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近
世
後
期
西
上
州
に
お
け
る
絹
流
通
に
つ
い
て

-
幕
末
開
港
前
段
階
で
の
富
岡
を
中
心
に
-

松

石

泰

彦

一

近
世
西
上
州
に
お
け
る
絹
流
通
の
問
題
点

周
知
の
よ
う
に
上
州

1
帯
は
近
世
を
通
じ
て

1
大
絹
生
産
地
で
あ
っ
た
.
十
八
世
紀
後
半
に
は
､
機
業
地

･
桐
生
を
中
心
と
し
た
東

上
州
で
は
各
種
の
分
業
工
程
が
分
化
し
､
そ
の
原
料
供
給
地
と
し
て
山
中
入
地
方
の
製
糸
業
が
発
展
､
大
間
々
あ
る
い
は
前
橋
を
中
心

と
す
る
糸
市
が
成
立
し
た
｡
ま
た
こ
の
よ
う
な
東

･
中
毛
地
域
に
お
け
る
製
糸
業
の
発
展
は
北
毛
地
域
に
お
け
る
養
蚕
を
促
し
､
沼
田

を
中
心
と
し
た
繭
市
場
を
成
立
さ
せ
た
｡
東

.
苧

北
毛
地
域
に
お
け
る
養
苧

製
糸

.
織
物
の
研
究
は
諸
先
学
の
業
績
に
詳
し
(I
)｡

そ
の
よ
う
な
上
州
他
地
域
に
お
け
る
分
業
関
係
の
発
展
に
比
し
て
､
西
上
州
あ
る
い
は
秩
父
地
域

云
市
は
､
養
蚕

･
製
糸
か
ら
織
り

立
て
ま
で
生
産
者
農
民
の
手
に
よ
っ
て
一
貫
し
て
つ
-
ら
れ
る
無
地
の
絹
織
物
=
白
絹

･
生
絹
が
流
通
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
､
特
に

桐
生
地
域
と
の
対
比
で
特
徴
づ
け
ら
れ
て
き
た
｡

西
上
州
に
お
い
て
は
享
保
期
前
後
の
絹
の
生
産
流
通
量
の
著
し
い
増
大
に
と
も
な
っ
て
都
市
間
屋
の
流
通
支
配
が
確
立
さ
れ
て
い
-
0

(1)
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上
州
絹
を
仕
入
れ
る
都
市
大
問
屋
は
､
染
張
り
と
い
っ
た
そ
の
加
工
過
程
を
自
家
に
抱
え
て
お
り
､
上
州
の
生
絹
は
そ
の
大
半
が
京

1

都
に
送
ら
れ
て
聖

さ
れ
が
).
上
州
絹
の
流
通

.
生
産
の
増
大
は
､
在
地
商
人
の
資
金
能
力
を
越
え
た
大
量
の
絹
の
買
付
け
を
,
都

近世後期西上州における絹流通について

市
問
屋
か
ら
の
前
貸
資
金
に
よ
っ
て
行
わ
せ
る
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
'
買
宿
と
よ
ば
れ
る
在
郷
町
商
人
を
地
方
絹
市
場
と
の
結
節

点
と
し
'
都
市
大
問
屋
は
そ
こ
に
多
額
の
仕
入
資
金
生

別
渡
し
し
て
前
貸
し
と
買
付
け
を
行
い
な
が
ら
'
生
産
部
門
へ
の
支
配
を
強
め

て
い
く
形
を
と
っ
た
｡

林
玲
子
氏
は
,
関
東
絹
特
に
西
上
州
の
絹
市
の
状
況
に
つ
い
て
概
説
的
に
と
ら
え
て
い
(hQn
).
特
に
､
生
絹
=
白
絹
の
半
完
成
品
と

し
て
の
特
徴
を
挙
げ
て

｢江
戸

･
大
坂

･
名
古
屋
等
に
出
店
を
持

つ
呉
服
問
屋
は
､
そ
の
利
潤
搾
出
の
大
き
な
源
を
､
こ
の
よ
う
な
半

完
成
品
の
仕
上
げ
加
工
に
求
め
て
い
た
｣
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て

｢桐
生
や
足
利
な
ど
の
生
産
地
に
お
け
る
完
成
品
生
産
の
進
展
は
'

呉
服
問
屋
の
利
潤
源
を
掘
り
崩
す
と
と
も
に
'
在
地
商
人
の
活
躍
の
場
を
広
げ
､
株
仲
間
の
規
制
を
破

っ
て
直
売
買
を
仲
間
外
商
人
と

行
う
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
｣
た
の
に
対
し
'
｢関
東
生
絹
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
､
そ
の
生
産
地
内
部
で
は
完
成
品
生
産

へ
の
動
き

は
殆
ど
見
ら
れ
ず
･-
⊥

｢生
産
者

･
在
地
商
人
と
も
､
呉
服
問
屋
を
介
し
て
の
生
絹
流
通
こ
そ
､
も
っ
と
も
望
ま
し
い
こ
と
と
考
え

て
い
た
ら
し
い
｡
ゆ
え
に
へ
関
東
生
絹
生
産
地
帯
は
近
世
に
お
け
る
都
市
商
業
資
本
の
集
荷
独
占
が
最
も
窓
意
的
に
な
さ
れ
た
地
帯
の

1
例
と
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
､
同
時
に
こ
の
よ
う
な
流
通
構
造
は
生
絹
の
生
産
構
造
を
固
定
化
せ
し
め
'
ま
た
在
地
商
業
資
本
の
独

自
的
な
動
き
を
許
さ
ず
､
都
市
商
業
資
本
に
従
属
化
せ
し
め
る
｡｣
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
｡

西
上
州
の
白
絹
生
産
地
と
し
て
の
特
性
に
注
目
し
な
が
ら
そ
の
流
通
構
造
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
最
近
の
試
み
と
し
て
須
田
努
氏
の

(4
)

研
究
が
あ
る

｡
こ
こ
で
も

｢幕
末
開
港
直
前
ま
で
に
お
け
る
西
上
州
絹
織
物
生
産

･
流
通

･
市
場
構
造
は
､
生
産
面
に
お
い
て
は
家

内
労
働
に
よ
る
白
絹
生
産
が
基
礎
に
な
っ
て
お
り
､
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
･
問
屋
制
家
内
工
業
は
勃
興
せ
ず
､
地
域
内
分
業
も
展
開

し
て
い
な
い
｣
､
ま
た

｢流
通
面
に
お
い
て
は
､
各
地
域
よ
り
産
出
さ
れ
た
白
絹
は
絹
市
の
立

つ
在
郷
町
へ
と
集
荷
せ
ら
れ
'
絹
仲
買

(5
/
筆
者
)

商

(絹
宿

)
の
手

を

経
過
し
て
､
最
終
に
は
都
市
大
問
屋
の
下
に
集
中
し
て
い
-
形
態
で
あ
り
､
都
市
大
問
屋
従
属
下
の
市
場
構
造
で

(2)
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あ
っ
た
｡
こ
う
い
っ
た
状
況
の
下
で
は
在
郷
町
商
人
が
直
接
江
戸
な
ど
の
大
都
市
へ
進
出
し
､
独
白
の
販
路
を
確
立
す
る
動
き
は
全
-

み
ら
れ
な
か
っ
た
｡
｣
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

林
氏
の
指
摘
以
降
､
西
上
州
地
域
の
流
通
構
造
は
､
特
に
東
上
州
地
域
と
比
し
て

｢半
完
成
品
白
絹
生
産
｣
=

｢未
分
業
化
｣
｢都
市

大
問
屋
支
配
の
強
さ
｣
と
い
っ
た
観
点
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
.
確
か
に
享
保
以
降
買
宿
を
通
じ
て
都
市
大
間
屋
に
よ
る
流
通
掌
握
が

進
行
す
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
､
果
た
し
て
開
港
前
の
幕
末
期
ま
で
'
そ
う
い
っ
た
諸
特
徴
が
続
い
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
,
か
な
ら
ず
L
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
え
る
史
料
も
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
見
ら
れ
る
の

で

軍

(a
o

従
来
の
西
上
州
の
絹
流
通
に
関
す
る
研
究
は
､
主
と
し
て
都
市
大
問
屋
の
集
荷
機
能
の
点
か
ら
絹
市
や
買
宿
を
と
ら
え
て
き
た
も
9

で
あ
り
､
ま
た
そ
の
よ
う
な
関
係
で
の
史
料
が
中
心
の
研
究
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
､
都
市
大
問
屋
が
ど
の
よ
う
に
絹
の
生
産

･
流
通
を

そ
の
支
配
下
に
置
い
て
い
く
か
と
い
う
視
点
を
持

っ
て
い
た
と
同
時
に
'
そ
れ
と
は
う
ら
は
ら
に
､
そ
れ
を
外
れ
た
生
産

･
流
通
に
つ

い
て
は
問
題
と
し
て
こ
な
か
っ
た
｡
そ
う
な
る
と
当
然
の
こ
と
と
し
て
都
市
大
問
屋
の
支
配
の
強
固
さ
の
み
が
検
出

･
強
調
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
､
そ
の
こ
と
は
享
保

～
寛
政
期
頃
の
都
市
問
屋
に
よ
る
集
荷
体
制
確
立
と
安
定
の
時
代
に

は
問
題
が
な
-
て
も
､
化
政

･
天
保
期
と
も
な
る
と
全
国
的
に
見
る
と
地
方
に
よ
っ
て
は
在
郷
商
人
の
独
自
的
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て

い
る
時
期
で
も
あ
り
､
そ
の
段
階
で
は
再
検
討
す
る
必
要
が
出
て
-
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

以
上
の
よ
う
な
問
題
提
起
に
従

っ
て
､
こ
こ
で
は
富
岡
町
に
あ
っ
た
古
沢
清
左
衛
門
家
と
い
う

一
在
郷
町
商
人
の
経
営
史
料
を
通
じ

て
､
近
世
後
期

･
幕
末
開
港
前
段
階
で
の
西
上
州
に
お
け
る
絹
流
通
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
｡

(3)

二

在
郷
町
商
人

･
古
沢
清
左
衛
門
家
の
概
要

古
沢
清
左
衛
門
家
は
上
州
甘
楽
郡
富
岡
町
中
町
に
あ
り
､
代
々
問
屋
を
勤
め
た
家
で
あ
る
｡
富
岡
町
は
西
上
州
の
南
部
に
あ
り
､
上

160

町

･
中
町

･
瀬
下
町
の
三
町
に
区
分
さ
れ
,
寛
永
四
年
に
は
全
町
と
し
て
家
数
百
五
十
軒
,
石
高
千
二
百
九
十
六
石
と
い
う
規
模
の
町
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で
あ
っ
た
｡
こ
の
近
辺
は
近
世
を
通
じ
て
絹
の

一
大
生
産
地
帯
で
あ
り
､
隣
接
の
下
仁
田
近
辺
で
は
麻
の
生
産
も
盛
ん
で
あ
っ
た
｡

1

古
沢
家
は
､
元
禄
年
間
に
酒
造
嘉

齢

)､
享
保
十
四
年
か
ら
は
上
野
砥
石
の
附
送
り
問
屋
を
開

齢

)す

る
.
近
世
中

.
後
期
に
お
け

(10
)

る
古
沢
家
の
絹
商
人
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て
は
､
須
田
努
氏
と
井
上
定
華
氏
が
こ
れ
ま
で
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い

る

の

で
詳
細
に
つ

近世後期西上州における絹流通について

い
て
は
省
略
し
た
い
｡
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
､
古
沢
家
は
享
保

一
八
年
に
三
井
越
後
屋
と

｢絹
代
買
証
文
｣
を
取
り
交
わ
し
て
､
富
岡
に

お
い
て
周
辺
地
域
で
生
産
さ
れ
る
絹
を
買
い
つ
け
て
江
戸
の
三
井
向
店
へ
と
買
送
を
行
う
買
宿
を
請
け
負

っ
て
お

垢
)､

こ
の
享
保
十

八
年
以
降
に
つ
い
て
は
安
永
年
間
ま
で
越
後
屋
宛
に
年
々
絹
の
買
送
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡
井
上
氏
は
'
こ
の
時
期
の

古
沢
家
の
絹
取
引
あ
る
い
は
古
沢
家
全
体
と
し
て
の
経
営
は
決
し
て
良
好
な
も
の
で
は
な
-
､
自
己
資
金
を
蓄
積
し
な
が
ら
営
業
を
拡

大
し
て
い
く
と
い
う
形
態
と
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
と
し
て
'
古
沢
家
と
三
井

･
越
後
屋
と
の
買
宿
関
係
の
特
質
を
'
綿
貫
金
と
は
別
の

へは
)

｢御
店
御
拝
借
｣
す
な
わ
ち
自
ら
の
経
営
資
金
の
た
め
の
融
資
を
受
け
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
｡
そ
れ
は
つ
ま
り
古
沢
家
の
都
市
大
問

屋
に
対
す
る
従
属
的
立
場
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
に
対
し
て
須
田
氏
の
研
究
で
は
安
永
末
年
か
ら
天
明
初
年
に
か
け
て
同
家
は
経
営
を
転
換
さ
せ
､
高
利
貸
業

へ
と
転
化
す
る
と

さ
れ
て
お
り
､
氏
は
こ
う
し
た
古
沢
家
の
動
き
を
､
安
永

･
天
明
期
に
都
市
問
屋
の
従
属
下
か
ら
離
れ
て
自
ら
新
た
な
流
通
ル
ー
ト
を

開
き
そ
の

高

を
担
お
う
と
し
､
そ
の
失
齢
)に
よ
り
高
利
貸
化
し
て
い
く
と
位
置
づ
け
た
｡

古
沢
家
は
商
取
引
関
係
に
お
い
て
は
､

【表

-
】
に
示
し
た
と
お
り
､
安
永
期
に
は
多
様
な
動
き
を
見
せ
る
｡
三
井
と
の
絹
取
引
柿

小
関
係
に
伴

っ
て
､
江
州
商
人
と
絹
取
引
､
麻
取
引
､
古
手

(古
着
)
の
販
売
な
ど
を
行
い
は
じ
め
る
｡
絹
や
麻
は
､
越
後
屋
と
の
取

引
同
様
'
買
付
け
金
を
前
渡
し
さ
れ
､
そ
の
資
金
を
も
っ
て
買
付
け
に
あ
た
り
送
荷
す
る
｡
古
手
は
近
江
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
を

委
託
さ
れ
て
販
売
す
る
形
を
と
り
､
売
上
は
江
州
商
人
に
計
上
し
､
そ
こ
か
ら
手
数
料
を
と
る
｡
い
ず
れ
の
商
取
引
形
態
も
自
己
資
金

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
点
が
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
多
岐
に
渡
る
仲
介
的
な
商
業
経
営
の
展
開
は
､
三
井
と
の
取
引
減

少
と
表
裏

一
体
と
な
っ
て
お
り
､
こ
の
時
期
三
井
の
古
沢
家
か
ら
の
撤
退
と
い
う
事
態
を
前
に
､
何
と
か
仲
介
商
業
経
営
を
持
続
し
よ

(4)
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【表 1】安永年間 古沢家の諸商取引と仲介手数料

安永3 194 0347 387 928 52

安永4 253 90 2由 97 728 35

安永5 63 0 401 43 507 26

安永7 455 401 195p 94 1145 36

安永8 40 0 66 0 106 5

※分 ･朱 ･以下四捨五入

〔備考〕古沢家文書9｢安永九年仕切和帳｣から作成

なお口銭については､仕切において記載に精粗がありそのまま

にしてある｡また越後屋との絹取引では口銭が記載されない (別

勘定になっていると思われる)ので､同家文書57｢宝層六年年中

家内入払覚｣にある ｢越後屋絹口銭｣の記載から求めた口銭率を

用いて推定値を算出した｡

したがって実値と推定値が混ざったものになっているが､古沢

家の仲介商業取引の手数料収入のおおよその目安になるものとし

て提示しておいた｡

う
と
し
た
あ
ら
わ
れ
だ
と
考
え
ら
れ

る
｡な

お
'
こ
う
し
た
仲
介
的
商
取
引

業
と
､
酒
屋

･
穀
物
屋
を
は
じ
め
と

す
る
自
己
経
営
部
分
と
の
関
連
に
つ

い
て
は
'
相
対
的
な
比
重
は
わ
か
ら

な
い
｡

【表
-
】
の
安
永
期
の
仲
介

商
業

(絹

･
麻

･
古
着
)
に
よ
る
口

銭
収
入
の
額
面
は
､
例
え
ば
三
井
か

ら
自
己
経
営
部
分
用
と
し
て
毎
年
借

り
て
い
た

一
〇
〇
両
の
拝
借
金
な
ど

と
比
べ
る
と

'
古
沢
家
経
営
の
収
入

の
中
で
多
い
額
と
は
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
｡

こ
う
し
た
安
永
期
の
動
き
を
見
る

(5)

と
'
古
沢
家
は
三
井
へ
の
従
属
度
を
強
め
て
い
っ
て
都
市
問
屋
に
よ
る
流
通
支
配
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
の
で
は
な
-
'
む
し
ろ
三
井

に
は
撤
退
さ
れ
て
い
-
商
人
で
あ
り
､
そ
の
結
果
安
永
期
に
は
買
宿
と
し
て
の
役
割
を
失
う
｡
ま
た
須
田
氏
の
い
う
ほ
ど
都
市
間
屋
の

従
属
下
か
ら
の
脱
却
を
狙
っ
た
積
極
的
な
動
き
を
見
せ
､
自
ら
の
独
自
的
な
経
営
を
狙
っ
て
､
そ
の
結
果
と
し
て
三
井
と
の
取
引
高
が

158

減
少
し
た
と
い
う
積
極
的
な
も
の
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
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こ
の
よ
う
に
古
沢
家
は
都
市
間
屋
の
集
荷
機
構
の
末
端
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
在
地
に
お
け
る
絹
流
通
の
中
心
的
存
在
に
な
る
こ
と

に
失
敗
し
た
｡
し
か
し
幕
末
期
に
は
再
び
絹
商
売
を
行

っ
て
お
り
へ
ま
た
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
組
合
製
糸
甘
楽
社
の
設
立
に
大
き
な

(14
)

役
割
を
果
た
し
て

い

る

な

ど
､
そ
の
後
ま
っ
た
-
西
上
州
絹
流
通
と
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
'
天
明
期
以
降
没
落

し
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な

CEO
).

し
か
し
天
明
期
以
降
寛
政

･
化
政
期
の
経
営
史
料
が
な
い
の
で
､
三
井
と
の
取
引
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
後
に
ど
の
よ
う
な
経
営
が
行
わ
れ
て
い
-
の
か
は
不
明
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
高
利
貸

･
地
主
と
し
て
そ
の
ま
ま

継
続
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
｡

三

天
保
期
の
絹
市
を
め
ぐ
る
問
題

古
沢
家
が
再
び
絹
流
通
の
上
で
そ
の
名
を
あ
ら
わ
す
の
は
天
保
期
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
天
保
期
の
西
上
州

･
富
岡
の
絹
流
通
の
問
題

を
富
岡
絹
市
を
中
心
に
考
え
て
み
る
｡

幕
末
開
港
前
の
時
期
に
西
上
州
富
岡
で
は
絹
流
通
は
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
た
の
か
､
そ
し
て
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
都
市

問
屋
に
よ
る
強
固
な
独
占
集
荷
体
制
が
継
続
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
､
こ
こ
で
は
ま
ず
都
市
問
屋
の
集
荷
機
構
の
中
心
的
役
割
を
担
っ

て
い
た
絹
市
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
｡

天
保
期
の
富
岡
絹
市
の
状
況
を
示
し
て
い
る
史
料
と
し
て
次
の

【史
料
-
】
が
あ
(hQe
)0

【史
料
-
】

(表
紙
)

｢天
保
四
巳
年
二
月

市
場
議
定
書
井
三
町
連
名
｣

差
出
シ
申
議
定

一
札
之
事

l
近
年
当
所
三
ケ
町
絹
市
之
儀
'
甚
誤
り
相
成
諸
方
絹
買
衆
中
江
対
シ
不
時
之
儀
茂
有
之
趣
被
及
御
聞
､
御
利
害
披
仲
間
､
申
訳
茂
無

(6)
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之
仕
合
､
右

二
付
今
般
仲
間

7
統
議
定
連
印
差
出
シ
申
処
左
之
通

l
三
町
絹
市
場
捌
方
之
儀
､
近
年
在
方

.iQ絹
世
利
立
入
､
自
分
売
仕
候
儀
茂
多
分
有
之
､
猶
又
仲
間
之
内

二
而
茂
在
方
絹
世
利
引
請
､

慈
愛
を
以
密
々
半
口
銭
等
請
取
､
自

分
売
致
候
者
茂
有
之
､
自
然
括
り
相
成
､
絹
紛
失
或
者
勘
定
間
違
等
茂
有
之
候
節
'
詮
議
等
茂

行
届
キ
兼
'
甚
難
渋
仕
候

二
付
'
此
度
相
改
後
釆
売
宿
三
ケ
町
之
外
者
自
分
売
為
致
申
間
敷
候
事

一
近
在
絹
売
方
江
対
シ
､
前
々
不
埼
之
者
茂
有
之
候
処
'
向
後
右
様
之
儀
無
之
様
急
皮
相
改
可
申
候
事

1
近
年
絹
買
衆
中
占
売
宿
仲
間
勝
手
合
を
以
前
金
借
請
'
絹
代
先
払
仕
来
候
処
､
其
時

二
勘
定
相
立
兼
候
者
茂
有
之
'
右

二
付
絹
買
衆

中
古
前
金
借
用
被
相
断
､
仲
間

一
統
難
渋
至
極
仕
候

二
付
､
此
度
藤
岡
町

･
高
崎
宿

･
吉
井
宿
右
三
ヶ
所
絹
男
衆
中
江
相
頼
､
書
付

入
置
候
処
左
之
通

7
札
之
事

一
近
年
在
々
絹
売
衆
為
融
通
前
金
払
致
度
候

二
付
'
各
々
万
古
前
金
借
用
仕
度
段
当
所
三
ケ
町
よ
り
惣
代
を
以
御
願
申
入
候
処
､
早
速

御
承
知
被
成
下
恭
存
候
､
然
上
者
向
後
其
時

二
急
度
御
勘
定
可
仕
候
'
尤
売
宿
分
限

二
応
し
御
貸
渡
可
被
下
候
､
万

1
右
金
相
滞
候

者
御
座
候

ハ
～
､
被
仰
聞
次
第
年
行
司
立
合
､
仲
間

一
統
占
急
皮
弁
金
可
仕
候
'
各
々
様
方
江
者
少
シ
茂
御
根
毛
相
掛
中
間
鋪
候
､

為
後
日

一
札
入
置
申
候
処
の
而
如
件

(7)

天
保
巳
年
二
月
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富
岡
町
之
内

上
町

絹
売
宿
惣
代

司

三
重
郎

庄
左
衛
門
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藤
岡
町

高
崎
宿

吉
井
宿

綿
貫
衆
中
様

同同同同
瀬
下
町

弥
太
郎

吉
松

音
三
郎

兵
右
衛
門

右

工
付
絹
方
為
助
成
市
日
給
弐
文

つ
～
積
置
､
月
番
行
司
之
者
取
集
'
年
々
祇
園
之
節
役
人
中
立
合
之
上
可
然
方
江
預
ケ
置
､
利
分

差
加
後
釆
絹
方
難
渋
之
節
'
右
金
を
以
取
計
可
申
事

一
向
後
絹
商
売
三
町
之
内

二
而
加
入
致
皮
者
有
之
候

ハ
～
､
当
巳
年
よ
り
来
ル
申
年
迄
之
内
者
､
積
金
壱
人
ツ
～

之
勘
定
を
も
っ
て
差

出
シ
可
申
候
事

l
五
ヶ
年
自
酉
年
占
者
仲
間
為
加
入
金
祇
園
講
両
度

二
金
弐
分
也
差
出
シ
､
前
条
之
趣
市
日
積
金
差
出
シ
可
申
候
事

一
綿
貫
衆
中
江
代
金
不
勘
定
者
有
之
候
節
者
､
年
番
行
司
方
よ
り
取
計
'
少
シ
茂
損
毛
相
掛
中
間
鋪
候
､
然
上
者
当
人
身
分
之
儀
者
鑑

札
取
上
商
売
差
留
可
申
候
事

一
毎
年
十
二
月
十
五
日
鑑
札
年
行
司
之
者
取
集
､
三
町
当
番
役
場
方
江
相
納
置
､
翌
年
正
月
廿
八
日
右
鑑
札
不
々
江
御
渡
被
成
候
節
､

連
名
之
者
印
形
持
参
調
印
致
右
鑑
札
請
取
可
申
､
若
冬
中

古
正
月
迄
鑑
札
日
用
不
致
候
と
て
不
時
之
儀
茂
有
之
候

ハ
～
'
役
人
井
年

番
行
司
相
談
之
上
何
様
被
仰
付
候
共
少
シ
茂
異
変
中
間
鋪

候
事

一
市
日
銭
相
場
之
儀
､
不
同
無
之
様
月
番
行
司

占
其
時
々
之
相
場
を
以
致
張
札
可
申
候
､
若
右

二
洩
不
同
之
銭
切
致
候
者
有
之
候
ハ
～
'

行
司
万

古
役
人
中
江
申
立
夫
々
御
答
可
被
仰

付
候
､
其
節

一
号
口之
儀
中
間
鋪
候
辛

(8)
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一
絹
市
之
儀

二
相
抱
り
候
事

二
而
､
無
拠
金
子
入
用
等
之
節
者
､
三
町
惣
役
人
行
司
立
会
相
談
之
上
､
右
金
之
内
夫
々
取
計
可
申
候
､

又
者
絹
方
仲
間
之
内
万

1
難
渋
之
者
有
之
候
而
､
鑑
札
仲
間
達
外

三
成
候
節
者
'
役
人
井
行
司

1
統
勘
弁
之
上
取
計
可
申
事

前
ヶ
条
之
通
仲
間

一
統
井
五
人
組
壱
人
ツ
ゝ
致
加
印
､
猶
又
借
家
者
者
家
主
井
同
人
五
人
組
壱
人
致
加
印
議
定
連
印
仕
候
上
者
､
少

シ
茂
相
違
無
御
座
候
､
為
後
目
の
而
如
件

上
町

絹
売
宿

三
重
郎

組
合
証
人嘉

兵
衛

(以
下

連
名
省
略
)

三
町
役
人
議
定
之
事

右
之
通
絹
方
仲
間
取
究
､
三
町
四
組
役
人
方
江
銘
々
議
定
書
面
取
置
候
上
者
､
祇
園
講
毎

二
役
人
立
合
議
定
書
面
之
趣
牙
積
金
等
相

改
'
永
久
市
場
括
り
に
不
相
成
様
､
三
町
四
組
役
人
相
談
之
上
取
計
可
申
候
､
依
之
役
人

一
統
議
定
連
印
い
た
し
置
候
'
以
上

天

保
四
巳
二
月

上
町問

屋
名
主
兼
帯

三
左
衛
門

(中
略
)

中
町

名
主
問
屋
兼

(9)
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清
左
衛
門

年
寄

与
右
衛
門

(後

連
名
略
)

こ
の
史
料
で
は
､
近
年
絹
市
が

｢甚
張
り
相
成
諸
方
絹
買
衆
中
江
対
シ
不
時
之
儀
茂
有
之
｣
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
'
仲
間

一
統
で

規
則
を
定
め
連
印
を
差
し
出
す
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
絹
市
の
状
況
は
'
｢在
方
絹
世
利
｣
が
絹
市
に

立
ち
入
り

｢自
分
売
｣
を
行
い
､
あ
る
い
は

｢売
宿
｣
仲
間
の
内
に
も
彼
ら

｢絹
世
利
｣
の

｢自
分
売
｣
と
い
う
行
為
を
こ
っ
そ
り
認

め
て
や
る
者
が
い
て

｢半
口
銭
｣
を
と

っ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
者
た
ち
が
入
り
込
ん
だ
状
態
で
は
､

ト
ラ
ブ
ル
に
市
と
し
て
対
応
で
き
な
い
点
を
挙
げ
て
'
事
実
上
仲
間
以
外
の
者
に
は

｢自
分
売
｣
を
さ
せ
な
い
と
い
う
閉
め
出
し
を
決

定
し
て
い
る
｡
仲
間
は
鑑
札
制
度
を
と

っ
て
お
り
'
町
内
で
は
新
規
に
参
加
す
る
者
に
対
し
て
は
積
み
金
を
差
し
出
す
と
い
う
形
で
参

入
を
認
め
て
お
り
'
決
し
て
排
他
的
な
仲
間
で
は
な
い
が
､
｢
町
之
外
者
自
分
売
為
致
候
中
間
致
候
事
｣
と
町
の
者
以
外
に
関
し
て

｢絹
売
宿
｣
を
通
じ
て
以
外
の
販
売
を
さ
せ
な
い
と
い
う
事
を
取
り
決
め
て
い
る
｡

こ
の
史
料
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
の
二
つ
目
は
前
貸
金
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
史
料
で
は

｢売
宿
｣
仲
間
が

｢在
々
絹
売
衆
為
融

通
前
金
払
致
度
｣
な
の
で

｢絹
買
衆
中
｣
か
ら
前
金
を
借
用
し
て
い
る
と
い
う

｢絹
男
衆
中
｣
-

｢売
宿
｣
1

｢在
々
絹
売
衆
｣
と
い

う
前
貸
体
系
が
成
立
し
て
い
て
､
｢売
宿
｣
は
仲
間
全
体
で
こ
れ
ら
前
貸
金
に
対
す
る
返
済
に
つ
い
て
責
任
を
持

つ
と
い
う
形
を
と

っ

て
い
る
｡
な
お
､
こ
こ
で
の

｢絹
売
宿
｣
と
そ
の
証
人
を
見
る
と
'
か
な
り
の
部
分
が
相
互
保
証
人
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
｡

さ
て
､
こ
の
史
料
中
に
出
て
-
る
古
沢
家
の
存
在
は

｢
三
町
役
人
議
定
之
事
｣

で
の
中
町
の

｢
名
主
問
屋
兼
｣
と
し
て
で
あ
り
､

｢絹
売
宿
｣
と
し
て
で
は
な
い
O
こ
こ
で

｢絹
売
宿
｣
の
性
格
に
つ
い
て
は

1
考
を
要
す
る
0

『
三
井
事
業
史
』
に
よ
れ
ば
寛
政
期
及

び
文
化
期
に
は
高
崎

･
藤
岡

･
吉
井

(寛
政
期
の
み
)
に
買
宿
が
各
々
数
軒
ず

つ
存
在
す
る
が
､
富
岡
に
は
既
に
こ
の
時
期
買
宿
は
存

(10)



一橋研究 第17巻第4号

在
し
て
い
な
い
.
ま
た
､
こ
の
史
料
に
出
て
-
る

｢絹
売
宿
｣
の
数
を
考
え
合
わ
せ
る
と
､
｢絹
売
宿
｣
と
い
う
の
は

｢
買
宿
｣
一と
決

し
て
同
義
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
階
層
的
に
も
､
買
宿
と
言
わ
れ
る
商
人
た
ち
は
名
主

･
問
屋
層
の
者
た
ち
で
あ
り
､
｢絹
売
宿
｣

と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
者
た
ち
は
組
頭
が
若
干
名
い
る
程
度
で
あ
り
'
名
主

･
問
屋

･
年
寄
な
ど
は
い
な
い
｡

そ
れ
で
は

｢絹
売
宿
｣
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
O
そ
れ
を
考
え
る
場
合
に
手
が
か
り
と
な
る
史
料
が
以
下
の
も
の

で
あ

折｡
).
時
代
が
前
後
す
る
が
こ
の
史
料
を
も
と
に
天
保
期
の
絹
市
が
宝
暦
期
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
わ

っ
て
き
て
い
る
か
を
考
察
し

た

い

｡

【史

料
2
】

(前
略
)

一
市
場
絹
宿
共
壱
疋

二
付
五
拾
文
宛
之
口
銭
取
候
之
儀
､
富
岡
町
絹
宿
共

こ
ハ
無
御
座
候
､
尤
前
々
在
～

占
絹
持
出
シ
絹
宿
共
相
頼
世

話
致
貰
候
訳

ハ
'
右
絹
宿
共

ハ
悉
自
利
達
者
仕
候
而
､
太
地
之
絹

ハ
誰
方

へ
向
'
紬
地

ハ
何
方

へ
向
な
と
～
様
子
委
細
工
存
候
ゆ
へ
､

右
絹
宿
共
を
相
頼
候
儀

二
御
座
候
､
右
之
節
茶
代
と
申
銭
十
六
文
又

ハ
廿
四
文
程

つ
～

差
置
帰
り
申
候
､
十
六
文
廿
四
文
丈
之
儀

ハ

相
働

二
付
差
出
し
申
候
'
右
願
人
共
中
上
候
壱
疋

二
付
五
拾
文
之
口
銭
と
申
者
'
外
市
場

ハ
格
別
富
岡
之
儀

ハ
右
肺
之
儀
を
絹
宿
共

是
迄
取
釆
候
口
銭
と
申

二
而
も
可
有
之
候
､
是
ヲ
相
止
メ
候
而

ハ
差
当
弐
百
人
程
之
絹
宿
共
渡
世
相
難
申
候
､
升
在
～
之
儀
も
迷
惑

可
仕
候
間
､
此
儀

ハ
何
卒
先
前
之
通
り
被
仰
付
候
様
'
何
分
御
訴
訟
中
上
度
奉
存
候
､
右
御
尋

二
付
申
上
候

以
上

卯
十
二
月

(ll)

(宝
暦
九
)
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竹
田
民
部

恒
岡
源
兵
衛

知
行
所

寛
源
左
衛
門

上
州
富
岡
町

絹
宿
共
惣
代
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同

庄
兵
衛

会
田
伊
右
衛
門
様
御
手
代

同

情
右
衛
門

針
谷
順
八
殿

同

勘
兵
衛

右
者
共
申
上
通
り
私
共
同
様
奉
願
上
候
､
依
之
奥
印
差
上
申
候
､
以
上

名
主

吉
左
衛
門

同
代

甚
兵
衛

問
屋

七
兵
衛

(後
略
)

こ
の
史
料
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
改
会
所
の
設
立
と
運
上
に
つ
い
て
は
'
天
明
の
絹
騒
動
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
動
き
を

(18
)

ふ
ま
え
て
考
え
ね
ば
な

ら

ず

､

こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
紙
数
が
な
い
の
で
割
愛
す
る
｡

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は

｢絹
宿
｣
の
性
格
で
あ
る
｡
こ
の
史
料
か
ら
は

｢絹
宿
｣
に
つ
い
て
は
'
富
岡
市
で
は
二
百
人
ほ
ど
の

｢絹
宿
｣
渡
世
の
者
が
い
る
こ
と
､
｢茶
代
｣
と
い
う
十
六
ま
た
は
二
十
四
文
の
仲
介
手
間
賃

(口
銭
)
を
市
へ
絹
を
持
ち
込
ん
で
き
た

者
た
ち
か
ら
と
っ
て
い
た
こ
と
､
｢絹
宿
｣
は

｢自
利
達
者
｣
で
あ
り
絹
の
種
叛
に
よ
っ
て
ど
こ
へ
売
れ
る
か
を
よ
-
知

っ
て
い
る
こ

と
な
ど
が
読
み
取
れ
る
｡
従
来
は

｢絹
宿
｣
も

｢E宗

｣
も
同
義
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き

噂

.

し
か
し
､
都
市
大
問
屋
側
の

史
料
を
見
る
限
り

｢買
宿
｣
は

｢買
宿
｣
と
し
て
の
み
登
場
す
る
の
で
あ
っ
て
､
｢絹
宿
｣
と
記
し
て
は
い
な
い
｡
-
わ
え
て
'
こ
の

史
料
に
お
い
て
は
こ
れ
ら

｢絹
宿
｣
渡
世
の
も
の
は
二
百
人
も
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
改
会
所
設
立
に
よ
る
口
銭
増
額
で
渡
世
が

成
り
立
た
な
-
な
る
と
い
う
反
対
意
見
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
二
百
人
と
い
う
数
字
に
は
多
少
誇
張
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
'
た
と

え
ば
安
永
期
に
都
市
大
問
屋
側
か
ら
買
宿
と
認
識
さ
れ
て
い
る
者
た
ち
は
'
富
岡
で
は
矢
嶋
藤
蔵

･
矢
嶋
茂
兵
衛

･
吉
沢
治
左
衛
門

･

膳
塚
権
兵
衛

.
油
屋
庄
治
郎

.
黛
栄
次
郎

.
柳
沢
伝
兵
衛
の

七

輪

)で

あ
る

(古
沢
家
は
こ
の
時
点
で
既
に
買
宿
と
し
て
は
認
識
さ
れ

(12)
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3矧
E

て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
)｡
こ
れ
ら
七
軒
の
よ
う
な
買
宿
層
が
二
百
人
の

｢絹
宿
｣
層
と
衷
現
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
し
'
｢絹

宿
｣
惣
代
と
し
て
も
名
を
連
ね
て
い
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
響

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
､
在
方
農
民
-
絹
生
産
者
l
小
仲
買
的

商
人
1
絹
宿
1
買
宿
1
都
市
大
問
屋
と
い
う
流
通
構
造
が
浮
か
び
上
が
っ
て
-
る
｡

さ
て
'
こ
こ
で
天
保
期
の
絹
市
場
の
問
題
に
立
ち
帰
ろ
う
｡
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
天
保
期
の
史
料
に
見
ら
れ
た

｢絹
売
宿
｣

と
い
う
の
は
買
宿
の
こ
と
で
は
な
く
､
こ
の
宝
暦
期
の

｢相
宿
｣
た
ち
が
継
続
し
て
い
る
姿
で
は
な
い
鵬
3'.
彼
ら
は
在
村
か
ら
持
ち

出
さ
れ
る
絹
を
市
に
お
い
て
購
入
し
て
､
そ
れ
を

｢絹
男
衆
中
様
｣
に
販
売
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
在
地
=
富
岡
絹
市
か
ら
み

れ
ば

｢売
宿
｣
と
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

｢絹
買
衆
中
｣
は
､
史
料
の
宛
名
が

｢高
崎

藤
岡

吉
井

絹
男
衆
中
様
｣
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
､
都
市
大
間
屋
の
買
方
手
代
た
ち
や
も
し
-
は
彼
ら
の
常
駐
す
る
買
宿
た
ち
だ
と
考
え
れ
ば
､
先
の

『
三
井
事
業
史
』

の
上
州
の
買
宿
の
所
在
と

一
致
す
る
｡

こ
の
よ
う
に
み
る
と
､

一
見
絹
市
場
を
め
ぐ
る
流
通
構
造
は
宝
暦
期
か
ら
天
保
期
ま
で
大
き
く
変
容
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
｡
宝

暦
期
に
は
な
か
っ
た
仲
間
形
態
が
天
保
期
の

｢絹
売
宿
｣
の
間
に
は
見
ら
れ
'
ま
た
都
市
問
屋
資
本
に
よ
る
前
貸
体
系
は
む
し
ろ
天
保

期
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
天
保
期
に
は
新
た
な
事
象
が
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
｡

天
保
期
の
絹
市
場
で
は
'
在
方

｢絹
世
利
｣
の
活
動
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
た
｡
こ
れ
ら

｢絹
世
利
｣

は

｢絹
売
宿
｣
が
売
買
を
独
占
す
る
市
で
の
取
引
に
入
り
込
ん
で
き
て
､
絹
市
に
お
け
る

｢絹
売
宿
｣
の
商
業
独
占
を
脅
か
す
存
在
と

な
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
在
方

｢絹
世
利
｣
の

｢密
々
｣
持
ち
込
む
絹
は
､
絹
市
に
紛
れ
込
ん
で
し
か
も
直
接
買
い
手
に
売
る
と
い
う

性
格
か
ら
考
え
る
と
､
絹
宿
を
通
し
て

｢在
方
絹
売
衆
｣
に
融
通
さ
れ
る
都
市
大
問
屋
か
ら
の
前
貸
資
金
の
支
配
を
受
け
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
前
賃
を
受
け
た

｢在
方
絹
売
衆
｣
な
ら
自
動
的
に

｢絹
売
宿
｣
に
対
し
て
販
売
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
前
貸
金
の
返
還
分
と
利
息
分
を
引
い
た
安
い
価
格
で
販
売
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
絹
で
は
な
い
の
で
あ
っ

て
､
そ
の
点
で
そ
れ
ら
の
絹
に
対
す
る
価
格
の
決
定
権
も

｢絹
世
利
｣
た
ち
の
上
に
あ
る
程
度
存
在
し
う
る
｡
つ
ま
り
彼
ら
の
絹
市
に

(13)



49

持
ち
込
む
絹
は
､
従
来
の

｢絹
売
宿
｣
に
持
ち
込
ま
れ
る
絹
と
は
本
質
的
な
差
が
あ
る
の
で
あ
り
'
彼
ら

｢絹
世
利
｣
は
絹
宿
を
通
じ

1

て
前
貸
さ
れ
る
資
金
で
は
な
-
'
ま
っ
た
-
別
の
自
己
資
金
に
よ
っ
て
絹
仲
買
と
い
う
商
業
活
動
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
.
･

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
､
こ
れ
ら

｢絹
世
利
｣
が
市
に
絹
を
持
ち
込
ん
で
く
る
以
前
の
在
村
で
の
活
動
や
自
己
経
営
の
様
相

近世後期西上州における絹流通について

が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
､
残
念
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
こ
う
し
た
こ
と
を
直
接
的
に
明
ら
か
に
す
る
史
料
は
見
当
た
ら

な
い
｡
し
か
し

ー
っ
考
え
な
-
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
､
こ
の
幕
末
開
港
前
の
段
階
に
お
い
て
絹
市
そ
の
も
の
の
構
造
の
変
化
よ
り
､

そ
の
周
辺
部
分
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
絹
市
そ
の
も
の
は
都
市
間
屋
の
流
通
機
構
の
中
に
編
成
さ
れ
て
お
り
'

そ
こ
で
商
業
活
動
を
行
う
商
人
た
ち
は
基
本
的
に
は
都
市
大
間
崖
依
存
の
形
で
変
わ
っ
て
い
な
い
｡
し
た
が

っ
て
'
絹
市

･
都
市
大
間

屋
関
係
の
史
料
を
見
る
限
り
､
そ
こ
に
は
都
市
間
屋
の
流
通
の
強
固
さ
の
み
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
そ
の
絹
市
商
人
の

都
市
間
屋
へ
の
依
存
度
の
高
さ
は
在
地
に
お
け
る
新
た
な
動
き
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
る
｡
富
岡
絹
市
自
体
は
幕

(24
)

末
期
に
か
け
て
全
体
と
し
て
衰
微
す
る
傾
向
に
あ
る
｡
そ
れ
は
都
市
問
屋
が
買
付
け
を
藤
岡
に
集
中
さ
せ

た

と

い
う
問
題
よ
り
も
､

実
は
絹
市
自
体
に
絹
が
集
ま
ら
な
-
な
っ
て
い
る
状
況
が
生
じ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
事
態
は
絹
市
を
見
る
よ
り
は
む
し

ろ
絹
市
以
外
の
流
通
を
見
る
こ
と
で
把
撞
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
｡

四

幕
末
期
に
お
け
る
絹
流
通

幕
末
期
開
港
前
段
階
に
お
け
る
古
沢
家
の
絹
取
引
の
形
態
と
そ
の
特
徴
､
そ
し
て
そ
の
市
場
へ
の
関
わ
り
方
を
通
し
て
'
こ
の
時
期

の
西
上
州
で
の
絹
流
通
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡

こ
の
時
期
の
古
沢
家
の
絹
商
人
と
し
て
の
活
動
を
示
す
史
料
に

｢弘
化
三
年
諸
方
売
絹
艶

)が
あ
る
.
以
下
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳

し
く
検
討
し
て
み
る
｡

(マ
マ)

(マ
マ)

ま
ず
そ
の
構
成
を
見
る
と
､
冒
頭
か
ら
-
農
乗
合
分
亀
屋
源
兵
衛
殿
､
-
農
舞
合
口
､
3
亀
屋
源
治
郎
殿
'
4
泉
舞
諸
方
売
場
入
合

(14)



一橋研究 第17巻第 4号

(マ
マ)

口
､
5
清
水
屋
舞
合
口
絹
売
代
､
6

日
分
限
絹
売
代
と
い
う
形
に
な
っ
て

お
り
'
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
中
に
は

精
粗
の
差
こ
そ
あ
れ
'
絹
売
先
と
売

代
が
順
番
に
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
売

り
先
と
額
面
は

【表
-
】
の
通
り
で

あ

る

0
取
引
先
相
手
に
つ
い
て
見
る
と
､

都
市
問
屋
と
し
て
は
三
井
の
名
前
が

消
え
亀
屋
源
兵
衛

･
亀
屋
源
治
郎

(江
戸
久
松
町
)
が
挙
げ
ら
れ
る
が
､

そ
の
他
の
商
人
は
極
め
て
多
様
に
な
っ

【表 2】弘化3年 絹販売先

販 売 先 両 分 備 考

亀屋源兵衛 161 0
亀屋源治郎 15 2 久松町

大津⊂l[コ 01 安中

利右衛門 01 安中

縮屋孫右衛門 12 1 越後

横田庄右衛門 5 2 信州仲野

ふ し野庄助 6 3 江州中郡

田中惣松 9 0
高橋久左衛門 13 3
古口屋吉五郎 01
黒沢用蔵 01
飯塚宇市 25 0
勇次郎 03
かじまや 17 0高崎

青木彦太郎 02
佐□弥太郎 03
田島倉吉 1 2 藤岡

久右衛門 02 町谷

田島茂兵衛 14 2 上町紺屋

松葉屋藤吉 5 3
藩販売 49 2 ※

藤岡売 5 3
市売 52 0
その他 38 1 返 り絹販売等

※ ｢薄江戸持来之口｣ ｢江戸論送り｣

｢日光行二付論｣ ｢轟預ケ｣

(15)
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て
お
り
､
信
州

･
越
後

･
江
州
の
商
人
の
他
､
藤
岡
や
富
岡
や
高
崎
な
ど
の
地
域
の
商
人
の
名
前
が
見
え
る
｡
こ
の
表
を
見
る
限
り
亀

屋
と
い
う
都
市
問
屋
と
の
取
引
額
が
圧
倒
的
で
'
安
永
期
と
同
様
に
都
市
問
屋
の
需
要
は
大
口
で
､
そ
の
他
の
商
人
は
小
口
で
数
が
多

い
と
い
う
特
色
が
あ
る
｡
し
か
し
実
質
的
な
取
引
形
態
に
は
安
永
期
に
見
ら
れ
た
も
の
と
は
大
き
な
差
異
が
出
て
き
て
お
り
'
以
下
詳

し
く
そ
の
取
引
の
内
容
を
検
討
す
る
｡

【史
料
3
】

農

乗
合
分

か
め
屋
源
兵
衛
殿
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(中

略
)

八
月
十
七
日

百
四
十
四

一
三
拾
弐
匁
五
分

百
四
十
五･

(略
)

京
花
拾
疋

九
十
三

百
五
十
三

〆
三
百
拾
六
匁

為
金
五
両
壱
分
卜
百
八
文

元
金
弐
両
弐
分
卜
八
貫
三
百
五
拾
文

此
金
三
両
三
分
卜
弐
百
廿
六
文

染
壱
両

り
壱
分
弐
朱
卜
六
百
九
十
文

内
壱
匁
五
分

直
引
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十
七
日

百
五
十
四

一
弐
拾
八
匁
五
分

百
五
十
五

一
三
拾
匁

升
花
弐
拾
疋

146

･
(略
)

･
百
七
十
三

〆
五
百
七
拾
匁
五
分

此
金
九
両
弐
分
卜
五
十
弐
文

元
五
両
卜
拾
三
貴
五
十
文

此
金
七
両
卜
五
十
文

染
壱
両
弐
分
弐
朱
卜
弐
百
六
十
八
文

り
三
分
-
五
百
四
拾
四
文

内
五
匁

直
引
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(中

略
)

十
七
日

三
口
〆
壱
貿
四
拾
三
匁
五
分

此
金
拾
七
両
壱
分
弐
朱
卜
百
八
文

四
包
二
而
四
貫
弐
拾
匁

此
間
五
観

象

古
人

(後
略
)

ま
ず
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
冒
頭
の

｢
農
乗
合
分
｣
と
い
う
形
態
で
あ
ろ
う
.
こ
こ
で
の

｢乗
合
｣
商

売

や

農
と
古
沢
が

｢乗
合
｣
で
仕
入
れ
た
絹
を
亀
屋
源
兵
衛
に
販
売
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
'
こ
う
し
た

｢乗
合
｣
形
態
で
亀
屋
宛
に
絹
が
出
荷
さ
れ

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
う
し
た

｢乗
合
｣
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
､
か
つ
て
の
よ
う
に
都
市
問
屋
の
買

宿
的
な
取
引
関
係
と
は
異
な
り
､
都
市
大
問
屋
の
買
宿
を
用
い
た
集
荷
体
系
以
外
の
部
分
で
､
在
地
商
人
た
ち
の
自
己
資
金
力
に
よ
っ

て
絹
の
売
買
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
安
永
期
に
三
井
と
の
取
引
関
係
を
失

っ
た
古

沢
家
が
'
こ
の
時
期
在
地
商
人
と
し
て
あ
る
程
度
の
自
立
性
を
獲
得
し
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
｡

そ
の
都
市
大
間
屋
に
対
す
る
自
立
性
は
帳
簿
の
記
載
の
変
化
か
ら
も
端
的
に
う
か
が
え
る
｡
安
永
期
の
帳
簿
に
お
い
て
は
三
井
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
､
江
州
商
人
ら
か
ら
も
絹
の
み
に
限
ら
ず
麻
な
ど
に
関
し
て
も
､
何
口
か
に
分
け
て
送
ら
れ
て
き
た
買
付
け
の
た
め
の

(18)
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前
渡
し
金
が
記
さ
れ
'

一
方
で
買
い
付
け
た
絹
の
量
と
値
段
が
合
計
さ
れ
'
そ
の
前
渡
し
金
か
ら
買
付
け
額
と
諸
経
費
と
古
沢
の
手
数

料

(口
銭
)
が
引
か
れ
る
形
で
決
済
さ
れ
て
い
た
｡

そ
れ
に
対
し
て
'
こ
の

｢売
絹
帳
｣
の
亀
屋
分
で
は
､
前
渡
金
の
記
載
が
な
-
､
事
後
に
受
け
取
っ
た
代
金
が
記
載
さ
れ
る
｡
つ
ま

り
代
買
行
為
で
は
な
-
販
売
行
為
で
あ
る
｡
こ
れ
は
取
引
相
手
が
同
じ
都
市
問
屋
範
時
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
こ
の
時
期
に
は
古
沢
な

い
し
は

｢乗
合
｣
を
行
っ
て
い
る
在
地
の
商
人
達
が
都
市
問
屋
た
ち
に
対
し
て
少
な
く
と
も
資
金
面
で
は
自
立
性
を
保
ち
得
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
｡

(ママ)
(27
)

同
様
の

｢乗
合
｣
商
売
が

｢清
水
屋
舞
合
口
｣
と
い
う
項
目
で
も
行
わ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
紙
数
の
都
合
上
そ
の
記
載
内
容
は
割

愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
､
｢清
水
屋
｣
と
の

｢乗
合
｣
で
絹
を
販
売
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢清
水
屋
｣
に
つ
い
て
は
藤
岡
の
商
人
で

あ
る
と
思
わ
れ
(～pa)が
､
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
｡

こ
こ
で

｢売
絹
帳
｣
と
同
じ
年
､
弘
化
三
年
の
古
沢
家
の
経
営
状
況
を
以
下
の
史
料

(天
保
十
三
年

｢店
御
帳
｣
で
詳
し
く
み
て
み

(29
)

よ
う
｡

【史
料
4
】

有
金
貸
方

(19)

一
拾
両

古
市
米
手
金
也

一
五
両

清
水
屋
江
か
し

一
式
拾
両

同
人
江
か
し

三

一拾
七
両
弐
朱
卜
五
百
七
十
弐
文

同
人
江
ま
ゆ
代

144

】
拾
両

同
人
江



43

一
拾
三
両

新
井
屋
清
助
ま
ゆ
預
り
か
し

‖り

一
四
拾
両
卜
拾
五
文

松
藤
殿
か
し

一
拾
八
両
弐
朱
卜
三
貴
九
百
三
拾
四
文

万
覚
帳

二
印

近世後期西上州における絹流通について

7
弐
拾
両

拾
両
以
下
か
し
憧
成

附
込

二
印
分

上
町
惣
兵
衛
殿
米
代
か
し

一
三
拾
両
三
分
弐
朱
壱
糸
-

三
拾
八
貫
七
百
三
拾
壱
文

町
方
大
福
帳
凡
〆

一
g
]拾
九
両
弐
束
-
五
百
三
拾
弐
文

在
大
福
帳
凡
〆

一
百
八
両
弐
朱
卜
弐
貫
六
百
三
拾
六
文

清
水
屋
寄
合
絹
代

7
三
拾
両

.

外
政
殿
寄
合
絹
之
代

一
五
拾
三
両
三
分
壱
糸
ー
九
貫
四
百
七
拾
四
文

無
口
方

1
拾
両

宇
市
殿
か
し

〆
金
五
百
六
拾
八
両
弐
分
卜
百
壱
貫
六
百
五
拾
三
文

有
金
有
品
貸
金

惣
金
六
百
弐
両
壱
分
卜
百
拾
四
貫
弐
拾
文
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【史
料
5
】

絹
方
出
金
寛

一
拾
八
両
三
分
弐
朱
卜
七
百
八
拾
文

一
弐
拾
三
両
三
分
弐
朱
四
百
拾
文

一
七
拾
匁

一
八
拾
九
両
弐
分
弐
朱
三
百
四
十
四
文

一
七
両
卜
弐
百
拾
六
文

し

一
四
拾
壱
匁

数
三
拾
弐
藤
岡
絹

品

こ
而
在

(清
乗
絹
四
拾
壱
残
品
代

花
弐
疋

田
倉
か
し

宇
市
殿
江
絹
代
方

か
し

同
人
江
品
物
代
か

紬
壱
疋
紛
失

二
付
半
疋
ツ
～

両
損
分

〆
金
百
三
拾
九
両
壱
分
弐
朱
-

百
拾
壱
匁

壱
貫
七
百
五
拾
四
文
文

為
金
百
四
拾
壱
両
壱
分
弐
朱
卜
七
百
七
拾
八
文

品
代
貸
方
絹
代
共
二

〆
金
六
百
八
拾
三
両
壱
分
弐
朱
卜
弐
貿
五
百
六
拾
壱
文

こ
の
引
用
分
は
貸
金

･
資
産
合
計
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
が
､
目
を
引
く
の
は

｢清
水
屋
寄
合
絹
之
代
｣
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い

142

る

】
〇
八
両
あ
ま
り
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
決
済
は
七
月
の
も
の
で

｢有
金
貸
方
｣
で
は
こ
の

｢清
水
屋
寄
合
絹
之
代
｣
が
最
大
の
貸
金
と



41

な
っ
て
い
る
.
そ
の
ほ
か
に
清
水
屋
へ
は
別
口
で
か
な
り
の
貸
金
が
存
在
し
て
い
る
O

‖り

さ
て
､
こ
こ
で

｢乗
合
｣
=
共
同
出
資
に
よ
る
仕
入
販
売
の
形
態
が
明
ら
か
に
な
る
｡

｢弘
化
三
年
絹
売
帳
｣
は
冒
頭
か
ら
八
月
以

降
の
絹
販
売
代
金
の
詳
細
で
あ
る
の
に

(八
月
以
前
に
春
絹
販
売
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
)､
こ
の
店
卸
帳

【史
料
4
】

の
清
水
屋
宛
の

｢寄
合
絹
之
代
｣

一
〇
八
両
あ
ま
り
が
貸
方
と
し
て
七
月
の
決
済
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
八
月
以
降
に
販
売
さ
れ
る

近世後期西上州における絹流通について

絹
の
代
金
の
未
回
収
分
が

｢か
し
｣
と
し
て
七
月
の
時
点
で
の
店
卸
帳
決
済
に
登
場
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
､
す
る
と
こ
の

｢寄
合
絹
之
代
｣
は
'
八
月
か
ら
の
古
沢
あ
る
い
は
乗
合
相
手
の
清
水
屋
の
絹
販
売
に
先
だ
っ
て
､
清
水
屋
へ
貸
し
付
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

1
万
弘
化
三
年
の
下
半
期
決
算
と
も
い
う
べ
き
翌
年
正
月
の
決
算

【史
料
5
】
に
は

r(清
乗
絹
四
拾
壱
残
品
代
｣
が
記
載
さ
れ
て
い

る
｡

r(清
｣
が
清
水
屋
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
が

｢乗
｣
と
い
う
言
葉
や
､
後
に
述
べ
る

｢(清
｣
に
よ
る
独
自
販
売
に
つ
い
て
の

｢売
絹
帳
｣
の
記
載
を
見
る
限
り
同

一
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
か
ら

｢寄
合
絹
之
代
｣
が
絹
の
買
い
付
け
資
金
と
し

て
出
資
さ
れ
て
'
実
際
の
集
荷
業
務
に
は
清
水
屋
が
当
た
り
'
絹
は
古
沢
に
渡
さ
れ
て
販
売
さ
れ
た
り
､
あ
る
い
は
清
水
屋
の
方
で
そ

の
ま
ま
販
売
を
行
っ
て
利
益
を
古
沢
に
遺
元
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
従
っ
て
こ
の

｢寄
合
絹
之
代
｣
の
性
格
は
､

(30
)

古
沢
家
の
清
水
屋
に
対
し
て
出
し
た
仕
入
の
た
め
の
共
同
出
資
の
出
資
金
で
あ
る
0

こ
の
一
〇
〇
両
を
超
え
る
額
面
の
出
資
が
古
沢
家
と
清
水
屋
と
の
関
係
を
ど
う
規
定
す
る
か
は
､
例
え
ば
清
水
屋
自
身
の
資
金
問
題

な
ど
が
あ
り
即
断
を
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
絹
乗
合
商
売
の
出
資
金
以
外
に
か
な
り
の
清
水
屋
相
手
の
貸
付
金
が

存
在
す
る
と
い
う
点
は
注
目
に
値
す
る
｡

｢清
水
屋
舞
合
口
｣
に
お
い
て
特
徴
的
な
記
述
と
し
て

r(清
江
戸
持
釆
之
口
｣
｢江
lnj清
送
り
｣
と
い
う
記
載
が
あ
る
｡
こ
の

｢(清
｣

(お
そ
ら
-
清
水
屋
)
は
絹
を
江
戸
へ
持
っ
て
行
っ
て
販
売
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
'
ま
た
こ
こ
に
掲
げ
た
史
料
以
外
に
も

｢
日

光
行
二
付
(清
花
色
-
｣
な
ど
と
い
う
記
載
が
あ
る
の
で
､
こ
の

r(清
｣
は
か
な
り
独
自
の
販
路
を
持
っ
た
商
人
で
あ
り
'
そ
の
販
路
に

(22)
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古
沢
家
が
乗

っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て
､
乗
合
商
売
の
次
に
特
徴
的
な
こ
と
は
､
こ
の
時
期
在
地
に
お
い
て
染
の
工
程
が
成
立
し
て
い
た
点
が
重
要
で
あ
る
｡

【史
料

3
】
に
戻
っ
て
見
る
と
'
こ
の
史
料
で
は

｢京
花
｣
･
｢花
色
｣
な
ど
天
明
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
太
織

･
絹

(白
絹
)
以
外
の
絹

織
物
の
種
類
が
特
徴
的
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
染
色
さ
れ
た
絹
織
物
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
う
し
た
染
絹
の
販
売
は
､

一
ま
と
ま

り
の
合
計
額
ご
と
に

｢元

〇
両

〇
分
-
｣
に

｢染

〇
両
〇
分
-
｣
｢利
〇
両

〇
分
-
｣
と
い
う
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
､
亀
屋
宛
の

販
売
代
金
は
元
値
と
染
代
と
利
潤
分
の
合
計
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
利
潤
は
染
め
た
あ
と
の
絹
に
対
し
て
お
お
よ
そ

八
～
九
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
額
で
あ
る
｡
ま
た

｢染
｣
代
と
古
沢
家
の
徳
分
で
あ
る

｢利
｣
と
を
別
に
計
上
し
て
い
る
こ
と
や
､
ま
と

ま

っ
た
白
絹
単
位
に
染
代
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
古
沢
家
自
ら
が
染
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
､
仕
入
れ
て
き
た
白
絹

を

一
ま
と
め
ご
と
に
外
部
に
染
に
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
こ
に
は
完
成
品
と
し
て
の
染
色
済
み
絹
を
仕
入
れ
て
き
て
､
そ
れ

を
都
市
問
屋
へ
販
売
す
る
の
で
は
な
-
､

一
旦
白
絹
を
購
入
し
て
き
て
､
そ
れ
を
古
沢
家
か
ら
染
色
工
程
に
出
し
て
､
再
び
そ
の
絹
を

受
け
取
っ
て
完
成
品
と
し
て
販
売
す
る
と
い
う
形
が
明
ら
か
に
な
っ
て
-
る
｡

つ
ま
り
古
沢
家
は
在
地
に
お
け
る
完
成
品
を
集
荷
し
て

販
売
す
る
買
次
商
人
と
し
て
の
み
な
ら
ず
'
自
絹
を
染
色
す
る
工
程
へ
も
深
-
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
形
態
の
も
と
で

は
当
然
染
色
屋
=
紺
屋
を
あ
る
程
度
古
沢
家
が
掌
纏
し
て
い
る
状
況
が
予
想
さ
れ
る
｡

在
地
に
お
け
る
染
色
工
程
の
摂
取
は

｢売
絹
帳
｣
の
他
の
部
分
に
も
あ
ら
わ
れ
る
｡
特
に

｢上
町
紺
屋
茂
兵
衛
｣
の
名
が
頻
繁
に
見

ら
れ
'
ま
た
'
｢右
品
質
人

工
相
成
是

二
付
此
方

占
請
出
し
金
九
両
弐
分
元
金
差
出
し
利
足
ハ
先
方
占
為
出
候
｡
品
物
返
り
九
両
弐
分

金
か
し
こ
成
｣
(茂
兵
衛
に
売
却
し
た
絹
が
質
入

れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
､
古
沢
が
茂
兵
衛
に
代
わ
っ
て
九
両
あ
ま
り
を
払

っ
て

受
け
出
し
て
や
っ
て
お
り
'
そ
の
結
果
九
両
あ
ま
り
は
茂
兵
衛
に
対
し
て
の
貸
金
と
な

っ
て
い
る
)､
｢
～
茂
兵
衛
殿
江
染
代
先
貸
い
た

し
候
｣
な
ど
と
い
う
記
載
が
あ
る
｡
こ
こ
に
は
茂
兵
衛
が
古
沢
か
ら
買
っ
た
絹
を
質
入
れ
し
て
し
ま
う

ほ
ど
の
経
営
の
不
安
定
さ
が
見

ら
れ
､
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
古
沢
が
受
け
出
し
て
や
る
と
い
う
形
か
ら
は
'
茂
兵
衛
に
よ
る
染
工
程
は
古
沢
の
監
督
下
に
あ
る
こ
と
や
'

(23)
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古
沢
の
茂
兵
衛
に
対
す
る
資
金
的
優
位
性
が
認
め
ら
れ
る
｡
染
絹
の
染
を
古
沢
が
茂
兵
衛
に
行
わ
せ
た
具
体
的

1

な
量
や
関
係
は
'
絹
の
売
却
に
つ
い
て
の
帳
簿
と
い
う
性
格
ゆ
え
に
史
料
上
は
見
つ
か
ら
な
い
｡

以
上
の
よ
う
に
見
る
と
､
従
来
強
調
さ
れ
て
き
て
い
た
都
市
大
問
屋
従
属
下
に
組
み
込
ま
れ
た
在
郷
町
商
人
の

近世後期西上州における絹流通について

姿
は
そ
こ
に
は
な
-
'
古
沢
家
あ
る
い
は
そ
れ
を
と
り
ま
-
在
地
商
人
グ
ル
ー
プ
の
自
立
性
を
持
っ
た
在
郷
町
の

絹
販
売
商
人
と
し
て
の
側
面
が
明
ら
か
に
な
っ
て
-
る
｡
そ
し
て
そ
う
し
た
絹
商
人
を
と
り
ま
-
絹
の
流
通
に
関

し
て
は
'
更
に
興
味
深
い
傾
向
が
明
ら
か
に
な
る
｡

古
沢
家
の
販
売
先
別
の
絹
の
種
類
の
内
訳
を

【表
3
】
に
示
す
｡
亀
屋
源
兵
衛
と
亀
屋
源
治
郎
は
完
成
品
と
し

て
の
染
色
済
み
絹
を
圧
倒
的
に
多
-
買
い
求
め
て
い
る
｡
白
絹
と
し
て
買
い
求
め
て
そ
の
加
工
過
程
を
自
ら
が
把

握
す
る
と
い
う
こ
と
で
利
潤
を
創
出
し
､
ま
た
在
地
問
屋
に
対
し
て
価
格
決
定
権
を
纏
り
得
た
と
い
う
西
上
州
で

の
都
市
大
問
屋
の
支
配
の
論

琴

に

は
反
す
る
事
実
で
あ
る
｡

ま
た
､
先
に
述
べ
た
(清
に
よ
る
江
戸
な
ど
へ
の
独
自
の
流
通

･
販
売
に
お
い
て
は
こ
れ
も
白
絹
で
は
な
く
､
雑

多
な
種
類
の
絹
が
非
常
に
多
い
点
が
特
徴
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
流
通
も
絹
市
を
中
心
と
す
る
白
絹
市
場
と
は
別
の

と
こ
ろ
で
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

T
方
､
｢市
売
｣
と
い
う
場
合
に
販
売
さ
れ
て
い
る
絹
の
種
類
を
見
て
み
る
C
こ
れ
は
お
そ
ら
く
富
岡
の
絹
市

【衰3】売り先別 絹の種類

＼ 都市問屋 市 ′ 売 清 水 屋 他 商 人

太織 54 68 41 108
染絹 203 0 10. 54

(24)

で
販
売
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
､
前
掲

【表
2
】
で
示
し
た
通
り
'
市
を
介
し
て
販
売
し
て
い
る
量
は
古

沢
家
の
絹
販
売
の
場
合
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
な
い
｡
そ
し
て
､
そ
こ
で
は
白
絹

･
太
織
の
販
売
の
み
が
行
わ
れ
て
い
る

点
が
注
目
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
絹
市
に
お
い
て
は
従
前
通
り
白
絹

･
太
織
が
中
心
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
従
来
の
よ
う

に
絹
市
を
中
心
と
し
た
流
通
構
造
の
分
析
を
行
う
限
り
で
は
'
必
然
的
に
白
絹
の
流
通
が
過
大
に
評
価
さ
れ
'
幕
末
期
ま
で
貫
徹
し
た

都
市
問
屋
の
流
通
支
配
が
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
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五

お
わ
り
に

幕
末
期
開
港
前
ま
で
の
段
階
で
の
西
上
州
は
'
特
に
分
業
関
係
が
早
-
か
ら
展
開
し
た
東
上
州
と
比
し
て
､
こ
れ
ま
で
は
都
市
問
屋

に
よ
る
流
通
支
配
が
開
港
直
前
ま
で
比
較
的
強
固
に
貫
徹
し
て
い
た
地
域
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
O
そ
の
原
因
は
こ
の
地
域
で
の

残
存
す
る
史
料
の
限
界
性
に
も
求
め
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
絹
市
や
買
宿
と
三
井
や
大
丸
屋
な
ど
の
都
市
大
問
屋
と
の
関
係
に
お
い
て
残
っ

た
絹
関
係
史
料
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O

一
方
で
､
享
保
期
以
後
急
速
に
進
む
都
市
間
屋
に
よ
る
西
上
州
の
絹
市

･
絹
買
宿
の
流
通
編
成
の
中
で
'
そ
の
流
通
機
構
に
組
み
込

ま
れ
る
こ
と
に
失
敗
し
て
脱
落
し
て
い
っ
た
在
郷
町
商
人
た
ち
に
つ
い
て
は
'
高
利
貸

･
地
主
と
し
て
あ
る
い
は
そ
の
他
商
人

(穀
物

商
､
酒
屋
な
ど
)
と
し
て
し
か
省
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

し
か
し
拙
稿
で
は
､
西
上
州
に
お
い
て
も
開
港
前
の
段
階
で
す
で
に
､
こ
れ
ま
で
軽
視

･
捨
象
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
の
流
通
の
変

化
が
検
証
さ
れ
､
決
し
て
絹
市
を
中
心
と
し
た
都
市
問
屋
に
よ
る
強
力
な
流
通
支
配
が
貫
徹
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
､
富
岡

一
在
郷
町
商
人
の
経
営
史
料
か
ら
､
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
明
ら
か
に
し
た
｡
そ
こ
で
は
在
地
に
お
い
て
都
市
問
屋
か
ら
自
立
し
た

｢乗
合

｣
資
本
に
よ
る
絹
商
業
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
や
､
｢清
水
屋
｣
な
ど
の
在
地
商
人
の
独
自
の
動
き
が
検
出
で
き
､
買
宿
や
絹
市

を
通
じ
て
の
前
貸
支
配
体
系
か
ら
脱
却
し
た
商
人
の
姿
が
見
ら
れ
る
｡

ま
た
'
従
来
の
論
議
で
都
市
間
屋
の
流
通
支
配
の
要
EE
Iと
し
て
加
工
工
程
を
都
市
問
屋
が
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
.

が
'
幕
末
開
港
前
の
時
期
に
は
そ
れ
は
既
に
崩
れ
て
お
り
'
在
地
に
お
い
て
紺
屋
が
成
立
し
染
張
り
工
程
が
存
在
し

｢花
色
絹
｣
と
い

(25)

う
完
成
品
生
産
が
な
さ
れ
て
い
る
上
に
､
都
市
問
屋
の
中
に
は
そ
う
し
た
完
成
品
を
中
心
に
買
い
付
け
る

｢亀
屋
｣
の
よ
う
な
商
人
も

138

い
た
の
で
あ
り
､
都
市
問
屋
は
加
工
工
程
を
自
家
に
持
つ
こ
と
で
利
潤
を
得
て
い
た
と
い
う
説
に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
｡
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も
ち
ろ
ん
史
料
に
か
な
り
限
界
が
あ
り
､
か
つ
表
面
に
出
に
く
い
部
分
に
つ
い
て
の
も
の
だ
け
に
､
形
能
芸
網
的
な
論
議
に
終
始
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
は
筆
者
自
ら
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
特
に
今
後
の
問
題
と
し
て
残
る
の
は
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
｡

一
に
は
､
こ
う
し
た
在
地
商
業
資
本
の
自
立
的
展
開
が
西
上
州
絹
流
通
の
中
で
ど
の
程
度
展
開
し
て
い
た
の
か
'
換
言
す

れ
ば
流
通
の
な
か
で
よ
り
支
配
的
な
形
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
し
て
二
は
､

一
に
述
べ
た

よ
う
な
変
化
は
ど
の
時
点
を
画
期
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
､
従
来
の
よ
う
に
領
主
や
都

市
問
屋
と
の
関
連
で
史
料
が
浅
る
ケ
ー
ス
で
は
な
い
だ
け
に
'
総
体
と
し
て
の
量
の
把
握
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
ろ
う
｡
従
っ
て
在
地
商

人
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て
個
別
事
例
の
実
証
を
積
み
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
｡
そ
し
て
そ
う
し
た
在
地
の
変
化
を
受
け
て
､
三
と
し

て
は
'

一
般
に
ひ
と
ま
と
め
に

｢都
市
問
屋
｣
と
さ
れ
る
商
人
た
ち
の
中
で
､
集
荷
形
態
を
変
化
さ
せ
る
､
あ
る
い
は
新
た
な
形
態
を

も

つ
商
人
が
登
場
す
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
今
後
個
別
事
例
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡

以
上
の
よ
う
に
西
上
州
に
お
け
る
絹
流
通
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
､
そ
こ
で
の
新
し
い
流
通
の
動
き
を
論
じ
て
み
た
｡
結
果
的
に
は
こ

の
地
に
お
け
る
史
料
の
限
界
性
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
が
､
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
'
あ
-
ま
で
絹
市

や
買
宿
中
心
の
見
方
が
西
上
州
の
流
通
形
態
と
そ
こ
で
の
商
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
の
視
野
を
狭
-
し
て
い
る
と
い
う
方
法
論
的
な

指
摘
は
で
き
う
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
西
上
州
の
流
通
が
ど
の
よ
う
に
変
質
し
た
か
､
ど
の
よ
う
な
段
階
に
発
展
し
て
い
た
の
か
と
い

う
地
域
史
的
な
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
､
商
品
生
産
地
等
の

｢在
郷
商
人
｣
の
存
在
形
態
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
-
る
重
要
な
視
点
で

あ
る
｡

【注
】

-

『桐
生
織
物
史
』
桐
生
織
物
同
業
組
合

一
九
三
七
年

『群
馬
県
蚕
糸
業
史
』

群
馬
県
蚕
糸
業
史
編
纂
委
員
会

一
九
五
四
年

(26)



佐
々
木
潤
之
介

『幕
末
社
会
論
』
大
間
々
藤
生
家
の
分
析

塙
書
房

一
九
七
〇
年

山
田
武
麿

『上
州
近
世
史
の
諸
問
題
』

山
川
出
版
社

一
九
八
〇
年

山
田
･
井
上
定
幸

『
日
本
産
業
史
大
系
4
』
関
東
地
方
篇

｢群
馬
の
生
糸
｣

東
大
出
版
会

一
九
五
九
年

工
藤
恭
吉

｢近
世
桐
生
近
郊
農
村
に
お
け
る
一
豪
農
の
経
営
｣

『早
稲
田
商
学
』
1
1
4

一
九
五
五
年

川
村
晃
正

｢近
世
桐
生
織
物
業
に
お
け
る
諸
経
営
｣

『群
馬
県
史
研
究
』
2
7

藤
井
光
男

･
治
枝

｢幕
末
開
港
前
後
に
お
け
る
北

毛
蚕
糸
業
の
展
開
｣

『社
会
経
済
史
学
』

2
7
･
4
-
5

一
九
六
二
年

な
ど

-

森
岡
美
子

｢荷
受
問
屋
資
本
の
生
産
地
投
下
の
諸
形
態
｣

『史
学
雑
誌
』
五
九
-
一

一
九
五
〇
年
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5 4 3
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6789

林
玲
子

｢関
東
生
絹
の
流
通
構
造
｣

『土
地
制
度
史
学
』
2
1

一
九
六
三
年

｢近
世
後
期

〟内
陸
″
西
上
州
に
お
け
る
社
会
経
済
状
況
｣

『内
陸
の
生
活
と
文
化
』

堆
山
閣

一
九
八
六
年

｢近
世
後
期

～
幕
末
期

に
お
け
る
西
上
州
白
絹
生
産
地
域
の
社
会
情
勢
｣

(
『群
馬
歴
史
民
俗
』
第
9
号

一
九
八
七
年
)
な
ど
｡

須
田
氏
は
買
宿
と

｢絹
宿
｣
･
｢絹
売
宿
｣
を
同
じ
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
若
干
の
疑
問
が
あ
る
｡
以
下
で

検
討
す
る
｡

化
政
期
に
は
商
品
と
し
て
糸

･
繭
が
扱
わ
れ
て
い
た
史
料
も
登
場
し
て
い
る

(
『群
馬
県
史
』
史
料
第
9
1
一八
六
､

『藤
岡
市
史
』

二
六
九
な
ど
)0

『群
馬
県
史
』
史
料
第
9
｢解
説
｣
で
は
､
都
市
問
屋
の
動
向
が
完
全
に
絹
市
の
死
命
を
握
っ
て
い
た
点
以
外
に
､
幕
末
期
に
は

そ
れ
ら
問
屋
商
人
に
よ
る
支
配
が
ゆ
ら
い
で
き
て
い
る
こ
と
を

三
一日だ
け
示
唆
し
て
い
る
｡

酒
造
業
の
始
ま
り
は
古
沢
家
文
書
1
4
1

(番
号
は
県
史
編
纂
段
階
で
の
目
録
番
号

･
以
下
同
様
)
に

｢元
禄
年
中
占
相
続
仕
来

り
｣
｢酒
造
株
高
三
拾
石
余
御
座
候
｣
な
ど
と
あ
り
､
そ
の
ほ
か
に
も
酒
造
関
係
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
｡

古
沢
家
文
書
1
2
3
-
0

(27)
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10

須
田
努

｢近
世
後
期
〟

内
陸
″

西
上
州
に
お
け
る
社
会
経
済
状
況
｣
前
掲

1

井
上
定
幸

｢西
上
州
富
岡
旧
古
沢

清
左
衛
門
家
の
商
経
営
記
録
の
紹
介
｣

(
『群
馬
県
史
研
究
』
3

一
九
七
六
年
)

11

古
沢
家
文
書
1
4
1
1

12

三
井
の
買
宿
と
な

っ
た
あ
と
し
ば
ら
く
宝
暦
年
問
ま
で
一
年
に
百
両
ず
つ
無
利
息
で
融
資
を
受
け
､
ま
た
明
和
期
に
は
臨
時
の
融

近世後期西上州における絹流通について

18171615 14 132120 19
資
を
受
け
て
い
る

(同
家
文
書
1
1
2
4

･1
2
0
3

･1
2
0
5
な
ど
)
0

古
沢
家
は
天
明
元
年
の
い
わ
ゆ
る
天
明
絹
騒
動
に
お
い
て
､
打
ち
こ
わ
し
を
受
け
て
い
る
｡
な
お
､
こ
の
騒
動
に
関
し
て
は
中
島

明

｢天
明
絹
騒
動
と
そ
の
周
辺
｣
(
『群
馬
文
化
』
1
2
5

･1
2
7

･1
2
9

･1
3
2

･1
3
4

一
九
七
七
年
)
に
詳
し

い
｡古

沢
家
は
甘
楽
社
設
立
時
の
代
表
に
も
な
っ
て
お
り
､
｢養
蚕
世
話
方
諸
事
雑
録
｣
(同
家
文
書
1
4
1
4
)
な
ど
明
治
期
に
も
養

蚕
と
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
｡

年
次
不
詳

｢御
給
々
田
畑
持
高
名
寄
｣

(同
家
文
書
1
4
0
4
)
に
よ
れ
ば
､
天
保
期
に
著
し
い
土
地
集
積
を
行
っ
て
い
る
｡

古
沢
家
文
書
1
4
0
3

古
沢
家
文
書
1
4
1
1

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
改
会
所
設
立
の
動
き
は
､
都
市
大
間
屋
の
流
通
支
配
が
完
成
し
た
こ
の
時
期
に
'
絹
市
を
め
ぐ
っ
て
在
地
豪

農
間
の
主
導
権
争
い
が
起
こ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
'
発
展
す
る
商
品
生
産
を
把

握
し
よ
う
と
す
る
幕
肘
権
力
の
収
奪
強
化
策
と
結
び
つ
い
て
い
る
｡

須
田
氏
前
掲
論
文
､
中
島
氏
前
掲
論
文
な
ど
｡

林
玲
子

『江
戸
問
屋
仲
間
の
研
究
』
(お
茶
の
水
書
房

l
九
六
七
年
)
第
二
三
表
に
よ
る
0

『富
岡
市
史
』
に
は
古
沢
家
文
書
1
4
1
1
｢絹
市
場
の
莱
｣
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
差
出
人

｢
絹
宿
共
惣
代
｣
の
名

(28)



一橋研究 第17巻第4号

前
が

｢庄
兵
衛

清
左
衛
門

勘
兵
衛
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
が
､
原
史
料
を
見
る
限
り

｢清
左
衛
門
｣
で
は
な
-
て

｢清
右
衛
門
｣

が
正
し
い
｡

22

そ
う
す
る
と
こ
の
よ
う
な
史
料
が

｢絹
宿
｣
で
は
な
い
古
沢
家
に
残
存
す
る
意
味
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
こ
の

｢絹
市
場

の
莱
｣
(年
次
不
詳
)
と
い
う
史
料
自
体
は
'
こ
こ
に
掲
げ
た

一
件
と
三
井
代
買
引
請
謹
文
の
写
を
ま
と
め
て
一
冊
の
冊
子
と
し
て

成
り
立

っ
て
い
る
｡
古
沢
家
は
三
井
か
ら
代
貫
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
必
然
的
に
絹
市
に
関
わ
り
を
持
つ
が
､
絹
宿
た
ち
の
会
所
設

立
反
対
運
動
は
'
絹
の
買
い
手
側
と
し
て
の
三
井
と
古
沢
と
の
間
で
共
通
の
絹
市
場
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
｡
そ
う
し
た
状
況
に

よ
っ
て
こ
の
史
料
の
表
紙

｢絹
市
場
の
莱

え
ち
ご
や

古
沢
氏
所
蔵
｣
と
い
う
古
沢
家
所
蔵
用
の
三
井
越
後
屋
関
連
の
書
頬
の
写
･

控
と
い
う
形
で
残

っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

24 23

宝
層
期
の

｢絹
宿
惣
代
｣
の
三
人
の
う
ち
天
保
期
の

｢絹
売
宿
｣
で
名
前
の
一
致

･
継
続
が
見
ら
れ
る
の
は
清
右
衛
門

一
人
で
あ

る

｡林
玲
子
氏

｢関
東
生
絹
の
流
通
構
造
｣
(前
掲
)
｢
-
-
こ
の
よ
う
に
藤
岡
近
辺
の
絹
市
が
衰
微
し
て
い
っ
た
の
は
､
そ
の
付
近
の

生
絹
の
生
産
量
が
減
少
し
た
た
め
で
は
な
-
-
-
代
わ
り
に
そ
れ
ら
呉
服
問
屋
の
買
宿
や
場
迄
を
通
じ
て
の
仕
入
組
織
が
強
化
さ
れ
､

従
来
地
元
の
市
に
集
め
ら
れ
て
い
た
生
絹
が
直
接
藤
岡
に
集
荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
-
-
｣

(29)

25

古
沢
家
文
書
8

26
佐
々
木
潤
之
介

『幕
末
社
会
論
』
(前
掲
)
八
王
子
大
塚
家
の
分
析
で
は

｢乗
合
｣
商
売
に
お
い
て
､
非
対
等
的
な
前
賃
的
賃
挽

形
態
が
存
在
し
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
｡

27

こ
の
史
料

(弘
化
三

｢諸
方
売
絹
帳
｣
)
で
は

｢舞
台
｣
と
い
う
表
記
が
所
々
出
て
-
る
が
､
お
そ
ら
-

｢乗
合
｣
の
つ
も
り
で

書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
に
掲
げ
た
史
料
中
で
は
元
史
料
の
ま
ま
に
表
記
し
て
お
い
た
｡

134

28

慶
応
の
打
ち
こ
わ
し
で
打
ち
壊
さ
れ
た
家
の
名
前
に
藤
岡
の
清
水
屋

(藤
右
衛
門
)
の
名
前
が
見
え
る

(
『群
馬
県
史
』
史
料
篇



133

3029

近世後期西上州における絹流通について

31
9

五
七
六
)
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば

｢百
姓
二
而
糸

･
繭
渡
世
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
富
岡
な
ら
び
に
近
在
に
い
ま
の
と
こ
ろ

｢清
水
屋
｣

と
い
う
名
前
は
見
あ
た
ら
な
い
｡

古
沢
家
文
書
1
0
1
-

弘
化
三
年
分

な
お
農
と
の
乗
合
形
態
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
｡
｢店
卸
帳
｣
の

｢有
金
貸
方
｣
で
は

｢清
水
屋
寄
合
絹
代
｣
と
並
ん
で

｢外

政
殿
寄
合
絹
之
代
｣
と
し
て
三
〇
両
が
存
在
し
'
｢売
絹
帳
｣
で
古
沢
家
が
絹
の
乗
合
を
行
っ
て
い
る
相
手
と
し
て
は
清
水
屋
と
泉

し
か
い
な
い
の
で
､
農
=

外
政
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
､
確
か
な
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
｡

林
玲
子

｢関
東
生
絹
の
流
通
構
造
｣
(前
掲
)




