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江
戸
時
代
の
物
流
は
、ほ
と
ん
ど
が

舟
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。利
根
川
の

水
運
は
巨
大
な
動
脈
で
、現
在
の
東
名

高
速
道
路
と
東
北
高
速
道
路
を
合
わ

せ
た
よ
う
な
も
の
で
し
た
。川
と
船
は
、

人
間
の
毛
細
血
管
の
よ
う
に
全
国
に
行

き
渡
っ
て
い
て
、米
も
材
木
も
舟
で
大

き
な
川
に
運
ば
れ
て
、河
口
で
大
き
な

船
に
積
み
替
え
ま
し
た
。馬
の
背
中
に

は
両
側
に
一
俵
一
俵
と
二
俵
し
か
積
め

ま
せ
ん
が
、舟
な
ら
何
十
俵
、何
百
俵

と
積
め
て
船
頭
さ
ん
が
前
後
二
人
で
運

べ
ま
す
。物
を
運
ぶ
に
は
舟
が
一
番
で

し
た
。

　

日
本
橋
の
魚
河
岸
に
は
、天
秤
棒
を

肩
に
し
て
前
後
に
桶
を
吊
る
し
た
人

が
い
て
、こ
れ
が
江
戸
商
い
の
最
先
端
で

し
た
。野
菜
、魚
、豆
腐
、納
豆
な
ど
物

を
売
る
人
が
七
割
。物
を
買
う
人
が

三
割
。

　

買
う
人
は
三
六
五
日
、町
を
歩
い
て

何
か
ら
何
ま
で
買
って
い
ま
し
た
。布
の

ン
テ
ィ
ブ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

使
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、太
陽
と

雨
水
、舟
を
動
か
す
風
、土
木
工
事
は

人
間
と
牛
と
馬
の
力
。こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
使
っ
て
、江
戸
八
百
八
町
の
町
ご
と

に
、す
し
屋
と
そ
ば
屋
と
天
ぷ
ら
屋
が

店
を
構
え
、四
百
軒
の
寄
席
が
あ
り
、

人
々
は
、清
潔
で
綺
麗
な
町
で
、楽
し
く

暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。一
四
〇
年
前
ま

で
、完
全
な
リ
サ
イ
ク
ル
社
会
、食
料
自

給
率
１
０
０
％ 

の
文
明
社
会
が
日
本
に

あ
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
日
本
の
食
料
自
給
率
は
39
％

と
先
進
国
で
最
も
低
く
、地
球
の
人
口

は
２
０
５
０
年
に
は
96
億
人
に
な
り
ま

す
。こ
の
人
た
ち
を
ど
う
や
っ
て
食
べ
さ

せ
る
の
で
し
ょ
う
か
。現
在
の
食
料
生

産・水
利
用・エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
の
方
法

は
、未
来
の
世
代
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す

力
を
損
ね
て
い
ま
す
。こ
の
問
題
を
解

決
す
る
に
は
、江
戸
時
代
の
リ
サ
イ
ク

ル
が
良
い
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

き
れ
は
し
、木
切
れ
、す
り
減
っ
た
下

駄
、壊
れ
た
唐
傘
、髪
結
い
の
床
に
落
ち

て
い
る
髪
、か
ま
ど
の
灰
、ロ
ウ
ソ
ク
が
燃

え
尽
き
る
と
皿
の
上
に
残
る
ロ
ウ
も
買

い
に
き
ま
し
た
。壊
れ
た
皿
や
、穴
の
空

い
た
鉄
鍋
は
、直
し
て
も
ら
い
ま
す
。糞

尿
は
、溜
め
て
桶
で
運
ば
れ
、有
機
肥
料

と
し
て
畑
で
使
い
、野
菜
に
な
っ
て
、そ

れ
を
食
べ
る
と
い
う
循
環
で
し
た
。子

供
の
着
物
は
継
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
で
か
ま

い
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
残
っ
た
生
ゴ
ミ
は
、ゴ
ミ
収
集

業
者
が
取
り
に
来
ま
し
た
。そ
れ
ぞ
れ

の
業
者
の
受
け
持
つ
町
が
決
め
ら
れ
て

い
て
、江
戸
の
生
ゴ
ミ
は
永
代
島
に
捨
て

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
を
四

十
年
続
け
る
と
、そ
の
土
地
は
収
集
業

者
の
所
有
物
と
な
り
、町
並
み
に
繰
り

入
れ
ら
れ
る
時
に
大
き
な
利
益
を
生

み
ま
し
た
。爺
さ
ん
が
働
い
て
、親
父
が

働
い
て
、息
子
が
働
く
と
、ゴ
ミ
収
集
業

者
が
土
地
持
ち
に
な
る
と
い
う
イ
ン
セ
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