


は
じ
め
に

ひ

ら

い
ず
み

に

か

ほ

ひ
ら
さ
わ

秋
田
県
内
で
も
有
数
の
銘
酒
と
し
て
知
ら
れ
る

｢飛
良

泉

｣

の
醜
造
元
で
あ
る
'
由
利
郡
仁

賀

保

町
平

沢

の
斎

藤
周

1
郎
氏
の
お
宅
は
､
十
七
世
紀
初
頭
以
来
の
歴
史
と
由
緒

(確
実
な
文
書
で
確
認
で
き
る
)
を
も
つ
由
利
郡

内
で
も
屈
指
の
旧
家
で
あ
る
｡
本
稿
で
は
､
自
治
体
史
編
纂
に
関
わ
る
調
査
の
過
程
で
'
平
沢
斎
藤
家
の
海
運
や

諸
品
取
引
､
経
営
に
関
す
る
膨
大
な
史
料
を
閲
覧
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
か
ら
､
是
非
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
､

十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
列
島
の
南
北
に
わ
た
る
同
家
の
交
易
の
実
態
と
､
そ
の
歴
史
的
特
質
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
加
え
て
そ
れ
ら
の
中
か
ら
､
近
世
後
期
由
利
郡
に
お
け
る
商
品
流
通
や
再
生
産
の

一
端
を
明
確
に
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡
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｢

近
世
の
平
沢
と
斎
藤
家

ほ
ん
し

▲
う
み
つ
し
け

最
上
氏
の
重
臣
本

城

満

茂

に
よ
る
支
配
の
時
期
の
斎
藤
家
は
､
元
和
六
年

(
一
六
二
〇
)
十

一
月
十

一
日
の
平

沢
問
屋
宛
の

｢本
城
満
茂
家
臣
原
田
光
俊
捉
書
｣
(『本
荘
市
史
』
史
料
編
Ⅰ
上

本
荘
市

一
九
八
四
年
､
以
下

てん
ま

同
市
史
を

『市
史
』
Ⅰ
上
な
ど
と
略
記
)
に
よ
る
と
､
伝
馬

･
荷
駄
問
屋
と
し
て
平
沢
村
の
陸
上
輸
送
に
責
任
を

た
ら

ぶね
やく

持
た
さ
れ
､
さ
ら
に
問
屋
役
負
担
の
見
返
り
と
し
て
培

船

役

を
免
除
さ
れ
た

(同
前
)｡
な
お
当
時
期
の
斎
藤
家



が
､
海
上
輸
送
や
海
運
事
業
に
従
事
し
て
い
た
と
す
る
文
書
は
見
当
た
ら
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
っ
て
同
家
が

こ
の
時
期
に
陸
上
輸
送
に
の
み
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
､
と
判
断
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
｡

じ
.lうがん
じ

え
ぞ
がしま

｢藤
原
姓
菊
池
弥
高
山
菊
池
院
浄
願
寺
系
譜
｣
(
浄

願

寺

文
書
)
に
よ
れ
ば
'
蝦

夷

島

へ

北
上
す
る
浄
土
真
宗
の

しお
こし

教
線
の
一
環
と
し
て
､
菊
池
氏
四
代
の
了
乗
が
十
六
世
紀
後
半
に
塩
越

(現

･
秋
田
県
由
利
郡
象
潟
町
)
へ
浄
専

このう
ら

寺
を
建
立
し
､
つ
い
で
同
五
代
了
賢
が
十
六
世
紀
末
に
'
金
浦

(現

･
由
利
郡
金
浦
町
)
に
浄
蓮
寺
'
船
越

(現

･

男
鹿
市
)
に
円
応
寺
､
能
代
に
願
勝
寺
､
庄
内
の
酒
田
に
寺
院
を
建
立
し
た
と
い
う
｡
十
六
世
紀
に
由
利
郡
で
も

塩
越

･
金
浦
が
蝦
夷
島
へ
の
教
練
拡
大
の
拠

点
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
'
南
か
ら
北

へ
の
人

･
信
仰

･
物
の
流
れ
を
受
け
止
め
る

重
要
な
港
湾
都
市
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
我
々
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
｡

後
に
紹
介
す
る
寛
政
元
年

(
一
七
八
九
)
の

｢平
沢
斎
藤
市
兵
衛
等
口
上
書
｣
(斎
藤
家
文

書
)
に
'
仁
賀
保
郷
の
中
で
古
来
よ
り

｢商
船

に
■うしん

み
つも
り

入

津
｣
の
湊
は
､
平
沢
村
二

二
森

村
､
本
荘
領

の
金
浦
村

･
塩
越
村
の
四
湊
で
あ
っ
た
t
と
記

録
し
て
い
る
｡
こ
の
記
事
に

｢浄
願
寺
系
譜
｣
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の
内
容
を
加
味
す
る
と
､
中
世
以
来
､
由
利
郡
の
仁
賀
保
郷
の
湊
津
は
こ
れ
ら
の
四
湊
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
､

最
上
氏
支
配
時
代
の
平
沢
に
あ
っ
て
も
､
港
湾

･
海
運
の
機
能
は
当
然
付
与
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡

海
上
輸
送
関
係
の
史
料
が
斎
藤
家
に
見
え
な
い
の
は
､
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
｡
最
上
氏
は
領
内
に
日
本

海
沿
岸
で
も
屈
指
の
港
湾
都
市
酒
田
を
持
ち
､

一
方
の
本
城
氏
に
お
い
て
は
慶
長
十
八
年

(
一
六

一
三
)
に
新
た

ふるゆき

に
建
設
し
た
本
城
城
下
が
中
世
以
来
の
湊
津
で
あ
る
古

雪

湊
を
組
み
込
ん
で
､
本
城
氏
領
内
の
陸
上

･
海
上
の
流

通
の
結
節
点
と
し
て
の
機
能
を
充
分
に
果
た
し
て
い
た
｡
右
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
､
最
上
氏
や
本
城
氏
が
､
酒
田

や
本
城
古
雪
に
比
較
し
て
小
規
模
な
平
沢
の
湊
や
斎
藤
家
へ
海
上
交
通
の
役
務
を
あ
ま
り
期
待
し
て
い
な
か
っ
た

か
ら
､
公
式
な
記
録
に
は
見
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
最
上
民
時
代
に
平
沢
の
湊
は
途
絶
し
て
い
た
の
で
は

な
い
し
､
当
時
､
斎
藤
家
が
海
運
業
に
タ
ッ
チ
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
な
す
の
は
'
い
か
が
か
と
思
わ
れ
る
｡

最
上
改
易
の
後
､
藩
政
時
代
の
平
沢
は
明
治
維
新
に
至
る
ま
で
'
元
和
九
年

(
一
六
二
三
)
に
入
部
し
た
江
戸

幕
府
の
旗
本
仁
賀
保
氏
の
領
地
で
あ
っ
た
｡
寛
永
八
年

(
一
六
三

一
)､
仁
賀
保
良
俊
が
死
亡
し
て
同
家
の
七
〇
〇

しけま
さ

しけ
つぐ

〇
石
が
天
領
に
編
入
さ
れ
､
仁
賀
保
氏
領
は
仁
賀
保
誠
政
に
二
〇
〇
〇
石
'
同
誠
次
に
一
〇
〇
〇
石
が
認
め
ら
れ
､

誠
政
家
は
二
千
石
家
､
誠
次
家
は
千
石
家
と
各
々
称
さ
れ
､
両
家
と
も
に
陣
屋
を
平
沢
に
お
い
た

(地
図
-
参

照
)0時

代
は
若
干
下
る
が
､
斎
藤
家
は
嘉
永
五
年

(
一
八
五
二
)
の

｢斎
藤
市
兵
衛
上
申
書
｣
(斎
藤
家
文
書
)
に
よ

し
●く
ろ
う

おおじ
▲う
や

れ
ば
､
代
々
平
沢
の
町
方
で

宿

老

を
務
め
､
大

庄

屋

役
に
任
命
さ
れ
る
家
柄
で
あ
っ
た
｡
仁
賀
保
氏
は
旗
本

一
般

の
例
に
漏
れ
ず
､
幕
府
か
ら
江
戸
在
住
を
下
命
さ
れ
て
い
た
の
で
､
同
領
は
同
家
の
給
人

一
〇
名
ほ
ど
で
支
配
に
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あ
た
っ
て
お
り
'
実
質
的
に
は
斎
藤
家
を
は
じ
め
と
す
る
町
方

･
村
方
の
有
力
な
商
人
や
農
民
に
よ
っ
て
運
営
さ

れ
て
い
た
｡
な
お
天
明
八
年

(
一
七
八
八
)
の

｢本
荘
問
屋
訴
状
に
対
す
る
平
沢

二
二
森
両
問
屋
返
答
書
｣
(『市

史
』
史
料
編
Ⅳ

本
荘
市

一
九
八
八
年

一
九
〇
号
)
と
前
記

｢平
沢
斎
藤
市
兵
衛
等
口
上
書
｣
に
よ
れ
ば
'

斎
藤
家
が

｢問
屋
船
宿
｣
を
開
始
し
た
の
は
寛
永
年
中
で
あ
っ
て
'
領
主
仁
賀
保
氏
の
命
令
で

｢廻
船
問
屋
｣
を

始
め
た
と
い
う
｡
ま
た
'
領
主
仁
賀
保
氏
の
み
な
ら
ず
'
近
隣
の
領
主
の
蔵
米
や
雑
穀
な
ど
の
諸
品
を
売
却
す
る

目
的
の
も
と
に
問
屋
と
し
て
出
発
し
た
と
あ
り
､
藩
政
時
代
の
同
家
は
'
領
主
的
な
要
請
に
基
づ
い
て
本
格
的
な

｢廻
船
問
屋
｣
家
業
に
乗
り
出
し
た
よ
う
だ
｡

平
沢
の
湊
の
規
模
は
､
寛
政
十
年

(
一
七
九
八
)
七
月
の
｢斎
藤
市
兵
衛
口
上
書
｣
(斎
藤
家
文
書
)
に
よ
れ
ば
'

二
〇
〇
石
積
み
の
船
舶
の
入
港
は
可
能
で
あ
る
が
'
三
〇
〇
石
積
み
の
船
に
な
る
と
不
可
能
で
あ
っ
て
'
隣
村
の

すす
むら

鈴

村

の
湊
に
入
港
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
し
た
が
っ
て
平
沢
の
湊
は
､
せ
い
ぜ
い
二
〇
〇
石
積
み
ま

こ
まわし

で
の
船
が
入
港
で
き
る
規
模
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
船
は
､
規
模
か
ら
し
て
当
時

｢小
廻

船
｣
と
呼
ば
れ
た
船
で

は
な
か
っ
た
か
｡
例
え
ば
庄
内
酒
田
に
入
港
し
た
船
の
な
か
で
'
二
〇
〇
石
積
み
程
度
の
船
は
加
賀

･
越
前

･
能

登
の
も
の
が
多
く
'
そ
れ
ら
は

｢小
廻
船
｣
と
呼
ば
れ
'
二
月
か
ら
三
月
上
旬
に
空
船
で
や
っ
て
き
て
何
回
も
酒

田
湊
に
出
入
り
し
て
船
稼
ぎ
を
や
っ
て
い
た
と
い
う

(『山
形
県
史
』
第
三
巻

山
形
県

一
九
八
七
年
)｡
平
沢

の
湊
に
入
っ
て
き
て
'
斎
藤
家
と
の
間
で
諸
品
の
売
買
取
引
を
お
こ
な
っ
た
の
は
'
こ
れ
ら
の

｢小
廻
船
｣
が
多

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
な
お
日
本
海
海
運
に
従
事
す
る
船
舶
は
'
基
本
的
に
は
買
い
積
み
船
で
あ
っ
て
t
A
地
点

か
ら
B
地
点
へ
物
資
を
運
搬
し
て
運
賃
を
稼
ぐ
賃
船
で
は
な
か
っ
た
｡
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二
㌧
｢仕
切
帳
｣
か
ら
見
た
平
沢
斎
藤
家
の
交
易
活
動

140

天
明
八
年

(
一
七
八
八
)'
本
荘
問
屋
か
ら
提
出
さ
れ
た
訴
状

(『市
史
』
史
料
編

Ⅳ
一
九
〇
号
)
は
､
平
沢

さ
い

とう
いち
ペ
え

み
つもり

斎

藤

市

兵

衛

と
三

森

泉
屋
市
郎
兵
衛
の
両
問
屋
の
商
業
活
動
を
告
発
す
る
内
容
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
両
問

屋
は
､
寛
政
元
年

(
一
七
八
九
)
正
月
に
回
答
し
て
お
り
､
そ
れ
は
幕
府
評
定
所
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
っ
た

(斎

藤
家
文
書
)｡
本
荘
問
屋
側
の
趣
旨
は
､
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
｡
第

一
は
､
近
年
開
業
し
た
平
沢

･
三
森
の
両

あらい
そ

問
屋
は
､
荒

磯

に
商
船
を
強
引
に
停
泊
さ
せ
て
商
品
の
売
買

.
交
易
を
お
こ
な
い
､
そ
れ
に
よ
っ
て
本
荘
湊
へ
廻

船
の
入
港
が
激
減
し
､
同
湊
問
屋
の
商
い
に
支
障
を
来
し
て
い
る
｡
第
二
は
､
両
問
屋
の
強
引
な
交
易
に
よ
っ
て
､

天
明
の
大
飢
纏
に
よ
る
雑
穀
の
高
騰
が
著
し
-
､
本
荘
へ
の
入
船
と
交
易
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
小
身
の
者
た

ち
の
困
窮
は
増
し
飢
餓
に
及
ぶ
ほ
ど
で
あ
る
｡
是
非
と
も
両
問
屋
の
活
動
を
停
止
し
て
欲
し
い
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
｡
要
す
る
に
十
八
世
紀
後
半
の
平
沢

･
三
森
両
問
屋
の
商
業

･
交
易
活
動
が
､
旧
来
の
本
荘
問
屋
の
死
命

を
制
す
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
｡

由
利
郡
内
で
も
ト
ッ
プ
の
規
模
を
持
つ
本
荘
湊
の
問
屋
へ
脅
威
を
与
え
た
､
平
沢
斎
藤
家
の
交
易
活
動
と
は
､

い
っ
た
い
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
を
伺
う
の
に
最
適
な
史
料
と
し
て
､
同
家
に
は
､
明

は
いば
い
し
きりち
▲う

和

･
天
明

･
寛
政
の
売
買
仕
切
帳
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
明
和

･
天
明
期
の
売
買
仕
切
帳
に
よ
る
同
家
の
経
営
に
関

し
て
は
'
半
田
市
太
郎
氏
の

｢羽
州

･
平
沢
村
問
屋
斎
藤
家
の
経
営
｣
(『秋
田
経
法
大
経
済
学
部
紀
要
』
第

一
号
､



一
九
八
四
年

以
下
､
半
田
氏
論
文
と
略
記
)
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
､
本
稿
で
は
､
半
田
氏
論
文
の
成
果

に
寛
政
期
の
同
仕
切
帳
の
分
析
を
加
え
て
'
近
世
後
期
の
同
家
の
経
営
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
｡

たは
こ

さ
の

平
沢
斎
藤
家
は
､
上
方
落
語
の

｢蓑
の
火
｣
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
和
泉
国
佐
野
浦

(現

･
大
阪
府
和
泉
佐
野

めし
の

市
)
の
豪
商
食

野

家
と
関
係
が
深
-
､
出
羽
国
の
由
利
諸
藩
と
食
野
家
と
の
仲
介
役
を
演
じ
て
き
た
と
い
わ
れ
､

い
はらさ
いかく

斎
藤
家
は
あ
た
か
も
食
野
家
の
同
国
出
張
所
の
観
を
呈
し
て
い
た
｡
食
野
家
は
､
井

原

西

鶴

の

｢
日
本
永
代
蔵
｣

かりがね

か
いま
いたんぼ

だ
いみ
▲う
が

で
そ
の
繁
栄
を
紹
介
さ
れ
た
唐

金

屋
も
そ
の
一
族
と
い
わ
れ
､
彼
ら
は
廻

米

担

保

の
大

名

貸

し
を
お
こ
な
う
上

方
の
巨
大
な
商
業
資
本
と
し
て
､
江
戸
時
代
中
期
よ
り
活
躍
し
た
｡
斎
藤
家
と
食
野
家
が
関
係
を
持
ち
始
め
た
時

期
は
､
実
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
｡
安
永
九
年

(
一
七
八
〇
)
の
食
野
家
へ
の
渡
米
目
録
な
ど
に
よ
っ
て
'
本
荘
領
'

や
し壬

いわ
dLIか
めだ

仁
賀
保
領
､
矢

島

領
､
岩

城

亀

田

領
､
由
利
郡
内
の
幕
領

(地
図
-
参
照
)
の
蔵
米
が
､
斎
藤
家
を
介
在
し
て
食

野
家
の
廻
船
へ
積
載
さ
れ
､
大
坂

･
江
戸
へ
廻
漕
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡
当
然
の
如
く
食
野
家
へ
の
蔵
米
の

売
却
額
は
巨
大
で
あ
り
､
し
か
も
そ
の
口
銭
が
斎
藤
家
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
収
益
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な

い
｡
特
に
斎
藤
家
が

一
手
に
引
き
負
っ
て
い
た
領
主
仁
賀
保
氏
の
蔵
米
の
売
却
は
'
他
の
取
引
品
と
は
比
較
に
な

ら
ぬ
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
｡
食
野
家
の
大
名
貸
し
や
金
融
活
動
に
つ
い
て
は
､
上
村
雅
洋

｢泉
州
の
豪
商

食
野
家
の
金
融
活
動
｣
(『大
阪
大
学
経
済
学
』
第
三

一
巻
第
四
号

一
九
八
二
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

こ
こ
で
は
､
仁
賀
保
氏
の
蔵
米
売
却
の
他
に
斎
藤
家
が
平
沢
の
湊
に
入
港
し
て
く
る
廻
船
と
の
間
で
展
開
し

た
'
日
々
の
商
業
活
動
に
主
眼
点
を
お
い
て
斎
藤
家
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
物
資
の
移
出
入
を
ま
ず
確
認
し

よ
う
｡
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表 1 平沢斎藤家明和 ･天明 ･寛政期取引品目

移 入
rコ
F)F)

蝦 夷 地 余市俳壇引､外割緋､増毛塩引､
摂身欠敗 北身欠餅､串貝､鱒､干鱈､

陸 奥 早割帆 魚灯油､政子､鰹節､櫓材木､塩引小豆､生鮮､竹原塩､繰締､昆布､ふのり､
身欠如､小松塩

出 羽 秋 田領 櫓､杉桶

出羽由利郡内 塩引､塩鱒､干姓､政子,塩,
塩辛､胴餅､村上茶､昆布､鯨､塩鰯

庄 内 外割卯､筋子､塩引､はつけ､細布､鰻､烏賊､地､鱒､鯨､茶､塩鱒､古手､繰柵

玉砂糖､石灰､半仕紙､織革

越 後 身欠如､村上茶､越後Ji､塩引､綿木綿､

晒､新潟醤油､政子､貝類､塩頻､烏賊､

はつけ､餅米,美濃茶､絞り､唐竹､塩､埴

贈､生繊燭､大川蝿､線香､古手､素麺､

魚油､半紙､越中紙木綿､佐渡ざる､佐渡表

身欠餅､干鰭､若竹柾､塩鱒

佐 渡 檎

越 中 輪島素麺､唐傘､茶釜､菅笠､生羊等

能 登 丹羽繰綿､楊枝指､羅紗埋草入､杉下駄､
端､岩見鉄､小松塩

加 賀 輪島素麺､竹原塩､米子繰綿､笠､火鉢､大白砂糖､玉砂糖､鉄,大鰹節､村上一番茶

海月､

越 前 綿布EjL 米､村上走り芥､極上白木柵､舟櫨

讃 岐 三 本 松 政7Bi姐､古手

和 泉 佐 野 傘､河内縞､織革､線香

そ の 他 奈良茶碗､生善,塩輔､袖なし､鍋､茶､砂糖,夜着古手､縮､左次郎紙､半切れ､

移 出 晶

蝦 夷 地 町米､本石米､矢島載米､本庄載米､載米
餅米､鉄兵制､

陸 奥 載米､本石米､障子､杉板､昆布､当地米､町米､大麦､小麦､仙北煙草､煙草､野州紙､

鰻網布､矢島載米､同米､

出 羽 秋 田領 杉板､古手､織草

出羽由利郡内 杉板､小豆､平沢載米

庄 内 矢島載米､本石米､餅米､杉肝子､繰綿､杉
板､併米､柾材

越 後 載米､本石米､餅米､煙草､杉板､矢島米､餅白米､当地米､小麦､大豆､町栽米､障子､

仙北煙草､根花､干鯖､ゼンマイ､鯖､荏糟

越 中 小麦､杉板､杉障子､大麦､小麦､杉戸板､政子､荏糟､餅米､栽大豆､町大豆､黒大豆

当地米､矢島載米､小麦､,%､

能 登 当地載米､当地米､大豆､杉板､亀田米､矢島米､矢島載米､餅米､障子､小豆､大麦､

′ト麦

加 賀 亀田米､杉板､障子､本石米､大豆､小豆､亀田栽米､政子､矢島米､笹子煙草､餅米､

本石米

越 前 亀田御米､荏糟､矢島米､根毛､杉板､干篇

諌 岐 三 本 松 米

神 戸 仁賞保米

大 坂 捕 -1

和 泉 佐 野 仙北煙草､大豆､煙草

そ の 他 干鮭､杉障子､小麦､餅米



表
Ⅰ
は
､
明
和

･
天
明

･
寛
政
に
か
け
て
の
斎
藤
家
の
売
買
仕
切
帳
を
も
と
に
､
平
沢
斎
藤
家
が
扱
っ
た
諸
交

易
品
と
荷
主
の
所
在
地
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
仕
切
帳
と
は
'
日
々
執
り
行
わ
れ
る
取
り
引
き
を
毎
日
付
け

お
うり
し
きり

お
か
い
し
幸り

込
ん
で
い
っ
た
簿
冊
で
､
｢御
売

仕

切

｣

と

｢御
買

仕

切

｣

の
両
方
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
｡
｢御
売
仕
切
｣
と
は

入
港
し
た
船
か
ら
斎
藤
家
が
諸
品
を
購
入
す
る
商
行
為
を
､

一
方
の

｢御
買
仕
切
｣
と
は
､
同
じ
-
入
港
し
た
船

へ
斎
藤
家
が
諸
品
を
販
売
す
る
商
行
為
を
指
し
､
売
買
仕
切
帳
は
双
方
の
商
行
為
を
記
録
す
る
｡
斎
藤
家
と
の
問

さ
ぬささ
ん

ばんま
つ

で
交
易
関
係
が
あ
っ
た
の
は
､
移
入

･
移
出
と
も
に
北
は
蝦
夷
地
か
ら
南
は
和
泉
佐
野

･讃
岐

三

本

松

(現

･
香
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お
お

ち

川
県
大
川
郡
大

内

町
)
ま
で
で
あ
り
､
主
と
し
て
日
本
海
沿
岸
地
域
､
な
か
で
も
越
前
ま
で
の
地
域
が
そ
の
宿
勤

範
囲
と
し
て
濃
密
に
認
め
ら
れ
る
｡
九
州
､
太
平
洋
沿
岸
の
地
方
は
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

(表
Ⅰ
と
地
図
2
･

3
を
参
照
の
こ
と
)0

(
I
)
移
入
晶
か
ら
み
た
地
域
と
交
易
品
の
特
色
に
つ
い
て

ふ
る

で

く
り
わ
た

移
入
品
は
年
に
よ
っ
て
相
違
す
る
が
､
お
お
む
ね
の
傾
向
と
し
て
､
木
綿

･古
手

･繰
綿

な
ど
の
衣
料
品

･
衣

にしんる
い

み
かさ

料
材
料
な
ど
と
と
も
に

緋

類

(身
欠

餅
等
)､
数
子
､
塩
引
な
ど
蝦
夷
地
や
北
奥
地
方
に
お
け
る
産
品
の
量
や
種
類

144

が
圧
倒
的
に
多
い
｡

そ

の
他
､
茶

･
砂

糖

･
輪
島
素
麺

･
醤

油
な
ど
の
食
品
､
槍

材
､
蝿
､
越
中
よ
り

西
の
能
登
､
加
賀
､

越
前

な
ど
は
､
唐

傘

･
下
駄

･
煙
草
入

れ

･
茶
釜

･
塩
な

ど
､
上
方
の
手
工
品

が
目
に
付
-
｡
ま
た



移
入
品
の
取
引
額
か
ら
見
る
と
､
グ
ラ
フ
-
･
2
に
見
え
る
よ
う
に
､
衣
料
品
と
そ
の
材
料
が
四
〇
～
五
〇
%
､

塩
引
等
の
食
品
類
が
同
じ
く
四
〇
～
五
〇
%
､
槍
材
や
鉄
等
が

1
0
%
以
内
､
米
な
ど
の
再
販
品
が
三
%
弱
で

あ
っ
た
｡

よ
り
具
休
的
に
検
討
す
る
と
､
蝦
夷
地
の
松
前
城
下

･
箱

(函
)
館

･
江
差
な
ど
の
有
力
な
湊
か
ら
は
､
身
欠

餅

･
数
子

･
塩
引

･
串
員

･
鱒
な
ど
の
北
方
特
産
の
食
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

(酒
田
と
蝦
夷
地
の
交
易
に
関
し

て
は
､
榎
森
進

｢
日
本
海
海
運
と
酒
田
｣
『地
方
史
研
究
』

一
八
四

･
一
九
八
三
年
を
参
照
の
こ
と
)｡
津
軽
で
は

おおはま

こ
どまり

と
さ

せき

か
ね

か
さわ

大
浜

(現

･
青
森
市
油
川
)
や
青
森
そ
の
他
青
森
県
の
西
海
岸
の
小

泊

･
十

三

･
鯵
ヶ
沢

･関

･金
井

ケ

沢

(史

料
に
は
金
ケ
沢
と
見
え
る
が
正
確
に
は
金
井
ケ
沢
)

･
岩
崎
な
ど
で
､
蝦
夷
地
と
は
ば
同
様
の
産
品
の
他
に
槍
が

ひのき

あ
る
が
､
槍
と
は
青
森
ヒ
バ
を
指
す
｡
な
お

『小
泊
村
史
』
中
巻

(小
泊
村

一
九
九
八
年
)
に
よ
れ
ば
､
青
森

県
北
津
軽
郡
小
泊
村
で
も
藩
政
時
代
を
通
じ
て
､
緋
漁
は
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
､
藩
政
期
津
軽
領
の
西

海
岸

一
帯
は
蝦
夷
地
と
同
様
緋
漁
で
に
ぎ
わ
っ
た
と
い
う
｡
し
た
が
っ
て
平
沢
に
も
た
ら
さ
れ
た
身
欠
餅
や
数
子

等
の
北
方
産
品
は
､
蝦
夷
地
か
ら
の
物
資
と
は
限
ら
ず
､
右
の
北
奥
地
方
か
ら
の
産
品
も
当
然
入
っ
て
い
た
よ
う

だ
｡

う
し
た
さ

か
わ
う
ち

あ
ん

ど

下
北
半
島
で
は
､
牛

滝

､

川

内

､

安

堵

(現

･
む
つ
市
)
で
､
津
軽
側
と
ほ
ぼ
同
様
の
品
を
扱
う
｡
秋
田
藩
領

で
は
､
八
森

二
戸
賀
が
あ
り
､
槍
や
杉
材
を
も
た
ら
し
て
い
る
｡
由
利
郡
内
で
は
､
平
沢
の
隣
村
の
三
森
､
塩
越
､

金
浦
か
ら
塩
引
の
他
に
北
方
の
産
品
が
移
入
さ
れ
た
が
'
こ
れ
は
平
沢
の
湊
が
小
規
模
な
た
め
､
三
森
な
ど
の
湊

に
入
っ
た
船
の
商
い
品
を
斎
藤
家
が
改
め
て
購
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
(渡
辺
信
夫

｢鮭
文
化
圏
の
歴
史
的
考
察
｣
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(同
氏
編

『近
世
日

本
の
生
活
文
化
と
地

域
社
会
』
河
出
書
房

新
社

一
九
九
五

年
)
は
'
東
北
地
方

の
鮭
食
文
化
に
つ
い

て
再
考
を
促
し
､
蝦

夷
地
産
の
鮭
の
流
入

の
み
に
注
意
を
払
う

べ
き
で
な
い
と
注
意

を
喚
起
し
て
い
る
)0

146

と
ぴしま

さ
ご
し

庄
内
で
は
酒
田

･
飛
島

･
加
茂

･
砂
越
か
ら
の
移
入
品
で
､
北
方
の
産
品
の
他
に
砂
糖

･
茶

･
イ
カ
･
飽

･
鰻

･

鯨
な
ど
の
食
品
､
古
手

･
繰
綿

･
木
綿
な
ど
の
衣
料
品
､
石
灰
､
半
紙
な
ど
の
日
用
品
が
平
沢
へ
も
た
ら
さ
れ
た
｡

か
え
つ

越
後
で
は
新
潟
を
は
じ
め
と
し
て
､
下

越

地
方
に
所
在
す
る
岩
船
な
ど
の
極
め
て
小
規
模
な
湊
と
､
中
越
で
も

て
ら

と
まり

いす
･J)ざさ

む
らかみ
ち
ゃ

寺

泊

･
出

雲

崎

な
ど
か
ら
の
荷
品
が
移
入
さ
れ

(地
図
3
･
4
参
照
)､
北
方
の
産
品
の
ほ
か
に
村

上

茶

･
嶺

･

醤
油

･
素
麺

･
砂
糖

･
鰹
節
な
ど
の
食
品
､
縞
木
綿

･
越
中
縞
木
綿

･
古
手
な
ど
の
衣
料
品
'
若
竹
延

･
佐
渡
ざ

はうじ
▲う
づ

ふし
き

る

･
佐
渡
表

･
蛸
燭
な
ど
の
日
用
品
頬
が
あ
る
.
越
中

(地
図
3
参
照
)
で
は
水
橋

･
西
岩
瀬

･
放
生
津

･
伏
木



か
ら
'
輪
島
素
麺

･
生
妻
な
ど
の
食
品
'
唐
傘

･
茶
釜

･

菅
笠
な
ど
の
日
用
品
が
移
入
さ
れ
た
｡
能
登
で
は
輪
島

･

う
し
づ

ふく
ら

宇
出
津

･
福
浦
か
ら
塩
の
他
に
'
丹
波
繰
綿

･
鉄

･
杉
下

ら
し
ゃ

あわ
か
ささ

駄

･
羅
紗
煙
草
人
な
ど
の
日
用
品
｡
加
賀
で
は
粟

ケ

崎

な

ど
か
ら
､
輪
島
素
麺

･
塩

･
砂
糖

･
鰹
節
な
ど
の
食
品
､

み
く
にしん
ば

笠

･
火
鉢
な
ど
の
日
用
品
が
'
越
前
で
は
三

国

新

保

な
ど

か
ら
縞
布
団

･
繰
綿

･
茶
な
ど
｡
讃
岐
三
本
松
か
ら
は
渡

瀬
塩
や
古
手
｡
和
泉
佐
野
か
ら
は
傘

･
線
香

･
極
上
自
木

ろ

おりぐさ

綿
の
は
か
'
舟
艇

'
織

草

な
ど
で
あ
っ
た

(表
1
㌧
地
図

-
参
照
)0

(
二
)
移
出
品
か
ら
み
た
地
域
と
産
品
の
特
色
に
つ
い
て

(義
-
参
照
)

前
記
の
通
り
移
入
品
に
つ
い
て
は
､
若
干
相
違
す
る
地

点
も
あ
る
が
移
出
品
と
は
ぼ
同
様
の
地
域
的
な
傾
向
を
指

摘
で
き
る
｡
表
Ⅰ
を
参
照
す
れ
ば
判
明
す
る
が
'
移
出
品

目
は
'
特
定
の
地
域
へ
特
定
の
産
品
が
集
中
的
に
移
出
さ

れ
る
と
い
う
特
徴
は
認
め
ら
れ
ず
'
こ
れ
は
平
沢
斎
藤
家
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の
特
色
と
い
う
よ
り
は
､
当
時
の
由
利
郡
全
休
の
生
産
構
造
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡
移
出
品

で
目
に
付
-
の
は
､
米
穀
類
-

こ
れ
に
は
仁
賀
保
氏
を
は
じ
め
と
し
て
本
荘
領

･
矢
島
領

･
亀
田
領
な
ど
の
領

く
らま
い

主
蔵
米
や
天
領
の
幕
領
米
の
他
に
'
町
方
の
米
な
ど
I

で
あ
り
､
餅
米
､
大
麦

･
小
麦

･
大
豆

･
小
豆
な
ど
の

じね
ご

食
品
'
仙
北
煙
草

･笹
子

煙
草
な
ど
の
出
羽
地
方
特
産
の
噂
好
品
'
杉
板

･
鉄

･
障
子
な
ど
が
あ
り
'
取
引
額
も

からざ
け

大
部
を
占
め
る
の
が
米
穀
で
あ
る
｡
な
お
秋
田
の
戸
糞
へ
の
古
手

･
織
草
､
越
中
へ
の
数
子
､
そ
の
他
干

鮭

な
ど

は
再
販
品
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡

く
らし
さ

半
田
氏
論
文
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
斎
藤
家
の
場
合
､
蔵
敷
料

(倉
庫
の
保
管
料
)
が
仕
切
帳
に
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
'
原
則
的
に
蔵
預
か
り
を
必
要
と
し
な
い
商
い
を
し
て
い
た
よ
う
だ
｡
前
掲

｢本
荘
問

屋
訴
状
に
対
す
る
平
沢

･
三
森
両
問
屋
返
答
書
｣
に
も
､
平
沢
へ
入
船
が
あ
っ
た
時
に
は
入
港
船
の
荷
物
と
､
入

港
船
へ
売
却
を
企
図
し
て
い
る
諸
品
に
つ
い
て
は
､
商
人
た
ち
を
参
集
さ
せ
て
秋
田
や
庄
内
の
湊
の
適
正
な
相
場

の
値
段
で
売
買
し
て
い
る
､
と
み
え
る
の
で
､
交
易
品
を
斎
藤
家
の
蔵
で
長
期
に
保
管
す
る
こ
と
を
せ
ず
､
品
物

さば

は
ご
く
短
期
間
に
売
り
捌
か
れ
た
は
ず
だ
か
ら
'
再
販
品
が
量
的
に
少
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
｡

移
出
品
の
特
徴
は
'
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
｡
仙
北
や
笹
子
の
煙
草
な
ど
の
由
利
郡

･
仙
北
郡
の
特
産

噂
好
品
を
除
け
ば
､
お
お
む
ね
米
穀

･
麦
な
ど
の
穀
物
類
や
大
豆
頬
､
ま
た
出
羽
国
特
産
の
杉
材
な
ど
が
主
で

あ
っ
て
'
平
沢
か
ら
の
移
出
品
は
米
穀
な
ど
の
第

一
次
産
品
が
主
流
で
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
由
利
郡
平
沢
の
斎

藤
家
を
舞
台
に
展
開
し
た
交
易
活
動
は
'
第

一
次
産
品
を
移
出
し
て
､
蝦
夷
地
や
北
奥
の
餅
や
塩
引
な
ど
を
主
と

たんは
く
けん

し
た
'
人
々
の
蛋

白

源

と
な
る
北
方
産
食
品
を
大
量
に
購
入
す
る
｡
加
え
て
衣
料
品
な
ら
び
に
衣
料
材
料
､
塩
､
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砂
糖
'
茶
､
傘

･
茶
碗
な
ど
の
上
方
や
そ
の
他
の
産
品

-

こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
第
二
次

･
第
三
次
産
品
と
呼
ん

で
よ
い
で
あ
ろ
う
-

を
移
入
す
る
と
い
う
交
易
構
造
に
な
っ
て
い
た
｡

三
､
村
上
藁
と
由
利
部

グ
ラ
フ
-
は
､
移
入
し
た
食
品
類
の
な
か
で
も
大
き
な
比
重
を
占
め
る
塩
引

･
緋
類

･
村
上
茶

･
塩
の
移
入
高

の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
中
で
平
沢
斎
藤
家
に
よ
る
村
上
茶
の
購
入
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
行
わ
れ
'

緋
や
塩
引
等
の
蝦
夷
地

･
北
奥
の
産
品
に
匹
敵
す
る
取
扱
額
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
越
後
で
も
下
越いわ

村
上
地
方
の
荷
主
の
分
布

(地
図
4
)
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡
新
潟
県
北
部
､
山
形
県
と
の
境
に
近
い
岩

ふね

う
どま
り

はく
お

ま
しま

船
郡
や
村
上
市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
､
岩
崎

･鵜
泊

･

板
月

･
桑
川

･
早
川

･
吉
浦

･柏
尾

･真
島

･
大
月

･

せ
な
み

え
ぴ
え

瀬
波

･
岩
船

･
新
保

･海
老

江

な
ど
の
地
点
が
集
中
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
地
の
荷
主
が
出
羽
国
平
沢
へ
茶
を
大

量
に
運
漕
し
て
き
た
｡
下
越
の
各
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
茶
が
村
上
特
産
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
す
る
の
は
'
そ

れ
ら
に
は

｢村
上
茶
｣
と
ブ
ラ
ン
ド
名
が
記
さ
れ
､
し
か
も
岩
崎
を
は
じ
め
と
す
る
村
上
地
方
の
各
地
点
か
ら
の

船
荷
な
の
が
明
確
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
｡

周
知
の
よ
う
に
新
潟
県
の
村
上
地
方
は
､
茶
栽
培
の
北
限
の
地
と
し
て
知
ら
れ
､
藩
政
時
代
よ
り
茶
の
栽
培
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
｡
元
和
期
に
村
上
へ
導
入
さ
れ
た
茶
は
近
世
期
を
通
じ
て
生
産
さ
れ
'
元
禄
期
に
入
る
と

し
ん
つみ
せ
いほう

芯

摘

製

法

と
い
う
新
た
な
製
茶
方
式
が
導
入
さ
れ
､
宝
永
二
年

(
一
七

〇
五
)
に
は
村
上
町
の
茶
畑
の
面
積
は

一
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こ
う
え
幸
か
た

1
0
町
歩
余
り
に
達
し
た
O
寛
政
三

(
1
七
九

1
)
･
同
七
の
両
年
､
当
時
の
村
上
藩
主
内
藤
氏
は
､
茶
の
公

益

方

を
設
け
､
村
上
茶
の
秤
量
と
包
装
に
つ
い
て
厳
し
く
取
り
締
ま
り
､
交
易
に
不
都
合
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
た
｡

ま
た
文
政
年
間
に
は
'
茶
の
販
路
を
越
後
国
内
の
は
か
'
奥
羽
地
方
に
ま
で
拡
大
し
､
嘉
永
四
年

(
一
八
五

一
)､

たぴだしち
ゃ

旅

出

茶

取
締
方
か
ら
触
れ
を
出
し
､
岩
船

･
瀬
波
両
湊
か
ら
積
み
出
す
茶
に
つ
い
て
は
､
製
茶
が
終
わ
っ
た
段
階

で
'
町
役
人
立
ち
会
い
の
上
'
旅
出
茶
取
締
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
｡
さ
ら
に
藩
は
旅
人

･
地
商

人
の
茶
の
自
由
売
買
を

一
切
禁
止
し
て
､
す
べ
て
の
流
通
茶
を
旅
出
茶
取
締
方
に
統
括
さ
せ
た

(『新
潟
県
史
』
通

史
編
四

新
潟
県

1
九
八
五
年
)｡
こ
の
よ
う
に
村
上
茶
は
､
村
上
藩
の
重
要
な
特
産
品
と
し
て
同
藩
の
交
易
品

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
､
厳
重
な
管
理
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
｡

と
こ
ろ
で
藩
政
時
代
に
由
利
郡
へ
移
入
さ
れ
た
茶
が
'
近
世
の
成
立
期
よ
り
村
上
地
方
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
茶

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
｢寛
文
雑
記
｣
(『敦
賀
市
史
』
史
料
編

第
五
巻

敦
賀
市

一
九
七
九
年
)
に
よ
れ

つる
か

ば
'
寛
文
十
年

(
一
六
七
〇
)'
越
前
敦

賀

に
お
い
て
越
後

･
庄
内

･
本
城

(荏
)
･
津
軽
の
各
米
が
入
津
し
た
際

に
､
総
量

一
八
万
五
〇
〇
〇
俵
ほ
ど
の
う
ち
､
五
万
俵
ほ
ど
が

｢茶
代
米
｣
と
し
て
決
済
さ
れ
た
と
あ
り
､
こ
れ

ら
の
地
方
の
茶
消
費
が
莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡
こ
の
な
か
に
本
荘
領
の
米
穀
も
含
ま
れ
て
お

り
'
同
領
か
ら
の
米
の
売
却
が
当
時
敦
賀
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
､
茶
の
購
入
も
米
の
売
却
代
金

を
引
き
当
て
て
な
さ
れ
た
｡
松
前
の
場
合
も
同
様
で
､
｢松
前
物
｣
の
販
売
代
金

一
五
〇
〇
両
の
う
ち
五
〇
〇
両
が

｢茶
代
｣
と
し
て
敦
賀
で
支
払
い
さ
れ
､
三
分
の
一
が
茶
代
金
と
し
て
充
当
さ
れ
て
い
る

(同
前
)｡
『敦
賀
市
史
』

通
史
編

上
巻

(敦
賀
市

一
九
七
九
年
)
に
よ
れ
ば
'
近
世
前
期
に
敦
賀
よ
り
移
出
さ
れ
た
最
大
の
下
荷
は
茶
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で
あ
っ
て
､
前
記

｢寛
文
雑
記
｣
に
は
､
移
出
さ
れ
た
茶
は
美
濃
茶
､
伊
勢
茶
､
北
伊
勢
茶
､
政
所
茶

(近
江
国

愛
知
郡
)､
板
取
茶
､
若
狭
茶
と
あ
り
､
美
濃

･
伊
勢

･
若
狭

･
近
江
よ
り
の
茶
が
敦
賀
を
経
由
し
て
各
地
へ
廻
漕

さ
れ
た
｡

し
か
し
幕
藩
体
制
の
確
立
期
に
入
っ
て
'
陸
奥

･
出
羽
の
米

･
大
豆
株
が
上
方
や
大
坂
へ
直
接
廻
漕
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
､
敦
賀
着
津
の
船
数

･
米
俵
数
の
減
少
が
元
禄

･
宝
永

･
享
保
期
に
至
り
顕
著
に
な
っ
て
､
敦
賀
の
市

況
に
打
撃
を
与
え
た
｡
さ
ら
に
下
荷
の
茶
は
､
北
陸
地
方
に
製
茶
の
業
が
興
り
､
享
保

･
元
文
の
こ
ろ
に
は
､
越

後
あ
た
り
に
も
茶
園
が
で
き
て
敦
賀
よ
り
の
売
茶
に
依
存
し
な
-
と
も
よ
い
態
勢
に
な
っ
た
と
い
う

(前
掲

『敦

賀
市
史
』
通
史
編

上
巻
)｡
幕
藩
体
制
後
期
に
下
越
の
茶
の
生
産
と
販
売
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
､

十
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
米

･
大
豆
類
の
敦
賀
へ
の
入
津
が
減
少
す
る
の
と
同
調
し
て
茶
の
移
出
も
減
る
こ
と
に

な
り
'
そ
れ
に
代
わ
っ
て
下
越
地
方
の
村
上
茶
が
由
利
郡
へ
移
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
｡
し
か
し
村
上

茶
の
み
が
入
っ
て
き
た
の
で
は
な
く
､
美
濃
茶
の
品
名
も
斎
藤
家
の
仕
切
帳
に
わ
ず
か
に
見
え
る
の
で
､
美
濃
茶

の
移
入
は
細
々
な
が
ら
も
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
で
は
､
平
沢
斎
藤
家
も
含
め
由
利
郡
内
の
各
湊
へ
移
入
さ
れ
た
村
上
茶
は
､
果
た
し
て
由
利
郡
で
消
費
さ

れ
た
も
の
か
､
そ
れ
と
も
郡
外
へ
さ
ら
に
運
搬
さ
れ
て
他
の
消
費
地
へ
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
､
そ
の
点
が
問
題

に
な
っ
て
こ
よ
う
｡

は
た
や

紙
幅
も
つ
き
た
の
で
､
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
述
べ
て
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
｡
秋
田
県
本
荘
市
細
谷

たか
の

は
いは
いし
.(しさ
ち
.4う

の
高

野

家
文
書
に
､
正
徳
三
年

(
一
七

一
三
)
か
ら
同
五
年
に
か
け
て
の

｢売
買
諸
色
帳
｣
(『市
史
』
史
料
編
Ⅳ
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1
五

l
号
)
と
題
す
る
帳
簿
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
高
野
家
は
､
藩
政
時
代
､
亀
田
藩
の
在
方
に
あ
っ
て
商
業
を
営

ん
で
い
た
家
で
､
｢売
買
諸
色
帳
｣
に
よ
れ
ば
正
徳
四
年
の
売
り
立
て
日
韓
中
に
､
木
綿

･
布
団

･
古
手

･
帯
な
ど

の
他
に
､
取
引
量
の
三
分
の
一
を
茶
が
占
め
て
お
り
､
茶
に
は

｢村
上
｣
の
名
が
見
え
て
い
る
｡
そ
の
他
に
身
欠

餅
の
売
り
立
て
も
な
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
別
の
正
徳
四
年
の

｢売
買
諸
色
帳
｣
に
よ
れ
ば
'
｢村
上
茶
｣
は
､
本
荘

領
め
本
荘
城
下
へ
仕
入
れ
に
行
っ
て
､
そ
れ
を
購
入
し
て
来
て
領
内
へ
大
々
的
に
売
買
し
て
い
た
よ
う
だ
｡
餅
の

仕
入
先
は
不
明
で
あ
る
が
'
お
そ
ら
く
本
荘
の
古
雪
湊
か
も
し
く
は
塩
越
､
あ
る
い
は
平
沢

･
金
浦
か
ら
斎
藤
家

の
よ
う
な
船
問
屋
を
通
じ
て
由
利
郡
の
在
方
の
商
人
へ
渡
り
､
郡
内
の
人
々
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

藩
政
時
代
の
中
期
以
降
､
由
利
郡
内
に
お
い
て
は
､
蝦
夷
地
や
北
奥
産
の
塩
引
や
身
欠
餅
な
ど
北
方
の
物
産
が

人
.々
の
蛋
白
源
と
し
て
'

一
方
､
南
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
､
下
越
地
方
の
村
上
茶
に
代
表
さ
れ
る
茶
が
ビ
タ
ミ
ン

の
補
給
源

･
噂
好
品
と
し
て
､
人
々
の
食
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
ま
さ
に
平
沢
斎

藤
家
の
南
北
交
易
の
世
界
は
､
藩
政
時
代
後
期
由
利
郡
の
再
生
産
と
人
々
の
食
生
活
の
仕
組
み
を
如
実
に
反
映
す

る
も
の
で
あ
っ
た
｡
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お
わ
リ
に

以
上
簡
単
な
が
ら
､
平
沢
斎
藤
家
の
売
買
仕
切
帳
か
ら
か
い
ま
見
た
近
世
後
期
の
由
利
郡
の
状
況
を
述
べ
て
き

た
｡
我
々
の
予
想
を
超
え
る
斎
藤
家
の
交
易
範
囲
と
活
発
な
活
動
は
､
由
利
郡
の
広
く
か
つ
農
業
生
産
性
の
高
い



土
地
柄
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
に
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
豊
か
な
後
背
地
の
存
在
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
比
較
的
自
由
に
交
易

･
商
業
活
動
が
可
能
で
あ

っ

た
の
は
､
各
藩
領
の
規
模
が
小
さ
-
､
し
か
も
旗
本
領
や
天
領
が
大
名
領
と
錯
綜
し
て
い
た
た
め
､
由
利
郡
の
支

配
の
あ
り
方
は
き
わ
め
て
緩
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
も
起
因
し
よ
う
｡
本
稿
で
は
近
世
後
期
由
利
郡
に
お
け
る

交
易

･
流
通
や
再
生
産
の
動
向
'
人
々
の
食
生
活
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
が
､
由
利
郡
外

へ
の
物
資
の

流
れ
な
ど
残
さ
れ
た
多
く
の
課
題
に
つ
い
て
は
今
後
取
り
組
ん
で
行
く
つ
も
り
で
あ
る
｡

〔付
記
〕
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
'
神
奈
川
大
学
短
期
大
学
部
教
授
田
島
佳
也
氏
､
本
荘
市
史
編
さ
ん

室
の
今
野
喜
次
室
長
か
ら
は
多
-
の
ご
教
示
と
厚
い
ご
協
力
を
得
た
｡
衷
心
よ
り
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
｡

153 近世後期南北交易の中の由利郡


