10年「掟」の一部分（山中正吉家文書）
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