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～
時
代
の
変
化
を
恐
れ
ず
、
時
代
に
合
っ
た
商
売
を
常
に
追
い
続
け
て
1
3
1
年
～

　

㈱
吉
字
屋
穀
店
は
明
治
22
年
、初
代 

飯
島

新し
ん
ざ
ぶ
ろ
う

三
郎
が
長
年
働
い
て
い
た
甲
府
の
老
舗
問
屋

で
あ
る
吉
字
屋
本
店
か
ら
暖
簾
分
け
を
許
さ

れ
、甲
府
市
若
松
町
（
現
在
本
店
が
あ
る
場
所
）

に
て
、米
の
商
売
を
手
掛
け
た
こ
と
に
始
ま
る
。

当
時
は
、“
横
町
の
お
米
屋
さ
ん
”
と
し
て
、町

の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
た
。

　

新
三
郎
の
子
、米よ
ね
た
ろ
う

太
郎
（
二
代
目
）
が
継
い

だ
の
は
、大
戦
の
暗
い
影
が
世
の
中
を
覆
う
よ

う
に
な
っ
た
頃
だ
っ
た
。太
平
洋
戦
争
が
始
ま

り
、昭
和
17
年
か
ら
食
糧
管
理
法
の
も
と
で
国

中
の
米
は
管
理
さ
れ
、政
府
が
生
産
者
か
ら
直

接
米
を
買
い
取
り
、食
糧
営
団
か
ら
町
の
米
屋

に
米
が
流
れ
、消
費
者
に
販
売
す
る
と
い
う
施

策
が
と
ら
れ
て
い
た
。販
売
と
言
っ
て
も
自
由

に
売
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
く
、各
家
庭

に
配
布
さ
れ
て
い
た
米
穀
通
帳
で
決
め
ら
れ
た

量
の
お
米
を
販
売
す
る
配
給
制
で
あ
り
、飯
島

家
は
町
内
の
食
卓
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
っ
た
。物
資
は
絶
対
的
に
不
足

し
て
い
た
た
め
、闇
取
引
も
横
行
し
て
お
り
、

時
に
は
、甲
府
駅
で
押
収
さ
れ
た
ヤ
ミ
米
を
配

給
分
に
回
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。そ
ん
な

暗
い
時
代
の
中
で
も
、吉
字
屋
穀
店
は
、“
横
町

の
お
米
屋
さ
ん
”
と
し
て
米
を
提
供
し
続
け

た
。し
か
し
、戦
火
は
容
赦
な
く
甲
府
の
街
を

襲
い
、昭
和
20
年
の
大
空
襲
で
吉
字
屋
穀
店
の

店
舗
は
全
焼
し
て
し
ま
う
。米
太
郎
は
、敗
戦

の
焼
野
原
に
簡
単
な
木
造
家
屋
を
立
て
、ほ
う

き
や
た
わ
し
、石
鹸
な
ど
の
荒
物
（
雑
貨
）
を
売

り
始
め
た
。

　

二
代
目
米
太
郎
に
は
、子
供
が
い
な
か
っ
た

た
め
に
、高
校
を
卒
業
後
18
歳
で
現
会
長 

義
雄

（
三
代
目
）
が
養
子
に
入
っ
た
。戦
後
の
混
乱
が

収
束
し
た
頃
の
こ
と
だ
。こ
の
頃
、米
は
依
然
と

し
て
配
給
制
で
、吉
字
屋
穀
店
を
含
む
若
松
町
、

青
沼
、朝
気
等
の
米
屋
12
件
で
青
沼
米
穀
商
協

同
組
合
を
組
織
し
て
、一
帯
の
家
庭
に
米
の
配

給
を
続
け
て
い
た
。

　

そ
の
後
、配
給
制
度
が
廃
止
と
な
り
、自
由
販

売
が
開
始
に
な
る
と
、荒
物
販
売
の
横
で
米
の
販

売
を
再
開
し
た
。当
初
は
、組
合
で
そ
の
地
域
ご

と
に
得
意
先
を
振
り
分
け
て
商
売
を
し
て
お
り
、

自
転
車
に
米
3
俵
を
乗
せ
た
リ
ヤ
カ
ー
を
付
け
、

配
達
に
出
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
う
。

　

と
こ
ろ
で
、最
近
は
あ
ま
り
耳
に
し
な
く
な
っ

た
米
の
単
位
“
俵
”
は
一
体
ど
の
ぐ
ら
い
重
さ
な

の
だ
ろ
う
か
。四
代
目
の
潤
社
長
は
、こ
う
教
え

て
く
れ
た
。「“
1
俵
”
が
約
60
キ
ロ
で
す
。で
す
か

ら
、“
3
俵
”
は
約
1
8
0
キ
ロ
に
な
り
ま
す
。」

　

人
々
の
生
活
が
少
し
ず
つ
豊
か
に
な
り
、町

に
食
堂
が
増
え
始
め
、温
泉
地
が
観
光
地
と
し

て
賑
わ
い
を
見
せ
始
め
る
と
、義
雄
は
、果
敢
に

営
業
先
の
開
拓
に
乗
り
出
し
た
。そ
の
行
動
が

時
代
の
先
を
行
き
過
ぎ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、当

時
、業
界
の
異
端
児
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。

義
雄
会
長
は
、「
高
度
成
長
期
に
入
り
、お
米
の

需
要
も
上
が
っ
て
き
て
、今
ま
で
と
同
じ
商
売

を
続
け
て
い
て
は
ダ
メ
だ
と
思
い
ま
し
た
よ
。

始
め
は
周
り
の
抵
抗
も
あ
っ
た
が
、嘘
を
つ
か

な
い
、真
面
目
な
商
売
を
一
生
懸
命
し
た
こ
と

で
結
果
が
つ
い
て
き
た
。」
と
話
し
て
く
れ
た
。

　

時
代
の
先
を
見
据
え
、販
路
を
開
拓
し
て
き

た
父
親
の
背
中
を
見
て
き
た
現
社
長 

潤
（
四
代

目
）
が
会
社
に
入
っ
て
か
ら
は
、店
舗
展
開
、全

国
の
米
屋
に
先
駆
け
て
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
を
開

設
と
次
々
に
先
手
を
打
っ
て
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

を
確
立
し
て
き
た
。さ
ら
に
、現
在
は
酒
米
の
精

米
事
業
や
、山
梨
県
産
米
の
米
粉
を
菓
子
店
な

ど
へ
供
給
す
る
事
業
も
手
掛
け
て
い
る
。常
に

新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
開
拓
し
て
い
か
な

い
と
、競
争
の
激
し
い
時
代
の
中
で
淘
汰
さ
れ

て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
か
ら
だ
。

　
「
私
た
ち
の
業
界
は
、流
通
の
垣
根
が
な
い
の

が
常
識
で
、競
争
が
激
し
い
世
界
で
す
。川
上
に

上
っ
て
米
の
生
産
に
か
か
わ
る
か
、川
下
に
下
っ

て
加
工
技
術
を
磨
き
、販
路
を
拡
大
す
る
か
を
常

に
模
索
し
て
い
ま
す
。同
じ
こ
と
を
し
て
い
て

は
、潰
れ
て
し
ま
う
。」
と
潤
社
長
は
分
析
す
る
。

　

競
争
の
激
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う

に
現
在
、県
内
に
米
屋
は
数
件
し
か
残
っ
て
い

な
い
と
言
う
。今
や
地
域

の
み
な
ら
ず
、山
梨
県
内

の
米
文
化
を
支
え
て
い
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
、吉
字
屋
穀
店
。時
代

に
合
っ
た
商
売
を
追
い
続

け
、“
横
町
の
お
米
屋
さ

ん
”
の
歴
史
は
、こ
れ
か

ら
も
続
く
。
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▲写真中央が初代 新三郎

▲昭和30年代前半。ダイハツ・ミゼッ
ト（自動三輪車）に米俵を積んで配達
に出かけていた。
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