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45　元禄期のタバコ流通に見る松本城下町問屋と農村

元
禄
期
の
タ
バ
コ
流
通
に
見
る
松
本
城
下
町
問
屋
と
農
村

野
池　

優
太

要
旨

　

従
来
、
近
世
商
業
は
農
民
的
流
通
と
領
主
的
流
通
の
対
立
と
い
う
平
面
的
な
対
立
構
造
の
中
に
解
消
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
流
通
の
本
質
が

生
産
活
動
と
消
費
活
動
と
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
以
上
、
商
業
が
両
者
を
取
り
結
び
つ
つ
い
か
な
る
市
場
を
形
成
し
た
か
、
歴
史
的
展
開
が
追
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
本
稿
で
は
元
禄
期
の
松
本
城
下
町
の
タ
バ
コ
問
屋
麻
岡
屋
の
商
業
に
つ
い
て
、
そ
の
経
営
帳
簿
の
分
析
を
通
じ
て
周
辺
農
村
と
の
売
買
構
造
を
明
ら

か
と
し
た
。

　

タ
バ
コ
は
藩
に
よ
る
課
税
・
流
通
統
制
を
受
け
ず
、
純
粋
に
農
民
の
生
活
を
再
生
産
さ
せ
る
機
能
を
果
た
す
作
物
と
し
て
松
本
地
域
に
あ
っ
て
元
禄
期
以

降
も
っ
と
も
一
般
に
栽
培
さ
れ
た
換
金
作
物
で
あ
っ
た
。
城
下
町
問
屋
の
麻
岡
屋
は
仕
入
問
屋
と
荷
受
問
屋
の
二
つ
の
集
荷
機
能
を
持
ち
つ
つ
も
、
周
辺
農

村
に
対
し
て
は
荷
受
問
屋
と
し
て
集
荷
を
行
っ
て
お
り
、
農
村
か
ら
城
下
町
へ
の
タ
バ
コ
の
出
荷
は
全
く
農
民
荷
主
の
主
体
的
な
生
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

　

従
っ
て
麻
岡
屋
は
集
荷
の
安
定
を
図
る
必
要
か
ら
農
民
荷
主
に
対
し
て
貸
付
業
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
荷
主
を
編
成
す
る
よ
う
な
前
貸
は
行
わ
れ

ず
、
か
わ
り
に
生
活
物
資
の
掛
売
を
行
っ
て
い
た
点
に
特
質
を
見
出
せ
る
。
麻
岡
屋
は
、
農
民
荷
主
が
行
う
タ
バ
コ
の
出
荷
、
換
金
、
そ
し
て
非
自
給
物
資

の
購
入
と
い
う
一
連
の
経
済
活
動
に
対
応
す
る
こ
と
で
集
荷
を
安
定
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
か
ら
城
下
町
問
屋
麻
岡
屋
は
周
辺
農
民
の
生
産
と
消
費
を
結
ぶ
拠
点
と
し
て
元
禄
期
に
商
業
を
確
立
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
松
本
城
下
町

が
周
辺
農
民
の
経
済
活
動
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
く
過
程
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。

　
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
近
世
松
本　

タ
バ
コ　

近
世
前
期
の
商
品
作
物　

荷
受
問
屋　

城
下
町
商
業
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は
じ
め
に

　

本
論
は
、
元
禄
期
の
信
濃
国
松
本
城
下
町
問
屋
の
商
業
に
つ
い
て
、
周
辺
農
民
の
経
済
活
動
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
そ
の
特
質
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
検
討
対
象
と
す
る
元
禄
期
の
松
本
城
下
町
の
問
屋
商
業
を
周
辺
農
民
と
の
売
買
構
造
の
中
で
検
討
し
た
も
の
と
し
て
は
中
井
信

彦
、
大
石
慎
三
郎
両
氏
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
井
氏
は
問
屋
茶
屋
伊
右
衛
門
の
大
福
帳
の
検
討
を
通
じ
て
、
茶
屋
の
特
質

を
領
主
の
経
済
活
動
に
応
じ
た
問
屋
で
は
な
く
農
民
の
経
済
活
動
に
応
じ
た
問
屋
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
た
（
（
（

。
一
方
大
石
氏
は
茶
屋
の

事
例
に
加
え
て
同
じ
松
本
城
下
町
の
問
屋
麻
岡
屋
の
元
禄
期
の
集
荷
帳
簿
で
あ
る
『
麻
岡
屋
九
左
衛
門
万
荷
物
請
取
帳
』
を
分
析
し
て
、

藩
領
域
経
済
圏
下
に
お
い
て
領
内
・
領
外
の
物
資
が
城
下
町
に
集
中
的
に
集
荷
さ
れ
る
と
い
う
流
通
構
造
の
具
体
的
な
姿
を
示
す
事
例
と

し
て
両
問
屋
の
商
業
を
位
置
づ
け
た
（
（
（

。

　

松
本
藩
は
近
世
初
期
の
段
階
で
領
地
の
境
に
番
所
を
設
置
し
て
藩
領
を
自
立
し
た
経
済
圏
と
し
て
編
成
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
領

内
産
の
麻
の
流
通
統
制
と
年
貢
米
の
徴
収
を
中
心
と
し
た
領
主
の
経
済
活
動
が
城
下
町
へ
と
集
中
さ
れ
る
こ
と
で
兵
農
分
離
制
に
基
づ
く

農
村
（
生
産
拠
点
）
と
城
下
町
（
流
通
拠
点
）
と
い
う
機
能
分
離
は
よ
り
強
固
な
も
の
と
さ
れ
た
（
（
（

。
以
上
の
研
究
で
は
そ
の
よ
う
な
領
主

の
経
済
活
動
の
外
で
行
わ
れ
た
農
民
の
経
済
活
動
も
城
下
町
へ
と
集
中
し
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て

松
本
城
下
町
商
業
は
領
内
流
通
の
頂
点
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
部
山
岳
地
帯
の
信
州
松
本
領
が
城
下

町
を
介
し
て
し
て
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
全
国
的
な
流
通
網
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
松
本
城
下
町
問
屋
と
領
内
農
村
を
む
す
ぶ
流
通
の
在
り
方
は
具
体
像
に
不
明
な
点
が
多
く
、
そ
れ
は
以
下
の
問
題
と
密
接
に
か
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か
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

元
禄
期
に
は
農
民
の
生
産
力
が
拡
大
し
て
、
い
わ
ゆ
る
農
民
的
流
通
が
形
成
を
見
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
農
民
の
流
通

は
古
島
敏
雄
氏
の
研
究
以
来
、
幕
藩
領
主
が
支
配
構
造
の
中
で
形
成
し
て
き
た
領
主
的
流
通
と
は
本
質
的
に
対
立
関
係
に
あ
る
と
の
位
置

づ
け
を
得
て
そ
の
展
開
過
程
が
考
察
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
（
（
（

、
近
世
前
半
に
は
幕
藩
制
社
会
の
基
盤
た
る
小
農
経
営
の
自
立
を
果
た
す
必

要
不
可
欠
な
因
子
と
し
て
幕
藩
制
に
適
応
し
つ
つ
も
、
後
半
に
至
っ
て
独
自
に
拡
大
を
遂
げ
て
領
主
的
な
流
通
を
後
退
さ
せ
て
幕
藩
制
社

会
を
変
質
さ
せ
て
い
く
過
程
が
伊
藤
好
一
氏
の
在
方
市
の
研
究
、
林
玲
子
氏
の
江
戸
問
屋
の
研
究
な
ど
の
成
果
と
し
て
明
ら
か
と
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
（
（
（

。
近
年
で
は
原
直
史
氏
や
多
和
田
雅
保
氏
に
よ
る
特
定
地
域
の
流
通
構
造
を
精
緻
に
分
析
し
た
成
果
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る

も
の
の
（
（
（

、
流
通
史
研
究
の
一
つ
の
前
提
と
し
て
近
世
商
業
は
領
主
的
流
通
と
農
民
的
流
通
の
対
立
の
中
に
位
置
づ
け
を
得
て
き
た
の
で
あ

る
。

　

た
し
か
に
商
業
の
は
た
ら
き
を
領
主
的
流
通
の
形
成
・
後
退
と
新
た
な
農
民
的
流
通
の
実
働
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ

り
、
ま
た
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
近
年
渡
辺
尚
志
氏
が
信
濃
国
諏
訪
郡
の
農
民
の
経
営
帳
簿
を
分
析
し
て
明
ら
か
と
し
た
よ
う

に
、
流
通
の
本
質
が
人
び
と
の
生
産
活
動
と
消
費
活
動
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
以
上
（
（
（

、
直
ち
に
彼
ら
を
そ
の
よ
う
な
流
通
に
お
け
る
平
面
的

な
対
立
構
造
の
問
題
の
中
に
の
み
解
消
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
商
業
が
人
び
と
の
生
産
か
ら
消
費
と
い
っ

た
生
活
の
再
生
産
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
具
体
的
に
確
認
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
地
域
に
ど
の
よ
う
な
市
場
が
形
成
・

展
開
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
（
（

。

　

本
論
は
右
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
つ
つ
、
元
禄
期
の
信
州
松
本
城
下
町
の
タ
バ
コ
問
屋
の
商
業
の
確
立
と
商
業
内
容
を
周
辺
農
村
と
の

か
か
わ
り
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
な
お
、
本
論
で
述
べ
る
松
本
地
域
と
は
基
本
的
に
は
大
石
氏
の
成
果
を
踏

ま
え
て
松
本
藩
領
を
指
す
も
の
の
、
実
態
と
し
て
は
そ
の
境
界
領
域
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
時
期
の
松
本
地
域
で
は
養
蚕
の
ほ
か
に
麻
や
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漆
が
商
業
的
作
物
と
し
て
栽
培
さ
れ
、
中
で
も
タ
バ
コ
は
最
も
主
要
な
換
金
作
物
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
た
（
（
（

。
本
論
が
タ
バ
コ
流
通

を
取
り
上
げ
た
の
も
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

第
一
章 

松
本
地
域
に
お
け
る
タ
バ
コ
栽
培
の
広
が
り

一
　
松
本
地
域
に
お
け
る
タ
バ
コ
栽
培

　

松
本
地
域
に
お
け
る
タ
バ
コ
栽
培
は
慶
長
年
間
に
上
生
坂
村
照
明
寺
の
住
職
二
五
世
良
憲
が
諸
国
修
行
の
際
に
肥
前
国
長
崎
か
ら
種
子

を
持
ち
帰
っ
た
の
が
嚆
矢
と
さ
れ
て
お
り
、
上
下
生
坂
村
で
の
栽
培
が
最
古
と
さ
れ
て
い
る
（
（1
（

。
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
の
検
地
帳
に
よ

れ
ば
、
上
生
坂
村
で
は
田
方
五
町
八
畝
五
歩
、
畑
方
七
八
町
二
反
一
畝
一
〇
歩
の
う
ち
タ
バ
コ
畑
は
九
町
一
畝
三
歩
で
あ
っ
て
耕
作
者
は

七
三
軒
中
五
三
軒
、
ま
た
下
生
坂
村
で
は
田
方
二
町
四
反
二
畝
一
五
歩
、
畑
方
四
七
町
七
反
一
歩
で
タ
バ
コ
畑
は
三
町
九
反
八
畝
二
五
歩

で
あ
っ
て
耕
作
者
は
四
四
人
の
う
ち
三
〇
人
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
（
（（
（

、
慶
安
期
の
生
坂
に
お
い
て
は
わ
ず
か
な
が
ら
も
一
般
的
に
タ
バ

コ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
様
子
を
看
取
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
は
後
述
の
と
お
り
幕
府
や
藩
か
ら
喫
煙
や
栽
培
の
禁
令
が
た
び
た
び
出
さ
れ

て
い
る
た
め
か
他
村
で
の
タ
バ
コ
の
栽
培
が
確
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
生
坂
で
は
特
別
に
タ
バ
コ
の
栽
培
が
許
可
さ
れ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
（1
（

。

　

そ
の
後
タ
バ
コ
の
栽
培
は
局
地
的
な
広
が
り
を
見
せ
た
よ
う
で
、
貞
享
期
の
松
本
城
下
町
問
屋
の
タ
バ
コ
集
荷
を
検
討
し
た
中
井
信
彦

氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
タ
バ
コ
荷
主
の
分
布
は
も
っ
ぱ
ら
生
坂
地
域
周
辺
の
犀
川
流
域
の
山
間
部
の
村
々
に
固
ま
っ
て
お
り
（
（1
（

、
貞
享

期
に
は
生
坂
を
中
心
と
し
た
山
間
部
に
栽
培
地
が
確
立
し
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
禄
期
に
な
る
と
下
生
坂
村
で
は
耕
作

者
が
村
内
六
五
軒
中
五
〇
人
も
の
農
民
が
占
め
る
と
と
も
に
惣
畑
の
半
分
が
タ
バ
コ
畑
に
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
事
実
が
明
ら



49　元禄期のタバコ流通に見る松本城下町問屋と農村

か
と
さ
れ
て
お
り
（
（1
（

、
生
坂
で
は
多
量
の
タ
バ
コ
の
栽
培
が
村
内
の
農
民
に
よ
っ
て
一
般
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
生
坂
を
中
心
と
し
た
犀
川
流
域
の
山
間
部
で
の
タ
バ
コ
栽
培
が
確
立
す
る
一
方
で
、
お
お
む
ね
元
禄
期
に
な
る
と
松
本
地

域
の
平
野
部
の
村
々
で
も
タ
バ
コ
の
栽
培
が
開
始
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
筑
摩
郡
赤
木
村
で
は
元
禄
期
に
タ
バ
コ
の
栽
培
が
開
始
さ

れ
た
と
さ
れ
（
（1
（

、
ま
た
松
本
藩
領
の
庄
内
組
一
五
か
村
で
も
元
禄
期
に
は
タ
バ
コ
の
栽
培
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
（1
（

。
さ
ら
に
安
曇
郡
池

田
町
村
で
は
正
徳
三
（
一
七
一
三
）
年
の
相
導
寺
の
書
留
帳
の
中
に
タ
バ
コ
販
売
の
収
入
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
（1
（

。
近
世
に
は
生

坂
を
中
心
と
す
る
犀
川
流
域
の
山
間
部
で
栽
培
さ
れ
る
タ
バ
コ
を
「
山
葉
」、
松
本
平
を
中
心
に
栽
培
さ
れ
る
タ
バ
コ
を
「
里
葉
」
と
区

別
し
て
呼
称
し
て
い
た
が
（
（1
（

、
右
の
史
料
は
断
片
的
で
は
あ
る
も
の
の
犀
川
流
域
の
山
間
部
以
外
の
、
平
野
部
の
村
々
で
も
次
第
に
タ
バ
コ

の
栽
培
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
事
実
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
【
図
１
】
は
、
松
本
城
下
町
の
タ
バ
コ
問
屋
で
あ
る
麻
岡
屋
が
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
一
〇
月
か
ら
同
九
（
一
六
九
六
）
年
正
月
ま

で
の
商
品
集
荷
を
記
録
し
た
『
麻
岡
屋
九
左
衛
門
万
荷
物
請
取
帳
』（
以
下
『
荷
物
請
取
帳
』
と
表
記
）
か
ら
、
タ
バ
コ
の
荷
主
の
居
住

村
に
つ
い
て
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
行
論
の
都
合
か
ら
麻
岡
屋
の
検
討
は
の
ち
に
詳
述
す
る
）。
荷
主
の
居
住
村
は
安
曇
郡
、
筑

摩
郡
を
主
体
と
し
て
お
り
（
（1
（

、
こ
こ
か
ら
は
犀
川
流
域
に
限
定
し
て
行
わ
れ
て
い
た
タ
バ
コ
栽
培
が
松
本
平
で
も
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
加
え
て
、
タ
バ
コ
が
松
本
地
域
一
帯
へ
と
面
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
栽
培
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
を
看
取
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
松
本
領
で
は
近
世
初
期
の
段
階
か
ら
タ
バ
コ
の
栽
培
や
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
慶
長
一
九
（
一
六
一
四
）
年
、
寛
永
一
七

（
一
六
四
〇
）
年
、
寛
文
八
（
一
六
六
八
）
年
、
元
禄
一
五
（
一
七
〇
二
）
年
に
タ
バ
コ
の
栽
培
と
喫
煙
に
関
す
る
禁
令
が
出
さ
れ
て
い

る
が
（
11
（

、
こ
れ
ら
の
禁
令
の
存
在
自
体
が
む
し
ろ
右
に
見
た
よ
う
な
松
本
地
域
で
の
タ
バ
コ
栽
培
の
広
ま
り
の
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
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【図 1】『荷物請取帳』に見えるタバコ荷主居住村の分布



51　元禄期のタバコ流通に見る松本城下町問屋と農村

元
禄
期
以
後
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
は
お
お
む
ね
元
禄
期
に
松
本
地
域
に
お
け
る
タ
バ
コ
の
栽
培
が
確
立
し
て
い
っ
た
も
の

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
宝
暦
一
三
（
一
七
六
三
）
年
に
は
松
本
城
下
町
か
ら
他
領
へ
と
移
出
さ
れ
た
中
馬
荷
物
約

二
五
〇
〇
〇
駄
の
う
ち
タ
バ
コ
荷
は
約
七
〇
〇
〇
駄
を
数
え
て
お
り
（
1（
（

、
移
出
品
の
第
一
位
を
占
め
て
一
つ
の
産
地
を
形
成
す
る
に
至
る
の

で
あ
っ
た
。

二
　
農
民
荷
主
の
タ
バ
コ
出
荷

　

農
村
で
栽
培
さ
れ
た
タ
バ
コ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
城
下
町
へ
と
出
荷
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
『
荷
物
請
取
帳
』
か
ら

確
認
し
た
い
。

【
史
料
１
】

　

塩
河
原　

伝
次
郎
殿
分

　
　

戌
（
元
禄
七
年
（

十
月
十
六
日

　

一
生
坂
三
駄　

預
り

　
【
史
料
１
】
は
『
荷
物
請
取
帳
』
か
ら
、
麻
岡
屋
が
周
辺
農
村
か
ら
タ
バ
コ
を
集
荷
し
た
際
の
記
載
例
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
麻
岡
屋
は
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
一
〇
月
一
六
日
に
安
曇
郡
塩
川
原
村
の
伝
次
郎
が
自
分
馬
で
付
出
し
て
き
た
生
坂
タ
バ
コ
を
三
駄

集
荷
し
て
い
る
。
生
産
地
の
農
村
が
独
自
に
問
屋
を
結
成
し
て
城
下
町
を
経
由
し
な
い
独
自
の
販
売
ル
ー
ト
を
確
立
す
る
の
は
お
お
む
ね

一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
（
11
（

、
元
禄
期
の
段
階
で
は
【
史
料
１
】
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
農
民
個
人
が
荷
主
と
な
っ
て
城
下
町
へ
と
出
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荷
を
行
い
換
金
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
【
表
１
】
は
、『
荷
物
請
取
帳
』
に
記
録
さ
れ
る
右
の
よ
う
な
荷
主
に
つ
い
て
、
麻
岡
屋
へ
タ
バ
コ

を
出
荷
し
た
荷
主
を
抽
出
し
て
そ
の
出
荷
回
数
ご
と
に
階
層
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
取
引
に

つ
い
て
記
号
で
示
し
、
農
民
荷
主
が
松
本
城
下
町
の
麻
岡
屋
へ
出
荷
し
た
商
品
に
つ
い
て
は
○
、
ま

た
農
民
荷
主
が
麻
岡
屋
か
ら
購
入
し
た
商
品
に
つ
い
て
は
●
で
示
し
た
。

（
一
）
二
〇
回
以
上
の
出
荷
を
行
う
荷
主
の
階
層

　

麻
岡
屋
へ
の
出
荷
商
品
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
階
層
の
荷
主
は
多
量
の
タ
バ
コ
の
ほ
か
に
紙

類
や
え
り
葉
、
大
豆
、
小
豆
、
莚
な
ど
の
多
様
な
商
品
を
麻
岡
屋
へ
出
荷
し
て
い
る
。
と
く
に

紙
は
生
産
に
つ
い
て
特
殊
な
技
術
と
専
門
の
道
具
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
一
帯

で
は
経
済
力
の
あ
る
村
内
の
上
層
農
民
が
大
き
く
か
か
わ
る
こ
と
で
生
産
・
出
荷
さ
れ
た
商
品

で
あ
っ
た
（
11
（

。
さ
ら
に
こ
の
階
層
は
麻
岡
屋
へ
の
出
荷
の
帰
荷
物
と
し
て
東
海
地
方
産
の
茶
や
綿

類
、
伊
勢
の
茶
、
北
信
濃
の
井
上
タ
バ
コ
な
ど
の
遠
隔
地
の
商
品
を
購
入
し
て
い
る
こ
と
が
特

徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
駄
」
単
位
で
購
入
さ
れ
て
い
る
た
め
自
家
消
費
用
で
は
な
く
彼
ら
の

商
業
用
の
物
資
と
考
え
ら
れ
、
事
実
北
信
濃
の
善
光
寺
町
へ
と
売
り
払
わ
れ
て
い
て
彼
ら
の
商

人
的
な
色
彩
を
見
出
せ
る
。

【表 1】農民タバコ荷主の出荷回数別階層

出荷回数 人数 扱商品

（0回以上～ （（人 ○タバコ○生坂タバコ○平のしタバコ○小杉紙○紙荷○えり葉○大
豆○小豆○小荷○莚●井上タバコ●立茶●伊勢茶●木綿●繰綿

（0～（0 （（ ○タバコ○生坂タバコ○平のしタバコ○大豆
（～（0 （0（ ○タバコ○生坂タバコ○平のしタバコ○小杉紙○大豆○小荷

註 （ , �『麻岡屋九左衛門万荷物請取帳』から、麻岡屋へタバコを出荷した農民を抽出して
作成した。

　 （ , �表中の○は麻岡屋へ出荷した商品を、●は麻岡屋から購入した商品を指す。
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（
二
）
一
〇
回
以
上
二
〇
回
未
満
の
出
荷
を
行
う
荷
主
の
階
層

　

こ
の
階
層
は
多
量
の
タ
バ
コ
に
加
え
て
地
元
の
産
物
で
あ
る
生
坂
タ
バ
コ
や
大
豆
な
ど
を
中
心
に
麻
岡
屋
へ
出
荷
し
て
い
る
が
、

帰
荷
物
と
し
て
麻
岡
屋
か
ら
は
何
も
購
入
し
て
い
な
い
。
出
荷
回
数
は
多
く
比
較
的
経
済
力
を
持
ち
つ
つ
も
、（
一
）
の
階
層
の
よ

う
に
遠
隔
地
と
の
取
引
を
行
う
商
人
的
な
色
彩
は
持
た
ず
、
地
元
の
生
産
物
を
中
心
に
麻
岡
屋
へ
と
出
荷
し
た
階
層
で
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
。

（
三
）
一
回
以
上
一
〇
回
未
満
の
出
荷
を
行
う
荷
主
の
階
層

　

こ
の
階
層
は
出
荷
回
数
が
少
な
く
、
一
人
当
た
り
の
商
品
扱
い
量
の
零
細
さ
を
指
摘
で
き
る
。
取
扱
商
品
は
紙
荷
や
小
荷
が
み
ら

れ
る
も
の
の
、
タ
バ
コ
出
荷
を
中
心
と
し
て
い
る
。
取
扱
量
の
零
細
さ
か
ら
は
ほ
か
の
農
民
か
ら
の
買
い
集
め
は
少
な
か
っ
た
も
の

と
み
ら
れ
、「
手
作
」
の
語
が
帳
簿
上
で
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
は
出
荷
し
た
タ
バ
コ
は
自
家
生
産
分
が
中
心
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
農
民
荷
主
の
タ
バ
コ
出
荷
に
お
け
る
経
済
的
な
格
差
の
存
在
は
、
こ
の
地
域
の
タ
バ
コ
栽
培
の
広
が
り
の
特
質
を
示
す

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
井
信
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
貞
享
年
間
に
お
け
る
こ
の
地
域
の
農
民
の
タ
バ
コ
出
荷
は
運
送
手
段
と
し
て
の
自
分
馬

を
所
有
す
る
村
落
の
共
同
体
的
規
制
の
上
に
立
つ
上
層
農
民
が
、
運
送
手
段
を
有
し
な
い
そ
の
他
の
農
民
か
ら
多
量
の
タ
バ
コ
を
買
い
集

め
て
、
自
身
の
手
馬
で
の
出
商
い
に
よ
っ
て
城
下
町
ま
で
出
荷
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
時
期
が
下
っ
た
元
禄
期
の
麻
岡

屋
の
集
荷
記
録
で
あ
る
『
荷
物
請
取
帳
』
か
ら
は
、
農
民
荷
主
が
城
下
町
へ
タ
バ
コ
を
出
荷
す
る
方
法
に
つ
い
て
次
の
二
つ
の
方
法
を
見

出
せ
る
よ
う
に
な
る
。
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【
史
料
２
】

　

平
林　

与
五
右
衛
門
殿
分

同（元
禄
八
年
二
月
（

廿
一
日

一
拾
箇　

預
り
申
候

三
月
十
三
日
ニ
仕
切
置
申
候

【
史
料
３
】

　

の
平　

与
左
衛
門
殿
分

廿（元
禄
八
年
二
月
（

七
日

一　

六
駄　

う
け
取

　

馬
方　

小
立
ノ　

甚
平

同
日

一　

壱
貫
三
百
五
十
文　

た
ち
ん

　

す
な
わ
ち
、【
史
料
２
】
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
商
品
を
麻
岡
屋
ま
で
運
ん
で
き
た
馬
方
名
や
運
送
料
金
の
記
載
が
な
く
、
荷
主
が
自

分
馬
で
麻
岡
屋
ま
で
商
品
を
出
商
い
し
て
き
た
場
合
（
こ
の
場
合
、
基
本
的
に
『
荷
物
請
取
帳
』
に
は
「
預
り
」
と
記
載
さ
れ
る
）
と
、

【
史
料
３
】
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
麻
岡
屋
ま
で
商
品
を
運
ん
で
き
た
馬
方
名
と
運
送
料
金
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
荷
主
に
運
送
を
委
託

さ
れ
た
在
郷
の
馬
方
が
麻
岡
屋
ま
で
商
品
を
運
ん
で
き
た
場
合
（
こ
の
場
合
、
基
本
的
に
『
荷
物
請
取
帳
』
に
は
「
う
け
取
」
と
記
載
さ
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れ
る
）、
こ
の
二
つ
の
運
送
方
法
で
あ
る
（
11
（

。
こ
こ
か
ら
は
元
禄
期
に
な
る
と
従
来
の
よ
う
に
自
分
馬
で
城
下
町
ま
で
タ
バ
コ
を
出
商
い
す

る
農
民
荷
主
に
加
え
て
、
新
た
に
専
業
の
馬
方
に
運
送
を
委
託
し
て
城
下
町
ま
で
出
荷
を
行
う
農
民
荷
主
が
出
現
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
（
11
（

。

　

そ
こ
で
麻
岡
屋
に
タ
バ
コ
を
出
荷
し
た
㈠
、
㈡
、
㈢
の
各
階
層
に
お
い
て
、
旧
来
的
な
手
馬
に
よ
る
出
商
い
を
行
っ
た
荷
主
の
人
数
を

確
認
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈠　

一
二
人
中
、
六
人
（
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）

㈡　

一
五
人
中
、
一
〇
人
（
六
七
パ
ー
セ
ン
ト
）

㈢　

一
〇
二
人
中
、
一
七
人
（
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
）

　

全
体
と
し
て
は
旧
来
的
な
自
分
馬
で
の
城
下
町
へ
の
出
商
い
が
後
退
し
て
運
送
を
専
業
の
馬
方
へ
委
託
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
が
、

と
り
わ
け
出
荷
規
模
の
小
さ
な
㈢
の
階
層
に
お
い
て
自
分
馬
に
よ
る
出
商
い
が
少
な
く
専
業
馬
方
へ
の
依
存
は
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
そ
れ
ま
で
運
送
手
段
と
し
て
の
自
分
馬
を
所
有
す
る
村
落
上
層
農
民
に
よ
る
買
集
め
に
頼
る
し
か
生
産
物
の
販
売
を
行
い
得
な
か
っ

た
小
経
営
農
民
が
、
専
業
の
馬
方
の
出
現
に
よ
っ
て
村
落
上
層
農
民
を
介
さ
ず
と
も
城
下
町
へ
と
直
接
出
荷
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況

を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
麻
岡
屋
の
集
荷
帳
簿
で
あ
る
『
荷
物
請
取
帳
』
で
は
、
小
口
の
タ
バ
コ
し
か
出
荷
し
て
こ

な
い
農
民
荷
主
か
ら
の
集
荷
も
、
大
口
の
タ
バ
コ
を
出
荷
し
て
く
る
農
民
荷
主
と
同
様
の
記
載
方
法
で
一
筆
ず
つ
丁
寧
に
集
荷
記
録
が
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
自
立
し
始
め
た
小
規
模
経
営
農
民
が
直
接
城
下
町
へ
と
か
か
わ
っ
て
出
荷
を
行
え
る
よ
う
に

な
っ
た
事
実
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
栽
培
の
面
的
な
広
が
り
は
、
こ
の
よ
う
な
動
向
を
内
に
含
み
つ
つ
進
行
し
た
も
の
と
み
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る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
タ
バ
コ
栽
培
の
意
味

　

そ
れ
で
は
、
松
本
地
域
の
農
民
に
と
っ
て
タ
バ
コ
の
栽
培
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

【
史
料
４
】（
傍
線
部
筆
者
）

一古種
吉莨

作
ル
法

種
を
蒔
ゟ
折
々
手
入
を
し
て
一
日
も
早
く
植
べ
シ
、
地
拵
ハ
随
分
〳
〵
念
入
土
く
れ
ヲ
く
た
き
、
一
尺
ニ
一
本
宛
念
ヲ
入
植

て
、
①
糞
水
折
々
掛
る
也
、
糞
水
ハ
粉
糠
よ
し
き
、
右
二
色
を
久
敷
朽
ら
か
し
、
薄
く
し
て
根
へ
掛
る
事
三
度
、
せ
う
ち
う

の
糠
を
こ
ま
か
に
し
て
、
青
焼
之
灰
ニ
合
せ
二
度
、
猶
又
灰
を
水
糞
ニ
入
て
掛
る
吉

一
欠
時
節
ハ
葉
之
黄
色
ニ
成
実
之
入
た
る
時
、
天
気
ヲ
見
て
欠
也
、
二
三
日
つ
け
て
や
か
て
縄
ニ
而
あ
み
、
日
向
ニ
つ
る
べ

シ
、
②
間
遠
け
れ
ハ
大
葉
ニ
成
悪
シ
、
八
寸
又
者
一
尺
置
ニ
一
本
植
、
葉
数
十
五
六
掛
、
葉
十
六
枚
一
把
、
六
尺
之
内
ニ
送

り
七
株
凡
六
把
、
一
坪
ニ
付
拾
八
把
、
但
シ
弐
斤

一
壱
反
之
畑
ニ
六
百
斤

壱
両
ニ
付
六
十
斤
ニ
売
時
ハ
拾
両
ニ
成
、

一
莨
は
さ
の
み
糞
水
沢
山
ニ
せ
す
し
て
も
、
早
く
植
て
実
之
能
入
て
に
か
き
葉
黄
色
に
成
、
葉
む
き
よ
け
れ
ハ
高
直
也
、

一
田
壱
坪
ニ
付
籾
壱
升
三
合
取
、
代
三
分

一
畑
壱
坪
ニ
付
莨
壱
斤
、
大
麦
一
升
取
、
代
五
分
計
、
田
方
ゟ
畑
ハ
坪
数
多
故
、
畑
を
出
情
シ
テ
作
レ
ハ
徳
ヲ
得
ル
也
、
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【
史
料
４
】
は
松
本
地
域
の
北
部
を
占
め
る
安
曇
郡
の
大
町
村
栗
林
家
の
『
農
業
時
候
記
』
か
ら
タ
バ
コ
の
栽
培
に
関
す
る
箇
所
を
抜

き
出
し
た
も
の
で
あ
る
（
11
（

。
こ
の
史
料
は
や
や
時
代
が
下
っ
た
寛
政
一
二
（
一
八
〇
〇
）
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
一
部
の
記
述
を
除
い
て
元

禄
期
の
タ
バ
コ
栽
培
の
一
般
的
な
在
り
方
を
示
す
と
思
わ
れ
る
た
め
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
タ
バ
コ
栽
培
に
お
け
る
留

意
点
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
施
肥
と
植
え
付
け
を
中
心
と
し
て
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
傍
線
部
①
の
施
肥
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、「
糞
水
」
す
な
わ
ち
肥
料
と
し
て
は
「
粉
糠
」、「
せ
う
ち
う
の
糠
」（
焼
酎
の
糠
）、

「
青
焼
之
灰
」（
草
木
を
焼
い
た
灰
）
の
三
つ
を
混
ぜ
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
粉
糠
に
つ
い
て
は
熊
井
保
氏
が
金
肥
と
し
て

の
流
通
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
（
11
（

、
こ
の
史
料
が
書
か
れ
た
寛
政
期
の
タ
バ
コ
栽
培
で
は
金
肥
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
中
井
信
彦
氏
が
元
禄
期
の
松
本
地
域
の
タ
バ
コ
栽
培
は
金
肥
を
用
い
な
い
堆
肥
を
中
心
と
し
た
栽
培
で
あ
っ
た
点
を
考
察
し
て
お
り
（
11
（

、

元
禄
期
の
金
肥
の
使
用
に
つ
い
て
は
差
し
引
い
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
史
料
の
「
莨
は
さ
の
み
糞
水
沢
山
ニ
せ
す
し
て

も
、
早
く
植
て
実
之
能
入
て
」
と
い
う
記
述
も
、
基
本
的
に
は
タ
バ
コ
が
金
肥
を
施
さ
ず
と
も
よ
く
育
つ
こ
と
を
前
提
と
し
た
記
述
と
み

ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
傍
線
部
②
の
植
え
付
け
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、「
間
遠
け
れ
ハ
大
葉
ニ
成
悪
シ
、
八
寸
又
者
一
尺
置
ニ
一
本
植
」
と
注
意
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
タ
バ
コ
苗
に
間
隔
を
置
い
て
植
え
て
し
ま
う
と
葉
が
大
き
く
成
長
し
て
し
ま
っ
て
品
質
が
下
が
る
た
め
八
寸
か
ら
一
尺

程
度
の
狭
い
間
隔
で
植
え
付
け
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
タ
バ
コ
は
狭
い
耕
地
に
適
応
的
な
作
物
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
タ
バ
コ
栽
培
に
お
け
る
留
意
点
が
「
一
田
壱
坪
ニ
付
籾
壱
升
三
合
取
、
代
三
分　

一
畑
壱
坪
ニ
付
莨
壱

斤
、
大
麦
一
升
取
、
代
五
分
計
、
田
方
ゟ
畑
ハ
坪
数
多
故
、
畑
を
出
情
シ
テ
作
レ
ハ
徳
ヲ
得
ル
也
」
と
い
う
一
文
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
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近
世
の
農
民
は
単
一
の
生
業
に
よ
っ
て
生
活
を
再
生
産
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
生
業
の
矛
盾
を
止
揚
し
て
複
合
的
な
生
産

活
動
の
下
で
生
活
を
再
生
産
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
近
年
と
み
に
指
摘
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
（
11
（

。
こ
の
一
文
で
タ
バ
コ
は
米
や
大
麦
と
並
行
し

て
栽
培
さ
れ
る
べ
き
作
物
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
得
て
い
る
の
で
あ
り
、
タ
バ
コ
栽
培
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
留
意
点
は
、
限
り
あ
る

肥
料
や
耕
地
の
配
分
と
い
っ
た
生
産
に
お
い
て
発
生
す
る
矛
盾
を
止
揚
し
て
そ
れ
ら
の
複
合
的
な
栽
培
を
可
能
に
す
る
意
味
を
有
し
て
い

た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
籾
、
大
麦
、
タ
バ
コ
は
「
代
三
分
」「
代
五
分
」
な
ど
と
換
金
作
物
と
し
て
の

位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
と
く
に
タ
バ
コ
は
大
麦
と
並
ん
で
「
徳
ヲ
得
ル
」
こ
と
が
期
さ
れ
て
年
貢
納
入
分
に
必
要
な
利
益

を
超
え
た
利
潤
を
獲
得
す
る
作
物
と
し
て
の
位
置
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
タ
バ
コ
の
栽
培
に
よ
っ
て
現
金
収
入
を
得
た
こ
と

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
消
費
活
動
の
存
在
を
想
定
す
る
必
要
が
で
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

近
世
に
タ
バ
コ
が
一
般
に
嗜
好
さ
れ
た
こ
と
は
近
年
の
研
究
で
明
ら
か
で
あ
っ
て（1（
（

当
然
タ
バ
コ
栽
培
に
そ
の
よ
う
な
意
味
を
認
め
る
に

し
て
も
、
こ
こ
で
は
消
費
活
動
の
前
提
と
な
る
「
徳
」
を
得
る
た
め
の
一
般
的
な
作
物
と
し
て
の
意
味
を
元
禄
期
の
松
本
地
域
の
タ
バ
コ

栽
培
に
想
定
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
元
禄
期
の
松
本
地
域
で
は
専
業
の
馬
方
の
出
現
に
依
存
す
る
形
で
小
経
営
農
民
の
タ
バ
コ
栽
培
と
出
荷
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
動
向
を
内
に
含
み
つ
つ
こ
の
地
域
で
の
タ
バ
コ
栽
培
は
面
的
な
広
が
り
を
見
せ
た
の

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
タ
バ
コ
が
「
徳
」
を
獲
得
す
べ
き
換
金
作
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
は
、
出
荷
の
帰
荷
と
し
て
行
わ
れ
た
消
費
活
動
の

存
在
を
想
定
す
る
必
要
が
出
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
章
以
下
で
は
以
上
の
問
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
農
民
荷
主
の
タ
バ
コ
の
出

荷
に
対
し
て
城
下
町
の
タ
バ
コ
問
屋
が
ど
の
よ
う
な
商
業
的
対
応
を
行
っ
た
か
を
質
的
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
章
　
城
下
町
問
屋
麻
岡
屋
の
タ
バ
コ
集
荷

　

で
は
、
前
章
で
確
認
し
た
周
辺
農
村
の
タ
バ
コ
の
生
産
と
出
荷
に
た
い
し
て
、
城
下
町
問
屋
の
麻
岡
屋
は
ど
の
よ
う
な
商
業
的
対
応
を

行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
　
麻
岡
屋
の
概
要

　

今
回
検
討
対
象
と
す
る
麻
岡
屋
は
松
本
城
下
町
の
本
町
に
店
を
構
え
た
タ
バ
コ
問
屋
で
あ
る
。
麻
岡
屋
の
出
自
に
つ
い
て
の
詳
細
は
残

念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
が
、
麻
岡
屋
は
も
と
も
と
松
本
城
下
町
の
中
で
も
伊
勢
町
に
店
舗
を
構
え
て
お
り
、
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
の

火
災
で
焼
失
し
た
た
め
本
町
二
丁
目
へ
と
移
転
し
て
の
ち
の
享
保
年
間
に
は
本
町
の
町
年
寄
を
つ
と
め
る
ほ
ど
に
経
営
を
拡
大
さ
せ
て
い

る
（
11
（

。
鍛
冶
職
人
が
多
く
集
住
し
て
職
人
町
的
な
様
相
を
呈
し
つ
つ
発
展
し
て
い
く
伊
勢
町
か
ら
、
問
屋
株
を
有
す
る
諸
問
屋
が
主
体
と

な
っ
て
構
成
さ
れ
た
本
町
へ
と
移
転
し
た
元
禄
期
が
麻
岡
屋
の
問
屋
と
し
て
の
地
位
と
経
営
の
確
立
期
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

　

麻
岡
屋
に
つ
い
て
は
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
一
〇
月
か
ら
同
九
（
一
六
九
六
）
年
正
月
に
か
け
て
の
商
品
集

荷
記
録
で
あ
る
『
荷
物
請
取
帳
』
お
よ
び
そ
の
末
尾
に
付
属
す
る
貸
付
記
録
の
「
覚
」
が
の
こ
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
城
下
町
タ
バ
コ
問

屋
の
経
営
確
立
期
の
商
業
内
容
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
（
11
（

。
こ
こ
で
は
松
本
地
域
の
流
通
を
概
観
し
つ
つ
、
麻
岡
屋
の
商
業
の
位
置
づ
け
を

行
い
た
い
。

　

松
本
地
域
は
南
北
二
条
の
山
脈
に
は
さ
ま
れ
た
細
長
い
松
本
平
を
形
成
し
て
お
り
、
平
の
中
心
部
の
松
本
城
下
町
を
起
点
と
し
て
北
へ

糸
魚
川
街
道
、
南
へ
伊
那
街
道
が
物
資
流
通
の
街
道
と
し
て
越
後
、
東
海
地
方
諸
都
市
と
そ
れ
ぞ
れ
つ
な
が
っ
て
い
た
。
北
方
の
越
後
か
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ら
は
魚
介
類
や
塩
が
、
南
方
の
東
海
地
方
か
ら
は
茶
や
綿
類
が
松
本
地
域
に
移
入
さ
れ
た
。
一
方
で
松
本
地
域
か
ら
は
地
域
内
で
生
産
さ

れ
た
麻
と
タ
バ
コ
が
主
に
東
海
地
方
へ
と
移
出
さ
れ
て
い
た
（
11
（

。

　

松
本
藩
は
近
世
初
期
の
石
川
氏
の
時
代
に
お
い
て
す
で
に
領
内
で
生
産
さ
れ
る
麻
に
対
し
て
麻
年
貢
を
課
し
て
生
産
者
の
農
民
の
自
由

な
販
売
を
禁
止
し
た
の
で
あ
り
、
他
領
の
商
人
の
自
由
な
買
い
集
め
も
同
様
に
禁
止
し
て
麻
の
流
通
を
松
本
城
下
町
問
屋
の
倉
科
氏
の
統

制
下
に
お
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
松
本
藩
は
塩
、
漆
、
鍛
冶
炭
、
油
、
材
木
に
つ
い
て
も
流
通
を
統
制
し
て
お
り
（
11
（

、
領
内
流
通
の
頂

点
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
城
下
町
に
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
に
松
本
藩
が
領
内
流
通
を
編
成
し
た
中
に
あ
っ
て
麻
岡
屋
の
商
業
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
麻
岡
屋
が
取
引
し
た
商
業
物
資
を
『
荷
物
請
取
帳
』
か
ら
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
タ
バ
コ
】
銘
柄
な
し
の
も
の
、「
平
の
し
」、「
生
坂
」、「
井
上
」

【
雑　

穀
】
大
豆
、
小
豆

【　

紙　

】
小
杉
紙

【
綿　

類
】
繰
綿
、
木
綿

【　

茶　

】
立
茶
、
伊
勢
茶

【
そ
の
他
】
櫃
荷
、
か
ら
扇
、
小
荷
、
甲
州
、
鰹
節
、
え
り
葉
、
伊
勢
傘

　

麻
岡
屋
は
、
松
本
地
域
で
生
産
さ
れ
て
い
た
タ
バ
コ
や
雑
穀
、
紙
を
領
内
か
ら
集
荷
し
て
東
海
地
方
へ
と
移
出
し
、
逆
に
東
海
地
方
か

ら
は
繰
綿
や
茶
を
移
入
す
る
商
業
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
11
（

。
以
上
で
確
認
し
た
松
本
地
域
の
流
通
の
在
り
方
を
踏
ま
え
る
な
ら
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ば
、
麻
岡
屋
は
松
本
藩
に
よ
る
流
通
の
統
制
を
受
け
て
い
な
い
商
品
を
扱
う
問
屋
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
麻
岡
屋
の
商
業
は
、

藩
の
主
導
に
な
る
流
通
の
頂
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
城
下
町
が
、
周
辺
農
民
の
経
済
活
動
の
場
へ
と
変
質
し
て
い
く
様
相
を
示
す
も

の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
　
麻
岡
屋
の
商
業
形
態

　

麻
岡
屋
の
問
屋
商
業
に
お
け
る
商
品
集
荷
の
形
態
は
、『
荷
物
請
取
帳
』
の
記
載
か
ら
次
の
二
形
態
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
商
品
の
仕
入
と
卸
売
を
自
己
資
金
に
よ
る
決
済
で
行
っ
て
仕
入
値
段
と
卸
売
値
段
の
差
額
を
利
潤
と
す
る
仕
入
問
屋
と
し
て
の

集
荷
と
、
自
己
資
金
で
の
決
済
を
と
も
な
わ
ず
に
荷
主
の
商
品
の
購
入
・
販
売
を
代
行
す
る
こ
と
で
手
数
料
と
し
て
の
口
銭
を
得
て
利
潤

と
す
る
荷
受
問
屋
と
し
て
の
集
荷
で
あ
る
（
11
（

。

【
史
料
５
】

　
　
　

内
九
左
衛
門
分

九（元
禄
八
年
（

月
卅
日

一
立
茶
拾
八
本

　

此
代
金
拾
八
両
三
分
弐
朱

【
史
料
６
】

　

の
平　

忠
左
衛
門
殿
分
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十（元
禄
七
年
（

二
月
十
三
日

一　

壱
駄　

う
け
取

　

馬
方　

小
立　

権
之
助

同
日

一　

弐
百
弐
拾
四
文　

た
ち
ん

　
【
史
料
５
】
は
、
麻
岡
屋
九
左
衛
門
が
仕
入
問
屋
と
し
て
商
品
を
集
荷
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
引
者
は
「
内
九
左
衛
門
分
」
と

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
東
海
地
方
か
ら
移
入
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
立
茶
一
八
本
を
代
金
一
八
両
三
分
二
朱
で
麻
岡
屋
が
自
己
決
済

に
よ
っ
て
仕
入
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
の
【
史
料
６
】
は
、
麻
岡
屋
が
荷
受
問
屋
と
し
て
商
品
を
集
荷
し
た
記
載
例
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
麻
岡
屋
は
筑
摩
郡

小
立
野
村
の
権
之
助
を
馬
方
と
し
て
、
安
曇
郡
野
平
村
の
忠
左
衛
門
か
ら
タ
バ
コ
を
一
駄
集
荷
し
た
。
こ
こ
で
麻
岡
屋
は
馬
方
の
権
之
助

に
対
し
て
は
集
荷
の
時
点
で
駄
賃
と
し
て
二
二
四
文
を
決
済
し
て
い
る
が
、
タ
バ
コ
荷
主
で
あ
る
忠
左
衛
門
に
対
し
て
は
こ
の
時
点
で
は

タ
バ
コ
代
金
の
決
済
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
麻
岡
屋
は
忠
左
衛
門
か
ら
タ
バ
コ
を
仕
入
れ
た
の
で
は
な
く
て
忠
左
衛
門
か
ら

タ
バ
コ
を
預
か
っ
て
そ
の
販
売
代
行
を
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
麻
岡
屋
は
こ
こ
で
荷
受
問
屋
と
し
て
の
取
引
形
態
を

と
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
残
念
な
が
ら
タ
バ
コ
代
金
の
仕
切
帳
は
現
存
せ
ず
、
い
く
ら
で
タ
バ
コ
が
売
れ
て
、
販
売
代
行
の

口
銭
と
し
て
い
く
ら
麻
岡
屋
が
利
益
を
得
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
仕
入
問
屋
と
荷
受
問
屋
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
商
業
形
態
に
も
と
づ
く
集
荷
を
記
録
し
た
『
荷
物
請
取
帳
』
の
記
載

を
、
荷
主
の
郡
村
町
別
に
集
計
し
て
取
引
形
態
を
記
号
で
示
し
た
も
の
が
【
表
２
】
で
あ
る
。『
荷
物
請
取
帳
』
は
集
荷
し
た
商
品
量
の
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【表 2】『麻岡屋九左衛門万荷物請取帳』町村別集荷状況

郡村町名および領地 荷主数 商品および数量
高井郡 綿内（須坂） （ ●繰綿（（駄、 （本●櫃荷 （駄●扇 （
埴科郡 松代城下町 （ ●繰綿（（駄、（0本●櫃荷 （駄、（（箇●扇 （駄
更級郡 高野（松代） （ 〇タバコ（（箇

牧島（松代） （ 〇タバコ （駄、（（0箇○生坂タバコ （箇〇平のしタ
バコ（（箇●繰綿小立（本●二番茶（（駄

平林（松代） （ 〇タバコ（（箇
竹房（松代） （ 〇平のしタバコ （箇
稲荷山（上田） （ 〇タバコ （箇
日名（松代） （ 〇タバコ （駄、（0（箇〇平のしタバコ（（箇○小荷 （

駄●立茶 （駄
会（松代） （ 〇タバコ （駄
大原（松代） （ 〇タバコ （箇

水内郡 大安寺（松代） （ 〇タバコ（（箇
笹平（松代） （ 〇タバコ（（箇
竹生（松代） （0 〇タバコ（（（箇〇平のしタバコ（（箇
小根山（松代） （ 〇タバコ（（箇
穂苅（松代） （ 〇タバコ（（箇
吉窪（松代） （ 〇タバコ（0箇
水内（松代） （ 〇タバコ（（箇
善光寺町 （ ●繰綿（（駄●櫃荷 （駄

安曇郡 大平（松本） （ 〇タバコ（（駄〇生坂タバコ （駄
野平（松本） （ 〇タバコ（（（駄、（0（箇〇生坂タバコ （箇〇平のしタ

バコ（（箇〇紙荷（（箇〇小杉紙 （箇〇大豆 （俵●繰綿
（（本

舟場（松本） （ 〇タバコ（（（駄、（（箇
宇留賀（松本） （ 〇タバコ（（（駄、（00箇〇生坂タバコ （箇〇平のしタ

バコ（（箇○莚（箇、 （つ●平のしタバコ（（箇●井上
（（箇●立茶（（駄、（（本、（（●伊勢茶（本●木綿 （駄

北山（松本） （ 〇タバコ （駄
草尾（松本） （ 〇タバコ（（駄〇生坂タバコ（0箇●繰綿 （駄
大日向（松本） （ 〇タバコ（（駄
木船（松本） （ 〇タバコ （駄
半在家（松本） （ 〇タバコ（（駄、 （箇
切久保（松本） （ 〇タバコ （駄
大町（松本） （ 〇タバコ（（箇
池田町（松本） （ 〇タバコ（（駄、 （箇〇大豆 （俵〇小豆 （俵
町（松本） （ ○タバコ（（駄○生坂タバコ （箇
内鎌新田（松本） （ 〇小荷 （箇
押野（松本） （ 〇タバコ（（駄〇生坂タバコ （箇
塩川原（松本） （ 〇タバコ（（駄〇生坂タバコ（駄、（（箇〇えり葉小荷 （つ
寺所（松本） （ 〇タバコ（0駄
新屋（松本） （ 〇タバコ （駄
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大久保（松本） （ 〇タバコ （箇
犬飼新田（松本） （ 〇伊勢傘 （箇

筑摩郡 生坂（松本） （ 〇タバコ （駄
下生野（松本） （ 〇タバコ（（駄〇大豆（0俵
小立野（松本） （ 〇タバコ （駄〇小荷 （箇
横川（松本） （ 〇タバコ（0駄〇生坂タバコ （箇
大足（松本） （ 〇タバコ（（駄〇大豆 （駄、（0（俵
反町（松本） （ 〇タバコ （駄○生坂タバコ （箇
殿野入（松本） （ 〇小荷 （駄
赤怒田（松本） （ 〇生坂タバコ （箇
保福寺町（松本） （ 〇タバコ （駄
神田（埴原） （ 〇タバコ（（箇○平のしタバコ （箇
平田（松本） （ 〇繰綿 （本
野溝（松本） （ 〇タバコ（（箇
野（松本） （ ○鰹節 （箇
神戸（松本） （ 〇小杉紙 （箇○繰綿 （本
出川町（松本） （ ○繰綿○立茶（0本
小坂（幕府領） （ 〇タバコ（（駄〇生坂タバコ （箇
平出（松本） （ ○立茶 （駄○繰綿 （本○木綿 （箇、（0反
松本城下町 （（ ○タバコ（（駄、（（0箇○生坂タバコ（（箇●鰹節 （箇

その他 （0 ○タバコ（（（駄、タバコ（（箇○生坂タバコ（（箇○小
荷 （駄、 （箇○甲州 （箇○大豆 （俵〇小杉紙（（把●
繰綿 （本×二番茶（（駄×立茶（（駄、（（本

註　 （，�大石慎三郎『日本近世社会の市場構造』所収の表を参考に作成した。
　　 （，�本表では、所在確認が可能な村町のみを挙げ、所在の不明な村町は「その他」

にまとめて集計した。
　　 （，�×は仕入問屋としての集荷、○●は荷受問屋としての集荷を示す。とくに荷受

問屋として販売の代行を行うために集荷した商品には○、購入を代行して集荷
した商品には●を付したが、両者の区別は帳簿上の但書をもとにした。
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単
位
を
そ
ろ
え
て
い
な
い
た
め
正
確
な
扱
量
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
記
録
は
お
お
む
ね
「
駄
」
お
よ
び
そ
れ
に
次
ぐ

「
箇
」
を
基
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
み
た
と
き
に
麻
岡
屋
は
三
〇
〇
〇
駄
ほ
ど
の
商
品
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
（
11
（

。
表
で
は
と
く
に
取
引
形
態
に
つ
い
て
記
号
で
示
す
こ
と
と
し
、
麻
岡
屋
が
仕
入
問
屋
と
し
て
集
荷
し
た
商
品
に
は
×
記
号
を
付

し
、
荷
受
問
屋
と
し
て
荷
主
の
商
品
の
販
売
を
代
行
す
る
商
品
に
は
○
記
号
を
、
同
じ
く
荷
受
問
屋
と
し
て
荷
主
の
商
品
の
購
入
を
代
行

し
て
集
荷
し
た
商
品
に
は
●
記
号
を
付
し
た
。

三
　
荷
受
問
屋
と
し
て
の
麻
岡
屋
の
タ
バ
コ
集
荷

㈠
　
仕
入
問
屋
と
し
て
の
茶
の
集
荷
（
×
）

　

麻
岡
屋
は
、【
表
２
】
に
お
い
て
×
記
号
で
示
し
た
仕
入
問
屋
と
し
て
の
商
品
集
荷
は
茶
三
〇
駄
四
二
本
分
の
計
三
回
分
を
行
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
の
茶
の
仕
入
先
は
具
体
的
に
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
松
本
地
域
へ
の
茶
の
移
入
は
松
本
南
方
の
伊
那
郡
の
手

馬
・
中
馬
農
民
が
東
海
地
方
と
の
交
易
に
お
い
て
三
河
・
遠
江
か
ら
茶
を
仕
入
れ
て
松
本
ま
で
行
商
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
お
り
（
11
（

、
麻
岡
屋
も
そ
の
よ
う
な
行
商
人
の
零
細
か
つ
不
安
定
な
茶
を
買
い
取
る
形
で
仕
入
を
行
っ
て

い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
全
三
回
の
集
荷
の
う
ち
で
取
引
の
詳
細
が
判
明
す
る
も
の
は
茶
一
二
駄
と
四
二
本
分
の
計
二
回
の
取
引
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
北

信
濃
の
善
光
寺
町
や
稲
荷
山
町
の
商
人
へ
と
卸
売
り
を
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
の
取
引
で
も
「
そ
ん
（
損
）
参
候
」
と
記

載
が
あ
っ
て
損
害
が
出
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
り
、
全
体
約
三
〇
〇
〇
駄
も
の
商
品
扱
量
の
中
で
の
仕
入
問
屋
と
し
て
の
集
荷
量
の

零
細
さ
も
併
せ
て
考
え
る
と
、
麻
岡
屋
は
仕
入
問
屋
と
し
て
積
極
的
に
営
業
を
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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㈡
　
荷
受
問
屋
と
し
て
の
集
荷

①
　
東
海
地
方
か
ら
の
茶
と
繰
綿
の
移
入
（
●
）

　

麻
岡
屋
は
荷
主
の
注
文
を
受
け
て
、
繰
綿
と
茶
に
つ
い
て
集
荷
を
行
っ
て
い
る
。
茶
は
前
述
し
た
よ
う
に
専
ら
東
海
地
方
か
ら
の
行

商
に
頼
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
繰
綿
も
ま
た
こ
の
時
期
に
は
同
様
に
松
本
地
域
で
は
栽
培
が
行
わ
れ
ず
に
専
ら
東
海
地
方
か
ら
の

移
入
に
依
存
し
て
い
た
（
11
（

。
そ
の
よ
う
な
中
で
麻
岡
屋
は
松
本
地
域
の
宇
留
賀
村
や
、
北
信
濃
の
綿
内
村
、
善
光
寺
町
、
松
代
城
下
町
の

商
人
の
注
文
を
受
け
て
こ
れ
ら
を
東
海
地
方
か
ら
集
荷
し
て
、
注
文
主
で
あ
る
彼
ら
か
ら
商
品
集
荷
代
行
の
手
数
料
と
し
て
の
口
銭
を

得
て
収
入
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
茶
や
繰
綿
は
麻
岡
屋
の
全
体
取
引
量
約
三
〇
〇
〇
駄
の
な
か
で
は
繰
綿
約
一
〇
〇
駄
、
茶
約

一
〇
〇
駄
と
微
量
で
あ
り
、
東
海
地
方
か
ら
商
品
を
移
入
す
る
機
能
は
麻
岡
屋
の
主
業
務
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
初
期
の
問
屋
が
雑
多
な
商
品
を
幅
広
く
扱
っ
て
い
た
段
階
を
脱
し
て
、
専
業
問
屋
と
し
て
特
定
の
商
品
の
取
扱
（
麻
岡
屋
の
場

合
は
タ
バ
コ
）
に
特
化
・
分
業
し
て
い
く
松
本
城
下
町
商
業
の
展
開
を
示
す
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
表
中
で
麻
岡
屋
は
平
の
し
タ
バ
コ
を
農
民
荷
主
へ
と
売
り
捌
い
て
い
る
。
こ
の
タ
バ
コ
の
具
体
的
な
流
通
先
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
が
、
農
民
荷
主
は
麻
岡
屋
か
ら
購
入
し
た
タ
バ
コ
を
さ
ら
に
麻
岡
屋
を
通
じ
て
他
地
域
へ
と
出
荷
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

②
　
松
本
地
域
の
農
村
か
ら
の
タ
バ
コ
集
荷
と
東
海
地
方
へ
の
出
荷
（
○
）

　

麻
岡
屋
は
【
表
２
】
に
お
い
て
〇
で
示
し
た
よ
う
に
、
松
本
地
域
の
農
村
か
ら
の
タ
バ
コ
の
集
荷
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
タ
バ

コ
は
松
本
地
域
の
農
村
か
ら
集
荷
さ
れ
た
の
ち
に
、
東
海
地
方
の
商
人
か
ら
の
注
文
を
受
け
て
移
出
、
売
り
捌
か
れ
た
も
の
と
み
ら
れ

る
（
1（
（

。
全
体
の
商
品
扱
量
三
〇
〇
〇
駄
の
う
ち
、
銘
柄
の
な
い
も
の
や
銘
柄
つ
き
の
「
生
坂
」、「
平
の
し
」
と
い
っ
た
タ
バ
コ
類
は
合
わ

せ
て
二
五
〇
〇
駄
ほ
ど
に
上
っ
て
お
り
、
麻
岡
屋
の
本
来
的
な
商
業
の
中
心
は
松
本
地
域
の
農
村
か
ら
の
タ
バ
コ
の
集
荷
と
東
海
地
方
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へ
の
販
売
に
存
在
し
た
こ
と
を
ま
ず
は
指
摘
で
き
よ
う
。

　

麻
岡
屋
は
周
辺
農
村
の
荷
主
と
城
下
町
商
人
の
両
者
か
ら
タ
バ
コ
を
集
荷
し
て
い
る
こ
と
が
【
表
２
】
か
ら
は
読
み
取
れ
る
が
、
こ

こ
で
は
城
下
町
商
人
か
ら
の
販
売
の
委
託
が
少
な
く
、
逆
に
農
民
荷
主
か
ら
の
販
売
の
委
託
が
多
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ

の
こ
と
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
城
下
町
仲
買
商
の
未
発
達
と
表
裏
し
て
、
城
下
町
問
屋
が
農
民
荷
主
と
直
接
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
と

い
う
当
時
の
流
通
構
造
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、【
表
２
】
か
ら
は
近
世
に
タ
バ
コ
の
集
散
地
と
し
て
知
ら
れ
た
安
曇
郡
池
田
町
村
か
ら
の
集
荷
量
が
さ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、

こ
の
時
期
に
は
城
下
町
と
並
ぶ
集
散
地
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
か
ら
、
松
本
地
域
の
農
村
で

生
産
さ
れ
た
タ
バ
コ
は
松
本
城
下
町
へ
と
集
中
的
に
集
荷
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
麻
岡
屋
は
松
本
地
域
に
お
け
る
分
節
的
な
流
通
の
担
い
手
で
あ
り
つ
つ
も
、
松
本
地
域
の
農
民
荷
主
か
ら
の

集
中
的
な
タ
バ
コ
集
荷
と
そ
の
東
海
地
方
へ
の
移
出
を
自
ら
の
商
業
の
中
心
に
据
え
つ
つ
問
屋
と
し
て
の
経
営
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
と

み
ら
れ
る
。

　

大
石
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
こ
の
時
期
に
は
松
本
城
下
町
に
領
内
か
ら
の
物
資
が
集
中
的
に
集
荷
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
集

荷
に
つ
い
て
の
城
下
町
商
業
の
強
力
な
力
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
麻
岡
屋
は
、
生
産
地
で
あ
る
松
本
地
域
の
農
村
に
入
り
込
ん
で
積
極

的
に
仕
入
を
行
っ
て
商
品
価
格
を
決
定
す
る
こ
と
で
農
民
荷
主
を
経
済
的
に
従
属
さ
せ
る
よ
う
な
仕
入
問
屋
と
し
て
の
取
引
は
し
て
お
ら

ず
、
荷
受
問
屋
と
し
て
商
品
の
集
荷
を
農
村
か
ら
の
主
体
的
な
商
品
出
荷
に
依
存
し
て
そ
の
販
売
を
代
行
す
る
こ
と
で
手
数
料
を
得
て
利

潤
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
麻
岡
屋
の
問
屋
と
し
て
の
経
営
は
、
農
民
荷
主
に
よ
る
城
下
町
へ
の
主
体
的
な
タ
バ
コ
出
荷
を

前
提
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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第
三
章
　
城
下
町
問
屋
麻
岡
屋
に
よ
る
生
活
物
資
販
売

　

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
城
下
町
問
屋
の
麻
岡
屋
は
荷
受
問
屋
と
し
て
周
辺
農
村
の
タ
バ
コ
出
荷
に
対
応
し
た
の
で
あ
り
、
そ

の
本
来
の
機
能
か
ら
は
荷
主
か
ら
の
集
荷
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
麻
岡
屋
は
な
ん
ら
か
の
商
慣
行

を
農
民
荷
主
と
取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
集
荷
を
安
定
さ
せ
て
い
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
覚
」
は
、『
荷
物
請
取
帳
』
の
末
尾
に
付
属
す
る
、
麻
岡
屋
が
周
辺
農
民
に
対
し
て
行
っ
た
雑
多
な
金
銭
の
貸
付
を
記
録
し
た
帳
簿
で

あ
る
。
問
屋
は
一
般
的
に
荷
主
に
対
し
て
商
品
代
金
や
仕
入
代
金
の
前
貸
を
行
う
こ
と
で
荷
主
を
経
済
的
に
編
成
し
て
集
荷
を
安
定
さ
せ

て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
麻
岡
屋
の
タ
バ
コ
集
荷
に
あ
っ
て
は
こ
の
「
覚
」
に
お
け
る
貸
付
業
が
商
品
集
荷
の
安
定
化
を
果
た
し
て

い
た
も
の
と
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
章
で
は
こ
の
「
覚
」
の
分
析
を
通
じ
て
麻
岡
屋
が
荷
主
と
取
り
結
ん
だ
関
係

を
質
的
に
考
察
し
つ
つ
、
元
禄
期
に
新
た
に
形
成
さ
れ
た
市
場
の
特
質
を
探
り
た
い
。

　

な
お
「
覚
」
の
記
載
は
『
荷
物
請
取
帳
』
と
お
お
む
ね
対
応
し
て
い
て
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
六
月
か
ら
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年

に
及
ん
で
い
る
が
、
元
禄
八
年
以
降
の
記
載
は
金
銭
の
貸
付
の
内
容
を
省
略
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
元
禄
七
年
分
の

み
の
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
　
麻
岡
屋
の
生
活
物
資
販
売

　
【
表
３
】
は
、「
覚
」
に
お
け
る
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
の
貸
付
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
ま
ず
こ
の
「
覚
」
に
お
い
て

行
わ
れ
て
い
る
雑
多
な
貸
付
の
内
容
を
整
理
し
て
麻
岡
屋
の
貸
付
業
の
特
質
を
探
り
た
い
。

　

手
始
め
に
貸
付
の
内
容
が
省
略
さ
れ
ず
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
整
理
を
行
う
と
次
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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㈠
　
生
活
物
資
の
掛
売
（
◎
）

　
【
表
３
】
か
ら
、
麻
岡
屋
が
生
活
物
資
を
掛
売
し
て
い
る
事
例
は
七
三
件
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
麻
岡
屋
は
タ
バ
コ
、
節
（
水

産
物
の
身
を
煮
て
干
し
た
も
の
）、
木
綿
布
、
茶
、
繰
綿
、
鯛
…
な
ど
を
掛
売
す
る
と
と
も
に
布
や
衣
類
の
染
色
を
引
き
受
け
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
物
資
は
代
金
が
文
単
位
と
少
額
で
あ
り
、
ま
た
「
伊
勢
茶
一
斤
」「
た
は
こ
十
五
斤
」
な
ど
と
斤
単
位
の
少
量
の
販
売

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
商
業
用
の
物
資
で
は
な
く
て
農
民
の
自
家
消
費
用
の
生
活
物
資
と
し
て
販
売
さ
れ
た
も
の
と
し
て
み
て
誤
り
な
い

だ
ろ
う
。

㈡
　
荷
主
か
ら
集
荷
し
た
商
品
の
決
済
に
か
ん
す
る
手
続
き
（
△
）

　
【
表
３
】
で
は
、
農
民
荷
主
か
ら
集
荷
し
た
商
品
に
対
す
る
決
済
業
務
と
み
ら
れ
る
事
例
が
三
件
見
出
せ
る
。
こ
れ
ら
は
「
仕
切
両

か
へ
返
り
銭
」「
さ
ん
よ
う
ち
か
い
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
覚
」
と
は
別
に
荷
主
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
商
品
代

金
の
仕
切
業
務
に
お
い
て
予
期
せ
ぬ
不
具
合
が
生
じ
た
際
の
帳
尻
合
わ
せ
の
た
め
の
取
引
を
記
録
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ほ
か
に
元

禄
八
（
一
六
九
五
）
年
以
降
の
記
録
に
は
「
き
り
ち
ん
」
と
記
載
さ
れ
る
、
集
荷
し
た
タ
バ
コ
を
刻
タ
バ
コ
に
加
工
す
る
代
金
が
散
見

さ
れ
る
。

　

つ
づ
い
て
貸
付
の
内
容
が
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
る
と
、
貸
付
金
額
の
多
寡
を
基
準
と
し
て
次
の
二

つ
に
分
類
で
き
る
。

㈢
　
両
・
分
単
位
で
行
わ
れ
る
貸
付
（
■
）

　

両
・
分
単
位
の
貸
付
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
が
不
明
な
も
の
が
多
い
が
、
一
例
の
み
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
た
め
そ
れ

を
手
掛
か
り
に
し
て
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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【表 3】麻岡屋の元禄七年貸付状況

郡村名 貸先 月日 摘要
金額

分類 郡村名 貸先 月日 摘要
金額

分類
両 分 朱 貫 文 両 分 朱 貫 文

更級郡 竹 生 文左衛門 ─ ─ タバコ（（斤 ◎ 〃 タバコ荷主 （（.（（ うすぬり（枚 （（0 ◎
兵左衛門 タバコ荷主 （（.（（ ─ （ ■ 〃 タバコ荷主 （（.（（ 小エビ（本 （（ ◎
〃 タバコ荷主 （.（ 節 （（ ◎ 〃 タバコ荷主 （（.（（ 木綿切 （（0 ◎
源助 タバコ荷主 ─ 染賃（「女　五所門　ねつみ　さ□さへ文」） （（0 ◎ 〃 タバコ荷主 （（.（（ エビ（本 （（ ◎

平 林 与五右衛門 ─ （（.（（ ─ （ （ ■ 庄助 タバコ荷主 ─ 染賃 （00 ◎
牧之島 六三郎 ─ （.（（ ─ （00 〇 七郎左衛門 タバコ荷主 閏（.（ 木綿切 （0（ ◎

平八郎 タバコ荷主 （（.（（ ─ （ ■ 〃 タバコ荷主 （（.（（ ─ （（（ ○
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「むし浅き　そめちん」） （0 ◎ 舟 場 曽兵衛 タバコ荷主 ─ 染賃（「横つむぎ�やまとすし紋」） （00 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ 髪結い賃に渡し （00 ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所門　すそに立なみ菱宮」） （（0 ◎
忠兵衛 タバコ荷主 （（.（（ ─ （（ ■ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「きぬうら浅き」） （00 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ むきみ （00 ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「□からくさ　あさき　さ□さ」） （00 ◎

高 野 喜左衛門 タバコ荷主 ─ 染賃（「もようちらし　いろ入　ひわた」） （（0 ◎ 源七郎 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所　もめん　あい　みな七や」） （（0 ◎
〃 タバコ荷主 閏（.（0 木綿切 （0 ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所門　あい　みな七や」） （（0 ◎
〃 タバコ荷主 閏（.（0 かさ （0 ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所門　色入　よしおか」） （（0 ◎
〃 タバコ荷主 閏（.（0 伊勢茶（斤 （（ ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所門　丁子　もめん　江戸かき」） （0 ◎
〃 タバコ荷主 （.（ 伊勢茶 （（ ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所門　水あさき」） （0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ ─ （（ 〇 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「ちらしきく　小もめん　小立」） （（0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ 伊勢茶 （（ ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「むし　水浅き」） （0 ◎

水内郡 日 名 甚太夫 タバコ荷主 （0.（ 茶 （（ ◎ 〃 タバコ荷主 （.（（「色々買物代也」 （ （（ ◎
〃 タバコ荷主 （0.（ 紙 （（ ◎ 筑摩郡 犬 飼 新次郎 ─ （（.（（ ─ （00 ○

安曇郡 宇留賀 平兵衛 タバコ荷主 （.（（ つつ長（斤 （（0 ◎ 〃 ─ （（.（（ 木地（つ （00 ◎
〃 タバコ荷主 （.（（ 伊勢茶（斤 （（ ◎ 〃 ─ （（.（（ サケ（本 （（（ ◎

大 町 清吉 タバコ荷主 （.（（ ─ （00 〇 〃 ─ （（.（ 蝋燭 （00 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ ─ （ ■ 〃 ─ （.（（ 人参 0.（ ◎
太郎右衛門 ─ （（.（（ ─ （ ■ 〃 ─ （.（（ ─ （ （ ■

草 尾 武左衛門 タバコ荷主 （.（（ 竹長 （（ ◎ 大 足 市左衛門 タバコ荷主 （（.（（ ─ （ ■
〃 タバコ荷主 （.（（ ─ （（0 ○ 〃 タバコ荷主 （（.（（ ─ （（ ○

塩河原 伝次郎 タバコ荷主 （0.（（ ─ （00 ○ 小 舟 孫兵衛 タバコ荷主 （（.（（ つくも茶（半斤 （（ ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ ─ （ ■ 〃 タバコ荷主 （（.（（ 蝋燭（丁 （0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ ─ （00 ○ 下生野 長右衛門 タバコ荷主 （.（（ 節（0 （（（ ◎
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「はおり　むし　みな□や」） （（0 ◎ 〃 タバコ荷主 （.（（ 木綿切 （（ ◎
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「ふろしき　門付　浅き」） （（ ◎ 洗 馬 久次郎 ─ （.（（ ─ （（ ○
〃 タバコ荷主 （.（ ─ （（（ ○ 和 田 原田十兵衛 ─ （0.（（ 上タバコ（斤 （（0 ◎
〃 タバコ荷主 （.（ 島切 （（（ ◎ 加助・孫市 ─ （（.（（「さんようちかい也」 （（（ △

野 平 与左衛門 タバコ荷主 （（.（（ ─ （（0 ○ 平 田 七兵衛 ─ ─ 染賃（「あさはおり　そめちん」） （0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ ─ （（（ ○ 松本町 伊勢町 加右衛門 ─ ─ ─ （（ ○
源兵衛 タバコ荷主 （（.（（ ─ （ ■ ─ 山屋伝七郎 ─ （（.（（ ブリ（本 （00 ◎
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「そめちん　丸に坂とひ宮」） （0 ◎ ─ 江島屋五兵衛 ─ （（.（（ ─ （ ■
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「女むき　もよき」） （00 ◎ 伊那郡 平 出 竹蔵 ─ （（.（（ ─ （00 ○
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「女むき　すそにちらし　水浅き」） （（0 ◎ 市郎兵衛 繰綿茶荷主 （.（ 繰綿 （00 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ 絹（尺 （（0 ◎ 〃 繰綿茶荷主 （.（ かさ （0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ 伊勢茶 （（ ◎ 〃 繰綿茶荷主 （.（ かさ （0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ つつ長半斤 （（ ◎ 〃 繰綿茶荷主 （.（ 筆 （（ ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ 繰綿 （（0 ◎ 〃 繰綿茶荷主 （.（（ こん切 （（（ ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ 絹 （00 ◎ 〃 繰綿茶荷主 （（.（（ 繰綿 （00 ◎
〃 タバコ荷主 （（.- ボラ（本 （00 ◎ 〃 繰綿茶荷主 （（.（（ ブリ（本 （（（ ◎
作兵衛 ─ （（.（（ ─ （（0 ○ 権左衛門 ─ （.（ 蝋燭 （00 ◎
〃 ─ （（.（（ ─ （0 ○ 万五郎 孫八郎 ─ ─ 麻岡屋から孫八郎に（両支払い △
忠左衛門 タバコ荷主 （（.（（「仕切両かへ返り銭」 （0 △ 〃 ─ （（.（（ ブリ（本 （（0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ ─ （00 ◎ 不 明 下 田 茂兵衛 ─ ─ ─ （ ■
〃 タバコ荷主 （（.（（ 鯛（枚 （00 ◎ 小川内 八助 ─ （（.（ ブリ （（（ ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ イカ（把 （0 ◎ 長兵衛 タバコ荷主 （（.（（ ─ （ （ ■
〃 タバコ荷主 （（.（（ 椀（碗）（箱 （（0 ◎

合 計 （（町村 （（名 （（ （ （ （ （（0（（
〃 タバコ荷主 （（.（（ 木綿（反 （（0 ◎
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【表 3】麻岡屋の元禄七年貸付状況

郡村名 貸先 月日 摘要
金額

分類 郡村名 貸先 月日 摘要
金額

分類
両 分 朱 貫 文 両 分 朱 貫 文

更級郡 竹 生 文左衛門 ─ ─ タバコ（（斤 ◎ 〃 タバコ荷主 （（.（（ うすぬり（枚 （（0 ◎
兵左衛門 タバコ荷主 （（.（（ ─ （ ■ 〃 タバコ荷主 （（.（（ 小エビ（本 （（ ◎
〃 タバコ荷主 （.（ 節 （（ ◎ 〃 タバコ荷主 （（.（（ 木綿切 （（0 ◎
源助 タバコ荷主 ─ 染賃（「女　五所門　ねつみ　さ□さへ文」） （（0 ◎ 〃 タバコ荷主 （（.（（ エビ（本 （（ ◎

平 林 与五右衛門 ─ （（.（（ ─ （ （ ■ 庄助 タバコ荷主 ─ 染賃 （00 ◎
牧之島 六三郎 ─ （.（（ ─ （00 〇 七郎左衛門 タバコ荷主 閏（.（ 木綿切 （0（ ◎

平八郎 タバコ荷主 （（.（（ ─ （ ■ 〃 タバコ荷主 （（.（（ ─ （（（ ○
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「むし浅き　そめちん」） （0 ◎ 舟 場 曽兵衛 タバコ荷主 ─ 染賃（「横つむぎ�やまとすし紋」） （00 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ 髪結い賃に渡し （00 ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所門　すそに立なみ菱宮」） （（0 ◎
忠兵衛 タバコ荷主 （（.（（ ─ （（ ■ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「きぬうら浅き」） （00 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ むきみ （00 ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「□からくさ　あさき　さ□さ」） （00 ◎

高 野 喜左衛門 タバコ荷主 ─ 染賃（「もようちらし　いろ入　ひわた」） （（0 ◎ 源七郎 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所　もめん　あい　みな七や」） （（0 ◎
〃 タバコ荷主 閏（.（0 木綿切 （0 ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所門　あい　みな七や」） （（0 ◎
〃 タバコ荷主 閏（.（0 かさ （0 ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所門　色入　よしおか」） （（0 ◎
〃 タバコ荷主 閏（.（0 伊勢茶（斤 （（ ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所門　丁子　もめん　江戸かき」） （0 ◎
〃 タバコ荷主 （.（ 伊勢茶 （（ ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「五所門　水あさき」） （0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ ─ （（ 〇 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「ちらしきく　小もめん　小立」） （（0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ 伊勢茶 （（ ◎ 〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「むし　水浅き」） （0 ◎

水内郡 日 名 甚太夫 タバコ荷主 （0.（ 茶 （（ ◎ 〃 タバコ荷主 （.（（「色々買物代也」 （ （（ ◎
〃 タバコ荷主 （0.（ 紙 （（ ◎ 筑摩郡 犬 飼 新次郎 ─ （（.（（ ─ （00 ○

安曇郡 宇留賀 平兵衛 タバコ荷主 （.（（ つつ長（斤 （（0 ◎ 〃 ─ （（.（（ 木地（つ （00 ◎
〃 タバコ荷主 （.（（ 伊勢茶（斤 （（ ◎ 〃 ─ （（.（（ サケ（本 （（（ ◎

大 町 清吉 タバコ荷主 （.（（ ─ （00 〇 〃 ─ （（.（ 蝋燭 （00 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ ─ （ ■ 〃 ─ （.（（ 人参 0.（ ◎
太郎右衛門 ─ （（.（（ ─ （ ■ 〃 ─ （.（（ ─ （ （ ■

草 尾 武左衛門 タバコ荷主 （.（（ 竹長 （（ ◎ 大 足 市左衛門 タバコ荷主 （（.（（ ─ （ ■
〃 タバコ荷主 （.（（ ─ （（0 ○ 〃 タバコ荷主 （（.（（ ─ （（ ○

塩河原 伝次郎 タバコ荷主 （0.（（ ─ （00 ○ 小 舟 孫兵衛 タバコ荷主 （（.（（ つくも茶（半斤 （（ ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ ─ （ ■ 〃 タバコ荷主 （（.（（ 蝋燭（丁 （0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ ─ （00 ○ 下生野 長右衛門 タバコ荷主 （.（（ 節（0 （（（ ◎
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「はおり　むし　みな□や」） （（0 ◎ 〃 タバコ荷主 （.（（ 木綿切 （（ ◎
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「ふろしき　門付　浅き」） （（ ◎ 洗 馬 久次郎 ─ （.（（ ─ （（ ○
〃 タバコ荷主 （.（ ─ （（（ ○ 和 田 原田十兵衛 ─ （0.（（ 上タバコ（斤 （（0 ◎
〃 タバコ荷主 （.（ 島切 （（（ ◎ 加助・孫市 ─ （（.（（「さんようちかい也」 （（（ △

野 平 与左衛門 タバコ荷主 （（.（（ ─ （（0 ○ 平 田 七兵衛 ─ ─ 染賃（「あさはおり　そめちん」） （0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ ─ （（（ ○ 松本町 伊勢町 加右衛門 ─ ─ ─ （（ ○
源兵衛 タバコ荷主 （（.（（ ─ （ ■ ─ 山屋伝七郎 ─ （（.（（ ブリ（本 （00 ◎
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「そめちん　丸に坂とひ宮」） （0 ◎ ─ 江島屋五兵衛 ─ （（.（（ ─ （ ■
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「女むき　もよき」） （00 ◎ 伊那郡 平 出 竹蔵 ─ （（.（（ ─ （00 ○
〃 タバコ荷主 ─ 染賃（「女むき　すそにちらし　水浅き」） （（0 ◎ 市郎兵衛 繰綿茶荷主 （.（ 繰綿 （00 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ 絹（尺 （（0 ◎ 〃 繰綿茶荷主 （.（ かさ （0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ 伊勢茶 （（ ◎ 〃 繰綿茶荷主 （.（ かさ （0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ つつ長半斤 （（ ◎ 〃 繰綿茶荷主 （.（ 筆 （（ ◎
〃 タバコ荷主 （（.（ 繰綿 （（0 ◎ 〃 繰綿茶荷主 （.（（ こん切 （（（ ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ 絹 （00 ◎ 〃 繰綿茶荷主 （（.（（ 繰綿 （00 ◎
〃 タバコ荷主 （（.- ボラ（本 （00 ◎ 〃 繰綿茶荷主 （（.（（ ブリ（本 （（（ ◎
作兵衛 ─ （（.（（ ─ （（0 ○ 権左衛門 ─ （.（ 蝋燭 （00 ◎
〃 ─ （（.（（ ─ （0 ○ 万五郎 孫八郎 ─ ─ 麻岡屋から孫八郎に（両支払い △
忠左衛門 タバコ荷主 （（.（（「仕切両かへ返り銭」 （0 △ 〃 ─ （（.（（ ブリ（本 （（0 ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ ─ （00 ◎ 不 明 下 田 茂兵衛 ─ ─ ─ （ ■
〃 タバコ荷主 （（.（（ 鯛（枚 （00 ◎ 小川内 八助 ─ （（.（ ブリ （（（ ◎
〃 タバコ荷主 （（.（（ イカ（把 （0 ◎ 長兵衛 タバコ荷主 （（.（（ ─ （ （ ■
〃 タバコ荷主 （（.（（ 椀（碗）（箱 （（0 ◎

合 計 （（町村 （（名 （（ （ （ （ （（0（（
〃 タバコ荷主 （（.（（ 木綿（反 （（0 ◎
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【
史
料
７
】

同（元
禄
七
年
一
二
月
二
五
日
（

日
一　

金
拾
弐
両　

牧
之
嶋
忠
兵
衛
殿
か
し

　
　

利
足
拾
五
両
ニ
壱
ヶ
月
ニ
金
壱
分
か
し

山
や
伝
次
郎
殿
ゟ
を
ち
物
ニ
平
四
十
固（箇
。以
下
同
じ
（

入
申
は
つ
、
内
拾
弐
固
う
け
取
、
残
而
弐
拾
八
固
忠
兵
衛
殿
正
月
中
ニ
御
［　
　

］、

右（
別
筆
（

之
金
子
亥
三
月
廿
日
ニ
忠
兵
衛
殿
御
持
参
ニ
而
元
り
十
両
三
分
ニ
而
払
相
渡
申
候
、

　
【
史
料
７
】
は
、
麻
岡
屋
が
牧
之
島
村
の
タ
バ
コ
荷
主
で
あ
る
忠
兵
衛
に
対
し
て
、
同
じ
松
本
城
下
町
商
人
で
あ
る
山
屋
伝
次
郎
の

代
理
と
し
て
一
二
両
も
の
貸
付
を
行
っ
た
際
の
「
覚
」
の
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
牧
之
島
村
の
忠
兵
衛
は
平
の
し
タ
バ
コ

四
〇
箇
を
麻
岡
屋
へ
出
荷
し
て
、
麻
岡
屋
は
さ
ら
に
そ
れ
を
山
屋
へ
と
仲
介
販
売
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
忠
兵
衛
は
タ
バ
コ

を
「
を
ち
物
」
に
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
一
二
箇
分
し
か
出
荷
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
麻
岡
屋
を
通
じ
て
山
屋
か
ら
補
填
用
の
タ
バ

コ
を
買
い
集
め
る
た
め
の
代
金
一
二
両
を
借
り
た
の
で
あ
っ
た
。
貸
金
は
翌
年
三
月
に
元
利
と
も
麻
岡
屋
を
通
じ
て
山
屋
へ
返
済
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
事
例
は
他
商
人
を
巻
き
込
ん
で
い
て
貸
金
額
が
大
き
な
や
や
事
件
性
の
あ
る
事
例
で
は
あ
る
が
、
そ
の
他
の
両
・
分
単
位
で

行
わ
れ
て
い
る
貸
付
も
こ
の
事
例
同
様
に
商
品
集
荷
の
た
め
の
資
金
や
商
品
代
金
の
前
貸
と
し
て
貸
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
問

屋
は
一
般
的
に
自
己
資
本
に
よ
っ
て
商
品
の
荷
主
に
対
し
て
前
貸
の
金
融
を
行
う
機
能
を
も
ち
、
こ
の
こ
と
は
産
地
か
ら
消
費
地
へ

の
物
資
供
給
を
安
定
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
問
屋
が
荷
主
を
経
済
的
に
従
属
さ
せ
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
（
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
麻
岡
屋
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
と
み
ら
れ
る
両
単
位
の
前
貸
は
一
三
件
し
か
見
い
だ
せ
ず
、
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荷
主
の
出
荷
を
直
接
的
に
編
成
し
て
い
く
よ
う
な
貸
付
は
日
常
的
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

㈣
　
文
単
位
で
行
わ
れ
る
貸
付
（
○
）

　

内
容
が
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
貸
付
の
中
で
、
文
単
位
の
比
較
的
少
額
で
行
わ
れ
て
い
る
貸
付
は
一
七
件
確
認
さ
れ
る
。
貸

付
額
が
生
活
物
資
の
掛
売
と
同
様
に
文
単
位
と
少
額
で
あ
る
こ
と
や
、
生
活
物
資
の
掛
売
が
「
色
々
買
物
代
金
也
」
と
省
略
さ
れ
て

記
載
さ
れ
て
い
る
事
例
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
省
略
さ
れ
た
貸
付
も
麻
岡
屋
が
生
活
物
資
を
掛
売
し
た
も
の
を
中
心

と
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
麻
岡
屋
が
「
覚
」
に
お
い
て
行
っ
た
雑
多
な
貸
付
の
内
訳
は
、
㈠
生
活
物
資
の
掛
売
が
七
三
件
、
㈡
タ
バ

コ
代
金
の
仕
切
に
関
す
る
手
続
き
が
三
件
、
㈢
荷
主
へ
の
前
貸
と
し
て
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
両
・
分
単
位
の
貸
付
が
一
三
件
、
㈣
生
活

物
資
の
掛
売
が
中
心
を
占
め
た
と
推
測
さ
れ
る
文
単
位
の
貸
付
が
一
七
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
麻
岡
屋
の
貸
付
業
で
は
生
活
物

資
の
掛
売
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
事
実
が
理
解
さ
れ
る
。

二
　
タ
バ
コ
の
帰
荷
と
し
て
の
生
活
物
資

　

そ
れ
で
は
、
麻
岡
屋
は
生
活
物
資
の
掛
売
を
行
う
こ
と
で
ど
の
よ
う
に
農
民
荷
主
の
主
体
的
な
出
荷
を
自
ら
に
引
き
付
け
て
集
荷
を
安

定
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
【
表
３
】
で
は
、
麻
岡
屋
が
貸
付
を
行
っ
た
農
民
に
つ
い
て
、『
荷
物
請
取
帳
』
か
ら
荷
主
と
し
て
確
認
で
き
る
農
民
に
つ
い
て
は
「
タ

バ
コ
荷
主
」「
繰
綿
・
茶
荷
主
」
な
ど
と
表
記
し
て
示
し
て
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
麻
岡
屋
が
行
っ
た
貸
付
一
〇
六
件
の
う
ち
、
麻
岡
屋

に
な
ん
ら
か
の
商
品
を
出
荷
し
て
い
た
農
民
荷
主
に
た
い
す
る
貸
付
が
八
〇
件
と
多
数
に
上
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
り
、
麻
岡
屋

の
貸
付
は
基
本
的
に
は
麻
岡
屋
に
商
品
を
出
荷
し
た
農
民
荷
主
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
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一
方
で
麻
岡
屋
に
商
品
を
出
荷
し
た
こ
と
が
『
荷
物
請
取
帳
』
か
ら
確
認
で
き
な
い
農
民
に
つ
い
て
も
見
て
み
る
と
、「
覚
」
の
中
で

は
万
五
郎
村
の
孫
八
郎
は
麻
岡
屋
か
ら
金
六
両
を
受
け
取
っ
て
い
た
り
、
和
田
村
の
加
助
・
孫
一
は
「
さ
ん
よ
う
ち
か
い
（
算
用
違
い
）」

つ
ま
り
商
品
の
決
済
ミ
ス
に
よ
る
金
銭
の
請
求
が
記
録
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
も
な
ん
ら
か
の
商
品
を
麻
岡
屋
へ
出
荷
し

て
い
た
農
民
荷
主
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
麻
岡
屋
の
貸
付
は
不
特
定
多
数
の
農
民
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
麻
岡
屋
に
タ

バ
コ
を
中
心
と
し
た
商
品
を
出
荷
し
た
荷
主
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
麻
岡
屋
が
生
活
物
資
を

掛
売
し
た
販
売
先
は
基
本
的
に
は
自
ら
の
と
こ
ろ
へ
商
品
を
出
荷
し
て
く
る
農
民
荷
主
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
麻
岡
屋
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
農
民
荷
主
に
対
し
て
生
活
物
資
を
販
売
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

【
史
料
８
】（
傍
線
部
筆
者
）

同
十
九
日

一
七
拾
文　

の（野
平
（平忠

左
衛
門
殿
か
し

　
　

仕
切
両
か
へ
返
り
銭

同
日

一
百
文　
　

同
人
（
野
平
村
忠
左
衛
門
。
以
下
同
じ
）

同
十
八
日

一
弐
百
文　

同
人

　
　

た
い
弐
枚
㊞
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同
日

一
九
十
文　

同
人

　
　

い
か
壱
把

同
日

一
百
三
拾
文　

同
人

　
　

わ
ん
五
は
こ

同
日

一
弐
百
八
十
文　

同
人

　
　

木
綿
壱
反

　
　

是
ハ
九
左
衛
門
手
前
ゟ
か
し
㊞

十
二
月
十
八
日

一
三
百
四
拾
文　

の
平　

忠
左
衛
門
殿

　
　

う
す
ぬ
り
四
枚

同
日

一
六
拾
四
文　

同
人
か
し

是
ハ
九
左
衛
門
手
前
ゟ
之
か
し
也

　
　

こ
ゑ
ひ
弐
本
分
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【
史
料
８
】
は
、「
覚
」
か
ら
麻
岡
屋
が
タ
バ
コ
荷
主
に
生
活
物
資
を
掛
売
し
た
事
例
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
麻
岡
屋
は

野
平
村
の
タ
バ
コ
荷
主
で
あ
る
忠
左
衛
門
に
対
し
て
一
一
月
一
八
日
に
鯛
、
イ
カ
、
椀
（
碗
）、
木
綿
、
う
す
ぬ
り
、
小
エ
ビ
を
掛
売
し

て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
そ
れ
と
並
行
し
て
翌
一
九
日
に
「
仕
切
両
か
へ
返
り
銭
」（
傍
線
部
）
と
い
う
、
生

活
物
資
の
掛
売
と
は
全
く
関
係
の
な
い
、
タ
バ
コ
代
金
の
仕
切
に
か
ん
す
る
取
引
が
同
時
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た

い
。

　
「
仕
切
両
か
へ
返
り
銭
」
と
は
、
タ
バ
コ
代
金
の
仕
切
に
か
ん
す
る
両
替
に
際
し
て
両
替
相
場
の
勘
定
に
な
ん
ら
か
の
誤
り
が
生
じ
た

た
め
に
貸
付
の
形
を
と
っ
て
後
日
差
額
分
を
回
収
す
る
た
め
の
臨
時
の
処
置
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
覚
」
の
中
で
は
こ
の
よ
う

な
荷
主
に
対
す
る
タ
バ
コ
の
集
荷
・
換
金
手
続
き
の
記
録
が
生
活
物
資
の
掛
売
記
録
に
混
ぜ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り

で
あ
る
。

　

結
論
か
ら
言
う
と
右
の
事
実
か
ら
は
、『
荷
物
請
取
帳
』
を
ベ
ー
ス
に
し
て
行
わ
れ
る
荷
主
へ
の
タ
バ
コ
代
金
の
仕
切
と
、「
覚
」
を
も

と
に
行
う
生
活
物
資
代
金
の
回
収
と
を
、
最
終
的
に
は
合
算
し
て
荷
主
に
決
済
し
て
い
た
麻
岡
屋
の
決
済
方
法
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
麻
岡
屋
が
荷
主
に
対
し
て
最
終
的
に
行
っ
た
決
済
を
記
録
し
た
仕
切
帳
は
現
存
し
な
い
た
め
つ
よ
い
断
定
は
差
し
控

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
右
の
よ
う
な
記
載
か
ら
は
、
麻
岡
屋
は
荷
主
へ
仕
切
る
タ
バ
コ
代
金
か
ら
荷
主
が
購
入
し
た
生
活
物
資
の
代

金
を
差
し
引
い
て
最
終
的
な
決
済
と
し
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
麻
岡
屋
は
タ
バ
コ
集
荷
に
対
す
る
帰
荷
と
い
う
形

で
、
実
態
的
に
は
物
々
交
換
の
形
を
と
っ
て
農
民
荷
主
に
生
活
物
資
を
販
売
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

農
民
荷
主
に
は
そ
の
取
引
回
数
か
ら
経
済
的
な
階
層
が
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
第
一
章
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、「
覚
」

に
お
い
て
明
確
に
荷
主
と
判
明
す
る
農
民
に
つ
い
て
階
層
別
に
生
活
物
資
の
販
売
状
況
を
確
認
す
る
と
次
の
結
果
が
得
ら
れ
る
。
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㈠　

出
荷
回
数
が
二
〇
回
以
上
の
階
層　

六
人

㈡　

出
荷
回
数
が
一
〇
回
以
上
二
〇
回
未
満
の
階
層　

三
人

㈢　

出
荷
回
数
が
一
回
以
上
一
〇
回
未
満
の
階
層　

一
三
人

　

こ
こ
か
ら
は
、
タ
バ
コ
の
帰
荷
と
し
て
掛
売
さ
れ
た
生
活
物
資
が
荷
主
の
経
済
的
な
階
層
に
か
か
わ
り
な
く
販
売
さ
れ
て
い
た
事
実
を

確
認
で
き
る
。

　

麻
岡
屋
は
資
金
の
前
貸
を
通
じ
て
直
接
的
に
農
民
荷
主
を
編
成
し
て
タ
バ
コ
の
集
荷
を
安
定
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
城
下

町
へ
生
産
物
を
出
荷
し
て
換
金
し
、
帰
荷
と
し
て
生
活
物
資
を
購
入
し
て
帰
村
す
る
と
い
う
当
時
の
周
辺
農
民
の
主
体
的
な
経
済
活
動
に

分
け
隔
て
な
く
対
応
す
る
こ
と
で
、
農
民
荷
主
を
自
ら
に
引
き
付
け
て
集
荷
を
安
定
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
11
（

。

三
　
城
下
町
商
業
の
変
質
と
麻
岡
屋

　

麻
岡
屋
が
農
民
荷
主
に
対
し
て
タ
バ
コ
の
帰
荷
と
し
て
販
売
し
た
生
活
物
資
を
【
表
３
】
か
ら
ま
と
め
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
タ
バ
コ
】
タ
バ
コ
、
上
タ
バ
コ

【
水
産
物
】
節
、
ボ
ラ
、
鯛
、
イ
カ
、
小
エ
ビ
、
サ
ケ
、
ブ
リ
、
む
き
身

【
衣　

�

類
】�

染
め
賃
（「
女　

五
所
門
（
紋
。
以
下
同
じ
）　

ね
つ
み
（
ね
ず
み
）　

さ
□
さ
へ
文
」「
は
お
り　

む
し
（
無
地
。
以
下

同
じ
）　

み
な
七
や
」「
ふ
ろ
し
き　

門
付　

浅
き
」「
丸
に
坂
と
ひ
宮
」「
女
む
き　

も
よ
き
」「
女
む
き　

す
そ
に
ち
ら

し　

水
浅
き
」「
横
つ
む
ぎ　

や
ま
と
す
し
紋
」「
五
所
門　

す
そ
に
立
な
み　

菱
宮
」「
き
ぬ
う
ら　

浅
き
」「
桜
か
ら
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く
さ　

あ
さ
き　

さ
□
さ
」「
五
所　

も
め
ん　

あ
い
（
藍
）　

み
な
七
や
」「
五
所
門　

あ
い　

み
な
七
や
」「
五
所
門　

色
い
り　

よ
し
お
か
」「
五
所
門　

丁
子　

も
め
ん　

江
戸
か
き
」「
五
所
門　

水
あ
さ
き
」「
ち
ら
し
き
く　

小
も
め
ん　

小
立
」「
む
し　

水
浅
き
」「
あ
さ
は
（
麻
葉
）
お
り　

そ
め
賃
」「
も
よ
う
ち
ら
し　

い
ろ
入　

ひ
わ
た
（
檜
皮
色
）」）、

島
切
、
絹
、
木
綿
切
、
繰
綿
、
こ
ん
（
紺
）
切

【　

茶　

】
茶
、
伊
勢
茶
、
つ
く
も
茶

【
そ
の
他
】
つ
つ
長
、
竹
長
、
わ
ん
、
う
す
ぬ
り
、
木
地
、
蝋
燭
、
人
参
、
傘

　

麻
岡
屋
が
タ
バ
コ
の
小
売
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
そ
の
ほ
か
に
【
水
産
物
】【
衣
類
】【
茶
】

そ
の
他
の
雑
多
な
生
活
物
資
の
小
売
販
売
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
は
木
綿
切
（
布
）
や
茶
と
い
っ
た
日
常
的
な

生
活
物
資
に
加
え
て
、
山
国
信
州
で
は
ハ
レ
の
日
に
消
費
さ
れ
る
海
産
物
や
（
11
（

、「
五
所
門
」
な
ど
と
あ
る
ハ
レ
着
の
染
色
な
ど
の
生
活
必

需
品
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
超
え
た
生
活
物
資
が
農
民
荷
主
に
対
し
て
掛
売
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
ブ
リ
や
サ
ケ
は
年
末
に
購
入
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
地
域
で
一
般
に
消
費
さ
れ
た
年
取
魚
と
し
て
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
女　

五
所
門　

ね
つ
み

（
ね
ず
み
）　

さ
□
さ
へ
文
」
と
あ
る
の
は
女
性
の
婚
礼
用
の
装
束
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
麻
岡
屋
の
商
業
は
当
時
の
城

下
町
商
業
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

城
下
町
は
本
来
的
に
は
領
主
と
そ
の
家
臣
団
の
軍
需
品
や
生
活
物
資
の
供
給
を
最
優
先
の
目
的
と
し
て
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
松
本

城
下
町
も
そ
の
こ
と
は
同
様
で
あ
っ
た
（
11
（

。
し
た
が
っ
て
寛
文
年
間
の
松
本
城
下
町
の
商
業
の
主
体
は
本
町
の
問
屋
業
と
酒
造
業
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
（
11
（

、
領
民
へ
生
活
物
資
を
供
給
す
る
機
能
を
基
本
的
に
は
有
し
て
お
ら
ず
、
農
民
が
城
下
町
へ
と
か
か
わ
る
機
会
は
塩
や
鍬
な

ど
の
必
要
最
低
限
の
生
活
必
需
品
の
購
入
に
限
定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
元
禄
期
に
な
る
と
、
松
本
城
下
町
に
は
直
接
的
に
領
民
の
消
費
需
要
に
応
じ
る
多
種
多
様
な
商
工
業
が
出
現
し
た
。【
表

４
】
は
『
松
本
市
中
記
』
に
記
録
さ
れ
る
元
禄
一
〇
（
一
六
九
七
）
年
の
松
本
城
下
町
商
業
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
（
11
（

。
こ
こ
で
は
松

本
地
域
と
他
地
域
と
を
結
ん
で
商
業
物
資
の
移
出
入
を
行
う
問
屋
業
の
ほ
か
に
、
綿
打
屋
や
紺
屋
な
ど
の
衣
料
関
係
、
豆
腐
屋
や
味
噌
屋

な
ど
の
食
料
関
係
、
大
工
や
畳
屋
な
ど
の
住
居
関
係
と
い
っ
た
衣
食
住
の
消
費
需
要
に
対
応
す
る
商
業
や
、
日
用
品
、
医
療
品
、
嗜
好

【表 4】元禄期松本城下町職種別商工業者数

職 種 人数 職 種 人数 職 種 人数
豆 腐 屋 （0人 古 手 屋 （ 甲 人 形 師 （
桶 屋 （0 屋 根 屋 （ 竹とうし屋 （
綿 打 屋 （（ 形 付 （ 絹 練 屋 （
酒 屋 （（ 煙 草 問 屋 （ 麩 屋 （
味 噌 屋 （（ 菓 子 屋 （ 釘 鍛 冶 屋 （
大 工 （（ 塗 物 屋 （ 仏 師 （
鍛 冶 屋 （（ 小 間 物 屋 （ せ り 屋 （
質 屋 （（ 木綿繰綿問屋 （ 古 道 具 屋 （
油 屋 （0 酢 屋 （ 洗 濯 屋 （
紺 屋 （（ 鍬 柄 屋 （ 目 薬 屋 （
畳 屋 （（ 鉄 金 具 屋 （ 張 子 屋 （
挽 屋 （（ 穀 問 屋 （ 破 魔 弓 屋 （
ところてん屋 （（ こんにゃく屋 （ 鵜 飼 （
旅 籠 屋 （（ 髪 結 （ 上野砥問屋 （
檜 物 屋 （（ 筆 屋 （ 障 子 屋 （
米 舂 売 （（ 付 木 屋 （ 蒔 絵 師 （
刻 み 煙 草 （（ 素 麺 屋 （ 合 羽 屋 （
魚 屋 （（ 木 薬 屋 （ 唐 篩 屋 （
木 挽 （（ 鮓 屋 （ 土 な し （
煮 売 屋 （（ 薬 売 屋 （ 錺 屋 （
指 物 屋 （（ 煙 草 売 （ 鏡 磨 屋 （
研 屋 （（ 茶 問 屋 （ 鋳 物 師 （
糀 屋 （（ 塩 問 屋 （ 左 冠 （
饅 頭 屋 （（ 鍋 屋 （ 本 屋 （
綿 帽 子 屋 （（ 柄 巻 屋 （ 椀 屋 （
飴 屋 （（ 傘 屋 （ 革 屋 （
鞘 師 （（ 仕 立 屋 （ 縫 物 屋 （
八 百 屋 （0 蕎 麦 切 屋 （ 漆 屋 （
白 木 屋 （ 肴 問 屋 （ 植 木 屋 （
酒 頭 師 （ 鞍 打 （
木 履 屋 （ 銀 金 具 師 （

註 , �本表は『長野県史』通史編第 （巻近世 （、（（（頁所載の表
をもとに作成した。
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品
、
そ
し
て
生
活
必
需
品
を
超
え
た
ぜ
い
た
く
品
と
も
い
う
べ
き
生
活
物
資
を
販
売
す
る
商
業
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
（
11
（

。
全
体
と
し
て
み
た
と
き
に
、
松
本
城
下
町
は
周
辺
農
民
が
自
身
の
出
荷
活
動
と
消
費
活
動
を
果
た
す
機
能
を
有
す
る
場
へ
と
変
質
し

て
い
っ
た
様
相
を
こ
こ
か
ら
は
確
認
で
き
る
。

　

麻
岡
屋
は
そ
の
よ
う
な
城
下
町
商
業
の
変
質
の
中
に
あ
っ
て
、
農
民
荷
主
の
出
荷
活
動
、
換
金
活
動
を
問
屋
と
し
て
受
け
入
れ
る
一
方

で
、
そ
の
延
長
上
に
あ
る
消
費
活
動
ま
で
を
一
貫
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
で
商
業
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
周
辺
農
民
が
城
下

町
に
お
い
て
経
済
活
動
を
行
う
際
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
周
辺
農
民
の
経
済
活
動
を
引
き
受

け
る
問
屋
で
あ
る
麻
岡
屋
の
商
業
の
確
立
は
、
松
本
城
下
町
が
周
辺
農
民
の
経
済
活
動
の
場
へ
と
変
質
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
位
置
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
農
民
の
経
済
活
動
を
引
き
受
け
る
問
屋
業
の
確
立
に
つ
い
て
、
信
濃
国
松
本
城
下
町
の
問
屋
麻
岡
屋
の
商
業
を
周
辺
農
村
と

の
か
か
わ
り
の
な
か
で
明
ら
か
と
し
て
き
た
。

　

松
本
地
域
に
あ
っ
て
は
、
タ
バ
コ
の
栽
培
は
お
お
む
ね
元
禄
期
に
面
的
な
広
が
り
を
見
せ
つ
つ
一
般
化
し
た
と
み
ら
れ
る
。
元
禄
期
以

前
は
運
送
手
段
と
し
て
の
自
分
馬
を
所
有
す
る
村
落
の
上
層
農
民
が
タ
バ
コ
を
買
い
集
め
て
城
下
町
ま
で
出
荷
を
行
っ
て
い
た
が
、
元
禄

期
に
な
る
と
専
業
馬
方
の
出
現
に
よ
っ
て
運
送
手
段
を
有
し
な
い
小
経
営
農
民
に
よ
る
出
荷
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
タ
バ
コ
の
栽
培

は
一
般
化
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
タ
バ
コ
は
松
本
藩
に
よ
る
流
通
統
制
を
受
け
ず
非
課
税
の
作
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
は
、
農
民
が
自

己
の
生
活
の
再
生
産
を
果
た
す
作
物
と
し
て
最
も
一
般
的
な
作
物
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
徳
」
を
得
る
べ
き
作
物
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で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
は
出
荷
と
表
裏
し
て
の
消
費
活
動
を
も
見
通
す
必
要
が
あ
る
。

　

麻
岡
屋
は
松
本
城
下
町
の
問
屋
と
し
て
当
時
松
本
地
域
で
生
産
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
タ
バ
コ
を
集
荷
し
て
東
海
地
方
へ
と
販
売
す

る
取
引
を
商
業
の
中
心
に
据
え
て
い
た
。
麻
岡
屋
は
仕
入
問
屋
と
荷
受
問
屋
の
二
つ
の
取
引
形
態
を
併
せ
持
ち
つ
つ
も
、
松
本
地
域
の
農

民
荷
主
に
対
し
て
は
荷
受
問
屋
と
し
て
集
荷
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
周
辺
農
村
か
ら
麻
岡
屋
へ
の
タ
バ
コ
出
荷
は
、
麻
岡

屋
の
価
格
決
定
や
集
荷
管
理
の
下
で
農
村
を
い
わ
ば
編
成
す
る
形
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
農
民
荷
主
が
自
ら
の
生
業
と
し

て
主
体
的
に
出
荷
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

し
た
が
っ
て
麻
岡
屋
は
タ
バ
コ
集
荷
の
安
定
性
を
図
る
必
要
か
ら
荷
主
に
対
し
て
貸
付
業
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
内
訳
は
タ
バ
コ
代

金
の
前
貸
と
い
っ
た
よ
う
な
農
民
荷
主
を
経
済
的
に
従
属
さ
せ
る
貸
付
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
タ
バ
コ
の
帰
荷
と
し
て
の
生
活
物
資
の

掛
売
に
占
め
ら
れ
て
い
た
特
色
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
生
活
物
資
は
ハ
レ
の
日
に
消
費
さ
れ
る
領
外
産
の
海
産
物
や
紋
付
の

着
物
な
ど
を
多
く
含
む
た
め
一
般
の
農
村
で
は
自
給
不
可
能
な
物
資
で
あ
っ
て
、
領
外
と
の
結
び
つ
き
を
有
す
る
と
と
も
に
手
工
業
が
集

中
し
た
城
下
町
商
業
特
有
の
物
資
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
麻
岡
屋
が
行
っ
た
タ
バ
コ
集
荷
の
見
返
り
と
し
て
の
生
活
物
資
販

売
は
、
タ
バ
コ
を
中
心
と
し
た
農
産
物
を
出
荷
し
て
そ
の
帰
荷
と
し
て
非
自
給
物
資
を
購
入
し
て
帰
村
す
る
と
い
う
農
民
荷
主
の
経
済
活

動
に
対
応
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
麻
岡
屋
は
農
民
荷
主
と
の
間
に
、
タ
バ
コ
な
ど
の
農
産
物
と
海
産
物
な
ど
の
非
自

給
物
資
の
交
換
か
ら
な
る
商
慣
行
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
農
民
荷
主
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
集
荷
を
安
定
さ
せ
て
い
た

も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
研
究
で
は
城
下
町
商
業
を
領
内
流
通
の
頂
点
に
位
置
づ
け
つ
つ
も
、
ど
の
よ
う
な
商
業
が
そ
の
よ
う
な
流
通
構
造
を
成
り
立
た

せ
て
い
た
か
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
本
論
で
述
べ
た
と
お
り
、
松
本
城
下
町
商
業
は
元
禄
期
に
な
る
と
領
主
の
経
済
活
動
の
み

な
ら
ず
、
周
辺
農
民
の
生
産
か
ら
消
費
ま
で
の
一
連
の
経
済
活
動
を
引
き
受
け
る
場
へ
と
変
質
を
遂
げ
る
こ
と
で
領
内
流
通
の
頂
点
と
し
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て
の
位
置
を
占
め
た
の
で
あ
っ
た
。
麻
岡
屋
は
、
農
民
荷
主
に
よ
る
タ
バ
コ
の
生
産
活
動
と
生
活
物
資
の
消
費
活
動
を
結
び
つ
け
る
拠
点

と
し
て
の
機
能
を
自
ら
の
商
業
の
中
心
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
元
禄
期
に
問
屋
商
業
を
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
問
屋
商
業

の
確
立
は
右
の
よ
う
な
松
本
城
下
町
の
変
質
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

註（
1
）　

中
井
信
彦
「
元
禄
期
の
都
市
商
業
と
農
村
商
人
─
貞
享
三
年
松
本
荷
問
屋
の
大
福
帳
か
ら
─
」（
伊
東
多
三
郎
編
『
国
民
生
活
史
研
究
』
第

二
集
、
一
九
五
九
年
、
吉
川
弘
文
館
）。
な
お
、
中
井
氏
は
茶
屋
の
表
記
を
「
茶
屋
伊
兵
衛
」
と
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
「
茶
屋
伊
右
衛
門
」

で
あ
る
。

（
2
）　

大
石
慎
三
郎
『
日
本
近
世
社
会
の
市
場
構
造
』（
一
九
七
五
年
、
岩
波
書
店
）。
な
お
、
大
石
氏
が
検
討
し
た
「
万
荷
物
請
帳
」
と
本
論
が
検

討
す
る
『
麻
岡
屋
九
左
衛
門
万
荷
物
請
取
帳
』
は
同
じ
史
料
で
あ
る
。
本
論
は
原
本
の
記
載
に
基
づ
い
て
「
請
取
帳
」
と
表
記
を
行
っ
た
。
ま
た

大
石
氏
は
こ
の
史
料
の
所
蔵
先
を
倉
科
家
と
さ
れ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
大
町
市
清
水
家
で
あ
る
。

（
3
）　

大
石
氏
前
掲
書
。
な
お
、
松
本
藩
で
は
元
和
三
年
の
戸
田
氏
入
封
に
際
し
て
組
支
配
が
確
立
し
て
城
下
町
と
農
村
と
の
明
確
な
分
離
が
完
成

し
た
（
金
井
圓
『
近
世
大
名
領
の
研
究
─
信
州
松
本
藩
を
中
心
と
し
て
─
』
一
九
八
一
年
、
名
著
出
版
）。

（
4
）　

古
島
敏
雄
『
信
州
中
馬
の
研
究
』（
一
九
四
四
年
、
伊
藤
書
店
）
お
よ
び
『
江
戸
時
代
の
商
品
流
通
と
交
通
』（
一
九
五
一
年
、
お
茶
の
水
書

房
）

（
5
）　

中
井
信
彦
『
幕
藩
社
会
と
商
品
流
通
』（
一
九
六
一
年
、
塙
書
房
）
で
は
松
本
地
域
に
お
け
る
中
馬
訴
訟
を
事
例
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ほ

か
に
林
玲
子
『
江
戸
問
屋
仲
間
の
研
究
』（
一
九
六
七
年
、
御
茶
の
水
書
房
）、『
近
世
の
市
場
構
造
と
流
通
』（
二
〇
〇
〇
年
、
吉
川
弘
文
館
）
で

は
三
都
問
屋
を
中
心
と
し
た
全
国
的
流
通
の
形
成
を
幕
藩
制
的
流
通
の
完
成
形
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
在
方
市
の
展
開
を
領
主
的
市
場
と

農
民
的
市
場
の
拮
抗
と
し
て
と
ら
え
た
伊
藤
好
一
『
近
世
在
方
市
の
構
造
』（
一
九
六
七
年
、
隣
人
社
）
な
ど
、
幕
藩
制
社
会
の
中
に
領
主
的
な

流
通
と
農
民
的
流
通
を
相
対
化
し
て
流
通
構
造
を
把
握
す
る
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
マ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
伊
藤
好
一

『
江
戸
地
廻
り
経
済
の
展
開
』（
一
九
六
六
年
、
柏
書
房
）、
白
川
部
達
夫
『
江
戸
地
廻
り
経
済
と
地
域
市
場
』（
二
〇
〇
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）
な
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ど
の
個
別
地
域
の
研
究
が
行
わ
れ
た
。

（
6
）　

原
直
史
『
日
本
近
世
の
地
域
と
流
通
』（
一
九
九
六
年
、
山
川
出
版
社
）
は
一
定
の
地
域
に
次
々
に
形
成
さ
れ
展
開
す
る
地
域
市
場
を
、
杉

森
玲
子
『
近
世
日
本
の
商
人
と
都
市
社
会
』（
二
〇
〇
六
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）、
多
和
田
雅
保
『
近
世
信
州
の
穀
物
流
通
と
地
域
構
造
』

（
二
〇
〇
七
年
、
山
川
出
版
社
）
は
都
市
社
会
の
在
り
方
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
一
定
地
域
の
流
通
構
造
を
精
緻
に
明
ら
か
に
し
た
。

（
7
）　

渡
辺
尚
志
「
生
産
・
流
通
・
消
費
の
近
世
史
」（
渡
辺
尚
志
編
『
生
産
・
流
通
・
消
費
の
近
世
史
』
二
〇
一
六
年
、
勉
誠
出
版
）。
な
お
、
森

末
義
彰
・
寳
月
圭
吾
・
木
村
礎
編
『
生
活
史
』
二
（
一
九
六
五
年
、
山
川
出
版
社
）
で
は
早
く
も
こ
の
よ
う
な
視
点
が
木
村
礎
氏
の
ま
え
が
き
に

お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
（
木
村
氏
は
『
村
の
生
活
史
─
史
料
が
語
る
ふ
つ
う
の
人
び
と
』
二
〇
〇
〇
年
、
雄
山
閣
出
版
に
お
い
て
、
ま
え

が
き
の
執
筆
者
が
自
身
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
）、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
低
調
の
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

（
8
）　

例
え
ば
山
口
啓
二
氏
は
、
流
通
に
占
め
る
商
人
の
本
質
を
国
民
需
要
の
掌
握
と
小
生
産
者
の
編
成
と
に
見
た
の
で
あ
り
、
幕
藩
領
主
が
編
成

し
た
藩
領
域
経
済
圏
が
商
人
の
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
い
か
に
国
民
需
要
に
対
応
す
る
も
の
へ
と
変
質
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
を
提

起
し
て
い
る
。（『
鎖
国
と
開
国
』
一
九
九
三
年
、
岩
波
書
店
）

（
9
）　

東
筑
摩
郡
松
本
市
・
塩
尻
市
郷
土
資
料
編
纂
会
編
『
東
筑
摩
郡
松
本
市
塩
尻
市
誌
』
第
二
巻
歴
史
下
（
一
九
六
八
年
、
東
筑
摩
郡
松
本
市
・

塩
尻
市
郷
土
資
料
編
纂
会
）

（
10
）　

生
坂
村
誌
編
集
委
員
会
『
生
坂
村
誌
』
歴
史
・
民
俗
編
（
一
九
九
七
年
、
生
坂
村
誌
刊
行
会
）

（
11
）　

宮
川
清
治
「
筑
摩
・
安
曇
地
方
の
煙
草
」（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
日
本
産
業
史
大
系
』
第
五
巻
、
一
九
六
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

（
12
）　

前
掲
『
生
坂
村
誌
』
歴
史
・
民
俗
編

（
13
）　

中
井
氏
前
掲
論
文

（
14
）　

前
掲
『
生
坂
村
誌
』
歴
史
・
民
俗
編

（
15
）　

宮
川
氏
前
掲
論
文

（
16
）　

熊
井
保
「
近
世
に
お
け
る
信
濃
生
坂
煙
草
の
生
産
と
流
通
」（『
信
濃
』
二
八
─
二
、一
九
七
六
年
）

（
17
）　

池
田
町
誌
編
纂
委
員
会
『
池
田
町
誌
』
歴
史
編
一
、（
一
九
九
二
年
、
池
田
町
）

（
18
）　

前
掲
『
東
筑
摩
郡
松
本
市
塩
尻
市
誌
』
第
二
巻
歴
史
下
。
い
つ
ご
ろ
か
ら
「
山
葉
」
と
「
里
葉
」
と
を
分
け
る
観
念
が
形
成
さ
れ
た
か
、
ま
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た
「
山
」
と
「
里
」
の
境
界
は
ど
の
あ
た
り
か
と
い
っ
た
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
論
で
明
ら
か
と
す
る
松
本
地
域

に
お
け
る
タ
バ
コ
栽
培
の
広
が
り
が
、「
山
」
と
「
里
」
を
区
別
し
つ
つ
固
定
化
し
て
い
っ
た
事
実
は
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
19
）　

大
石
氏
前
掲
書

（
20
）　

前
掲
『
生
坂
村
誌
』
歴
史
・
民
俗
編

（
21
）　

前
掲
『
生
坂
村
誌
』
歴
史
・
民
俗
編

（
22
）　

前
掲
『
生
坂
村
誌
』
歴
史
・
民
俗
編

（
23
）　

降
幡
浩
樹
「
山
の
め
ぐ
み
」（
笹
本
正
治
編
『
山
を
め
ぐ
る
信
州
史
の
研
究
』
二
〇
〇
三
年
、
高
志
書
院
）、「
山
中
紙
と
松
代
藩
御
用
紙
の

生
産
、
流
通
、
消
費
に
つ
い
て
」（
渡
辺
尚
志
編
『
生
産
・
流
通
・
消
費
の
近
世
史
』
二
〇
一
六
年
、
勉
誠
出
版
）。
こ
こ
で
は
松
本
藩
領
の
北
方

の
北
信
濃
を
領
す
る
松
代
藩
に
お
け
る
御
用
紙
制
度
や
そ
の
生
産
の
生
業
的
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
村
々
が
松
代
藩
の
御
用
紙
制
度
の
下

で
紙
漉
き
を
行
っ
た
事
実
を
差
し
引
い
て
も
、
す
ぐ
山
続
き
で
あ
る
松
本
領
で
の
紙
漉
き
も
同
じ
よ
う
な
生
産
形
態
を
と
っ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

（
24
）　

中
井
氏
前
掲
論
文

（
25
）　

ほ
か
に
「
せ
お
い
ち
ん
」
と
い
う
運
賃
が
一
部
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
松
本
城
下
町
の
ほ
か
の
商
人
の
と
こ
ろ
で
荷
主
が
購
入
し
た

タ
バ
コ
を
人
足
が
麻
岡
屋
ま
で
運
搬
し
た
場
合
、
ま
た
は
松
本
町
の
次
の
宿
場
で
あ
る
岡
田
宿
か
ら
伝
馬
に
よ
っ
て
運
搬
し
て
き
た
場
合
を
指
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
農
村
と
城
下
町
の
間
の
流
通
を
考
察
す
る
た
め
註
に
記
載
す
る
に
と
ど
め
た
。

（
26
）　

大
石
慎
三
郎
氏
前
掲
書
。
こ
の
馬
方
を
大
石
氏
は
中
馬
稼
ぎ
と
し
て
い
る
が
、『
荷
物
請
取
帳
』
で
は
「
中
馬
」
の
語
は
繰
綿
を
東
海
地
方

か
ら
麻
岡
屋
ま
で
運
ん
で
き
た
伊
那
地
方
の
馬
方
に
し
か
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
松
本
地
域
の
タ
バ
コ
を
麻
岡
屋
へ
運
ん
だ
馬
方
に
は
た
だ
「
馬

方
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
こ
の
馬
方
を
中
馬
と
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
た
。
こ
の
時
期
に
松
本
地
域
に
発
生
し
た

馬
方
の
動
向
や
そ
の
中
馬
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
27
）　
『
長
野
県
史
』
近
世
資
料
編
第
五
巻
（
二
）
中
信
地
方
（
一
九
七
四
年
、
長
野
県
史
刊
行
会
）

（
28
）　

熊
井
氏
前
掲
論
文

（
29
）　

中
井
氏
前
掲
論
文
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（
30
）　

深
谷
克
己
・
川
鍋
定
男
『
江
戸
時
代
の
諸
稼
ぎ
─
地
域
経
済
と
農
家
経
営
─
』（
一
九
八
八
年
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
）、
渡
辺
尚
志
編
『
生

産
・
流
通
・
消
費
の
近
世
史
』（
二
〇
一
六
年
、
勉
誠
出
版
）

（
31
）　

武
井
弘
一
「
煙
草
の
生
産
・
流
通
・
消
費
─
加
賀
平
野
を
事
例
に
」（
渡
辺
尚
志
編
『
生
産
・
流
通
・
消
費
の
近
世
史
』
二
〇
一
六
年
、
勉

誠
出
版
）

（
32
）　

前
掲
『
東
筑
摩
郡
松
本
市
塩
尻
市
誌
』
第
二
巻
歴
史
下

（
33
）　

長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
大
町
市
清
水
家
文
書
Ａ
五
四
七
二
。
大
町
市
清
水
家
は
松
本
藩
松
川
組
の
大
庄
屋
を
つ
と
め
た
家
柄
で
あ
り
、
な
ぜ

松
本
城
下
町
問
屋
の
経
営
帳
簿
が
こ
の
家
に
伝
わ
っ
た
の
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
。
清
水
家
に
は
こ
の
麻
岡
屋
の
帳
簿
の
ほ
か

に
、
貞
享
年
間
の
松
本
城
下
町
問
屋
茶
屋
伊
右
衛
門
の
大
福
帳
も
残
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
荷
問
屋
と
し
て
東
海
地
方
と
の
商
業
を
行
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
は
こ
の
帳
簿
が
中
馬
訴
訟
に
際
し
て
の
証
拠
書
類
と
し
て
農
村
の
手
に
渡
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。
な
お
、
長
野
県
立
歴
史
館
『
長
野
県
立
歴
史
館
収
蔵
文
書
目
録
』
六
（
二
〇
〇
七
年
、
長
野
県
立
歴
史
館
）
に
は
「
萬
荷
物
請
取
帳　

本

町
花
岡
九
左
衛
門
」
と
あ
る
が
、
本
稿
で
は
原
本
確
認
の
上
「
麻
岡
屋
」
と
表
記
す
る
。

（
34
）　

大
石
氏
前
掲
書

（
35
）　

大
石
氏
前
掲
書

（
36
）　

大
石
氏
前
掲
書

（
37
）　

仕
入
問
屋
と
荷
受
問
屋
は
そ
の
成
立
の
系
譜
を
全
く
異
に
す
る
と
の
指
摘
が
塚
田
孝
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
（「
身
分
制
の
構
造
」

『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
一
二
巻
近
世
二
、一
九
九
四
年
、
岩
波
書
店
）、
こ
こ
で
は
二
つ
の
異
な
る
取
引
形
態
を
麻
岡
屋
が
矛
盾
な
く
と
っ
て

い
た
こ
と
に
留
意
し
て
、
便
宜
的
に
両
者
の
並
置
を
行
っ
た
。

（
38
）　
「
箇
」
の
「
駄
」
へ
の
換
算
に
あ
た
っ
て
は
、
宝
暦
一
三
年
「
松
本
町
中
馬
往
来
荷
品
書
上
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
但
書
を
も
と
に
し
た
。

例
え
ば
「
一
多
葉
粉
…
但　

壱
箇
付
拾
弐
参
貫
目
、
弐
箇
付
壱
駄
」
な
ど
と
記
載
が
あ
る
（
長
野
県
『
長
野
県
史
』
近
世
史
料
編
第
五
巻
（
三
）

中
信
地
方
、
一
九
七
四
年
、
長
野
県
史
刊
行
会
）。

（
39
）　

中
井
氏
前
掲
論
文

（
40
）　

信
州
大
学
教
育
学
部
歴
史
研
究
会
編
『
信
州
史
事
典
』
一
松
本
藩
編
（
一
九
八
二
年
、
名
著
出
版
）
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（
41
）　

大
石
氏
前
掲
書

（
42
）　

吉
田
伸
之
『
成
熟
す
る
江
戸
』（
二
〇
〇
二
年
、
講
談
社
）

（
43
）　

こ
の
よ
う
な
松
本
地
域
の
農
民
荷
主
と
松
本
城
下
町
問
屋
と
の
商
慣
行
に
つ
い
て
は
、
貞
享
三
年
の
松
本
城
下
町
問
屋
茶
屋
伊
右
衛
門
の
大

福
帳
を
検
討
し
た
中
井
信
彦
氏
に
よ
っ
て
も
そ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
中
井
氏
前
掲
論
文
）。
こ
の
茶
屋
伊
右
衛
門
の
場
合
は
仕
入
値
と

同
じ
値
段
で
農
民
荷
主
に
対
し
て
茶
を
販
売
し
て
お
り
、
茶
屋
に
は
全
く
利
益
の
無
い
形
で
の
農
民
荷
主
へ
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
城
下
町
問
屋
と
農
民
荷
主
の
一
見
無
駄
と
も
思
わ
れ
る
商
慣
行
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
商
業
慣
行
や
生
業
の
在
り
方
の
実
態
を
率
直
に
示
す
も

の
と
し
て
、
そ
の
内
容
・
機
能
に
つ
い
て
今
後
さ
ら
に
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
44
）　

長
野
県
『
長
野
県
史
』
民
俗
編
第
五
巻
総
説
二
（
一
九
九
一
年
、
長
野
県
史
刊
行
会
）。
と
く
に
信
州
に
お
い
て
ブ
リ
が
年
取
魚
と
し
て
固

定
化
し
て
い
っ
た
の
は
宝
暦
年
間
で
あ
っ
た
事
実
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
は
雑
多
な
海
産
物
が
ハ
レ
の
日
の
食
物
と
し
て
流
通
し

て
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
胡
桃
沢
勘
司
編
著
『
牛
方
・
ボ
ッ
カ
と
海
産
物
移
入
』
二
〇
〇
八
年
、
岩
田
書
院
）。

（
45
）　

松
本
市
『
松
本
市
史
』
第
二
巻
歴
史
編
二
近
世
（
一
九
九
五
年
、
松
本
市
）

（
46
）　

長
野
県
『
長
野
県
史
』
通
史
編
第
五
巻
近
世
二
（
一
九
八
八
年
、
長
野
県
史
刊
行
会
）

（
47
）　
『
松
本
市
中
記
』
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
諸
職
人
改
の
成
立
に
つ
い
て
前
掲
『
東
筑
摩
郡
松
本
市
塩
尻
市
誌
』
は
元
禄
一
〇

年
と
比
定
し
て
お
り
本
稿
も
そ
れ
に
倣
っ
た
。
な
お
前
掲
『
長
野
県
史
』
通
史
編
第
五
巻
近
世
二
に
お
い
て
も
元
禄
期
か
ら
享
保
期
の
実
情
を
示

す
も
の
と
し
て
の
比
定
を
行
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
お
お
む
ね
元
禄
期
こ
ろ
の
状
況
を
示
す
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
48
）　

前
掲
『
長
野
県
史
』
通
史
編
第
五
巻
近
世
二

【
付
記
】　

本
論
文
は
、
國
學
院
大
學
へ
提
出
し
た
卒
業
論
文
を
も
と
に
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
ま
た
校
務
の
ご
多
忙
の
中
で

根
岸
茂
夫
先
生
に
は
多
く
の
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。


