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15 近世西三河地域における木綿流通の地域的展開

本
研
究
の
目
的
と
方
法

近
世
に
お
い
て
東
海
地
域
は
、
綿
作
お
よ
び
綿
業
の
一
中
心
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
西
三
河
地
域
は
、
わ
が
国
最
古
の
綿
作
・
綿

業
地
で
あ
っ
た

T)。
綿
作
の
発
展
は
当
然
農
間
余
業
と
し
て
の
綿
業
を
隆
盛
化
し
、
さ
ら
に
そ
の
加
工
品
で
あ
る
繰
綿
や
木
綿
な
ど
の

商
品
の
流
通
を
活
発
に
さ
せ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

西
三
河
地
域
に
お
け
る
木
綿
流
通
・
商
品
化
の
ル
l
ト
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
森
原
・
北
島
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
か
な
り
明
ら
か
に
さ

れ
て
き
て
い
る
す
)
O

西
三
河
地
域
は
、
隣
国
尾
張
と
違
っ
て
、
小
藩
領
・
寺
社
領
・
旗
本
領
・
飛
地
域
な
ど
か
ら
成
る
い
わ
ゆ
る
所
領

錯
綜
地
で
あ
る
た
め
、
各
所
領
域
内
が
一
個
の
経
済
圏
と
し
て
、
独
自
の
経
済
政
策
あ
る
い
は
商
品
流
通
統
制
な
ど
を
行
使
す
る
に
足
る

条
件
を
欠
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
西
三
河
の
木
綿
流
通
は
、

一
藩
支
配
地
つ
ま
り
藩
領
域
経
済
圏
を
形
成
し
て
い
た
尾
張
な
ど
と
は

す か
るな
多り
く 相
の 違
六 し
斎 て
市い
ヵ~ tミ
開
設尾
さ 張
れ藩
てで
、は
領域

tz 
g至
ごE
E争
目 J、
栓'ピ
甲子
台ゑ
;露
木奇
襲場
町 、母

古12
2 成

種i
H、l 、

な
さ
れ
た

そ
れ

対
し
て
西

一
八
世
紀
初
期
に
は
一
宮
を
始
め
と
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繰

綿
閲
潤

綿
・
仲
買
〈
実
綿
〉

木
綿
織
物

三
河
で
は
尾
張
藩
で
み
ら
れ
た
如
き
領
主
に
よ
る
木
綿
の
流
通
統
制
は
弱
い
も
の
で
あ
っ

↓

概
い
の
↑

樋

湖

湾

立
Mm
成

5

1

 

一
叩
凶
噛
に
対
す
る
領
主
統
制
ゐ
欠
如
、
市
の
不
成
立
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う

は
剥
献
な
状
況
下
で
の
木
綿
商
品
の
流
通
が
、
い
か
な
る
地
点
を
拠
点
と
し
て
展
開
さ
れ
た
か
を

封

日

一

3
.・
民
考
察
す
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一
叫
時
制
次
に
研
究
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
綿
↓
繰
綿
↓
木
綿
と
い
っ
た
加
工
過
程
を
紹

の

-
U
1

綿
臼
即
介
し
、
西
三
河
に
お
け
る
基
本
的
な
木
綿
製
品
の
取
引
系
統
を
述
べ
、
そ
の
中
で
特
に
西

た
。
し
た
が
っ
て
、
城
下
町
を
中
心
と
し
て
そ
の
系
列
下
に
、
在
郷
町
が
組
み
入
れ
ら
れ

る
と
い
う
よ
う
な
状
況
は
発
生
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
領
主
に
よ
る
統
一

的
な
開
市
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
西
三
河
地
域
は
、
流
通
ル
l
ト
そ
の
も
の

図 1

三
河
地
域
内
で
の
木
綿
流
通
に
対
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
仲
買
商
や
買
次
問
屋
の
動

に
買
次
問
屋
に
よ
る
木
綿
流
通
統
制
な
ど
を
空
間
的
に
お
さ
え
な
が
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

向
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
、
仲
買
人
の
分
布
や
仲
買
商
と
買
次
問
屋
の
関
係
、
さ
ら

綿
業
と
商
品
化
の
ル

l
卜

綿
の
加
工
工
程
は
、

み

わ

た

く

り

わ

た

し

の

ま

き

か

せ

い

と

実
綿
l
繰
綿
|
篠
巻
|
紹
糸
|
織
物
に
分
化
し
て
い
る
が
、

西
三
河
地
域
で
は
こ
れ
ら
の

図
1
に
示
し
た
通
り
、

工
程
は
ほ
と
ん
ど
農
家
婦
女
子
の
余
業
と
し
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
専
門
業
者
と
し
て
の
繰
屋
や
綿
打
屋
・
紹
糸
・
織
屋
な
ど
は
一
部
の

地
域
を
除
い
て
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る

(

4

)

。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
各
製
品
の
流
通
過
程
に
は
図
中
に
示
し
た
よ
う
な
仲
買
商



人
が
介
在
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
農
家
|
仲
買
商
聞
の
製
品
の
や
り
と
り
を
経
て
生
産
さ
れ
た
木
綿
は
、

よ
り
大
き

な
仲
買
商
の
手
を
経
由
し
て
、
都
市
の
木
綿
買
次
問
屋
へ
と
輸
送
さ
れ
る
。
さ
ら
に
買
次
問
屋
は
、
矢
作
川
河
口
の
港
町
に
あ
る
積
問
屋

へ
商
品
を
回
送
し
、
船
を
使
っ
て
江
戸
大
伝
馬
町
木
綿
問
屋
や
自
子
組
木
綿
問
屋
へ
と
木
綿
を
送
り
こ
む
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況
を
略
図

と
し
て
示
す
と
図
2
の
よ
う
に
な
る
。
但
し
こ
れ
は
最
も
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
て
、
こ
の
他
に
も
農
家
か
ら
直
接
買
次
問
屋
に
、

あ
る
い
は
小
買
人
か
ら
買
次
問
屋
に
持
ち
込
む
場
合
も
あ
っ
た
し
、
信
州
な
ど
江
戸
市
場
以
外
に
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
移
出
さ
れ
た
り

も
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
木
綿
買
次
問
屋
は
、
幕
末
期
の
西
三
河
で
は
大
体
五

i
六
軒
で
あ
っ
た
。
中
に
は
買
次
問
屋
と
積
問
屋
を
兼
ね

近世西三河地域における木綿流通の地域的展開17 

る
者
も
い
た
。

以
上
が
西
三
河
地
域
に
お
け
る
綿
加
工
お
よ
び
木
綿
流
通
の
概
略
で
あ
る
。
次
に
図
2
の
取
引
系
統
図
に
示
し
た

西三河の木綿取引の系統

木
綿
仲
買
商
や
買
次
問
屋
の
具
体
的
な
動
向
を
通
し
て
、
木
綿
流
通
の
状
況
を
考
察
す
る
。

流
通
の
担
い
手
と
し
て
の
仲
買
と
買
次
問
屋

付

木
綿
仲
買
商
と
そ
の
分
布

前
記
の
よ
う
に
木
綿
仲
買
商
と
は
、
生
産
者
と
買
次
問
屋
の
仲
介
を
な
し
、
問
屋
と
と
も
に
商
品
流
通
機
構
の
中

ぽ

て

ふ

り

心
的
役
割
を
果
し
た
者
で
、
こ
れ
に
は
木
綿
生
産
者
か
ら
直
接
買
い
入
れ
た
り
、
棒
子
振
な
ど
と
呼
ば
れ
る
小
買
人

図 2

(
小
仲
買
)
か
ら
買
い
入
れ
た
り
す
る
者
が
あ
り
、
そ
の
木
綿
の
取
扱
い
規
模
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
上
は
年
間
二

i
三

万
反
、
下
は
千
反
未
満
の
者
ま
で
あ
っ
た
。
次
に
そ
の
代
表
的
な
仲
買
商
に
つ
い
て
記
す
。

花
園
村
寺
田
缶
兵
衛
家

東
海
道
池
鯉
鮒
宿
の
東
約
四
キ
ロ
に
位
置
す
る
花
園
村
の
寺
田
家
は
、

一
七
世
紀
末
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如
何
間
形
態
の
綿
加
工
を
行
な
い
木
綿
生
産
を
し
て
い
た
が
、
寺
田
家
全
体
の
木
綿
売
出
量
か
ら
み
れ

朝
関
ば
、
そ
れ
は
全
体
の
一
五
%
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
寺
田
家
取
扱
い
木
綿
の
ほ
と
ん
ど
は

同

根

お

2

に

日

末己

章

帥

棟
。0
.
万
tv

噌

i
p
t
a
、

.大河原藤右衛門
(岡崎)

図糟谷縫右衛門口林孫右衛門
(荻原) - (矢作)

目深谷半佐衛門図弥次右衛門
(西尾) - (西尾)

図 3

に
は
持
高
四
六
石
、
元
文
五
年
(
一
七
四

O
〉
に
は
村
高
の
二
七
%
に
当
た
る
九
八
石
余
り
を
有

す
る
地
主
で
、

一
八
世
紀
初
め
か
ら
酒
造
業
を
営
む
か
た
わ
ら
、
同
世
紀
末
頃
か
ら
は
木
綿
・
綿

の
売
買
も
開
始
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
金
貸
、
肥
料
、
茶
製
造
な
ど
も
営
業
し
多
角
的
経
営
を
行

な
う
商
人
で
あ
っ
た
。
原
料
の
綿
は
地
元
綿
と
大
坂
綿
を
買
い
入
れ
、
地
元
綿
の
集
荷
圏
は
ほ
ぼ

半
径
一
里
程
度
の
近
隣
一

O
か
村
ほ
ど
に
当
た
っ
て
い
た
。
具
体
的
な
集
荷
機
構
は
不
明
で
あ
る

が
、
寺
田
家
の
経
営
規
模
の
大
き
さ
か
ら
考
え
て
、
近
隣
の
棒
手
振
な
ど
の
小
買
人
が
同
家
へ
持

ち
込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
句
。
寺
田
家
で
は
こ
の
よ
う
に
原
料
綿
を
買
い
入
れ
、
問
屋
制
家
内
工
業

周
辺
農
村
か
ら
織
り
出
さ
れ
た
木
綿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ハ
5
Y

こ
う
し
て
寺
田
家
に
集
荷
さ
れ
た
木
綿
は
、
図
3
に
示
し
た
各
買
次
問
屋
へ
と
送
ら
れ
た
。

八
世
紀
末
の
五
年
間
だ
け
の
も
の
な
の
で
、
十
分
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
見
る
限

り
年
間
の
木
綿
の
売
反
数
は
二

1
三
万
反
に
の
ぼ
り
、
そ
の
売
出
額
も
最
盛
年
に
は
四
千
両
余
と

な
っ
て
い
る
。
寺
田
家
の
木
綿
経
営
は
こ
の
時
が
頂
点
と
な
っ
て
い
る
。
売
先
を
み
る
と
ほ
ぼ
こ

の
五
つ
の
買
次
問
屋
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
各
問
屋
へ
の
販
売
量
は
年
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
が

み
ら
れ
る
。
西
尾
方
面
へ
の
売
出
が
減
っ
て
そ
の
か
わ
り
矢
作
・
岡
崎
方
面
へ
の
出
荷
が
増
加
し

て
い
る
が
、
こ
の
期
間
だ
け
で
は
そ
れ
が
全
体
的
傾
向
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
判
断
し
難
い
。



そ
の
他
の
仲
買
・
小
貫
人

綿
作
地
帯
碧
海
台
地
内
に
位
置
す
る
榎
前
村
の
斉
藤
家
は
、
村
役
人
を
務
め
る
か
た
わ
ら
一
九
世
紀
初

期
に
は
木
綿
の
仲
買
業
を
し
て
い
た
。
斉
藤
家
の
木
綿
取
引
先
か
ら
み
る
と
、
性
格
的
に
は
小
仲
買
に
近
い
。
木
綿
集
荷
圏
は
先
述
の
寺

田
家
の
場
合
と
同
様
半
径
一
里
内
外
の
範
囲
で
あ
る
。
斉
藤
家
は
こ
れ
ら
近
隣
の
村
々
か
ら
数
反
な
い
し
十
数
反
ず
つ
買
い
入
れ
て
、
こ

れ
を
大
岡
・
桜
井
・
吉
井
・
和
泉
・
姫
な
ど
の
村
々
の
仲
買
商
と
思
わ
れ
る
者
一
四
名
に
一

0
1
一
五
反
ず
つ
売
り
渡
し
て
い
る
官
)
。
享

和
元
年
(
一
八

O
一
)
時
の
木
綿
の
総
販
売
量
は
一
三
二
四
反
で
あ
っ
た
。
ま
た
堀
内
村
の
稲
垣
長
右
衛
門
家
や
矢
作
川
沿
い
で
荷
の
上

げ
お
ろ
し
に
便
で
あ
っ
た
川
島
村
の
太
田
佐
兵
衛
家
な
ど
も
一
九
世
紀
初
期
に
木
綿
の
仲
買
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
?
な

近世西三河地域における木綿流通の地域的展開

.1中買商(1A)

Q 台地岨
o 5km 
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平坂長谷川広の小買い商仲買商の村々

〔西尾市史 3 p.958よりコ

図 4

木
綿
仲
買
商
の
分
布

先
述
の
よ
う
に
仲
買
商
に
も
規
模
の
大
小
が
あ
り
、
規
模

の
小
さ
い
仲
買
商
は
織
元
か
ら
直
接
木
綿
を
買
い
取
っ
て
い
た
が
仲
買
人
へ
の
前
渡
し

金
と
し
て
、
二

O
O両
、
三

O
O両
な
ど
と
い
う
大
金
を
貸
し
付
け
ら
れ
る
仲
買
商

は
、
そ
の
下
に
さ
ら
に
数
人
の
小
仲
買
人
を
従
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
(
息
。

し
た
が
っ
て
、
小
仲
買
人
と
仲
買
商
の
判
別
は
難
し
い
。
ま
た
買
次
問
屋
の
数
に
比
し

て
仲
買
商
の
数
は
格
別
に
多
く
、
同
時
に
木
綿
商
売
に
継
続
性
が
な
く
、

し
た
が
っ
て

西
三
河
全
域
で
の
木
綿
仲
買
商
の
分
布
を
正
確
に
お
さ
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
史
料
の
残
存
す
る
一
部
地
域
の
状
況
か
ら
そ
の
分
布
の
特
色
を
考

え
て
み
た
い
。

図
4
は
、
平
坂
の
木
綿
買
次
問
屋
長
谷
川
家
所
属
の
小
買
商
・
仲
買
商
の
分
布
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
長
谷
川
家
守
)
は
集
荷
体
制
の
中
核
と
な
る
仲
買
商
に
対
し
「
木
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江戸時代末期矢作川沖積地農村における木綿商人の分布

E文久 2年(1862)小望村他11ケ村諸商売書上帳より作成〕

図 5

綿
繰
綿
内
渡
し
金
」
す
な
わ
ち
木
綿
集
荷
の
た
め
の
貸
し
付
け

金
を
渡
し
て
い
る
が
、
図
中
の
商
人
達
は
そ
の
貸
し
付
け
金
を

貸
し
付
け
ら
れ
た
者
達
で
あ
る
。
分
布
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず

平
坂
近
辺
の
村
々
や
西
尾
城
下
に
多
く
の
仲
買
商
が
分
布
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
矢
作
川
右
岸
す
な
わ
ち
碧
海
郡
地

域
で
は
、
碧
海
台
地
周
辺
部
の
村
々
に
商
人
の
分
布
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
丘
陵
部
に
入
る
と
全
く
仲
買
人
の
分
布
が
み

ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
、
綿
作
地
と
非
綿
作
地
(
丘
陵
部
)
が

立
地
条
件
に
よ
り
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る

と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
が
(
阜
、
丘
陵
地
農
村
が
か
な
ら
ず
し

も
非
綿
作
地
と
は
言
え
な
い
し
(
巴
、
ま
た
前
記
の
よ
う
に
榎

前
村
の
斉
藤
家
の
よ
う
に
丘
陵
上
の
村
で
あ
り
な
が
ら
木
綿
仲

買
を
営
む
者
も
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
理
由
を
綿
作
立
地
論
か

ら
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。
た
だ
元
来
、
丘
陵
に
は
村
の
分
布

が
少
な
い
点
は
、
当
然
仲
買
商
人
の
分
布
を
低
く
さ
せ
て
い
る

そ
こ
に
は
別
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
図
5
は
文
久
二
年
(
一
八
六
二
〉
の
低
地
部
農
村
の
一
部
に
お
け
る
木

と
考
え
ら
れ
る
が
、
木
綿
の
集
荷
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
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幕末刈谷藩における鑑札所有の綿木綿出

商人の分布

E嘉永7年 (1845)刈谷町御触留帳より

作成〕

図 B

綿
商
人
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
か
ら
岡
崎
街
道
に
沿
う
村
々
に
お
い
て
木

綿
商
人
の
発
生
が
よ
り
多
く
み
ら
れ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
同
様
に
図
6
の
刈
谷
藩
領

に
お
い
て
も
木
綿
商
人
の
分
布
の
中
心
は
、

刈
谷
城
下
町
と
東
海
道
宿
場
町
池
鯉
鮒
で
あ

る
。
ま
た
榎
前
村
の
斉
藤
家
や
堀
内
村
の
近

藤
家
な
ど
の
木
綿
売
出
先
を
み
る
と
、
そ
の

多
く
は
街
道
沿
い
の
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
し

て
(
阜
、
木
綿
や
繰
綿
の
仲
買
商
の
分
布
は
、

∞ 
木
綿
貫
次
問
屋
と
そ
の
分
布

指
向
し
た
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
木
綿
仲
買
商
の
立
地
は
、
交
通
路
指
向
型
と
言
え
よ
う
。

交
通
上
有
利
な
地
点
(
特
に
主
要
街
道
)
を

買
次
問
屋
は
前
記
の
仲
買
商
に
よ
っ
て
集
荷
さ
れ
た
木
綿
を
買
い
入
れ
、
こ
れ
を
積
問
屋
へ
と
回
送
す
る
問
屋
で
、
西
三
河
全
域
で
の

お
よ
そ
の
台
頭
時
期
は

一
七
世
紀
後
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
目
。
史
料
的
に
最
初
に
確
認
さ
れ
る
の
が
、

木
綿
集
散
の
実
質
的
拠
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
三
州
木
綿
買
次
問
屋
に
つ
い
て
そ
の
起
源
は
不
明
で
あ
る
が
、

一
八
世
紀
初
期
宝
永
期
の
木
綿
買
次
問
屋
で
、
計
一

21 

三
軒
の
問
屋
が
み
ら
れ
る
立
u
o

所
在
地
不
明
の
者
が
多
く
今
後
の
追
跡
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
判
明
し
て
い
る
中
で
は
、
岡
崎
・
矢



作
・
西
尾
の
買
次
問
屋
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
以

22 

…

叫

臥

似

以

布

m

m

w

m

m

w

分

・
・
・
・
初
口
の
買
次
問
屋
も
一
八
世
紀
末
に
は
、
六
乃
至
七
軒
に
整

1

1

五
三
柑
附
理
さ
れ
て
く
る
o

つ
ま
り
一
八

O
O年
前
後
の
西
三
河

二
三
一
一
知
一
一
日
の
木
綿
買
次
問
屋
と
し
て
は
、
岡
崎
の
大
河
原
藤
右
衛

議
一
昨
蹴
門
・
矢
作
の
林
孫
右
衛
門
・
西
尾
の
深
谷
半
左
衛
門
・

一
一
渥
一
一
一
一
士
、

v

一
二
二
西
模
制
作
西
尾
の
弥
次
右
衛
門
・
荻
原
の
糟
谷
縫
右
衛
門
・
平
坂

三
二
期
規

2

三
二
…
問
・
畑
…
捌
の
外
山
儀
左
衛
門
・
新
堀
の
深
見
佐
兵
衛
な
ど
を
あ
げ

一一m言
明
と
印
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
買
次
問
屋
の
分
布
の
特

B
E
T
-一一図

外
の
問
屋
の
変
遷
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
十
数
軒

徴
は
、
新
堀
の
深
見
佐
兵
衛
を
除
く
と
他
は
す
べ
て
矢

作
川
沿
い
の
都
市
部
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
幕
末
に
上
矢
田
村
の
坂
田
吉
助
が
江
戸
仮
組
の
木
綿
貫
次
問
屋
開
業
を
申
請
し
た
際
、

「
当
国
に
木
綿
買
次
職
の
者
刈
谷
士
宮
軒
、
挙

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

母
に
壱
軒
、
岡
崎
に
壱
軒
、
三
軒
こ
れ
有
り
候
」
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
(
号
、
刈
谷
・
挙
母
の
両
城
下
町
に
も
木
綿
買
次
問
屋
が

そ
こ
で
明
治
初
期
に
お
け
る
西
三
河
の
都
市
的
集
落
の
分
布
を
示
せ
ば
図
7
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
木
綿
買
次
問
屋
は
木
綿
の

大
量
集
荷
に
好
都
合
な
矢
作
川
沿
い
や
地
方
中
心
的
都
市
た
る
城
下
町
を
拠
点
と
し
て
分
布
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。



四

木
綿
流
通
の
地
域
的
展
開

八
円

仲
買
仲
間
と
流
通
ル
l
卜

西
三
河
の
買
次
問
屋
は
江
戸
の
特
定
(
犬
伝
馬
町
組
・
白
子
組
・
仮
組
)
の
木
綿
問
屋
と
取
引
関
係
を
結
ん
で
お
り
、

「
仲
買
荷
物
ハ

問
屋
へ
買
取
、
小
買
荷
物
ハ
仲
買
へ
買
取
、
両
方
共
右
之
仲
間
内
取
引
ハ
不
相
成
様
碇
と
取
締
相
附
有
之
」

ハ
三
州
買
次
問
屋
書
状
)
と

近世西三河地域における木綿流通の地域的展開

い
う
よ
う
に
、
小
仲
買
l
仲
買
|
買
次
問
屋
と
い
う
系
列
で
木
綿
が
売
買
さ
れ
て
い
た
白
〉
。
こ
の
よ
う
な
流
通
ル

l
ト
を
確
実
な
も
の

と
す
る
た
め
江
戸
中
期
に
は
次
の
如
き
仲
買
商
の
組
分
け
と
そ
れ
ら
を
掌
握
す
る
買
次
問
屋
が
指
定
さ
れ
て
い
た

G
Y

上
石
大
組
、
矢
田
同
小
組
、
桜
井
組
:
:
:
深
見
佐
兵
衛
(
新
堀
)

北
野
組
、
岡
崎
組
、
山
が
組
:
:
:
大
河
原
太
郎
右
衛
門
(
岡
崎
)

西
尾
組
、
片
原
組
:
:
:
深
谷
半
左
衛
門
(
西
尾
)

苅
谷
組
、
池
鯉
鮒
組
、
堺
組
:
:
:
重
原
某
(
重
原
)

横
須
賀
組
、
中
嶋
組
、
土
呂
組
:
:
:
糟
谷
縫
右
衛
門
(
荻
原
)

西
端
組
、
川
西
組
;
:
:
外
山
徳
太
郎
(
平
坂
)

こ
の
よ
う
な
江
戸
木
綿
問
屋
に
よ
る
流
通
統
制
の
規
制
は
、
小
買
、
仲
買
、
買
次
問
屋
の
そ
れ
ぞ
れ
の
聞
で
の
相
互
取
引
に
よ
る
木
綿

価
格
の
上
昇
を
危
倶
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

av
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
こ
の
よ
う
な
ル

l
ト
が
ど
れ
ほ
ど
厳
し
く
守
ら
れ
た

か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え
ば
図
3
に
示
し
た
如
き
花
園
村
の
寺
田
家
は
岡
崎
・
西
尾
な
ど
の
買
次
問
屋
へ
木
綿
を
売
っ
て
い
る

し
、
新
堀
村
の
仲
買
商
深
見
喜
兵
衛
は
、
文
政
一
一
年
(
一
八
二
八
)
正
月
に
は
、
同
村
新
堀
の
深
見
佐
兵
衛
、
桑
子
の
野
村
、
岡
崎
の

23 

大
河
原
、
西
尾
の
深
谷
へ
合
わ
せ
て
一
五
八
両
二
分
、
反
数
に
し
て
約
一
五

O
O反
程
を
売
却
し
て
い
る

S
Y
ま
た
禁
止
さ
れ
て
い
る



よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
か
天
保
一

O
年
(
一

八
三
九
)
に
は
仲
買
組
織
の
編
成
替
え
が
行
な
わ
れ
た
り
し
て
い
る
。
図
8
は
そ
の
時
の
仲
買
仲
間
二
一
組
の
分
布
で
あ
る
。
各
仲
買
仲

24-

仁コ仲買仲間組

圃 木綿貫次問屋

o 台地及び山地

，'， 

は
ず
の
仲
買
相
互
間
の
売
買
も
行
な
わ
れ
、

つ
い
に
は

天保10年(1839)の仲買仲間組と1800年前後の木綿寅次

問屋の所在地

ル買
l 荒
トし
は」

地状
域 況
的が
崩生
壊ま
とれ
とて
もい
にた

仲の
買よ
|う
仲に
買流
| 通

買
次
問
屋
の
手
を
経
ず
に
仲
買
が
荷
を
直
売
す
る
に
至

る
状
況
も
み
ら
れ
、
天
保
期
に
は
「
全
体
不
織
出
し
に

て
物
払
底
之
処
、
盆
前
ぷ
当
地
仲
買
内
々
に
て
送
り
荷

被
致
候
仁
有
之
、
買
先
勢
ひ
能
被
買
立
候
故
少
々
宛
之

ロ
聞
も
直
に
相
片
付
、
右
故
人
気
立
、
緩
ミ
不
申
」
(
却
)

と
い
う
具
合
に
、
天
保
期
の
折
か
ら
の
綿
不
作
に
と
も

な
う
品
不
足
と
全
国
的
木
綿
需
要
の
拡
大
と
の
ア
ン
パ

ラ
ン
ス
が
綿
価
格
の
高
騰
を
生
み
、
商
人
達
は
先
を
争

っ
て
綿
を
買
い
集
め
る
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
地
場
の

図 8

買
次
問
屋
と
い
う
縦
の
系
列
規
制
の
緩
み
も
み
ら
れ
る

間
組
で
は
、
小
買
株
鑑
札
な
ど
を
発
行
し
木
綿
取
引
を
株
組
織
に
よ
っ
て
統
制
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
西
郡
組
の
小
買
株
鑑
札
に
は
、

帳
元
二
人
、
行
司
二
一
人
の
名
と
村
名
が
記
さ
れ
、
西
郡
組
の
地
域
的
範
囲
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ほ
ぼ
現
在
の
蒲
郡
市
域
に



相
当
(
但
し
東
の
大
塚
地
区
を
除
く
〉
す
る
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
中
の
一
仲
買
商
で
あ
る
平
野
弥
太
郎
家
は
、
文
久
元
年

(
一
八
六
一
)
に
は
土
日
・
荻
原
・
横
須
賀
な
ど
の
商
人
ら
と
の
聞
に
木
綿
の
取
引
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

av
ま
た
天
保
一

O
年

に
定
め
ら
れ
た
大
伝
馬
町
組
及
び
白
子
組
木
綿
問
屋
と
こ
れ
ら
一
一
一
組
の
木
綿
仲
買
組
と
の
聞
の
規
定
に
は
次
の
如
き
も
の
が
含
ま
れ
て

い
た
。
そ
れ
ら
は
、
他
国
売
の
禁
止
、
無
株
者
と
の
取
引
の
禁
止
、
仲
間
取
引
の
禁
止
、
新
株
取
得
と
し
て
金
五
両
差
出
す
こ
と
及
び
株

譲
渡
の
禁
止
、
仲
間
積
立
金
な
ど
の
仲
間
関
係
の
規
定
等
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
西
三
河
地
域
の
木
綿
流
通
は
、

一
部
を
除
い
て

領
主
的
規
制
を
受
け
な
か
っ
た
か
わ
り
、
江
戸
木
綿
問
屋
の
強
い
影
響
力
の
下
に
あ
っ
た
。

近世西三河地域における木綿流通の地域的展開

。
西
尾
藩
に
お
け
る
木
綿
流
通
統
制

前
節
で
示
し
た
天
保
一

O
年
の
規
定
に
お
い
て
は
、
西
尾
組
は
特
殊
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
規
定
の
中
で
「
西
尾
組
之
義
は
、
年
々

御
殿
様
江
御
冥
加
上
納
御
鑑
札
被
下
置
、
株
式
百
株
ニ
御
定
新
株
加
入
之
義
決
而
不
相
成
候
ニ
付
、
譲
株
之
義
致
勝
手
、
其
時
々
両
組
問

屋
中
江
相
届
可
申
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
株
所
持
の
仲
買
商
に
藩
が
株
金
と
冥
加
金
の
賦
課
を
義
務
づ
け
、
そ
の
証
し
と
し
て
営
業
免
許

の
鑑
札
を
授
与
し
て
い
た

a〉

O

こ
の
藩
に
よ
る
仲
買
商
の
把
握
は
、
実
際
に
は
藩
よ
り
免
許
を
得
た
買
次
問
屋
の
手
を
通
し
て
な
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
職
に
当
っ
た
者
が
、
西
尾
城
下
に
お
い
て
以
前
か
ら
木
綿
買
次
問
屋
を
営
ん
で
い
た
深
谷
半
左
衛
門
家
で
あ
っ
た
。

つ
ま

り
「
木
綿
仲
買
商
売
冥
加
金
半
左
衛
門
方
へ
取
り
集
め
同
人
d
役
所
へ
相
納
め
候
様
」

(
御
触
状
留
帳
)
と
規
定
さ
れ
、
深
谷
に
冥
加
金

の
取
り
ま
と
め
の
任
務
を
藩
は
委
嘱
し
て
い
る

8)O
さ
ら
に
領
内
の
仲
買
株
数
を
限
定
し
外
売
り
や
抜
け
荷
を
防
止
し
、
木
綿
流
通
ル

ー
ト
を
買
次
問
屋
を
通
し
て
掌
握
せ
ん
と
し
て
い
る
。
藩
の
直
接
の
目
的
は
上
納
金
・
冥
加
金
収
入
の
増
加
に
あ
り
、
幕
末
に
は
株
数
の

制
限
規
定
廃
止
の
動
き
を
み
せ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
く
る
。
万
延
二
年
〈
一
八
六
一
)
に
は
西
尾
の
太
田
伊
八
や
上
矢
田
村
の
坂
田
吉
助

が
藩
よ
り
非
公
式
な
が
ら
繰
綿
、
紹
糸
の
買
次
職
の
免
許
を
得
、
さ
ら
に
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
に
は
、
太
田
次
い
で
坂
田
ら
が
深
谷

25 



26 

と
並
ぶ
木
綿
買
次
職
と
し
て
藩
よ
り
免
許
を
得
る
に
至
っ
て
い
る
。
西
尾
藩
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
特
権
商
人
の
設
定
に
よ
る
木
綿
の
流

通
統
制
は
、
縦
の
支
配
関
係
の
確
立
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
国
諸
藩
に
お
け
る
木
綿
の
国
産
専
売
に
よ
っ
て
利
潤
を
得
て
い
た
の

と
対
比
で
き
よ
う
(
号
。
西
三
河
地
域
に
お
い
て
西
尾
藩
の
み
が
、
木
綿
流
通
に
領
主
的
統
制
を
加
え
た
背
景
と
し
て
は
、
や
は
り
矢
作

川
下
流
の
本
地
域
が
綿
作
の
核
心
的
地
域
で
あ
る
と
と
も
に
、
木
綿
流
通
上
矢
作
川
河
口
を
占
め
る
と
い
う
位
置
的
条
件
か
ら
極
め
て
重

要
な
地
位
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

同

問
屋
分
業
化
へ
の
動
き

従
来
、

三
河
地
域
に
お
け
る
綿
関
係
問
屋
の
専
門
分
化
、
す
な
わ
ち
繰
綿
問
屋
、
綿
糸
問
屋
、
木
綿
問
屋
な
ど
へ
の
分
化
は
、
あ
ま
り

高
く
評
価
さ
れ
て
い
な
い
(
号
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
尾
藩
で
は
木
綿
買
次
職
、
紹
糸
買
次
職
、
繰
綿
買
次
職
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
藩
の
許

可
を
必
要
と
し
て
お
り
、
問
屋
営
業
免
許
は
分
化
し
て
い
た
。
た
だ
し
西
尾
藩
領
内
に
は
、
古
く
か
ら
木
綿
買
次
問
屋
と
し
て
深
谷
家
が

あ
り
、
同
家
は
繰
綿
・
紹
糸
な
ど
も
取
り
扱
っ
て
い
た
。
ま
た
前
記
の
坂
田
家
は
藩
と
の
結
び
つ
き
と
資
本
を
背
景
と
し
て
、
江
戸
の
二

番
組
(
仮
組
〉
と
白
子
組
の
買
次
問
屋
を
始
め
、
繰
綿
・
紹
糸
の
売
買
、
木
綿
小
買
職
、
晒
木
綿
業
、
塩
問
屋
、
正
米
業
、
平
坂
で
は
入

船
問
屋
等
を
多
角
的
に
経
営
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
は
、
三
河
木
綿
商
人
の
特
色
で
も
あ
る
畠
)
。

そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
新
堀
村
の
深
見
太
郎
右
衛
門
と
深
見
佐
兵
衛
の
場
合
を
み
る
と
、
彼
ら
は
江
戸
大
伝
馬
町
組
に
属
す
る
商

人
で
あ
る
が
、
当
初
新
堀
村
で
木
綿
・
繰
綿
の
買
次
問
屋
を
営
ん
で
い
た
深
見
太
郎
右
衛
門
家
は
、
そ
の
後
新
た
に
木
綿
買
次
問
屋
を
営

業
し
は
じ
め
る
深
見
佐
兵
衛
家
と
と
も
に
、
当
地
域
の
木
綿
売
買
の
中
核
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

ー「

札
之
事

金
三
百
三
拾
壱
両
ト
拾
匁



右
者
江
戸
大
伝
馬
町
木
綿
貫
次
問
屋
株
、
是
、
迄
御
仲
間
持
ニ
御
座
候
所
、
此
度
御
相
談
之
上
入
札
ユ
罷
成
、
貴
殿
御
持
之
分
前
書
金
高
-
一
而
落
札
-
一

付
、
買
取
申
所
実
正
也

右
之
金
子
来
巳
ノ
十
一
月
限
無
相
違
相
渡
可
申
候
、
為
後
日
一
札
依
如
件

寛
政
八
年

辰
ノ
七
月
廿
四
日
深
見
佐
兵
衛
(
印
)

深
見
太
郎
右
衛
門
殿
」
(
む

近世西三河地域における木綿流通の地域的展開

と
あ
る
よ
う
に
、
寛
政
八
年
(
一
七
九
六
)
に
は
そ
れ
ま
で
仲
間
持
で
あ
っ
た
犬
伝
馬
町
木
綿
買
次
問
屋
株
の
分
離
が
起
こ
り
、
木
綿
買

次
問
屋
職
は
深
見
佐
兵
衛
家
が
中
心
と
な
り
、
一
方
、
繰
綿
買
次
問
屋
職
は
深
見
太
郎
右
衛
門
家
が
担
当
す
る
と
い
っ
た
具
合
に
問
屋
の

分
業
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

同

木
綿
流
通
と
積
問
屋

さ
て
買
次
問
屋
よ
り
積
問
屋
へ
の
木
綿
荷
の
輸
送
は
い
か
な
る
ル
l
ト
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
具
体

的
な
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
買
次
問
屋
の
分
布
等
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
輸
送
路
と
し
て
舟
運
が
使
わ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
特

に
そ
の
中
心
を
な
す
の
は
矢
作
川
で
、
下
り
荷
で
は
中
流
部
の
岡
崎
か
ら
は
四
半
日
程
で
河
口
ま
で
航
行
で
き
た
と
言
わ
れ
る
。
特
に
矢

作
川
河
口
に
面
す
る
中
畑
村
に
は
、
文
政
二
一
年
(
一
八
二
九
)
に
七

O
制
限
、
幕
末
の
最
盛
期
に
は
一

O
O艇
も
の
川
船
が
あ
り
、
流
域

最
大
の
川
船
舟
運
の
基
地
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
幕
末
期
の
矢
作
川
河
口
の
新
田
造
成
は
「
中
畑
村
田
貫
村
之
義
者
田
畑
少
ニ
而
農
業
市
己

-
一
市
者
渡
世
難
相
成
、
殊
ニ
人
家
多
之
村
方
-
一
而
往
古
ぷ
川
舟
渡
世
仕
来
侯
処
、
小
栗
新
田
出
来
後
平
坂
湊
、
迄
海
面
造
沖
手
江
乗
回
り
甚

タ
難
渋
ニ
御
座
候
」

8
)と
あ
る
よ
う
に
当
村
に
と
っ
て
は
非
常
な
不
利
益
を
も
た
ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。
農
民
が
買
次
問
屋
へ
直
接
持

27 

込
ん
だ
り
仲
買
が
問
屋
へ
送
る
よ
う
な
小
口
の
木
綿
流
通
ル

1
ト
は
、
舟
運
に
よ
ら
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
大
口
大
量
の
木
綿
荷
の
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輸
送
に
は
運
賃
の
安
価
な
こ
の
よ
う
な
舟
運
が
多
く
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
新
堀
村
の
木
綿
買
次
問
屋
深
見
佐
兵

衛
は
、
木
綿
荷
の
通
行
の
た
め
東
本
郷
村
に
対
し
、
道
幅
の
拡
張
(
六
尺
か
ら
九
尺
へ
)
を
要
請
し
、
そ
の
資
金
の
提
供
も
申
し
出
て
い

る

auo
こ
の
こ
と
か
ら
深
見
佐
兵
衛
は
、
東
本
郷
村
を
経
由
し
て
矢
作
宿
の
渡
場
へ
木
綿
荷
を
移
送
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

各
地
の
買
次
問
屋
に
集
め
ら
れ
た
木
綿
類
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
矢
作
川
河
口
・
に
あ
る
積
問
屋
へ
と
輸
送
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
積
問
屋
の

持
ち
船
に
よ
っ
て
江
戸
市
場
へ
と
航
送
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
三
河
木
綿
の
積
出
し
は
、
鷲
塚
・
平
坂
・
大
浜
・
高
浜
な
ど
の
矢
作
川
河

口
部
一
帯
及
び
衣
浦
湾
岸
の
港
町
を
拠
点
と
し
て
分
布
す
る
積
問
屋
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
平
坂
・
大
浜
に
は
大

き
な
回
船
問
屋
が
あ
り
繁
栄
し
て
い
た

av
明
和
元
年
(
一
七
六
四
)
の
平
坂
港
よ
り
の
木
綿
積
出
し
量
は
、
実
に
一
万
梱
(
約
九

O
万

反
)
に
上
り
「
平
坂
木
綿
」
の
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
積
出
港
の
名
が
こ
の
よ
う
に
商
品
の
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、

当
時
の
港
町
の
商
業
上
の
地
位
の
高
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
註
〉

O

ま
た
天
保
一
一
年
(
一
八
四

O
)
に
大
浜
港
か
ら
積
み

出
し
た
江
戸
売
り
繰
綿
の
量
は
約
三
万
貫
、
金
額
に
し
て
一
万
三
八

O
O両
、
嘉
永
元
年
(
一
八
四
八
)
に
は
七
万
六

O
O
O貫
、
二
万

八
七

O
O両
に
達
し
て
い
た
詰
〉
。

江
戸
大
伝
馬
町
木
綿
問
屋
は
、
産
地
か
ら
の
木
綿
入
荷
を
よ
り
円
滑
、
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
天
明
六
年
(
一
七
八
六
)
に
回

船
仕
法
書
を
三
州
木
綿
問
屋
や
積
問
屋
に
対
し
て
制
定
し
て
い
る

(80
こ
れ
に
よ
っ
て
三
河
の
問
屋
衆
は
江
戸
の
木
綿
問
屋
仲
間
か
ら
、

積
出
手
続
や
積
出
個
数
な
ど
に
つ
い
て
細
か
い
指
示
や
厳
重
な
申
し
入
れ
を
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
木
綿
問
屋
は
そ
れ
ゆ
え
に
三
河
各
港
の

回
船
業
者
に
対
じ
、
回
船
建
造
費
の
援
助
と
し
て
多
額
の
貸
付
金
を
与
え
て
い
る
。
海
上
輸
送
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
、
正
規
の
回

船
業
者
を
取
り
立
て
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
素
人
積
み
に
よ
る
洩
積
み
も
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

ay

こ
の
よ
う
に
回
船
業
者
、
す
な
わ
ち
三
河
木
綿
の
積
問
屋
は
、
江
戸
問
屋
と
三
河
買
次
問
屋
と
の
接
点
を
な
す
存
在
で
あ
っ
た
。



五

ま

と

め

西
三
河
地
域
、
特
に
矢
作
川
下
流
域
は
尾
西
地
方
と
並
ぶ
東
海
地
方
屈
指
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
背
景
と
し
た
綿
業
、
さ

ら
に
活
発
な
木
綿
製
品
の
流
通
が
み
ら
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
。
尾
張
藩
一
円
知
行
の
尾
張
の
木
綿
流
通
が
江
戸
木
綿
問
屋
の
支
配
と
と
も

に
領
主
の
強
い
影
響
力
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
西
三
河
地
域
は
所
領
錯
綜
と
い
う
政
治
的
条
件
に
よ
っ
て
木
綿
流
通
は
領

主
統
制
が
比
較
的
弱
く
逆
に
江
戸
木
綿
問
屋
の
強
い
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
流
通
上
の
特
色
を
持
つ
西
三
河
地
域
の
木

近世西三河地域における木綿流通の地域的展開

綿
流
通
の
状
況
を
、
地
域
的
視
野
か
ら
み
る
と
次
の
如
き
特
色
を
さ
ら
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
第
一
に
木
綿
流
通
の
軸
と
な
る
の
は
、
農
民
よ
り
木
綿
を
買
い
集
め
る
仲
買
商
、
さ
ら
に
彼
ら
よ
り
集
荷
し
た
大
量
の
木
綿
を
積

問
屋
へ
回
送
す
る
い
わ
ば
西
三
河
の
木
綿
集
散
の
核
的
中
心
に
位
置
す
る
買
次
問
屋
、
そ
し
て
最
後
に
買
次
問
屋
か
ら
送
ら
れ
た
木
綿
を

江
戸
の
問
屋
へ
航
送
す
る
港
町
所
在
の
積
問
屋
の
三
者
で
あ
る
。

第
二
に
こ
れ
ら
各
商
人
の
分
布
の
特
色
を
み
る
と
、
ま
ず
仲
買
商
は
周
辺
農
村
か
ら
の
木
綿
集
荷
上
好
都
合
な
街
道
沿
い
の
村
々
に
多

く
分
布
し
、

い
わ
ば
交
通
路
志
向
型
の
立
地
を
し
て
い
る
。
次
に
買
次
問
屋
は
大
量
の
木
綿
を
扱
う
の
で
、
大
量
木
綿
の
集
散
に
便
の
良

い
地
方
中
心
都
市
に
主
と
し
て
分
布
し
、
矢
作
川
水
運
を
利
用
し
て
港
町
へ
木
綿
を
輸
送
し
た
。
い
わ
ば
買
次
問
屋
は
都
市
志
向
型
の
立

地
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
積
問
屋
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
江
戸
回
船
を
仕
立
て
る
上
か
ら
も
、
矢
作
川
河
口
、
衣
浦
湾
岸
な
ど
の
港

湾
を
持
つ
都
市
が
選
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
港
に
は
積
問
屋
す
な
わ
ち
回
船
問
屋
が
数
軒
み
ら
れ
、
当
時
に
お
け

る
港
町
の
、
人
口
規
模
は
地
方
の
城
下
町
に
も
匹
敵
す
る
程
で
あ
っ
た
。

29 

第
三
に
西
三
河
地
域
の
木
綿
流
通
が
全
体
と
し
て
江
戸
木
綿
問
屋
の
強
い
支
配
下
に
あ
っ
た
中
に
あ
っ
て
、
西
尾
藩
の
み
は
さ
ら
に
そ
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の
上
に
特
権
的
商
人
の
取
立
て
に
よ
っ
て
木
綿
の
流
通
に
領
主
的
統
制
を
加
え
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
西
尾
藩
が
こ
の
よ
う
な
形
で

木
綿
統
制
に
よ
る
利
益
を
得
ょ
う
と
企
て
た
背
景
に
は
、
当
地
域
が
綿
の
中
心
的
産
地
で
あ
り
か
つ
ま
た
木
綿
流
通
上
、
西
三
河
各
地
の

木
綿
が
積
問
屋
の
多
く
存
在
す
る
当
地
域
へ
大
量
に
集
め
ら
れ
る
と
い
う
位
置
的
重
要
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
木
綿
問
屋
り
専
業
分
化
と
い
う
現
象
が
一
部
地
域
で
み
ら
れ
た
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
他
の
史
料
か
ら
は
港
町
を
中

心
と
し
て
繰
綿
仲
買
問
屋
が
多
く
分
布
し
て
い
る
状
況
が
知
ら
れ
る

av
し
か
し
な
お
全
体
と
し
て
は
、
西
三
河
の
木
綿
問
屋
の
分
化

は
低
い
と
言
わ
れ
、
ま
た
木
綿
機
業
も
尾
西
地
域
の
如
き
マ
ニ
ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
へ
の
進
展
が
み
ら
れ
ず
、
専
ら
問
屋
制
家
内
工
業
に
留

ま
っ
て
い
た
(
哲
。
こ
れ
も
ま
た
西
三
河
木
綿
生
産
の
一
つ
の
特
色
と
言
え
よ
う
。
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献
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。
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九
六

O)
、
五
四

t
六
七
頁
、
北
島
正
元
編
著
『
江
戸
商
業
と
伊
勢
応
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
、
六
八
七
頁

(
3
)

森
原
章
「
幕
末
尾
張
藩
に
お
け
る
木
綿
生
産
と
木
綿
統
制
(
一
)
(
一
一
)
」
、
愛
知
学
芸
大
学
研
究
報
告
、
五
・
六
、
一
九
五
六
・
一
九
五
七

(
4
)

生
産
形
態
と
し
て
は
、
問
屋
制
家
内
工
業
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
岡
崎
に
お
い
て
は
、
享
和
一
万
年
(
一
八

O
こ
に
は
、
町
全
体
と
し
て
木

綿
・
綿
商
一
一
一
名
、
他
を
兼
業
す
る
木
綿
商
六
名
、
綿
実
買
六
名
な
ど
の
他
に
、
綿
打
職
人
が
二
四
名
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
綿
打
職
人

は
岡
崎
城
下
町
東
部
の
両
町
、
祐
金
町
、
裏
町
、
伝
馬
町
な
ど
に
集
中
し
て
お
り
、
一
方
木
綿
・
綿
商
人
は
城
下
町
中
央
部
の
連
尺
町
な
ど
が
そ

の
分
布
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

(
5
)

近
藤
正
典
「
近
世
三
河
綿
業
地
に
於
け
る
問
屋
経
営
に
つ
い
て
|
|
愛
知
県
碧
海
郡
高
岡
村
寺
田
家
に
つ
い
て
|
|
」
愛
知
学
芸
大
学
歴
史
研

究
、
二
、
一
九
五
四
、
二
八
J
三
六
頁

(
6
)

明
治
村
史
編
纂
委
員
会
編
『
明
治
村
史

上
巻
』
同
会
発
行
、

一
九
六
六
、
一
一
一
一
七

t
三
二

O
頁



(
7
)

安
域
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
安
域
市
史
』
安
城
市
役
所
、

(
8
)

前
掲

(
2
)
北
島
正
元
編
著
本
、
四
九
六

1
四
九
九
頁

(
9
)

木
綿
問
屋
長
谷
川
家
は
、
伊
勢
松
坂
に
あ
る
長
谷
川
次
郎
兵
衡
を
本
家
と
す
る
五
軒
の
木
綿
問
屋
で
あ
る
。
一
八
世
紀
初
頭
以
降
長
谷
川
家
に

お
け
る
江
戸
木
綿
庖
の
比
重
が
増
し
長
谷
川
本
家
総
資
産
の
七

O
%か
ら
八

O
%を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
長
谷
川
家
が
天
保
六
年
二

八
三
五
)
頃
よ
り
、
平
坂
の
木
綿
貫
次
問
屋
外
山
徳
太
郎
家
の
経
営
不
振
に
よ
っ
て
そ
の
庖
の
譲
受
交
渉
を
行
な
っ
た
。
天
保
八
年
二
八
一
一
一
七
)

に
西
尾
藩
の
調
停
な
ど
に
よ
り
両
者
の
和
談
が
な
り
、
一
一
一
河
平
坂
に
長
谷
川
家
の
木
綿
貫
次
問
屋
が
開
広
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
(
前
掲
の
北
島

編
著
本
に
よ
る
)
。

(
叩
)
前
掲

(
2
)
北
島
正
元
編
著
本
、
四
九
七

t
四
九
八
頁
。

(
口
)
西
三
河
の
綿
作
は
、
矢
作
川
低
地
の
み
な
ら
ず
広
い
部
分
を
占
め
る
碧
海
台
地
も
重
要
な
綿
作
地
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
台
地
上
の
和
泉
村
や

榎
前
村
で
は
本
畑
高
の
半
分
以
上
が
綿
高
で
あ
っ
た
。

(
ロ
)
前
掲

(
7
)

(
臼
)
前
掲

(
2
)
北
島
正
元
編
著
本
、
二
三
八

1
二
四
一
頁
。

(
M
H
)

宝
永
期
(
一
七

O
四

t
一
O)
の
「
差
引
帳
」
に
み
ら
れ
る
三
州
木
綿
商
と
し
て
次
の
名
が
み
ら
れ
る
(
前
掲
の
北
島
正
元
編
著
木
、
二
三
九

頁
)
。
岡
崎
居
住
と
思
わ
れ
る
の
は
、
寺
部
弥
右
衛
門
、
寺
部
清
右
衛
門
、
山
本
甚
兵
衛
、
大
河
原
藤
右
衛
門
、
鈴
木
伝
左
衛
門
、
神
谷
平
七
ら

で
あ
り
、
西
尾
に
は
深
谷
半
左
衛
門
、
矢
作
に
は
林
孫
右
衛
門
、
そ
の
他
所
在
地
不
明
な
が
ら
、
寺
部
弥
三
郎
、
鳥
居
六
左
衛
門
、
天
野
左
介
、

太
田
甚
兵
衛
、
宮
地
忠
兵
衛
ら
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
時
)
西
尾
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
西
尾
市
史
第
三
巻
』
西
尾
市
、
一
九
七
六
、
九
三
五
頁

(
日
)
前
掲

(
2
)
北
島
正
一
克
編
著
本
、
二
三
八

t
二
四
八
頁

(
ロ
)
前
掲
(
日
)
、
九
二
二
J
九
二
三
頁

(
時
)
掲
前
(
日
)
、
九
二
二
頁

(
m
m
)

新
編
岡
崎
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
編
岡
崎
市
史
史
料
近
世
上
七
』
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、

(
初
)
前
掲

(
2
)
北
島
正
元
編
著
本
、
四
八
二
一
良

(
幻
)
蒲
郡
市
誌
編
纂
委
員
会
・
蒲
郡
市
教
育
委
員
会
編
『
蒲
郡
市
誌
』
蒲
郡
市
、

一
九
七
一
、
六
二
三

t
六
二
六
頁

近世西三河地域における木綿流通の地域的展開31 

一
九
七
回
、
四
八
一

t
四
八
四
頁

一
九
八
三
、
八
九
八
頁



32 

(
沼
)
前
掲
(
日
)
、
九
二
九
頁

(
お
)
前
掲
(
日
)
、
九
三
六
頁

(
M
)

木
綿
や
綿
を
藩
が
専
売
な
い
し
そ
れ
に
類
似
し
た
制
度
を
持
っ
て
い
た
例
と
し
て
は
、
尾
張
藩
(
実
施
期
間
、
天
保
二
一
一
年
J
嘉
永
六
年
)
、

亀
岡
藩
(
向
、
天
保
頃
よ
り
廃
藩
ま
で
)
、
姫
路
藩
(
同
、
文
政
四
年
l
廃
藩
ま
で
)
、
福
山
藩
(
向
、
天
明
頃
)
、
今
治
藩
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る

(
下
中
弥
三
郎
編
『
日
本
史
料
集
成
』
平
凡
社
、
一
九
五
六
、
三
九
一

l
三
九
二
一
良
)
。

(
お
)
前
掲

(
2
)
森
原
論
文

(
川
崎
)
前
掲
(
日
)
、
九
三
九
i
九
四
三
頁

(
幻
)
前
掲
(
股
)
、
九

O
四
i
九
O
五
頁

(
却
)
西
尾
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
西
尾
藩
の
新
田
』
西
尾
市
、
一
九
七
一
、
三
四
二

t
三
四
四
頁

(
却
)
前
掲
(
問
)
、
九
二
五

i
九
二
六
頁

(
却
)
平
坂
の
回
船
問
屋
と
し
て
は
、
市
川
・
外
山
・
新
実
・
鍋
屋
な
ど
が
あ
り
、
明
和
一
万
年
(
一
七
六
四
)
に
は
七

O
O石
積
以
下
の
江
戸
回
船

七
、
そ
の
他
三
、
川
船
一

O
般
が
あ
っ
た
。
大
浜
の
回
船
問
屋
と
し
て
は
、
七
右
衛
門
・
九
郎
右
衛
門
・
八
郎
右
衛
門
が
お
り
、
寛
政
一

O
年

(
一
七
九
六
)
に
は
九

O
O石
積
以
上
の
江
戸
回
船
八
般
が
あ
っ
た
。

(
幻
)
八
木
哲
浩
『
近
世
の
商
品
流
通
』
塙
書
房
、
一
九
六
二
、
二
八

1
二
九
頁

(
招
)
碧
南
市
史
編
纂
会
編
『
碧
南
市
史
第
一
巻
』
碧
南
市
、
一
九
五
八
、
三
一
二
一

1
三
三
二
頁

(
泊
)
前
掲

(
2
)
北
島
正
元
編
著
木
、
二
四
六

l
二
四
七
頁

(
弘
)
安
政
六
年
(
一
八
五
九
)
大
浜
の
繰
綿
買
次
問
屋
千
賀
又
左
衛
門
が
素
人
積
を
行
な
っ
た
た
め
に
江
戸
間
屋
よ
り
注
意
を
受
け
て
い
る
(
こ

れ
は
、
岡
崎
市
史
編
さ
ん
室
の
藤
井
寿
一
氏
よ
り
御
教
示
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
0
)

。

(
お
)
三
河
の
繰
綿
買
次
問
屋
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
深
見
大
郎
右
衛
門
(
新
堀
)
、
千
賀
又
左
衛
門
・
綿
屋
圧
右
衛
門
(
大
浜
)
、
千
歳
屋
七
兵
衛

(
棚
尾
)
、
小
野
屋
勝
助
(
西
尾
)
、
片
山
八
治
郎
(
鷲
塚
)
、
市
川
平
治
郎
(
平
坂
)
な
ど
が
い
た
。

木
稿
は
昭
和
五
八
年
度
歴
史
地
理
学
会
大
会
に
お
い
て
研
究
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
・
訂
正
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。




