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幕
末
期

､

売
込
商
の

性
格
に

つ

い

て

1
上

州

藤
生

家
に

つ

い

て

の

個
別

的

検
討

1

l

は

じ

め

に

幕
末

･

推
新
期
を

｢

世

直
し

の

状
況
+

と

し
て

把

握
し

ょ

う

と

(

1
)

す

る

観
点
に

た

て

ば
､

開
港
に

よ

る

変
動
を

､

社

会
的

経
済
的
編

成
の

過

程
と

し
て

と

ら

え

る

こ

と
が

､

重

要
な

一

視
点

と

な
る

｡

そ

し
て

､

そ

れ

に

関

連
し
て

､

そ

の

編

成
を

固
有
な

も
の

に

し

た

と
こ

ろ
の

歴
史
的

状
況

を
､

殊
に

､

天
保
改

革
前
破
か

ら
の

動
向

に

即
し
て

具

体

的
に

明
ら

か

に

し

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

｡

右
の

視
点
に

拠
っ

て

検

討
を

加

え
よ

う
と

す
る

場
合

､

い

う

ま

で

も

な

く
､

蚕
糸

業
が

そ

の

も
っ

と
も

適
切
な

素
材
で

あ

ろ

う
｡

そ

の

蚕
糸

業
に

つ

い

て

も
､

諏
訪

､

群
馬

､

福
島
の

各
地

方
が

､

そ

の

そ

れ

ぞ

れ

の

異
な
っ

た

歴
史
的

事
情
と

､

発
展
の

過

程
と

を

(

2
)

も
つ

こ

と

ほ
､

す
で

に

指
摘
さ

れ

て

い

る
｡

し

か

し
､

そ

の

差
異

佐

々

･

木

潤

之

介

は
､

た

ん

に

生

産
構
造
の

そ

れ

に

と

ど

ま

ら

ず
､

さ

き
の

社

会
的

経
済
的
編
成
の

問

題
と

し
て

検
討
さ

れ

る

必

要
が

あ

る
｡

と

す
る

(

3
)

と
､

す
で

に
､

別

稿
で

指
摘
し

た

よ

う

に
､

開
港
を

契
機
と

し

て

-
或
い

は
､

開
港
を

一

面
で

必

然
的

に

し

た

と
こ

ろ
の

一
行

な
わ

れ

た

と

こ

ろ
の

生

産
諸

力
の

編
成
に

さ

い

し
て

､

そ

の

編

成

の

主

導
的
役
割
を

果

た

し
た

も

の

の
､

歴
史
的

･

社
会

的

特
質
が

追
求
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

そ

の

特
質
が

､

そ

れ

ぞ

れ

の

地

域
に

お

い

て
､

特

徴
あ

る

も
の

と

し
て

把

握
さ

れ

る

と

同

時
に

､

な

お

か

つ
､

本
質
的
に

共

通
の

特
質
を

も

ち
つ

つ

､

｢

国
内

市
場
+

の

形

成

過

寒
に

､

深
く

関
わ

り

あ

っ

て

行
く

道

程
が

追
求

さ

れ

ね

ば

な

ら
な

い
｡

幕
末

･

維
新

期
の

流
通

過

程
に

関
す

る

研

究
の

､

一

つ

の

重

安
な

課
題
ほ

こ

の

て

ん

に

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

さ

き
に

あ

げ
た

三

つ

の

地

域
の

な
か

で
､

ま

ず
開

港

β∂∂
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を

契
機
と

し
て

製
糸

業
が

急

速
に

展
開
す
る

諏

訪
製
糸

業

-
そ

(

4
)

の

代

表
的

な

例
と

し
て

､

間
下

武
居
代
次

郎
家

･

中
山

社
を

考
え

て

よ

い

と

思

わ

れ

る

が

1
と

､

他
と

は

区

別

さ

れ

る

必

要
が

あ

ろ

う
｡

周

知
の

よ

う
に

､

諏
訪
製
糸
業
は

､

も
っ

と

も

早

く
､

器

械
製
糸
を

そ

の

支

配
的
な

生

産
方

法
と

し
て

確
立

し
､

生

糸
輸

出

の

中
核
と

な
っ

て

行
く
の

で

あ

る

が
､

そ

の

根
底
に

は
､

少
な

く

と

も

製
糸
業
の

限
り

に

お

い

て
､

開
港

が

｢

再
編
の

契
機
+

と

し

て

で

は

な

く
､

｢

展
由
∵

起
点
と

し

て

の

契
機
+

と

し
て

の

意
味
を

も
っ

て

い

る

こ

と

の

事
情
が

重

要
な

意
味
を

も
っ

て

い

る

も

の

と

考
え

ら

れ

る
｡

こ

の

て

ん

に

お

い

て

は
､

他
の

福
島
･

群
馬
両
地

域
は

､

ま

た

事
情
を

そ

れ

ぞ

れ

異
に

す

る

と

は

い

え
､

諏
訪
製
糸

業
と

区

別
さ

れ

う
る

｡

そ

こ

で

ほ
､

開

港

以

前
に

お

い

て
､

そ

れ

ぞ

れ
一

定
の

地

域

的

分

業
に

拠
る

織
物
地

帯
と

結
び

つ

い

た

製
糸
業
が

展

開
し

て

い

た

し
､

ま

た
､

そ

の

製
糸
業
は

､

西

陣
を

中

心

と

す
る

登
せ

糸
の

供

給

源
で

も

あ
っ

た

の

で

あ

っ

て
､

開

港

は

ま

さ

に
､

｢

再

編
の

契
機
+

と

し

て

の

意
味
を

も
つ

｡

こ

れ

ら
の

地

域
に

つ

い

て

の
､

幕
末
期
の

､

こ

の

関

心
か

ら
の

分

析
と

し
て

､

八

王

子

製
糸

業
に

つ

い

て

は
､

鑓

水

村
大

塚
五

郎

(

5
)

吉
家
の

検

討
を

行
な
っ

た

が
､

福
島
製
糸
業
に

つ

い

て

は
､

登
せ

糸
の

大

規

模
な

糸
買
稚

商
人
と

し

て

成
長
し

､

開
港

後
は

､

輸
出

生

糸
の

買
継
に

努
め
つ

つ

も
､

慶
応
二

年
の

､

世

直
し

騒
動
に

よ

っ

て
､

決
定

的

と
も
い

え

る

打

毀
し

を

う

け
た

､

大

石

村
大

橋
儀

(

6
)

左

衛
門

家
の

検
討
を

通
じ

て
､

そ

の

相

貌
が

明

ら
か

に

さ

れ

う
る

で

あ

ろ

う
｡

本
稿
で

は
､

以

上
の

視
点
に

拠
っ

て
､

群
馬
の
一

商
人

を

対

象

と

し
て

､

一

つ

の

部
分

的
な

検

討
を

行
な

う
こ

と

に

す

る
｡

2

糸
売

込
の

様

相
(

7
)

｢

横
浜

市
史
+

の

町

人

録
に

は
､

安

政
六

年
よ

り

慶
応

四

年
に

い

た

る

閏

年

横
浜
五

ケ

町

在

住
商
人

三

七

五

人
の

名

を

あ

げ
て

い

る
｡

そ

の

う

ち
､

上

州
の

出
身
と

記
さ

れ

て

い

る

も
の

は
､

表

1

に

示
し

た

よ

う
に

一

〇

人

を

数
え

る
｡

こ

の

な
か

で
､

桐
生

織

物
地

帯
を

控

え
て

､

生

糸
取

引

市

場
の

一

大

中

心

地
で

あ
っ

た

大

(

8
)

問
々

町

を

基
礎
に

､

横
浜
売

込

商
人

と

な
っ

た

の

が

桐
原

村
藤
屋

(

g
)

藤
三

郎
(

藤
生

善
十

郎
)

で

あ

る
｡

以

下
､

そ

わ

藤
生

家
に

つ

い

て

検
討
す

る

こ

と
に

し
よ

う
｡

藤
生

家

は
､

す
で

に

開

港

前
､

桐
生
の

絹
売

維
商
を

営
み

､

お

お

よ

そ
､

天

保

年
間
以

降
､

と

く
に

前

橋
の

市
場
で

の
､

糸
取

引

に

従

事
し
て

い

た

こ

と

は
､

天
保

･

嘉
永
年
問
の

｢

市
日

記
+

に

鰯
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第 1 表 上 州出身の 売込商人

屋 号 l 出 身 地 l 拝 借 地 l 営 業 年 月 日 の 初 見 l 営 業 品 目

加 部 屋 安 左 衛 門

塩 野 屋 親 八 郎

中 居 屋 重 兵 衛

野 沢 星 惣 兵 衛

藤 尾 藤 三 郎

山 木 星 芳 兵 衛

吉 村 星 章 兵 衛

穀 星 清 左 衛 門

上 州 屋 平 八

田 辺 見 渡 五 郎

吾 妻郡 大戸 村

邑 楽郡 川俣 村

吾妻都 三 原

群 馬郡 高崎

山田部 桐原 村

新 田郡 世 良 田

勢田郡 新 川 村

吉 井

新 田 郡 薮塚 本 町

弁 天 通 3 丁 目

本 町 5 丁 目

本 町 4 丁 目

弁 天 通 4 丁 目

弁天 通 4 丁 目

本 町 3 丁 目

弁 天 通 4 丁 目

本 町 4 丁 目

弁 天 通 3 丁 目

弁 天 通 5 丁 目

安 政 6 年 3 月 8 日

安 政 6 年 5 月1 7 日

安政 6 年 4 月1 8 日

万 延 元 年 1 月1 2 日

安 政 6 年 4 月2 8 日

?

?

安 改 6 年 2 月2 5 日

安 政 6 年 6 月 2 日

安 政 6 年か

生 糸他

生 糸他

生 糸他

生 糸他

生 糸他

生 糸他

生 糸他

生 糸他

生 糸他

生糸他

注 一 部 ほ ｢郡馬 県蚕 糸糞史+ で補 っ た
｡

よ
っ

て

知
り

う

る

が
､

開

港
直
後
に

横

浜
に

出
店
し

た

こ

と

は
､

表
1

に

示

さ

れ

て

い

る
｡

そ

れ

以

後
､

桐
原
の

藤
生

は

本
店
と

し

て
､

糸

買
碓

を

行
な

い
､

横
浜
の

店
は

浜
店
藤
尾
と

称
し

て

売
込

商
に

従

事
す

る

こ

と

に

な

っ

た
｡

そ

の

浜
店

藤
屋
の

､

文

第 2 表 文久元 ” 4 年売込糸 と その 状況

【利
㈱

潤
しC)

買 元 銀

両 分 朱 1 1 6 6 8 文

3 2 2 1 7 . 3 . 0

3 4 5 0 7 文

売品 量l 糸品銀

斤

文 久 元 年 1 1
,
6 7 1 . 8 2

2 2 0
,
3 8 4 . 0 0

3 2 2
,
4 2 7 . 8 0

4 1 0
,
4 3 2 .

7 3

両 分 朱 15 6 0 文

3 2 6 0 1
.
1

.
0 7 匁7

27 2 4 文

6 66 3 4
.
1 . 3 3 2 匁0 9

3 4 15 2 . 1 . 1 4 9 匁2 2

63 0 5 1 . 1 . 3

3 2 3 5 0 . 0 . 2

7 7 3 9 文

両 分 朱 - 1 6 48 6 文

一 2 3 . 2 .
2

3 08 8 文

3 9 6 6 . 1 .
1

3 9 2 . 2 . 0

66 文

第 2 表一附 相関表

(訂 (訓(言× 1 0 0)
文 久 元 年

2

3

4

2 .7 9

2 .9 7

3 .3 0

2 .7 6

2 .8 1

3 .1 0

一0 .7

6 .3

1 .2

(

m
)

久

元

年
か

ら

四

年
間
の

､

売
込

謝

糸

量

は
､

表
2

に

示

す
よ

う

に
､

合
計

六
五

､

二
一

六

斤
に

た
っ

し

た
｡

と

く
に

､

文
久
二

年
に

は
､

前

年
と

比
べ

て
+

倍

増
す
る

発
展
を

示

し
た

｡

こ

の

文

久
元

年
か

ら

四

年
ま
で

の

時

期
は

､

万

延

元

年
閏
三

月
に

布

告
さ

れ

た

｢

五

晶

江

戸

廻

し
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第 3 表 売糸の 産地 別比 率 ( % )

掲前崎勢伊叫 八 王 子†奥 叫 会 津信

742 .51 .4

1 4 .9

1 2
. 77

′

n

)
0
ノ

2

5

2

1

4

A
T文 久元 年

2

3

4

令
+

が
､

横
浜
売
込

商
の

抵
抗
に

よ

っ

て
､

事

実
上

無
力
の

も

の

と

な
っ

て

励
行
さ

れ

ず
に

あ
っ

た

時
期
と

､

文

久
三

年
九

月
の

横
浜
鎖
港
問

題
を

契
機
に

､

右
の

江

戸
廻

送
令
が

強
行

さ

れ

始
め

そ

れ

が

本
格
化
し

た

元

治

元

年
(

文

久

四

年
)

一

月
以

降
の

時
期

と

に

わ

た
っ

て

い

る
｡

し

た

が

っ

て
､

文
久

四

年
の

売

込

糸
量
の

激
減

は
､

こ

の
､

幕
府
の

貿
易

統

制
策
の

あ

ら
わ

な

影
響
を

示

し
て

い

る
｡

こ

の

こ

と

を

前

提
と

し
て

､

表
2

を

中
心
に

見
る

こ

と

に

し
よ

う
｡

り

売

込
生

糸

量
の

産
地

別

構
成

は
､

表
3

に

示

さ
れ

る
｡

文

久

元

年

に

は
､

信
州

糸
が

約
半
分
を

し

め

て

い

る

こ

と

が

注

目
さ

れ

る
｡

こ

れ

と
､

八
王

子

糸
と

ほ
､

兵
助

･

(

1 1
)

林

兵
衛
等
の

､

藤
生

の

手
代

が
､

飯

田
･

改
代

･

上
田
･

八

王

子

等
の

市
場
よ

り

買
い

集
め

た

も
の

と

思

わ

れ

る
｡

こ

れ

に

た

い

し
､

文

久
二
･

三

年
に

は
､

前

橋
を

主

と

す
る

上

州

糸
が

大

部

分
を

し

め

る

よ

う
に

な
る

｡

藤
生
に

残
さ

れ

て

い

る

仕
切

状
よ

り

み

た

場
合

､

藤
生
が

前
橋
で

購
入

し

た

糸

を
､

藤
尾

に

送
っ

て

い

る

の

が
､

そ

の

売

込

糸
の

殆
ど

全
て

を

占
め

る

こ

と

が

明

ら
か

で

あ

る
｡

し
か

し
､

文

久
四

年
に

つ

い

て

み

れ

ば
､

前

橋
糸

九
､

九

〇

八

斤
余
の

う
ち

､

四
､

三

六

七

斤

-
約
四

二

%

-

-
と

信
州

糸
四

三

四

斤
の

全
て

が

｢

江

戸

買
入
+

と

明

記
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

は

五

晶

江

戸
廻

送

令
の

強

化
の

結

果
で

あ

る

こ

と

は

明

ら
か

で

あ

る

が
､

こ

の

こ

と
の

も
つ

意
味
と

し
て

､

藤
生

と

藤

第 4 表 文 久 4 年 の 買 糸の 区分

(芸
圧当選壁

両
2 . 9 4

3 . 2 2

(功

買 元

両
1 2 8 4 8

1 9 5 0 3

仏)

糸 量

斤
4 3 6 7 . 0 0

6 0 6 5 . 7 3

江 戸 間屋 よ り
の 男 系

藤 屋 の 直 売糸

星
と

が

同
じ

経

営
の

本
支

店
の

関
係

で

あ

り

な

が

ら
､

江

戸
間
屋
の

介
入

に

よ
っ

て
､

そ

の

経
営
内
容
が

分

断

さ

れ

て

い

く
こ

と
に

な
る

で

あ

ろ

う

こ

と

が

注

目

さ

れ

よ

う
｡

し

た

が
っ

て
､

以

上

の

検

討
か

ら
､

第
一

に

は
､

藤
星
の

売

込
み

生

糸
の

供
給
市

場
が

､

文

久

初
年
に

､

ほ

ぼ
､

前
橋

糸
を

中

心

と

し
て

確
定
し

た

こ

と
､

第
二

に

は
､

五

晶
江

戸
廻

送

令
が

､

藤
屋
の

経

営
に

と

っ

て
､

そ

れ

が

桐

一
.

⊥

原
で

の

藤
生

の

経
営
と

結
び

つ

い

て

釦
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第5 表 文久 4 年 の 売込状況

期 間 ⊆ 種 目 r 金 額 】 相 関 々 係

正/ 26 ′ - 5/1 1

6/ 9

糸 売 代 銀

江 戸 売 利

糸 売 代 鋲 計

買 元

詔 入 用

利 潤

糸 売 代 銀

買 元

利 潤

両 分 朱
7 4 2 6 . 2 . 0 2 1 匁1 2

3 6 . 2 . 0

7 4 6 3 . 1 . 2 2 6 0 文

7 2 2 8 . 1 . 3 3 05 2

1 7 6 .
3

.
0 25 5 5

5 7 . 1 . 0 4 2 5

A

A
′

A ＋A
′

B

C

( A ＋A
′

) - ( B 十C) = D

9 3 0 . 0 . 3 2 匁8 8

9 1 1 . 2 . 2 2 3 2

1 5 . 2 . 1 2 8 6

A

B

A - B = D
′

9/1 2 ′
- 1 0/1 8 糸 売 代 銀

買 元

利 潤

1 3 8 9 5 .
1

. 0 2 5 匁2 2

1 2 8 4 7
.
2

.
2 1 匁5 0 2 0 0

1 0 4 7 . 3 . 1 2 1 匁8 6 = D
′′

竺= = = = = 空 也 聖堂聖竺≡塁
9/2 8 ′ 一 11/1

12/1 1

糸 売 代 銀

買 元

ぺ ケ 糸 売 代

利 潤

全 利 潤

1 1 7 1 9 . 0 . 0

1 1 3 6 2 . 1 . 3

1 4 5 . 0 . 0

3 5 5 . 3 . 2

5 0 0 . 3 . 2

2 3 8

4 2 5 5

5 4 3

5 4 3

A

B

D
′′ ′

A - B = D
′′′

D
′′′

＋ D I V
= E

′

捻 計 利 潤 計

語 入 用

差 引 浜 徳

1 6 2 1
.
1

.
3

1 2 2 0 . 3 . 0

3 9 2 . 2 . 0

7 7 6

1 6 65 6 2

6 6

E 十E
′

= F

C

F - C = G

い

る

だ

け
に

､

大
き

な

影

響
を

受
け
ざ

舶り
～

る

を
え

な
か
っ

た

こ

と
､

の

二

点
を

指

摘
す
る

｡

わ

糸
売

代
金

と

し

て

こ

こ

に

記
し

た

金

額
は

､

実

際
の

生

糸
の

売

代

金

か

ら
､

必

要
経

費
で

あ

る
､

御
運

上
･

問

屋
口

銭
･

南
京
人

進
上

･

荷
造

費
･

蔵

番
人

進
上

･

神
奈
川
よ

り
の

附
込

駄
賃

を

引
い

た

も

の

で

あ

る

こ

と
､

及
び

､

文

久

四

年
に

限
っ

て

は
､

そ

れ

よ

り

さ

ら
に

､

江

戸
よ

り

神
奈
川

迄
の

船
賃
や

江

戸
会
所
改

料
を

差
し

引
い

た

も
の

で

あ

る

こ

と
を

注
記
し

て

お

く

必

要
が

あ

る
｡

そ

の

上

で
､

状
況

を

明

ら

か

に

す

る

た

め
に

､

表
2

卜
附
を

示

す

と
､

明

ら

か

に
､

糸
売
代

金
は

､

年
毎
に

高
騰

し
て

い

る
｡

文

久

四

年
は

同

元

年
に

比

べ

一

八

%

の

高

騰
で

あ

る

が
､

そ

れ

は
､

同
表
に

明

ら
か

な

よ

う
に

､

買
元

銀
=

糸

仕
入

値
段
の

高
騰
を

一

つ

の

根



( 5 9 ) 幕末 期､ 売込 商 の 性 椅 に つ い て

拠
と

し

て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

文

久

四

年
に

つ

い

て

は
､

さ

き
に

示
し

た

よ

う
に

､

輸
出

糸
は

､

江

戸
問
屋
買
入

と
､

藤
生

よ

り
の

送
糸
を

主

と

し

た

部
分

と
に

分
か

れ

る
｡

そ

れ

に

つ

い

て

み

る

と
､

表
4

の

結

果
が

出
て

く
る

｡

こ

れ

は

注
目

す
べ

き
こ

と

の

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

す

な

わ

ち
､

藤

尾
に

と
っ

て
､

糸

購

入

代

金

ほ
､

江

戸
間
屋
よ

り

の

購
入

価
格
の

方
が

低
価
な

の

で

あ
る

｡

じ

っ

さ

い
､

表
5

か

ら

明

ら
か

な
よ

う
に

､

こ

の

年
の

糸
売
買
に

伴

な

う

粗
利
益
の

六

四

%

余
は

､

こ

の

江

戸

問

屋
よ

り

の

購

入

糸

(

表
5

の

九
月

一

二

日

-
一

〇

月
一

八

日

の

問
の

売

糸

全

量
)

に

ょ
っ

て

い

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

表
2

-
附
に

示

さ

れ

た

以

上
に

､

国

内

糸

価
の

高
騰
が

激
し

か
っ

た

こ

と
を

示

す
と

共
に

､

そ

の

高

騰
に

た

い

し

て
､

藤
生

と

江

戸
問
屋
と
の

問
に

､

生

糸
購
入

に

さ

い

し

て

の
､

相

違
点

が

示

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

み

え

る
｡

つ

ま

り
､

こ

こ

か

ら

指
摘
出
来
る

諸

点
に

は

生

糸
値
段
の

高
騰
と
い

う
一

般
的

状
況
の

な

か

で
､

第
一

に
､

江

戸
間
異
に

廻

送
さ

れ

る

生

糸

は
､

低
値
で

取

引
さ

れ

う

る

生

産
機
構
を

基
礎
に

し

た

も
の

で

ほ

な
い

か

と
い

う

問
題

､

第
二

に
､

藤
生
の

生

糸

購
入

は
､

糸
市
場
価
格

を

そ

の

ま

ま

反

映

す
る

よ

う

な

購
入

価
格
で

行
な

わ

れ

て

い

た

の

で

ほ

な
い

か

と
い

う
問
題
が

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

前
者
が

お

そ

ら

く
､

強
い

問
屋
制

支

配
の

も

と

で

の

生

産
機
構
を

前
提
と

し
て

(

1 2
)

い

る

の

に

た

い

し
､

藤
生
が

､

少

な

く
も

製
糸
業
に

関
し
て

は
､

,

そ

の

生

産
者
的

性
格
を

殆
ど

喪
失
し

て

し

ま
っ

て

い

る

の

み

な

ら

ず
､

小

生

産
者
に

た

い

す
る

問
屋

制
的
支

配
も

見
ら

れ

ず
､

ほ

ぼ

(

1 3
)

純
粋
の

買
継
商
人

と

し
て

存
在
し
て

い

る

こ

と

に

よ

る

も
の

で

あ

ろ

う
｡

し

た

が
っ

て
､

第
三

に
､

右
の

諸

問
題
は

､

江

戸
廻

送
令

に

た

い

し

て
､

売

込

商
と

江

戸
間
屋
と

切

対

立

面
だ

け

を

強
調

す

る

こ

と
の

妥
当

性
に

つ

い

て

の

問
題
を

も
二

不

し

て

い

る
｡

藤
生
に

即
し

て

い

え

ば
､

た

し

か

に
､

江

戸
廻
送

令
の

強

化

は
､

買
継
と

売
込
と

を
一

貫
す
る

そ

の

経

営
を

分

断
す

る

影

響
を

う

け
る

が
､

し
か

し

同
時
に

､

売
込

商
と
し

て

の

藤
屋

は
､

江

戸
問
屋

と

協
合

し
て

利
潤
を

得
て

い

く
の

で

あ

る
｡

こ

の

両

側
面
の

絡
み

合
い

こ

そ
､

実
は

､

藤
生

弓
藤
屋
の

経

営
の

解
体

傾
向

を

示

し
て

い

る

も

の

と
い

え

よ

う
｡

の

利
潤
に

つ

い

て

表
2

は
､

そ

の

不

安
定
な
こ

と

を

は
っ

き
り

と

示
し

て

い

る
｡

文
久

元

年
に

は
､

表
2

-
附
に

示

す
よ

う
に

､

約
〇

･

七

%
の

赤
字
と

な
っ

て

い

た
｡

こ

れ

は

生

糸

売

込

値

段

と
､

購
入

値
段
と
の

差
の

僅
少

な
こ

と

よ

り

み

て
､

当

然
の

こ

と

と
も
い

え

る
｡

そ

し
て

､

そ

の

購
入

値
段
の

高
さ

は
､

こ

の

年
の

糸
購
入
の

過

半
が

信
州
や

八
王

子
の

遠

隔
地

で

行

な

わ

れ

て

い

る

3

こ

と
､

と

深
く

関
係
し

て

い

る

で

あ

ろ

う
｡

じ
つ

さ

い
､

表
6

に

釦



一 橋論叢 第 五 十 九巻 第 三 号 ( 6 0 )

第 6 表 文久元年 の 売込状況

期 間 l 種 目 l 金 額 l 相 関 々 係

A

B
■

C

A - ( B ＋C)

両 分 朱

1 6 85 2 . 0 . 2 1 2 0 0 文

1 6 8 85 . 0 . 0 2 67 4

2 6 6 . 0 . 0 1 03 2 6

3 0 1
.
1

. 2 11 8 0 4

糸売上 代 金

糸 賀入 代 金

諾 入 用

差 引 不 足

2/5 ′ - 1 2/ 1 8

正/7 ” 4/ 1 5

正/1 3 ～ 5/ 23

=

析
C＋B

A

B

C

べA{

0

5

2

2

2

1

3

0

8 8 8 . 3 . 2

8 6 5 . 1 . 2

8 . 2 . 1

8 . 1 . 1

高

元

用

利

切

入

引

仕

買

諸

芸

雛

叫

0
ノ

4

小
1

佗
一

3

D＋)C十

A

B

C

D

伸一A

O

q
/

4

4

7

5

2

4

7

7

1

12 5 3

1 1 2 3 0 . 2 . 0

1 0 8 7 9 . 3 . 0

7 9 . 0
.
3

4 5 . 0 . 0

3 15 . 0 . 0

糸売 上 代 銀

男 元

諸 入 用

売 残 糸

差 引 利

3叫”8
′

n

)

)C＋

A

B

C

四一A

3 6 3 1 ･ 3 ･ 0 ( 7匁 7)

35 8 9 . 3 . 0

8 7 . 2 . 1 62 3 7

4 5 . 2 . 1 62 3 7

糸売 上 代 銀

男 元

諸 入 用

差 引 不 足

1 0/2 0 ” 1 2/ 18

第 7 表 諸 入 用 の 内訳

文 久 元 年 l 文 久 3 年 l 文 久 4 年

両 分 朱
1 3 5 4 . 2 . 0 1 6 7 9 5 7 文

1 8 5 . 0
.
0

2 5 0 . 0 . 0

両 分 朱
1 08 0

.
0 . 1 84 03 7 文

1 5 5 . 0 . 0

2 0 0 . 0 . 0

両 分 朱
4 3 7 . 1 . 0 1 83 1 7 文

1 7 7 . 0 . 3 6 3 6 6

諸 入 用 計

利 足 計

軍 用 金

示
し

た

な

か

で
､

二

月
五

日

～

9 4ウ
ル

五

月
二

三

日

の

問
の

売
込

糸
六

三

〇

七

斤
六
三

の

う

ち
､

前
橋

糸
は

､

一

五

六

斤
に

す
ぎ

ず
､

そ

の

結
果
が

､

三

〇
一

両

余
の

不

足

と

な
っ

て

い

る
"

ま
た

六

月
八

日

～

九

月
一

三

日

の

間
の

売
込

糸
▼

四
､

〇
一

〇

斤
四

の

う

ち
三

､

三
一

九

斤
五

四

が

前

橋

糸
で

あ

り
､

そ

の

結

果
が

三
一

五

両

余
の

利

潤
と

な
っ

て

い

る
｡

し

た

が

っ

て
､

そ

の

限

り

で

は
､

文

久
三

年
の

利
益

計
上

は
､

当

然
の

こ

と

で

あ
っ

た
｡

し
か

し
､

文

久

元

年
に

つ

い

て
､

注

意
し

た

い

の

は
､

表
7

で

あ

る
｡

前
述
の

糸

売
代

銀
に

含
ま
れ

る

諸

経

費
を

除
い

た

他

の
､

入

用

出
費
が

こ

こ

に

示

さ

れ

て

い

る
｡

同

年
そ

の

入

用



( 6 1 ) 幕 末期､ 売込 商 の 性格 に つ い て

第8 表 文久 3 年売込状 況

期 間 l 種 目 l 金 額 l 相 関 々 係

9

5

′

/

/

4

4

”

”

正

正

金

元

用

潤

払

潤

代

入

利

糸売

買

諸

利

文

金

両 分 朱
2 0 9 3 2 . 3 . 3 1 0 匁 7 15 5 8 文

2 0 1 5 4 . 3 . 2 4 2 3 4

3 5 8 . 1 . 1 2 05 8 0

4 1 6 . 1 . 0 8 1 8

3 3 0 . 0 . 0

8 6 . 1 . 0 8 18

A

B

C

A - ( B ＋C)

D

A - ( B 十C ＋D )

4

0

5

1

1

1

/
′

･･/
′

/

⊂
J

5

5

”

”

”

▲U
ノ

0

ュ
J

l

l

l

′

/

/
ノ
′
′

4

4

4

金

元

用

潤

代

入

糸売

買

諾

利

6 9 4 0 . 0 . 0

6 4 6 8 . 2 . 1

15 0 . 1 . 2

3 2 0 . 3 . 3

0

0

3

8

4

3

7

5

∠

U

31

)C十

A

B

C

伸一A

01/

/

′
L

U

′

h
)

〝

”

2

8

2

1

′

/

/

5

5

金

元

用

潤

代

入

糸売

買

諸

利

0

3

(

仇

り
小

【

∴

2

5

1

′
L

U

4

2

2

1

1

2 4 4 . 1 . 1

0

4

/

h

)

4

3

2

2

)C十

A

B

C

四一A

6/1 8 ′ - 6/2 4

6/2 ′ - 7/1 4

戊 ～ 亥春

売

買

諸

利

奥

全

金

元

用

潤

利

潤

代

糸

入

利

糸

州

7 12 6 . 2 . 0 2 1 匁3 9

7 0 2 6 . 3 . 1 2 8 1 8 3

7 6 6 .
0

. 0

9 6 3
.
0

. 0

1 5 2 6

1 7 2 9 . 0 . 0 1 5 2 6

A

B

C

A - ( B 十C)

D

A - ( B ＋C) 十D

7/2 1 ” 1 1/1 3

6/2 0 ～ 9/1 0

売 糸 代 金

買 元

諸 入 用

利 潤

奥 州 糸‡利 分

小 の 長乗合 利‡
付 落

全 利 潤

1 8 9 7 8 . 0 . 0 2 8 6

1 6 9 8 7 . 2 . 0 7 2 6

1 0 1 4 . 2 . 2

5 8 0 . 0 . 0

1 1
. 0 . 0

1 9 . 3 . 1

15 85
,
3

.
1

1

0
/

0

′

+

U

O

/
▲

U

5

0

5

′
h

U

l

つ
J

3

1

/

L

U

A

B

C

A - ( B ＋C)

D

E

F

A - ( B ＋C) ＋D ＋E - F

は
､

約
四

四

〇

両

で

あ

っ

た

が
､

そ

の

う
ち

一

七

八

両
ほ

ど

が

借
金
の

利

足

で

あ
っ

た
｡

そ

の

内

訳
は

､

川

村
殿
利
足
二

八

両

余
､

隠
居

利

足
九

六

両

余
､

吉
池
利
足
四

両

と

な

っ

て

い

る
｡

こ

の

利
足

支

払
は

､

隠
居

よ

り

の

借
金
の

う

ち
､

二

〇

〇

〇

両
に

た

い

し

て

の

利
足
五
一

両
二

分
二

朱
と

ー
ヘ

リ

二

七

〇

文
と

さ

鮎
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れ

て

い

る

か

ら
､

そ

の

借
金

額
の

大
凡
が

把

捉

出
来
よ

う
｡

そ

れ

故
､

こ

の

年
の

経

営
不

振
の

一

つ

の

重

要
な

理

由
は

､

こ

の

多
量

の

借
金
に

た

い

す
る

利
子

支

払
に

も

あ

る

と
い

う
こ

と

が

明

ら
か

と

な
〕

ろ

う
｡

文

久
三

年
に

つ

い

て

い

え

ば
､

利
潤
は

､

約
四

､

0

0

0

両
に

の

ぼ

っ

て

い

る
｡

し

か

し
､

そ

の

利
潤
の

う
ち

､

表
8

に

示
さ

れ

る

よ

う
に

､

奥

州
糸
か

ら
の

利
益
が

一

､

五

四

三

両

と
､

仝

利
益

の

三

八
･

九
%

を

し

め
る

｡

三

月
二

〇
日
･

二

五

日

両
日

の

糸
売

上

よ

り

み

る

と
､

奥
州

糸
三

､

一

八

八

斤
の

買

入

値

段

は
､

一

斤

当
り

､

二

二
二

三

両

と

な
っ

て

い

る
｡

こ

の

二

つ

の

事
実
よ

り
､

こ

の

利
潤
の

多
く

は
､

奥
州

糸
の

売
買
に

拠
っ

て

い

た

も
の

と
い

え

よ

う
｡

と

は

い

え
､

こ

の

年
に

せ

よ
､

藤
屋
の

利
益

率
は

､

六
･

三

%
に

と

ど

ま
っ

て

い

る
｡

表
7

に

よ

る

と
､

諸

入

用
の

総
額
に

た

い

し
､

利
足
は

､

約
一

五

%

を

し

め
る

が
､

そ

の

他
に

特

徴
的

な

事
実
と

し

て
､

軍

用
金

二

〇

〇

両
が

計
上

さ

れ

て

い

る

こ

と
に

注

目
さ

れ

よ

う
｡

そ

れ

は

｢

御
軍
用

金
+

と

し

て

の
一

〇
〇

両
､

｢

地

頭
所
軍

用
金
+

と

し
て

の

一

〇

〇

両
を

内

容
と

し
て

い

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

軍
用
金

と
､

利
足

を

含
め

て

総
入

用
の

三

五

%

を

し

め

て

い

る
｡

こ

の

軍

用
金

は
､

翌

四

年
に

な

る

と
､

｢

浪
士

え

差

出
+

五

〇

両
､

｢

水

戸
浪
士

桐
生

え

差

出
+

二

〇
〇

両

と
､

水

戸
浪
士
へ

の

軍

湖

用
金

と

な

り
､

総
入

用
の

一

八
･

四
%

､

利

足
の

一

八
五

両
と

合

せ

て
､

三

二

･

一

%

を

し
め

る
｡

文
久

四

年
の

利
潤
の

減
少
ほ

､

さ

き

に

み

た

よ

う

な

糸
購
入

価
格
の

騰
貴
に

よ

る

の

で

あ
る

が

そ

れ

と

共
に

､

右
の

事
実
は

､

注
目
さ

れ

て

よ

い
｡

こ

う
し

て
､

利
潤
を

通
じ

て

み

た

場

合
､

藤
尾
の

経
営
は

､

き

わ

め

て
､

低
収

益
で

あ

り
､

し
か

も
､

た

い

へ

ん

不

安

定
で

あ

る

と
い

う
事

実
､

そ

の

不

安
定

性
が

､

た

ん

に
､

生

糸

売
買
の

み

に

な

る

の

で

は

な

く
て

､

借
金

に

た

い

す

る

利
子

支
払
い

及
び

､

政

治
的

不

隠
へ

の

対

処
の

た

め

の

軍

用
金

支

出
に

よ

っ

て
､

加
速
さ

れ

て

い

る

事
情
を

読
み

と

る

こ

と

が

出

来
る

｡

a

｢

再

編
+

の

意
義

こ

の

よ

う

な

売
込

商
を

中
心

と

し

た

経
営
の

不

安
定

性
は

､

わ

れ

わ

れ

に
一

つ

の

重

要
な

問
題
へ

の

示

唆

を

与

え

る

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

は

後
述
す
る

と

し

て
､

今

暫
く

､

藤
生

に

つ

い

て

の

検

討
を

し
て

お

こ

う
｡

慶
応
二

年
､

｢

差

引

帳
+

で

は
､

正
三

郎
･

甚

作
と
い

う

藤
生
の

仲
買
と

思
わ

れ

る

商
人
二

人
が

､

蚕
種

･

繭
･

生

糸
の

仕

入

を

行

な
い

､

そ

れ

に

伴
な

う

差

引

勘

定
を
し

て

い

る
｡

そ

の

仕
入

総
量



( 6 3 ) 幕 末期､ 売 込 商の 性格 に つ い て

第 9 表 差引帳 に よ る仕入 内容

代 金 l 品 目 】 数 量

14 4 5 枚

4 1 3 6 4 6 匁

6 石4 0 4

3 9 0 0 匁

5 9 9 7 2 匁

2 0 0 9 3 匁

2 3 1 5 0 匁

春 種

夏 種

出 か ら繭
ク

繭

糸

糸

繭ら

十

か

言

玉

生

玉

出

両 分 朱
5 3 5 . 3 . 2 7 8 6 文

3 5 4 . 0 . 0 1 6 0

9 8 3 . 3 . 1 3 6 6

5 3 . 0 . 0

1

8

2

5

8

0

4

〈U
ノ

⊂
J

O

4 7 . 2 . 2

1 4 4 4 . 3 . 2

3 1 7 . 0 . 2

62 . 0 . 0

3 7 4 6 . 0 . 0

第 9 表一附 経費 ･ 入 金

種 目 l 金 額

両 分 朱
1 3 8

.
1

. 3 3 2 5 文

1 1 1 . 0 . 0

10 2 . 3 . 2 4 0 8

1 15 . 3 . 1 1 9 8

7 7 . 2 . 0 1 9 2 2

入 用

駄 賃

利 足

諸 雑 用

立 替 貸金 他

入 金 高i 3 6 15 ･ 0 ･ 0

ぁ
る
)

の

過

少
の

た

め

に
､

七
七

九

両
二

朱
と

三

六

三

文
の

不

足
金

を

生

じ

た
｡

こ

の

過

支

出
の

な

か

に

は
､

五

〇

両
の

｢

招
山

糸
之

手
金
+

も

含
ま

れ

て

お

り
､

こ

れ

に

よ

っ

て
､

前
貸
に

基
く

糸

買

い

付
け

を

示

し
て

い

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

過

支

出

は
､

購
入

糸
を

質

入
(

玉

繭
二

箇
･

生

糸

壱

箇

八

分
･

玉

糸

弐

箇
弐

分
三

厘
)

し

て
､

五

〇

〇
両

を

得
､

そ

の

他
､

現

地
で

の

借
金

に

よ
っ

て

賄
っ

て

い

る
｡

以

上
が

､

こ

の

差
引
の

概
要
で

あ

る
｡

こ

こ

に

は
､

表
9

に

示
さ

れ

る
｡

そ

し

て
､

こ

れ

ら

の

糸

類
は

｢

山
ノ

辺
･

上
ノ

山
･

金

谷

御
役
永
+

･

｢

鯨
岡
･

上

ノ

山
･

飯
坂

井
福
嶋

迄
之

入

用

高
+

と

記
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

い

わ

ゆ

る

奥
州

糸
で

あ
る

｡

こ

れ

に

要
し

た

費

用

は
､

表
9

-
附
に

示

さ

れ

る

よ

う

に
､

入

用
･

駄
賃

･

利
足

･

諸

雅
用

･

立

替
貸
金

他

を

含
め

て
､

五

四

七

両

余
に

た
っ

し
､

仕
入

金
を

加

え

れ

ば

約
四

､

二

九
三

両

余
と

な
る

｡

こ

れ

に

た

い

し
､

入

金

は
､

三
､

六
一

五

両

余
と

な

っ

て

い

■る
｡

し
た

が

っ

て
､

正

三

郎
･

甚
作
の

こ

の

糸
類
買
い

付

け

は
､

藤
生

か

ら
の

送

金

高
(

入

金
の

う

ち
､

五
一

五

両
は

､

国
元

か

ら
の

持
出
金

､

一

､

七

〇

〇

両

は
､

送
り

金
､

一

､

三

五

〇

両
ほ

為
替

金

で

記
さ

れ

て

い

る

状
況
は

､

文
久

三
･

四

年
の

延

長

上
に

あ

る
｡

奥
州

糸
の

低
価
購
入

は
､

藤
生

に

と
っ

て
､

重

要
な

利
潤
源
で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

打
ち

続
く

低
収
益

と

不

安

定

性
と

は
､

そ

の

奥
州
糸

負
い

付

け
に

も

困

難
を

示

し

は

じ

め
て

い

た
｡

こ

の

こ

と

の

繰
り

か

え

し
は

､

徒
ら
に

､

借
金

を

増
大

し
､

そ

の

た

め
の

利
足
支

払

額
を

大

き

く
し

て

行
く
で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て
､

こ

の

こ

と

の

結
果
の

一

つ

が
､

明

治

元

年
に

現

れ

た
｡

同

年
一

一

月
の

｢

絹
代

金

内

渡
帳
+

は
､

生

糸
代
金

の

借
金

の

四

分
の

一

を

返

済
し

､

残
る

四

分
の

一

ほ
､

翌
二

年
中
に

､

二

分
の

一

は
､

追
い

追
い

に

返

済
す

る

と
い

う

約
定
を

と

り
つ

け

た

(

1 4
)

証

書
で

あ
る

｡

そ

の

対

手

ほ
､

六
一

人

に

及

び
､

そ

の

借

金

額

脚
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ほ
､

三
､

五
一

三

両
三

分
一

六

貫
八

六
二

文

に

の

ぼ

る
｡

そ

の

う

ち
､

貸
金

額
一

〇

〇

両
以

上
の

も
の

は
､

表
1 0

に

示
し

た
一

五

人

で

あ

り
､

桐
生

･

足
利
の

町

人

及

び
､

周

辺

農
村
の

､

お

そ

ら

く

は
､

｢

豪
農
+

的

農
民
で

あ

ろ

う
｡

以

上
の

内

容
を

も
つ

こ

の

内

渡
帳
は

､

次
の

こ

と

を

物
語

っ

て

い

る
｡

第
一

に

は
､

こ

こ

に

示

さ

れ

た

借
金
の

額
と

､

そ

の

地

域

的
分

布
と

は
､

｢

絹
代

金

内

渡
+

で

あ

る

以

上
､

藤
生
の

､

生

糸
買

い

つ

け
の

結
果
を

示

し
て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

そ

の

殆
ど

全
て

は
､

生

糸
代

金
の

未
払
よ

り

生

じ

た

負
債
で

あ

る

こ

と

に

疑

第 10 表 主要 な借金

借 金 高 l 住 所 l 人 名

善 魔

鏡 助

利 兵 衛

亀 蔵

与 四 郎

林 兵 衛

喜 代 松

要 右 衛 門

半 兵 衛

政 五 郎

清 七

喜 叩

佐 吉

儀 八

仁 兵 衛

桐 生 1 丁 目

桐 生 横 町

桐 生 今 泉

桐 生 今 泉

明 石

足 利 初 谷

月 谷 名 花

田 島

利 保 村

市 場

本 町

足 利 下 町

上 仁 田 山

如 来 堂

下 新 田

両 分 朱
1 93 . 0 . 2 3 5 0 文

1 3 0
.
0 . 0

1 0 0 . 0 . 0

1 01 . 1 . 2 7 0

13 0 . 0 . 0

13 0 . 1 . 2 95 0

12 5 . 0 . 0

13 0 . 0 . 0

15 5 . 0 . 0

1 6 6 . 3 . 2

5 1 4 .
2

.
2

1 0 0
.
0

.
0

1 0 0 . 0 . 0

1 04 . 0 . 0 1 8 7 2

16 4 . 2 . 0 5 3 8 2

い

は

な
い

｡

そ

れ

故
､

こ

の

借
金
の

分

布
は

､

文

久

年
間
以

降

展

湖

閲
し

た
､

前
橋
糸
の

買
い

つ

け
の

び

ろ
が

り
の

結
果
で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

こ

れ

ら
の

生

糸
生

産
者

1
い

う

ま
で

も

な

く
､

こ

れ

ら

の

人
び

と
の

中
の

階
層
は

､

広
く

､

自
立

的

小

生

産
着
か

ら
､

問

屋
制
支

配
を

基

礎
と

す
る

商
人

ま

で

を

含
む
で

あ

ろ

う
ー
ー
が

､

藤
生

を

通

じ

て
､

生

糸

輸
出
に

結
び

つ

け

ら

れ

て

い

た

こ

と

の

表

現
で

あ
る

｡

あ
る

い

は
､

逆
に

､

藤
生

ほ
､

文

久

年
間
以

降
､

横

浜
貿

易
を

横
粁
と

し
て

､

こ

れ

ら
の

生

産
者
の

編

成

を

行
な
っ

た

の

で

あ

る
｡

第
二

に
､

し

か

し
､

こ

の

編

成

は
､

決
し

て
､

強
固

な

も

の

で

は

な
か

っ

た

ろ

う
と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

す
で

に

指
摘

し

た

よ

う
に

､

藤
生
が

､

上

州
に

お

い

て
､

前

貸
に

よ

る

小

生

産

者
支

配
を

行
な
っ

た

と
い

う

痕
跡
ほ

な

い
｡

む

し

ろ
､

高
価
に

前

橋
糸
を

購
入

し
て

い

た

こ

と
は

､

す
で

に

述
べ

た

と

こ

ろ

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

小

生

産
者

乃

至

商

人
･

｢

豪
蔑
+

的
農

民
の

､

経

済
的

自
立

性
の

強
さ

の

上
に

､

藤
生

の

糸
賀
継
が

成

立

し

て

い

た

こ

と

の

表
現
で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

そ

し

て
､

そ

の

故
に

こ

そ
､

■

こ

こ

に

示

さ

れ

る

よ

う
な

借
金
の

累
積
が

現
れ

て

く
る

の

で

あ

ろ

う
｡

第
三

に
､

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

藤
生
の

こ

の

借
金

返

済

の

方

法
自
体

が
､

固
有
の

意
味
を
も

っ

て

い

る

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

藤
生

が

こ

の

よ

う
に

､

多
量
の

借
金

を

も

ち
つ

つ

も

身
代

限



( 6 5 ) 幕末期
､

売込 商 の 性 格 に つ い て

り

と

な

ら

ず
､

い

わ

ば
､

微
温

的
な

返

済
に

処
置
さ

れ

て

い

る

理

由
に

は
､

一

つ

に

ほ
､

前
に

の

べ

た
､

こ

の

地

帯
に

お

け

る

藤
生

の

果
た

す

経
済
的

役
割
の

重

要
性
が

あ

る

だ

ろ

う
｡

し
か

し
､

そ

の

こ

と

は

同
時
に

､

金

融
関

係
を

通

じ

て

の
､

商

人
･

｢

豪
農
+

的
連
繋
の

中
に

､

藤
生

自
身
が

組
み

こ

ま

れ

た

こ

と

を

意
味
し

て

い

る
｡

こ

の

て

ん

か

ら

見
れ

ば
､

藤
生

は
､

こ

れ

ら
の

商
人

･

｢

豪

農
+

的
農
民

を
､

編
成

す
る

と

共

に
､

藤
生

自

体
､

こ

れ

ら

の

｢

豪
農
的
+

連
繋
の

中
に

1
或
い

は
､

一

般
的
に

存
在

す
る

商

人
･

｢

豪
農
+

を

主

体

と

す
る

金

融
体

系
の

な

か

に

…
含
み

こ

ま

れ

る

こ

と
に

な
っ

た

の

で

あ
っ

た
｡

も

は

や
､

文

久

初
年
に

至

る

ま

で

持
っ

て

い

た

商
人

と

し

て

の

自
立

性
は

､

大

き

く

襲
わ

れ

つ

つ

あ
っ

た
｡

そ

れ

は
､

奥
州

糸
買
い

つ

け
に

も
一
ホ

さ

れ

て

い

る

こ

と

ほ
､

す
で

に

見
た

と
こ

ろ

で

あ

る
｡

4

｢

連
繋
+

の

基
礎
状
況

以

上

が
､

当

面
必

要
で

可

能
な

､

藤

屋
･

藤
生

の

検

討
で

あ

る
｡

た

と

え
､

一

定

薄
皮
の

地

域
的
分

業
関

係
に

支

え
ら

れ

て

い

よ

う
と

も
､

本
来
的
に

幕
藩
制

的
市
場
関
係
を

基
礎
に

し

て

い

た

商
人

が
､

開
港
以

後
の

展
開
の

な

か

で
､

当

初
は

､

売
込

商
と

し

て

登

場
し
て

も
､

結
局
の

と
こ

ろ
､

商

人
･

｢

豪
農
+

の

階

級

的

連
繋
に

く
み

こ

ま

れ

る

こ

と

な

し
に

は
､

そ

の

商
人

的

発
展
も

ま

た

不

可
能
で

あ

ろ

う
と
い

う
こ

と
が

､

そ

の

あ

ら

す

じ
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

こ

と

が
､

お

そ

ら

く
､

｢

再
編
の

契
機
+

た

る

開
港

に

さ

い

し

て

の
､

そ

の

｢

再

編
+

の

内
容
な

の

で

あ

ろ

う
｡

そ

こ

で
､

次
の

間
題
は

､

こ

れ

ら

の
､

商

人
･

｢

豪
農
+

が
､

何
故
に

､

こ

の

よ

う
な

階

級
的
連
繋
の

強
化
に

努
め

ね

ば

な

ら

な

か
っ

た
の

か

と
い

う
こ

と
で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

に

つ

い

て

は
､

一

般

(

旭
)

的
に

､

別

稿
に

述
べ

た

の

で
､

こ

こ

で

は

詳
述
は

避
け

た

い

が
､

た

だ
､

一

つ

の

注

目

す
べ

き

資
料
を

あ

げ
て

お

こ

う
｡

そ

れ

は
､

(

1 6
)

大

間
々

町
に

お

け
る

町

人

構
成
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

大

間
々

町
に

は
､

明

治
三

年
現

在
､

大

家

=

百

姓
が

二

八
四

軒
に

た

い

し
､

借

家
が

二

九

六

軒
存
在
す
る

｡

そ

の

借
家
の

う

ち
､

不

明
の

九

軒
を

除
い

て

二

八
七

軒
に

つ

い

て
､

そ

の

住
人

が
､

何
年
に

､

何

処
か

ら

移
住

し
て

来
た

か

が

記
さ

れ

て

い

る
｡

表
示

す
れ

ば

衷
1 1

の

よ

う
に

な
る

｡

約
半

数
が

､

慶
応
二

年
か

ら
､

明

治
三

年
の

間
の

移
住
者
で

あ

る
｡

そ

の

多
く
は

､

山

田

郡
･

勢
多
郡
の

比

較
的
近

隣
の

農
村
か

ら
､

或
い

は
､

蒲
原
郡
を

主
と

す
る

越
後
か

ら

移
っ

て

い

る
｡

こ

の

こ

と
は

､

実
に

急
速
に

､

｢

も
っ

ぱ

ら

『

農
民
』

的

人

口

と

し

(

1 7
)

9

て

存
在
持
続
せ

し
め

ら

れ

て

い

た
+

状

態
が

破

ら
れ

つ

つ

あ

る

こ

朗
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第 11 表 大 間々 町 倍量人 の 状況 ( 単位戸)

計

慶応 2

I

明 治 3

31文 久 元
I l l

嘉 永
I

安 政天 保1 1 ほム化
吉富

6

王≡筈
移住 年代

前 任 地 ＼
′

n

)
0

2

2

8

2

2

4

8

3

1

8

1

4

1

4

1

1

51

∩

フ

7

4

8

』
T

2

1

2

2

0

っ

J

1

9

1

8

2

2

4251

4

5

亡
J

41

2

【

ノ

7

7

1

2

2

っ

J

4

3

-
.

､

〕

3

2

4

2

1

2

′

n

)
41

3

一
.
ヽ

)

1

2

3

2

当 町

他
山 田都

群 馬郡 含 ･

桐 生

勢 多郡

利 根郡

部 波郡 前 橋

邑楽 郡

碓 永 郡

新 田郡

(

上

野
)

佐 位 郡

緑野都

小 計

足 利 郡 含 ･ 佐 野

安 蘇郡

都 賀 郡

計

(

下

野
)

州

後

中

江

後

陸

萱

絵

武

越

越

近

備

常

能

下

他

782141040471
′

L

Ul015
′

L

Ul計稔

と

の
､

表

現

で

あ

ろ

の
ウ

J

う
｡

そ

し

て

こ

の

こ

と

は
､

た

ん

に
､

下

層

農

民
の

町
方
へ

の

移
億
に

ょ

る

前

期
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

の

形

成
を

示

す

だ

け

で

は

な

く
､

そ

れ

に

関

連
す
る

半
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

的

農
民
の

流
動
性
を

示

す
も

の

で

あ

る

こ

と

は
､

ほ

ぼ

間

違
い

な

ヽ

0

､

し

こ

の

状
況
が

基

礎
的

状

況

と
し

て

存
在
す

る

こ

と
､

こ

の

こ

と

の

評

価
が

上

述
の

階

級
的

連

繋
の

理

解
に

と
っ

て
､

基
本

的
に

不

可

欠
の

も

の

と
､

筆
者
は

考
え

る

の

で

あ
る

｡



( 6 7 ) 幕 末 期 ､ 売 込 商 の 性 格 に つ い て

(

一

九
六

七
･

十
二
･

十

八
)

〔

附
記
〕

(

A
)

本
稿

を

含
め
て

､

わ

れ

わ
れ

の

桐

生
･

大

間
々

地

方
の

蚕

糸
業

史
に

関
す

る

共

同

研

究
の

た

め
の

史
料

調
査

に

さ

い

し
､

煩
を
い

と

わ

ず
史
料
閲

覧
の

た

め
に

助

力

さ
れ

た
､

星

野
重

夫

氏

並

び

に
､

高

草
木

担
三

氏
･

藤
生

素
三

氏
･

新

居

宝

氏
に

深
く

感

謝

す

る
｡

(

B
)

桐

原

村

に

つ

い

て

は
､

郷

蔵
文

書
に

拠
る

盲
島
敏

雄

氏
の

分

析

が

あ

り
､

大

間
々

町
に

つ

い

て

は
､

高
草

木
家

文

書
に

よ

る

長

谷

川

伸
三

氏
の

検

討
が

あ
る

｡

本

稿
で

は
､

こ

れ

ら
の

分

析
･

検
討
と

､

重

複
す

る

部
分

は
い

っ

さ

い

省
い

て

い

る

こ

と

を
､

断

わ
っ

て

お

き

た
い

｡

舌

島
敏

雄

｢

明

治

初

年
に

お

け

る

桐

生

近

郊
虔
村
の

農

業
生

産
+

歴

史
評

論
三

七
｡

長

谷
川

伸
三

｢

幕

藩
体

制

崩

壊

期
に

お

け
る

在

郷

町
の

動
向
+

地

方

史

研

究
七

〇
｡

(

1
)

拙

稿

｢

維
新

変

革
の

現
代

史
視

点
+

歴

史
学

研

究
三

二

二

号
｡

(

2
)

例

え

ば
､

矢

木

明

夫

｢

日

本

近

代

製

糸

業
の

成

立
+

｡

(

3
)

拙

稿

｢

大

会
へ

の

期

待
+

歴
史
学

研

究
三

一

〇

号

及

び

拙

稿

｢

維
新

変
革
の

起

点
+

歴

史
学

研
究
三

〇

四

号
｡

(

4
)

岡
谷

市

武
居

家

文

書
に

よ

る

検
討
が

､

現

在
進
め

ら

れ
つ

つ

あ

る
｡

(

5
)

拙

稿

｢

幕

末

期
武

州

製
糸
業
の

展
開
+

と

り

あ

え

ず
は

､

拙

礪

｢

八

王

子

市

史
+

上

巻

第
四

章
第

四

節
｡

(

6
)

大

石

村

大

橋
家

文

書
に

よ

る

検
討
が

進
め

ら
れ

つ

つ

あ

る
｡

(

7
)

｢

横
浜
市

史
+

第
二

巻

巻

末

附
録

｡

(

8
)

大

間
々

町

が

桐

原

村

よ

り

分

離

し
､

町
を

称

す
る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
､

文
政

〓
年
で

あ
る

｡

詳

し

く
は

｢

山
田

郡

誌
+

参

照
｡

βO J

(

9
)

以

下

大

間
々

町

藤
生

素
三

氏

所

蔵
文

書
に

よ

る
｡

(

1 0
)

以

下

は
､

主

と

し
て

､

藤
生

家

文

書
の

､

｢

洋

商

差

引

帳
+

に

よ

る
｡

同
文

書

だ

け

は
､

｢

横

浜

市

史
+

資
料
篇

一

に

採

録

さ

れ

て

い

る
｡

(

1 1
)

林
兵

衛
に

は
､

文

久
三

年
一

一

月
一

二

日
､

｢

林

兵

衛

殿

給

金

相

渡

亥

年

分
+

と

し
て

､

二

五

両
が

支

払
わ

れ

て

い

る
｡

(

1 2
)

こ

の

こ

と

は
､

五

晶
江

戸

廻

送
令
の

限

界
の

問
題

と

し
て

評

価

さ

れ

よ

う
｡

(

1 3
)

じ
っ

さ

い
､

藤
生

家

文

書
に

は
､

貸
引

き

等
の

生

産

支

配
の

形

跡

が

見

当

ら

な
い

｡

(

1 4
)

史
料

文

言

は
､

次
の

如
く

で

あ

る
｡

近

年
引

続

私

儀
不

如
意
候
二

付

各

様

方

江

書

面

之

通

娼

代

金

借
用

二

相

成

候

間
､

返

済
方

段
々

精
々

仕

居

候

折
柄

当

春

難
渋

筋
勇

一

時

御

返

済

方

行

届

兼
､

俵

之

借

用

金

之

内

当

時
四

ケ

壱

御

渡
中
上

､

跡

金

之

義
は

来
ル

巳

年

改

革
行

届

出

方
二

茂
相

成

候

節
は

都
合

米
金
相

渡
､

残

金

之

義
は

追
々

出

荷
致

返

済

仕
度
旨
親
類
共
を

以

御

願

申

上

候

処
､

旧

来

度

引
之

訳
を

以

遠
二

御

聞

済
被
下

難
有

奉

存
候

､

然

上

ほ

右

御
対

談
之

通

聯
無
相

違

追
々

替
済

可

仕
候

｡

以

上
､

(

1 5
)

注

(

1
)

の

拙

稿

参
照

｡

(

1 6
)

大

間
々

町
､

高
草

木
担
三

氏

所

蔵

文

書

に

よ

る
｡

主

と

し

て

｢

大

間
々

当

午
ノ

人

別

帳
+

｡

(

1 7
)

｢

羽

仁

五

郎

歴
史

論
著

作
集
+

第
三

巻
三

三

五

頁
｡

(

一

橋
大

学

助

教

授
)




