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和
田　
僕
は
次
男
で
す
か
ら
、
何
代
も
続
く
家
業
の
息
苦
し
さ

か
ら
逃
れ
る
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
と
か
ノ
マ
ド

と
か
、
あ
の
時
代
特
有
の
風
来
坊
的
自
由
さ
に
憧
れ
て
東
京
へ

行
っ
た
感
じ
で
し
た
。
卒
業
後
も
す
ぐ
に
は
帰
ら
ず
、
日
活
に

入
っ
て
映
画
関
係
の
仕
事
を
ダ
ラ
ダ
ラ
と
続
け
て
…
…
。

髙
島　
映
画
監
督
に
な
り
た
か
っ
た
ん
で
す
か
？

和
田　
一
応
そ
う
な
ん
で
す
が
、
当
時
は
、
映
画
を
撮
る
に
は

日
活
と
か
松
竹
と
か
、
ど
こ
か
の
映
画
会
社
に
入
っ
て
助
監
督

か
ら
や
ら
な
あ
か
ん
最
後
の
時
代
で
、
入
社
試
験
で
助
監
督
を

募
集
し
て
い
る
の
が
日
活
だ
け
だ
っ
た
ん
で
す
。
最
初
は
撮
影

所
宣
伝
と
い
う
と
こ
ろ
に
回
さ
れ
て
、「
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
に
出

ま
せ
ん
か
？
」
っ
て
口
説
い
た
女
優
さ
ん
を
『
平
凡
パ
ン
チ
』

や
『
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
』
の
グ
ラ
ビ
ア
ペ
ー
ジ
で
脱
が
せ
る
の
が

仕
事
で
し
た
。
あ
と
は
、
一
番
激
し
い
ベ
ッ
ド
シ
ー
ン
の
撮
影

が
あ
る
と
き
に
、
各
新
聞
社
に
取
材
に
来
て
も
ら
っ
た
り
。

髙
島　
映
画
の
前
に
、
短
歌
へ
興
味
を
持
た
れ
た
と
い
う
お
話

で
し
た
よ
ね
。

和
田　
大
学
五
年
の
と
き
に
│
│
五
年
行
っ
て
る
ん
で
す
（
笑
）

│
│
塚
本
邦
雄
の
短
歌
と
出
会
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

和
歌
や
古
典
文
学
に
は
ま
る
で
興
味
が
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、

塚
本
邦
雄
は
短
歌
だ
け
じ
ゃ
な
く
前
衛
芸
術
の
世
界
に
も
通
じ

髙
島　
ご
実
家
で
あ
る
「
和
田
萬
」
は
、
明
治
十
六
年
創
業
の

老
舗
の
胡
麻
問
屋
で
。

和
田　
ご
存
じ
の
通
り
、
和
田
萬
の
あ
る
界
隈
は
菅
原
町
い
う

て
、
天
満
の
中
で
も
乾
物
の
町
で
ね
。

髙
島　
菅
原
町
に
は
問
屋
街
の
面
影
を
残
す
蔵
が
、
い
ま
で
も

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
残
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
大
学
で
能
を
始
め
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
大
学
は
東
京
だ
っ
た
と
か
。

ゲスト 和田大象

第６回

 

〝
人
〞
を
通
す
こ
と
で
見
え
て
く
る
大
阪
の
文
化
的
魅
力
を
探

る
対
談
連
載
『
大
阪
を
生
き
る
12
人
の
物
語
』。
第
六
回
の
ゲ

ス
ト
は
、「
第
六
感
料
理
」
を
打
ち
出
す
創
作
料
理
店
「
世せ

沙さ

弥み

」
の
オ
ー
ナ
ー
・
和
田
大
象
さ
ん
。
ホ
ス
ト
は
お
馴
染
み
、

歴
史
学
者
の
髙
島
幸
次
さ
ん
で
す
。

 「
決
め
打
ち
」
と
「
い
い
加
減
」
の
フ
ラ
フ
ラ
人
生

髙
島　

今
日
は
和
田
さ
ん
の
お
店
、
創
作
料
理
の
「
世
沙
弥
」

で
対
談
を
収
録
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す
が
、
和
田
さ
ん
と

い
え
ば
料
理
だ
け
で
な
く
、
お
能
や
落
語
、
文
楽
、
短
歌
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
古
典
文
化
に
精
通
し
て
お
ら
れ
る
印
象
が
あ
り
ま

す
し
、
現
代
美
術
の
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
も
有
名
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
、
ど
ん
な
順
番
で
関
心
を
持
た
れ
て
い
っ
た
ん
で
し
ょ
う

か
。

和
田　
実
家
が
胡
麻
を
扱
う
乾
物
問
屋
だ
っ
た
の
で
、
食
へ
の

興
味
が
最
初
で
、
次
に
詩
歌
、
映
画
、
現
代
ア
ー
ト
の
順
で
す

か
ね
。
古
典
芸
能
に
つ
い
て
は
、
大
学
時
代
か
ら
お
能
を
や
っ

て
ま
し
た
か
ら
、
能
、
歌
舞
伎
、
落
語
、
文
楽
の
順
で
す
。

承応２（1653）年に設立された天満青物市場から派生した菅原町の
乾物問屋街。往時にはさまざまな乾物が集まり、江戸を中心とした
全国へと出荷された。いまでも問屋街の面影が残り、和田さんのご
実家「和田萬」が経営する胡麻の店「萬次郎 蔵」も蔵をリノベーシ
ョンして活用している
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