
近
世
に
お
け
る
東
廻
り
航
路
と
銚
子
港
町
の
変
容

斎
藤
善
之

0
近
世
前
期
に
お
け
る
銚
子
港
町

　
中
世
の
銚
子
は
、
飯
沼
観
音
の
門
前
町
と
い
う
形
で
展
開
し
て
き
た
と
い
わ
れ
て

い

ま
す
。
し
か
し
、
具
体
的
な
史
料
に
乏
し
く
、
当
時
の
9
1
子
の
実
態
は
よ
く
分

か

っ

て

い

ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
近
世
初
期
に
な
る
と
、
銚
子
は
、
全
国
的
な
規
模
の

領
主
的
流
通
網
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
急
速
な
発
展
を
み
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ま
た
銚
子
の
外
海
に
面
し
た
地
区
（
飯
貝
根
村
）
に
は
、
先
進
的
漁
法
を
携

え
た
紀
州
漁
民
が
移
住
し
て
き
ま
す
。
こ
う
し
て
銚
子
は
、
流
通
拠
点
と
漁
業
基
地

の

二
つ
の
性
格
を
有
し
つ
つ
、
近
世
前
期
に
か
け
て
急
速
に
都
市
化
し
て
い
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
（
1
）
奥
州
領
主
米
の
廻
送
中
継
点
と
し
て
の
銚
子
港
　
　
研
究
史
か
ら

　
銚
子

を
め
ぐ
る
海
運
史
の
研
究
は
、
ま
ず
古
田
良
一
氏
、
次
い
で
渡
辺
信
夫
氏
が

東
廻

り
航
路
の
展
開
と
い
う
視
点
か
ら
位
置
づ
け
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
川

名
登
氏
も
、
利
根
川
水
運
の
側
面
か
ら
重
要
拠
点
で
あ
る
銚
子
を
と
り
あ
げ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
林
玲
子
氏
は
、
銚
子
醸
造
業
の
経
営
分
析
お
よ
び
製
品
移
送
と
い
う
問

題
か
ら
利
根
川
水
運
と
銚
子
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
近
の
研
究
で

は

渡
辺
英
夫
氏
が
、
東
廻
り
航
路
の
展
開
と
い
う
問
題
か
ら
、
銚
子
と
潮
来
と
い
う

二
つ
の
拠
点
が
近
世
初
期
か
ら
前
期
に
か
け
て
、
位
置
を
入
れ
替
え
て
い
く
動
き
を

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　
そ

れ

に
よ
る
と
利
根
川
の
東
遷
工
事
が
行
わ
れ
る
前
は
、
「
香
取
の
入
海
」
は
深
さ

が

あ
り
、
大
き
な
船
が
直
接
潮
来
方
面
に
入
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
利
根
川
の
東
遷
工

事
に

よ
り
、
上
流
か
ら
土
砂
が
押
し
出
さ
れ
て
き
た
た
め
利
根
川
下
流
域
の
水
深
が

浅
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
潮
来
ま
で
船
が
入
っ
て
来
ら
れ
な
く
な
り
、
河
口
の

銚
子
が
東
廻
り
航
路
の
拠
点
港
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
（
以
上
の
文
献
リ
ス
ト
は
巻
末
に
ま
と
め
て
掲
載
し
ま
し
た
）
。

　

と
こ
ろ
で
銚
子
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
研
究
の
傾
向
は
、
近
世
初
期
・
前
期
の
研
究

が

多
い
の
に
対
し
て
、
近
世
中
期
・
後
期
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
す
。
そ

の

た
め
近
世
中
期
・
後
期
か
ら
幕
末
・
維
新
期
の
銚
子
港
町
の
様
子
や
、
銚
子
と
東

廻

り
航
路
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
、
意
外
に
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
う

し
た
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
本
報
告
で
は
近
世
後
期
の
銚
子
の
様
相
を
明
ら
か
に

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
次

に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
銚
子
港
の
沿
革
を
簡
単
に
見
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
川
名
氏
に
よ
れ
ば
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
年
頃
、
幕
府
は
、

米
沢
・
秋
田
・
相
馬
藩
な
ど
に
御
手
伝
普
請
を
命
じ
、
こ
の
地
で
大
規
模
な
普
請
が

な
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
史
料
上
の
表
記
に
は
、
「
常
州
海
上
船
入
之
御
普
請
」

（
「
上
杉
年
譜
」
）
、
「
海
上
御
普
請
」
（
「
佐
竹
氏
記
録
」
）
、
「
海
上
郡
御
普
請
、
関
東
銚
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子
辺
築
出
」
（
「
奥
相
秘
鑑
（
相
馬
中
村
藩
）
」
）
な
ど
と
み
え
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時

ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
普
請
が
な
さ
れ
た
の
か
、
詳
細
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
お
そ

ら
く
は
港
湾
普
請
で
な
か
っ
た
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
そ
の
後
、
正
保
期
（
一
六
四
四
～
四
七
）
に
な
る
と
「
仙
台
藩
、
銚
子

廻
米
次
第
に

多
く
」
な
り
（
「
銚
子
港
沿
革
調
」
）
、
ま
た
承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
に

は
、
い
わ
ゆ
る
利
根
川
東
遷
工
事
が
完
了
し
て
、
「
内
川
廻
し
」
と
い
う
流
通
ル
ー
ト

が
事
実
上
成
立
し
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
仙
台
藩
は
、
銚
子
の
荒
野
村
に
陣
屋

を
置
い
て
「
常
二
吏
員
ヲ
派
駐
セ
シ
ム
」
よ
う
に
な
り
ま
す
。
寛
文
八
（
一
六
六
八
）

年
に

は
、
津
軽
藩
の
廻
米
船
が
、
ま
だ
潮
来
に
着
岸
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
み
え

ま
す
。
さ
ら
に
相
馬
藩
は
、
こ
の
年
か
ら
銚
子
に
廻
米
を
開
始
し
た
と
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
こ
の
頃
、
東
北
諸
藩
は
、
徐
々
に
藩
蔵
を
潮
来
か
ら
銚
子
に
移
転
さ

せ
て

い

た
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た
な
か
寛
文
十
（
一
六
七
〇
）
年
に
は
、
幕
府
の
命

を
う
け
た
河
村
瑞
賢
に
よ
っ
て
、
東
廻
り
航
路
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
銚

子
は
御
城
米
船
の
指
定
寄
港
地
と
さ
れ
て
、
廻
船
支
援
機
関
と
し
て
の
立
務
所
が
設

置
さ
れ
る
な
ど
、
幕
府
の
廻
米
ル
ー
ト
上
の
最
重
要
拠
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ

の

後
、
貞
享
期
（
一
六
八
四
～
八
七
）
に
な
る
と
、
廻
米
船
の
潮
来
着
岸
は
ま
す

ま
す
減
少
し
、
銚
子
へ
の
廻
米
船
入
港
体
制
が
確
立
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
近

世
前
期
に
は
銚
子
の
繁
栄
の
条
件
が
整
い
ま
し
た
。

　

こ
の
頃
十
七
世
紀
後
半
に
は
、
奥
州
か
ら
銚
子
方
面
に
来
た
船
の
廻
米
に
は
、
さ

ら
に
江
戸
方
面
へ
向
か
う
二
つ
の
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
一
つ
は
、
そ
の

ま
ま
房
総
半
島
の
外
洋
を
廻
る
「
大
廻
し
」
で
す
。
こ
れ
は
河
村
瑞
軒
に
よ
っ
て
新

た
に
整
え
ら
れ
た
ル
ー
ト
で
、
房
総
沿
岸
の
い
く
つ
か
の
港
を
経
て
、
浦
賀
か
ら
江

戸
湾
に
入
っ
て
行
く
コ
ー
ス
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
利
根
川
東
遷
工
事
に
よ
っ
て
成

立

し
た
「
内
川
廻
し
」
と
呼
ば
れ
る
ル
ー
ト
で
、
銚
子
で
川
船
に
積
み
替
え
て
利
根

川
を
遡
行
し
、
関
宿
か
ら
中
川
に
入
っ
て
江
戸
へ
向
か
う
コ
ー
ス
で
す
。
た
だ
し
、

こ
の
二
つ
の
ル
ー
ト
は
、
い
ず
れ
も
近
世
前
期
に
始
ま
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
も

の

の
、
奥
州
・
江
戸
間
の
廻
米
輸
送
量
全
体
に
占
め
る
比
重
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程

度
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
ら
の
時
期
的
な
変
化
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
検
討

は

今
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
東
廻
り
航
路
と
銚
子

の

関
係
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
視
点
で
す
の
で
、
今
回
の
報
告
は
こ
の
点

を
意
識
し
て
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
（
2
）
銚
子
港
の
流
通
機
構

　
銚
子
港
は
、
近
世
初
期
か
ら
前
期
に
か
け
て
、
幕
藩
制
的
な
流
通
機
構
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
過
程
で
、
「
御
穀
宿
」
「
藩
蔵
」
「
廻
船
問
屋
」
「
船
宿
」
「
穀
仲
買
」
「
干
鰯

買
継
宿
」
な
ど
の
諸
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
「
御
穀
宿
」
は
、
奥
州
廻
米
の
差
配
を
お
こ
な
う
幕
府
・
諸
藩
公
認
の

施
設

で
、
銚
子
在
住
の
商
人
が
様
々
な
特
権
や
融
資
を
与
え
ら
れ
て
就
任
し
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
幕
府
御
城
米
の
差
配
に
あ
た
る
者
が
一
軒
、
藩
米
の
差
配
に
あ
た
る
者
が

六
軒
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
各
藩
が
直
轄
し
て
い
た
「
藩
蔵
」
も
あ
り
、
仙
台
藩

が

二
棟
、
米
沢
藩
が
一
棟
、
岩
城
平
藩
が
三
棟
、
笠
間
藩
が
一
棟
を
所
持
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
「
廻
船
問
屋
」
は
、
銚
子
に
入
港
し
た
民
間
船
の
世
話
を
す
る
商
人
で
、
当

地
で
は

「
気
仙
問
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
安
永
期
に
は
仲
間
を
結
成
し
て
い

く
動
き
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
安
永
期
は
全
国
的
に
も
仲
間
結
成
の
動
き
が
活
発
化
し

た
時
期
な
の
で
、
銚
子
の
廻
船
問
屋
の
組
織
化
も
そ
う
し
た
動
き
と
連
動
し
た
も
の

と
思
い
ま
す
。

　
「
船
宿
」
は
、
「
廻
船
問
屋
」
よ
り
も
規
模
が
小
さ
な
も
の
で
、
当
地
で
は
「
気
仙

船
宿
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
お
も
に
船
員
の
宿
泊
や
食
料
薪
水
の
補
給
な
ど
を
行
っ

て

い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
そ
の
他
に
、
「
穀
仲
買
」
や
「
干
鰯
買
継
宿
」
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
も

「
廻
船
問
屋
」
が
商
船
か
ら
引
き
受
け
た
荷
物
を
小
買
い
し
て
い
く
仲
買
衆
で
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
正
徳
年
間
に
仲
間
を
結
成
し
て
お
り
、
そ
の
売
先
は
土
浦
・
関
宿
・
境
・

江
戸
方
面
に
ま
で
至
っ
て
い
ま
し
た
。
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以
上
で
紹
介

し
た
流
通
諸
施
設
が
、
銚
子
の
ど
の
地
区
に
分
布
し
て
い
た
か
を
示

し
た
も
の
が
表
1
で
す
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
領

主
的
流
通

を
担
う
大
型
廻
船
と
の
接
点
と
し
て
の
御
穀
宿
や
藩
蔵
な
ど
は
、
銚
子
の

中
で
も
特
に
荒
野
地
区
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
図
1
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

河
口
に
近
い
方
か
ら
、
飯
貝
根
地
区
、
飯
沼
地
区
、
新
生
地
区
、
荒
野
地
区
、
今
宮

地
区

と
な
っ
て
お
り
、
銚
子
は
こ
の
う
ち
飯
貝
根
を
除
く
四
つ
の
地
区
の
総
称
で
し

た
。
ち
な
み
に
飯
沼
地
区
は
、
銚
子
で
は
最
も
古
く
開
け
、
す
で
に
中
世
に
は
飯
沼

観
音
の
門
前
町
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
荒
野
地
区
は
、
近

世

初
期
ま
で
は
そ
れ
こ
そ
本
当
に
「
荒
野
」
で
、
そ
れ
を
幸
い
に
近
世
前
期
に
大
規

模
な
流
通
施
設
で
あ
る
藩
蔵
が
集
中
し
て
建
て
ら
れ
、
や
が
て
そ
の
周
辺
に
御
穀
宿

や
廻
船
問
屋
が

集
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
近
世
前
期
に
は
銚
子
の
港
湾
機
能
の
中
心

地

に
変
貌
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
点
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
江
戸
に
お
い
て

同
様
の
成
立
展
開
過
程
を
み
せ
た
深
川
地
区
と
の
相
似
点
で
す
。
港
湾
都
市
の
空
間

的

構
成
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
の
よ
う
な
銚
子
の
成
立
構
造
は
、
深
川
な
ど
他
の
港

湾
都
市
に
も
共
通
す
る
特
性
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
も
う
、
つ
は
、
「
引
船
」
つ
ま
り
港
湾
内
の
諸
作
業
に
従
事
し
た
と
み
ら
れ
る
小
舟

表1　銚子港の諸施設の分布状況

地 区

施設 年代
飯沼 新生 荒野 今宮

御穀宿 ？ 5 1

藩　　蔵 ？ 7

廻船問屋 化政期 1 3

船　　宿 天保期 30

仲　　買 安永4 20 12 82 39

【出典】『銚子市史』
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の

集
団
が
、
飯
沼
地
区
を
拠
点
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
銚
子
の
引
船
は
、
安

永
年
間
（
一
七
七
二
～
一
七
八
〇
）
に
、
そ
れ
ま
で
の
十
数
艘
に
加
え
て
十
七
艘
の

新
規
加
入
が
承
認
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
嘉
永
年
間
に
は
、
引

船
仲
間
が
二
五
人
お
り
、
飯
沼
村
の
西
広
重
次
郎
な
る
人
物
が
惣
代
役
を
勤
め
て
い

た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
飯
沼
地
区
に
は
、
港
湾
機
能
を

担
う
「
引
船
」
集
団
の
拠
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
銚
子
口
（
河
口
付
近
）
で
難
船
が
生
じ
た
際
な
ど
に
は
、
緊
急
動

員
を
か
け
ら
れ
る
集
団
と
し
て
、
飯
貝
根
地
区
の
漁
船
が
あ
り
ま
し
た
。
飯
貝
根
は
、

銚
子

の
東
に
位
置
し
、
外
洋
に
も
面
し
て
い
た
漁
村
で
、
海
難
救
助
活
動
等
に
は
こ

こ
の
漁
船
が
飯
沼
村
の
指
示
で
動
員
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
飯
貝
根
・
飯

破船日時 死者・損失 生存者・回収物 出張人

11月24日

夜4っ時
（船体・船具）

13人全員揚り

帆柱・梶・碇・綱
平潟宿

11月24日

夜4っ時
（船体・船具）

7人全員揚り

帆柱・梶・碇・綱・伝馬船
平潟宿

11月24日

夜4つ時
（船体・船具）

7人全員揚り

帆柱・碇・っくり綱
平潟宿

11月24日

夜4っ時

7人行方不明

油10樽全部喪失

（船体・船具）

8人揚り

帆柱・梶・碇
小宿・八三郎

11月24日

夜4つ時
（船体・船具）

14人全員揚り

帆柱・梶・碇・櫓・帆・綱
平潟宿

11月24日

夜

7人行方不明

（船体・船具）

4人揚り

船具
平潟宿・七兵衛

11月24日

夜4っ時

4人行方不明

（船体・船具）

3人揚り

帆柱・梶・綱・碇・伝馬船
平潟宿・孫右衛門

11月7日

1人破船の際海底へ4人

船具取付き漂流中大波に

さらわれ行方不明

1人揚り

船具少々（梶身木・船梁・

折梶・水押・ほか）

平潟宿・津右衛門

12月20日

夜

10人行方不明

御米1562俵・免米112俵

5人揚り

敷・綱（ほか）

平潟宿・鈴木太郎右衛門、

宮原弥市

2月8日
夜半頃

1人死骸流着

12人行方不明
1人揚り

平潟宿・加賀屋勘蔵、平潟

穀宿・武子藤右衛門

2月8日
夜力

8人全員行方不明
橿2本のうち1本が当船

のものと確認
平潟船問屋・板屋市兵衛

沼
・
荒
野
の
三
地
区
の
個
性
は
、

い
ま
し
た
。

近
世
前
期
の
段
階
で
す
で
に
明
確
に
な
っ
て
き
て

②
近
世
中
期
に
お
け
る
東
廻
り
航
路
の
変
容

　
（
1
）
近
世
前
期
の
東
廻
り
航
路
と
銚
子
港

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
お

り
ま
す
が
、
独
自
の
史
料
で
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
最
近
、
福
島
県
い
わ
き
市
勿
来
町
中
田
地
区
に
あ
る
八
坂
神
社
か
ら
、
区
有
文
書

が
約
七
〇
〇
点
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
そ
の
地
先
の
海
岸
で
難
破
し
た
船

の
記
録
で
あ
る
「
浦
証
文
」
が
二
一
二
点
含
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
。
「
浦
証
文
」
と
は
、

現
地
の
村
役
人
・
浦
役
人
が
難
破
の
状
況
を
報
告
し
た
事
故
証
明
書
と
も
い
う
べ
き

文
書
で

す
。
こ
の
う
ち
年
記
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
を
ま
と
め
た
の
が
表
2
で

す
。
こ
こ
に
は
一
一
件
の
事
例
が
み
え
ま
す
。

　

ま
ず
船
の
拠
点
を
み
る
と
、
石
巻
が
四
件
、
相
馬
が
三
件
、
南
部
が
二
件
、
気
仙

沼
・
那
珂
湊
が
各
一
件
と
な
り
、
石
巻
や
相
馬
の
船
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
ま
た
年
代
を
み
る
と
、
八
件
ま
で
が
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三
五
）
の

事
例
で
、
ほ
か
に
は
延
享
年
間
（
一
七
四
四
～
一
七
四
七
）
が
一
件
、
文
久
年
間

（
一
八

六
一
～
一
八
六
三
）
が
二
件
と
な
り
、
享
保
期
の
事
例
が
過
半
を
占
め
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ぎ
に
積
荷
を
み
る
と
、
藩
米
が
四
件
、
藩
荷
物
が
一
件
、

商
人
米
が
二
件
、
商
人
荷
物
が
三
件
（
材
木
一
件
・
鉄
一
件
・
五
十
集
一
件
）
、
空

荷
が
一
件
と
な
り
ま
す
。

　

以
上
の
点
を
ま
と
め
る
と
、
時
期
は
享
保
期
、
積
荷
は
奥
州
藩
米
な
い
し
奥
州
商

人

米
、
船
籍
は
石
巻
や
相
馬
の
船
が
、
銚
子
で
荷
物
を
降
ろ
し
て
、
帰
り
に
勿
来
の

中
田
沖
で
難
破
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
難
破
の
事
例
か
ら
と
い
う
点
で
限
界
は
あ
り
ま
す
が
、
享
保
年
間
の

事
例
で
は
、
奥
州
で
積
ん
だ
領
主
荷
・
商
人
荷
が
す
べ
て
銚
子
で
降
ろ
さ
れ
て
い
た
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表2　磐城国菊田郡中田浜の難船記録

Nα 年 船　籍 船　主 船　頭 乗員 積石 航　　　　跡

① 享保2（1717） 石巻門脇 長右衛門 惣右衛門 13人
10／・石巻出港（仙台藩米積）→11／10・銚子入港（荷役）→11／19・銚子出港→

11／21・小名浜沖→11／24・平潟へ向かうが当浦で破船

② 享保2（1717） 石巻中町 与右衛門 五平次 7人
10／晦・石巻出港（商人米積）→11／10・銚子入港（荷役）→11／19・銚子出港→

11／21・小名浜沖→11／24・平潟へ向かうが当浦で破船

③ 享保2（1717） 石巻 五郎七 与太郎 7人
10／23・石巻出港（仙台藩米）→11／3・銚子入港（荷役）→11／19・銚子出港一→

11／21・小名浜沖→11／24・平潟へ向かうが当浦で破船

④ 享保2（1717） 相馬原釜 孫左衛門
三郎右衛

門
15人

10／23・原釜出港（相馬藩米）→11／1・銚子入港→11／13・鹿島大船戸にて荷

役→11／19・銚子出港→11／21・中野作沖→11／24・平潟へ向かうが当浦で破船

⑤ 享保2（1717） 相馬原釜 作左衛門 甚之丞 14人
11／13・海老浜（商人米）→11／17～11／19・銚子（荷役）→11／21・中野作沖→

11／24・平潟へ向かうが当浦で破船

⑤ 享保2（1717） 相馬浦尻 惣右衛門 11人
1／2？・銚子から（空船）・当浦で破船

⑥ 享保2（1717）
本吉郡破

知上村
甚左衛門 山三郎 7人

9／26・気仙沼大嶋（商人材木）→9／29～10／27・銚子（荷役）→11／21・中野作

沖→11／24・平潟へ向かうが当浦で破船

⑦ 享保12（1727） 南部宮古 権兵衛 小平治 6人

9／10・宮古（新鉄荷物）→9／27～10／3・平潟（荷物擁）→那珂湊（木綿荷18箇

積）→平潟（鉄代金受取）→～11／4・磐城領江名舟戸（掛居）→11／5・大北風で

反転→11／6・小名浜（沖掛）・11／7・綱碇摺切・当浦2里沖で破舩

⑧ 延享2（1745） 石巻 善右衛門 口郎兵衛 15人
12／4～12／15・石巻（仙台藩米）→～12／17・東名→12／18～・岡田沖（南風にな

り掛居・12／19風雨高波・12／20暮大波船中打込・中田浦で破船）

⑨ 文久3（1863） 八戸
石橋徳右

衛門
万吉 14人 1200

11／・八戸（南部藩江戸上せ荷物1200石）→諸所入津→2／6・平潟沖（滞船・

2／8・大時化で破船）

⑩ 文久3（1863） 那珂湊 油屋作右 仁左衛門 8人 400
2／5～2／6・那珂湊（鰯粕・魚油・昆布）→2／7・平潟（吹流・2／8大時

化・2／9破船ヵ）

　
　
　
覚

一
金
弐
両
也

一
金
九
拾
七
両
三
分

　
　
　
　
　
弐
百
六
拾
八
文

〆
金
九
拾
九
両
三
分

　
　
　
　
　
弐
百
六
拾
八
文

　
銭
相
場
両
二
六
貫
六
百
文
割

海
上
遣

差
引
二
而

　
免
米
仕
切
金

観

慶
丸
諸

未
十

二
月
吉
日

幸

助

L

　　　　　　　（　史
一 表料
弘琶⊥
化
四
年

勘

定

牒

沖
舩
頭

　
（
2
）
近
世
後
期
の
東
廻
り
航
路
と
銚
子
港

　
次
に

近
世
後
期
に
な
っ
て
、
銚
子
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
構
造
が
、
ど
う
変
化
し
て

い

く
か
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
奥
州
有
数
の
海
運
基
地
と
し
て
知
ら
れ
た
石
巻
湊
に

お

い

て
、
幕
末
頃
に
最
有
力
と
さ
れ
た
船
主
に
武
山
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
家
の

文
書
が
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
史
料
群
の
な
か
に
弘
化
四
（
一
八

四

七
）
年
十
二
月
の
年
記
を
も
つ
「
観
慶
丸
諸
勘
定
牒
」
（
武
山
屋
文
書
M
4
－
4
9
）

と
い
う
廻
船
帳
簿
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
容
を
つ
ぎ
に
掲
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
と
は
、
当
時
の
海
上
輸
送
ル
ー
ト
の
一
般
的
状
況
を
そ
れ
な
り
に
反
映
し
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
近
世
前
期
に
確
定
さ
れ
た
二
つ
の
ル
ー
ト
の
う
ち
、
「
大

廻

し
」
ル
ー
ト
は
、
享
保
期
に
は
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
も
っ
ぱ

ら
銚
子
を
経
由
す
る
「
内
川
廻
し
」
が
中
心
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
う

こ
と
で
す
。
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国
元
遣

一
金
弐
分

一
金
弐
朱
ト

　
　
　
　
　
壱
貫
四
百
文

一
金
弐
分
也

〆

壱
両
弐
朱
ト

　
　
　
　
　
壱
〆
四
百
文

　
　
　
江
戸
遣

一
金
壱
両
弐
分

　
　
　
　

壱
貫
五
百
文

一
金
壱
分

一
金
弐
分

一
金
七
両
弐
分

一
金
壱
分

〆

金
拾
両
ト

　
　
　
　

壱
貫
五
百
文

　
　
　
浦
賀
遣

一
金
壱
分

　
　
　
　
　
五
百
文

一
弐
百
文

一
三
百
文

一
金
弐
分

一
金
弐
分

〆

金
壱
両
壱
分

川
口
　
定
苫
金

寒
風
沢
　
勝
木
浦

塩
釜
様
　
宿
沸
共

仙
毫
屋
吉
兵
衛

　
下
彿
共

附
舟

大

山
様
遣
共

水
主
拾
五
人
　
身
之
賃

表
廻
り
　
ま
し

松
下
吉
兵
衛

西
口

利
右
衛
門

大
工
　
十
五
郎

宿
　
太
次
兵
衛

小
川
　
仙
墓
屋

壱
貫
文

一
金
拾
六
両
三
分
弐

朱
ト
　
　
　
　
　
　
羽
書
〆
沸

　
　
　
　

壱
貫
弐
百
五
拾
五
文

一
金
拾
九
両

ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
諸
掛
り

　
　
　
　
　
三
貫
五
百
七
拾
七
文

一
金
八
両
弐
分
弐
朱

ト
　
　
　
　
　
　
　
御
注
文
　
買
物
代
梯

　
　
　
　
　
廿
五
文

〆

金
五
拾
六
両
三
分
弐
朱
ト

　
　
　
　
　
八
貫
七
百
六
拾
壱
文

　
　
　
　
　
此
代
金
壱
両
壱
分
五
百
拾
壱
文

　
又

〆
金
五
拾
八
両
弐
朱
ト

　
　
　
　
　
五
百
拾
壱
文

差
引
残
り

　
金
四
拾
壱
両
弐
分
　
五
百
七
拾
九
文

　

こ
れ
は
、
武
山
屋
の
持
船
・
観
慶
丸
が
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
十
二
月
に

「
国
元
」
を
出
航
し
、
関
東
方
面
に
行
っ
て
帰
っ
て
く
る
ま
で
の
一
航
海
分
の
経
費

を
勘
定
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
な
か
に
「
国
元
遣
」
「
江
戸
遣
」
「
浦
賀
遣
」
と
い
う

三

つ
の
勘
定
項
目
が
み
え
て
お
り
、
国
元
・
江
戸
・
浦
賀
の
三
ヶ
所
で
ど
の
よ
う
な

金

の

出
入
が
あ
っ
た
か
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
航
海
は
、
江
戸
に
藩
米
を
送
る

こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
他
に
自
分
荷
物
（
免
米
）
を
江
戸
で

売
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
勘
定
分
を
記
帳
し
た
も
の
が
、
こ
の
帳
簿
だ
っ
た
と

み
ら
れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
同
じ
観
慶
丸
の
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
の
勘
定
帳
も
残
っ
て
い
ま
す
が
、

弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
の
そ
れ
と
同
じ
形
式
で
、
や
は
り
「
国
元
入
用
」
「
江
戸
入

用
」
「
浦
賀
入
用
」
の
三
つ
の
勘
定
項
目
が
み
え
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
武
山
屋
文
書
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に

み

え
る
多
数
の
仕
切
状
や
受
取
状
の
断
片
な
ど
か
ら
も
、
武
山
屋
の
船
は
、
こ
の

頃
、
浦
賀
か
ら
江
戸
に
達
し
、
そ
の
地
の
商
人
ら
と
恒
常
的
に
取
引
を
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
石
巻
あ
た
り
の

廻
米
船

は
、
房
総
半
島
を
廻
っ
て
江
戸
や
浦
賀
に
直
行
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　

で
は

こ
の
頃
の
銚
子
は
、
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
武
山
屋
文
書
の
中

に
、
若
干
で
す
が
銚
子
の
商
人
か
ら
の
書
簡
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の

内
容
は
、
取
引
関
係
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
銚
子
付
近
で
難
破
し
た
同
家
の
船

の
事
故
処
理
に
関
わ
る
も
の
で
し
た
。

　
そ

う
し
た
書
簡
の
ひ
と
つ
（
武
山
屋
文
書
M
2
－
1
7
）
に
は
、
銚
子
の
木
屋
新
六

か

ら
武
山
屋
に
宛
て
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
「
諸
か
・
り
差
引
、
金
壱
両
壱

分

ト
銭
六
百
八
拾
八
文
也
不
足
二
相
成
り
申
候
間
、
何
卒
御
手
舩
方
、
江
戸
御
登
り

之
瑚
、
深
川
・
筑
十
歎
、
仙
墓
や
両
家
之
内
二
而
も
御
届
ケ
可
被
成
下
様
」
と
記
さ

れ
て

い

ま
し
た
。
解
釈
す
る
と
、
「
か
か
っ
た
事
故
処
理
の
経
費
と
残
存
積
荷
や
船

具
の
現
地
払
い

代
金

を
差
引
く
と
、
金
一
両
一
分
と
銭
六
八
八
文
ほ
ど
の
不
足
に
な

り
ま
す
の
で
、
そ
の
分
は
、
武
山
屋
の
船
が
江
戸
に
入
港
し
た
際
に
、
深
川
の
筑
十

か
仙
台
屋
と
い
う
商
人
に
渡
し
て
ほ
し
い
」
と
な
り
ま
す
。
こ
の
書
簡
は
、
銚
子
在

住
商
人
の
認
識
と
し
て
、
こ
の
頃
武
山
屋
の
船
は
、
石
巻
と
江
戸
と
の
間
を
頻
繁
に

往
復
し
て
い
た
こ
と
、
い
っ
ぽ
う
沖
を
通
り
な
が
ら
銚
子
に
入
港
す
る
…
機
会
は
稀
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
石
巻
武
山
屋
か
ら
銚
子
木
屋
へ
の

金

は
、
江
戸
の
商
人
を
介
し
て
木
屋
へ
届
け
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
以
上
か

ら
い
え
る
の
は
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
石
巻
の
廻
米
船
は
、
浦
賀
や
江

戸
に

さ
か
ん
に
出
入
す
る
よ
う
に
な
る
一
方
、
銚
子
に
は
あ
ま
り
寄
港
し
な
く
な
っ

て

い

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
先
述
し
た
近
世
前
期
の
状
況

を
ふ
ま
え
る
と
、
東
廻
り
航
路
の
主
軸
は
、
近
世
中
期
を
境
と
し
て
、
「
内
川
廻
し
」

か

ら
「
大
廻
し
」
へ
と
移
動
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と

こ
ろ
で
こ
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
意
識
的
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
河
村
瑞
賢
の
東
廻
り
航
路
整
備
事
業
に
よ
っ
て
、
江

戸

へ
の
直
航
は
す
で
に
近
世
前
期
に
定
着
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
東

廻

り
航
路
上
で
の
銚
子
の
重
要
性
は
、
近
世
を
通
じ
て
変
わ
ら
ず
維
持
さ
れ
た
と
の

見
解
も
併
存
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
東
廻
り
航
路
に
お

け
る
近
世
中
期
か
ら
後
期
の
変
容
に
つ
い
て
、
意
識
的
な
考
察
が
な
さ
れ
な
か
っ
た

た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

③
「
玄
蕃
日
記
」
に
見
る
近
世
中
期
の
銚
子
港
町

こ
う
し
た
問
題
意
識
に
た
っ
て
、
以
下
で
は
、
近
世
後
期
の
銚
子
が
ど
の
よ
う
に

変
容
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
銚
子
側
の
史
料
か
ら
追
究
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
う
し
た
検
討
に
格
好
の
史
料
が
、
田
中
玄
蕃
家
文
書
で
す
。
田
中
家
は
、
銚
子

（飯
沼
村
）
の
草
分
百
姓
五
軒
の
筆
頭
と
い
う
由
緒
を
も
ち
、
近
世
中
期
に
は
飯
沼

村
の
役

人
を
勤
め
る
い
っ
ぽ
う
で
廻
船
問
屋
を
営
み
、
近
世
後
期
に
な
る
と
し
だ
い

に

醤
油
醸
造
へ
経
営
の
比
重
を
移
し
て
、
現
在
の
ヒ
ゲ
タ
醤
油
に
い
た
る
家
で
す
。

田
中
家
の
古
文
書
は
、
同
家
な
ら
び
に
東
京
大
学
経
済
学
部
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
今
回
は
事
情
に
よ
り
原
史
料
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

銚
子
市
公
正
図
書
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
筆
写
本
を
用
い
ま
し
た
。
そ
の
概
要
は
、

表
3
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
筆
写
本
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
は
「
先
代
集
」
「
後
代
集
」
と
題
さ
れ
た
二
冊
の
年

代
記
的
な
記
録
で
す
。
つ
ぎ
に
寛
政
二
（
↓
七
九
〇
）
年
の
「
当
村
一
件
留
」
と
い

う
一
件
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
あ
た
り
か
ら
幕
末
に

か

け
て
「
玄
蕃
日
記
」
と
題
さ
れ
た
記
録
が
、
六
〇
冊
ほ
ど
連
綿
と
残
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
前
半
の
も
の
は
、
記
す
べ
き
事
項
が
あ
っ
た
時
だ
け
記
さ
れ
て

お

り
、
正
確
に
は
日
記
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
「
玄
蕃
日
記
」
か

ら
、
近
世
中
期
以
後
の
銚
子
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
ま
す
。
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表3　田中玄蕃日記の概要（銚子市公正図書館蔵筆写本）

No 製本表題 内　　題 丁数 Nα 製本表題 内　　題 丁数

1 先代集 先代集　乾巻 94 36 玄蕃日記天保14年 日記　天保十四卯年 200

2 後代集 玄蕃後代記　坤 106 37 玄蕃日記弘化元年 日記　天保十五甲辰年田中氏 167

3 玄蕃日記寛政2年 当村一一件留 18 38 玄蕃日記弘化2年 （玄蕃日記）　弘化二巳年 167

39 玄蕃日記弘化3年 日記　弘化三丙午　田中帳場 213
4 玄蕃日記寛政3年

40 玄蕃日記弘化4年 日記　弘化四未年　田中帳場 182

当村一件留

諸用日記　寛政三年四月　　（4／21～5／7）

諸用日記　寛政三年九月　　（9／1～9／29）

諸用日記　寛政三亥十二月　（12／1～12／24）

19

42

43

41 玄蕃日記嘉永元年 日記　嘉永元申年田中帳場 137

42 玄蕃日記嘉永2年 日記　嘉永二酉年　田中帳場 146

5 玄蕃日記寛政4年
43 玄蕃日記嘉永3年 日記　嘉永三庚戌　田中帳場 110

諸用日記　寛政四年二月　　（2／1～2／28）

諸用日記　寛政四年閏二月　（閏2／1～10／28）

26

176 44 玄蕃日記嘉永4年 日記　嘉永四辛亥年　田中帳場 136

6 玄蕃日記文化9年 要用記　文化九申年　　　　（4／5～12／13） 25 45 玄蕃日記嘉永5年 日記　嘉永五子年　田中帳場 111

7 玄蕃日記文化10年 要用記　文化十年 34 46 玄蕃日記嘉永6年 日記　嘉永六癸丑　田中帳場 100

8 玄蕃日記文化11年 要用記　文化十一年　　　　（1／25～12／30） 57 47 玄蕃日記嘉永7年 日記　嘉永七寅年 loo

9 玄蕃日記文化12年 （玄蕃日記　文化十二年） 160 48 玄蕃日記安政2年 日記　安政二乙卯　田中帳場 140

10 玄蕃日記文化13年 （玄蕃日記　文化十三年） 197 49 玄蕃日記安政3年 日記　安政三辰年　田中帳場 123

1
1 玄蕃日記文化14年 （玄蕃日記　文化十四年） 135 50 玄蕃日記安政4年 日記　安政四巳年　田中帳場 132

12 玄蕃日記文政元年 要用記　文化十五戊寅年　田中玄蕃 163 51 玄蕃日記安政5年 日記　安政五年　田中帳場 125

13 玄蕃日記文政2年 （玄蕃日記　文政二年） 123 52 玄蕃日記安政6年 日記　安政六未年　田中玄蕃 110

14 玄蕃日記文政3年 要用記　文政三庚辰　田中玄蕃 230 53 玄蕃日記万延元年 日記　萬延元年　田中帳場 146

15 玄蕃日記文政4年 日記　文政四年　田中帳場 171 54 玄蕃日記万延2年 日記　萬延二辛酉　田中帳場 118

16 玄蕃日記文政5年 要用記　文政五壬午年　田中玄蕃 224 55 玄蕃日記文久2年 玄蕃日記　文久二壬戌　田中帳場 101

17 玄蕃日記文政6年 日記　文政六癸未年 242 56 玄蕃日記文久3年 日記　文久三亥年　田中氏 106

18 玄蕃日記文政8年 要用記　文政八乙酉年　田中玄蕃 272 57 玄蕃日記文久4年 日記　文久四子年　田中氏 155

19 玄蕃日記文政9年 （玄蕃日記）　文政九丙戌年 323 58 玄蕃日記元治2年 日記　元治二丑年　田中氏 140

20 玄蕃日記文政10年 要用記　文政拾丁亥年　田中玄蕃 256 59 玄蕃日記慶応2年 日記　慶応二年 114

21 玄蕃日記文政11年 要用記　文政十一戊子年　田中玄蕃 273 60 玄蕃日記慶応2年 日記　慶応二年 114

22 玄蕃日記文政12年 要用記　文政十二己丑年　田中玄蕃 256 61 玄蕃日記慶応3年 日記　慶応三年 120

23 玄蕃日記天保元年 要用記　文政十三庚寅年　田中玄蕃 294 62 玄蕃日記明治元年 （玄蕃日記）明治元年 129

24 玄蕃日記天保2年 要用記　天保二辛卯年　田中玄蕃 215 63 玄蕃日記明治2年 （玄蕃日記）明治二年 124

25 玄蕃日記天保3年 （玄蕃日記） 292 64 玄蕃日記明治5年 日記　明治五壬申年　田中氏

26 玄蕃日記天保4年 （玄蕃日記）　天保癸巳年 291

27 玄蕃日記天保5年 日記　天保五甲午正月元旦　（ヤマ田） 263

28 玄蕃日記天保6年 口記　天保六未年 350

29 玄蕃日記天保7年 日記　天保七申年　（ヤマ田） 263

30 玄蕃日記天保8年 日記　天保八丁酉年　田中玄蕃 261

31 玄蕃日記天保9年 （玄蕃日記）　天保九戌年 238

32 玄蕃日記天保10年 日記　天保十亥年　田中帳場 273

33 玄蕃日記天保11年 日記　天保十一子年　田中氏 224

34 玄蕃口記天保12年 日記　天保十二辛丑年　田中氏 236

35 玄蕃日記天保13年 日記　天保十三寅年　田中氏 223
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（
1
）
廻
船
の
入
津
と
難
破

　

日
記
の
最
初
の
頃
、
近
世
中
期
の
段
階
で
は
、
奥
州
廻
船
が
銚
子
に
多
数
入
港
し

て

い

る
状
況
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
寛
政
四
（
一
七
九
四
）
年
四
月
十
一
日
条
に
、

「
奥
南
部
仙
台
其
外
共
、
拾
壱
艘
入
津
有
之
」
と
あ
り
、
一
一
艘
も
の
廻
船
が
同
時

に

入
港
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
こ
の
時
期
に
は
、
銚
子
口
（
銚
子
河
口
）
に
お
け
る
難
破
の
記
事
も
散
見
さ

れ

ま
す
。
と
く
に
寛
政
三
年
四
月
か
ら
翌
四
年
十
月
ま
で
の
間
に
は
、
六
件
も
の
難

破
事
件
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
銚
子
口
な
い
し
銚
子
港
内
で
の
難
破
で
、

そ
の
内
訳
は
奥
州
船
が
五
件
、
大
坂
船
が
一
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
以
下
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
難
破
の
状
況
を
や
や
詳
し
く
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
①
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
四
月
二
十
四
日
条
に
は
、
八
〇
〇
石
積
十
六
人
乗
り

の

「仙
台
様
御
手
船
」
が
、
江
戸
か
ら
奥
州
に
戻
る
際
、
荒
野
村
沖
で
難
破
し
た
と

い

う
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
は
、
荒
野
村
の
穀
宿
の
広
屋
武
左
衛
門
が
、
難

船
荷
物
の
艀
上
げ
（
捜
索
回
収
）
の
差
配
に
あ
た
り
ま
し
た
。

　
②
寛
政
三
年
四
月
二
十
五
日
条
に
は
、
江
戸
商
人
雇
船
の
「
大
坂
船
」
が
、
江
戸

か

ら
奥
州
に
向
か
う
途
中
で
、
飯
貝
根
地
区
で
難
破
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
し

た
。
や
は
り
「
銚
子
船
宿
・
広
屋
武
左
衛
門
」
が
手
配
し
て
、
飯
貝
根
の
「
地
下
船
」

六
艘

を
動
員
し
、
難
船
荷
物
を
飯
貝
根
浜
に
艀
上
げ
し
ま
し
た
。
四
月
二
十
七
日
に

は

荒
野
村
に
荷
物
を
回
送
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
海
上
投
棄
米
の
捜
索
・
回
収
の
た

め

の

「
掛
船
」
を
出
す
よ
う
に
と
飯
貝
根
地
区
に
要
請
し
、
「
地
下
船
」
二
一
艘
が
出

て

い
ま
す
。

　
③
寛
政
三
年
四
月
二
十
五
日
条
に
は
、
幕
府
の
「
御
城
米
船
」
が
難
破
し
た
と
い

う
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
穀
宿
の
大
野
喜
惣
太
が
差
配
を
し
て
、
四
月
二
十

八

日
に
難
船
を
荒
野
村
下
に
曳
航
し
ま
し
た
。
ま
た
、
難
船
を
見
張
る
「
昼
夜
番

人
」
な
ど
も
手
配
し
て
い
ま
す
。

　
④
寛
政
四
年
二
月
十
四
日
条
に
は
、
八
人
乗
り
の
「
南
部
領
山
田
村
嘉
右
衛
門

船
・
恵
比
寿
丸
」
が
黒
生
浦
の
下
で
難
破
し
た
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い

て

は
、
民
間
船
で
あ
っ
た
た
め
か
船
宿
の
江
戸
屋
文
次
郎
が
差
配
し
て
い
ま
す
。

　
⑤
寛
政
四
年
七
月
十
二
日
条
に
は
、
七
人
乗
り
の
「
相
馬
領
原
釜
村
重
右
衛
門

船
」
が
、
笠
上
新
田
で
難
破
し
て
材
木
が
流
失
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
時
に
は
、
船
宿
の
仙
台
屋
七
兵
衛
と
荷
宿
の
豊
後
屋
七
郎
右
衛
門
が
、
積
荷
の

捜
索
・
回
収
の
た
め
の
「
掛
船
」
の
派
遣
を
、
飯
貝
根
地
区
に
依
頼
し
て
い
ま
す
。

　
⑥
寛
政
四
年
十
月
二
十
日
条
に
は
、
「
南
部
山
田
茂
兵
衛
船
・
大
徳
丸
」
が
難
破
し

た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
に
は
荷
問
屋
の
豊
後
屋
七
郎
兵
衛
が
差
配

を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
寛
政
年
間
の
銚
子
港
に
は
、
い
ま
だ
多
く
の
諸
国
廻
船
の
入
港
が
み

ら
れ
、
銚
子
口
で
の
難
破
事
故
も
多
発
し
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
難
破
記
事
に
み
ら

れ

る
大
型
廻
船
の
取
引
先
は
、
ほ
と
ん
ど
が
荒
野
村
、
別
名
「
仙
台
河
岸
」
に
あ
り
、

近
世
前
期
に
確
立
し
た
幕
藩
領
主
米
の
輸
送
を
中
心
と
す
る
銚
子
の
港
湾
機
能
が
、

こ
の
時
期
に
お
い
て
も
維
持
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

④
「
玄
蕃
日
記
」
に
見
る
近
世
後
期
の
銚
子
港
の
変
容

　

そ
の
後
、
近
世
後
期
の
「
玄
蕃
日
記
」
を
み
て
い
く
と
、
廻
船
の
難
破
記
事
が
全

く
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
た
ま
に
出
て
く
る
難
破
の
記
事
は
、

利
根
川
に
就
航
す
る
川
船
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
変
化
と
と
も
に
、
銚
子

に

お

け
る
幕
府
の
流
通
機
構
と
し
て
の
諸
施
設
に
も
変
容
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
近
世
前
期
に
確
立
し
た
東
廻
り
航
路
に
お
け
る
銚
子
の
位
置
が
、
こ
の
時
期

し
だ
い
に
変
容
し
始
め
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
（
1
）
奥
州
諸
藩
御
穀
宿
の
経
営
不
振
・
破
綻

　
近
世
後
期
に
お
け
る
東
廻
り
航
路
の
変
質
は
、
奥
州
諸
藩
の
御
穀
宿
の
低
迷
と

な
っ
て
現
れ
ま
し
た
。
以
下
で
い
く
つ
か
の
例
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
①
南
部
問
屋
・
豊
後
屋
七
郎
右
衛
門
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穀
宿
・
豊
後
屋
七
郎
右
衛
門
は
、
さ
き
の
南
部
船
の
難
破
処
理
に
も
登
場
す
る
な

ど
、
銚
子
に
お
け
る
南
部
藩
の
出
先
機
関
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま

す
が
、
「
玄
蕃
日
記
」
の
文
化
十
四
（
一
八
一
七
）
年
九
月
十
日
の
条
に
次
の
よ
う
な

記
事
が
み
ら
れ
ま
す
。

［史
料
2
］

　
豊
後
屋
七
郎
右
衛

門
、
南
部
笹
屋
六
之
助
金
子
出
入
取
扱
、
金
子
弐
百
両
御
用

　
達
中
に
て
才
覚
い
た
し
呉
候
様
、
肝
煎
名
主
・
加
瀬
・
柳
、
両
家
よ
り
頼
、
尤

　
御
上

よ
り
も
御
言
葉
添
も
有
之
候
由
、
当
八
日
両
人
被
参
候
得
共
、
右
弐
百
両

　
為
加
質
、
七
郎
右
衛
門
所
持
土
蔵
屋
敷
・
外
川
宇
兵
衛
所
持
屋
敷
田
地
井
七
郎

　
右

衛
門
の
蘇
鉄
等
迄
、
加
質
に
い
た
し
、
売
立
返
金
の
節
、
金
子
不
足
に
候

　
ハ
・
、
七
郎
右
衛
門
所
持
の
掛
軸
等
迄
、
売
擁
候
（
後
略
）

　
す
な
わ
ち
、
豊
後
屋
は
南
部
の
笹
屋
と
の
間
で
金
銭
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
際
、

解
決
金

と
み
ら
れ
る
二
〇
〇
両
が
払
え
な
い
た
め
、
同
家
で
は
所
持
の
店
舗
の
ほ
か

ソ
テ
ツ
や
掛
軸
な
ど
ま
で
質
入
・
売
却
し
、
返
済
に
あ
て
よ
う
と
し
た
よ
う
で
す
。

近
世
前
期
に
は
相
当
な
勢
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
南
部
藩
の
穀
宿
が
、
こ
の
時
期
に

は

か

な
り
の
経
営
危
機
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　
そ
の
後
文
化
十
五
（
一
八
一
八
）
年
五
月
九
日
条
に
は
、
「
豊
後
屋
七
郎
右
衛
門
金

子
一
件
に
付
、
南
部
よ
り
被
罷
越
候
も
の
共
、
何
か
騒
立
候
よ
し
、
薄
々
及
承
候
」

と
い
う
記
事
も
み
え
、
玄
蕃
自
身
が
目
撃
し
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
が
、
豊
後

屋
に

南
部
か
ら
来
た
者
た
ち
が
押
し
か
け
て
騒
ぎ
を
お
こ
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
十
一
月
朔
日
、
つ
い
に
豊
後
屋
は
、
土

地
・
家
屋
・
家
財
の
す
べ
て
を
四
五
〇
両
余
で
分
散
（
破
産
処
分
）
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　
②
南
部
問
屋
・
盛
岡
屋
権
三
郎

　
盛
岡
屋
権
三
郎
に
つ
い
て
は
、
文
政
四
（
一
八
二
一
）
年
八
月
五
日
条
に
「
盛
岡

屋
権
三
郎
儀
、
国
元
南
部
江
引
籠
申
度
旨
、
御
役
所
江
願
上
候
所
、
御
聞
済
無
之
、

右
二
付
立
帰
り
百
日
御
暇
願
上
候
所
、
多
分
御
聞
済
に
も
可
相
成
哉
の
由
、
執
次
柳

治
兵
衛
殿
被
申
之
候
」
と
い
う
記
事
が
み
え
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
、
盛
岡
屋
も
経

営
不
振
に

陥
っ
て
い
た
ら
し
く
、
銚
子
を
ひ
き
は
ら
っ
て
本
拠
地
の
南
部
へ
ひ
き
こ

も
り
た
い
と
領
主
に
願
い
出
た
よ
う
で
す
が
、
許
可
さ
れ
ず
、
期
間
を
限
定
し
た

「
百

日
御
暇
願
」
な
ら
ば
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
い
う
の
で
す
。

盛
岡
屋
の
経
営
が
逼
迫
し
て
い
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
領
主
の
許
可
を
得
な
け

れ
ば
撤
退
も
で
き
な
い
と
い
う
穀
宿
の
状
況
が
窺
え
ま
す
。

　
③
南
部
藩
御
穀
宿
・
信
太
権
右
衛
門

　
信

太
権
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
九
月
十
四
日
条
か
ら
十

月
十
四
日
条
に
か
け
て
関
連
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
九
月
十
六
日
に
は
、

「
信

太
権
右
衛
門
殿
、
南
部
御
穀
宿
一
件
二
付
、
権
右
衛
門
隠
居
・
親
類
豊
後
屋
市

郎
兵
衛
殿
、
同
道
二
而
入
来
、
尤
、
金
談
筋
ノ
頼
也
、
夕
方
断
ノ
手
紙
遣
ス
」
と
み

え
て
い
ま
す
。
南
部
穀
宿
・
信
太
屋
が
、
隠
居
や
親
類
の
豊
後
屋
と
一
緒
に
玄
蕃
家

を
訪
れ
、
「
金
談
筋
」
（
借
金
か
）
を
頼
み
入
れ
て
き
た
の
を
、
夕
方
に
な
っ
て
手
紙

で
断
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
後
十
月
十
三
日
に
は
、
「
信
太
権
右
衛
門
殿
儀
、

御
役
所
江
願
筋
有
之
候
二
付
、
豊
後
屋
市
郎
兵
衛
殿
入
来
、
不
快
二
付
不
逢
被
帰
候

事
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
十
月
十
四
日
に
も
、
「
信
太
権
一
件
二
付
、
豊
後
屋
市
郎
兵
衛

殿
、
當
御
役
所
江
願
書
を
以
、
嘆
願
之
儀
内
々
被
相
頼
候
、
不
快
二
付
」
云
々
と
あ

り
ま
し
た
。
信
太
権
に
つ
い
て
御
役
所
へ
何
ご
と
か
願
い
出
た
い
こ
と
が
あ
る
と
し

て
、
信
太
の
親
類
豊
後
屋
が
連
日
田
中
家
を
訪
問
し
て
い
る
の
で
す
が
、
玄
蕃
は
気

分
が

す
ぐ
れ
な
い
な
ど
と
い
っ
て
面
談
を
避
け
て
い
ま
す
。
南
部
藩
穀
宿
の
信
太
権

右
衛
門
も
ま
た
、
こ
の
頃
に
は
経
営
的
に
困
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　
④
銚
子
御
用
商
人
筆
頭
格
・
柳
仁
平
治

　
銚
子
御
用
商
人
の
筆
頭
格
で
あ
っ
た
柳
仁
平
治
は
、
ま
ず
寛
政
四
（
一
七
九
二
）

年
二
月
十
一
日
条
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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料
3
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柳
や
仁
平
次

　
右

の
者
、
於
当
所
、
相
馬
様
御
米
買
請
、
江
戸
小
網
町
・
植
田
や
伊
助
方
へ

積
送
り
、
俵
数
八
十
九
俵
蔵
入
い
た
し
置
候
処
、
右
米
相
馬
様
責
買
御
差
留
め

被
仰
付
、
依
て
手
代
久
次
郎
為
相
登
申
候
由
、
御
添
翰
願
出
候
、
此
段
御
役
所

　
　
　
ハ
マ
マ
　

表
へ
願
出
出
す
、

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
柳
仁
平
治
は
相
馬
藩
の
払
米
の
取
扱
を
し
て
お
り
、
相
馬
藩
の
穀

宿
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
十
一
月

三

日
条
で
は
、
銚
子
町
人
に
総
額
で
五
〇
〇
両
の
御
用
金
が
賦
課
さ
れ
た
際
、
柳
仁

平
治
は
最
高
額
の
七
〇
両
を
、
次
い
で
田
中
玄
蕃
・
ヒ
ゲ
タ
の
広
屋
儀
三
・
鶴
屋
九

右
衛

門
ら
三
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
両
を
負
担
し
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
ま
だ
柳
仁

平
治
は
、
銚
子
商
人
中
筆
頭
た
る
経
済
力
を
誇
示
し
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
文
化
十

三

（
一
八
一
六
）
年
十
二
月
二
十
七
日
条
に
も
、
柳
と
田
中
は
並
ん
で
役
所
の
歳
暮

祝
儀
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
天
保
元
（
一
八
三
〇
）
年
閏
十
一
月
五
日
条
に
は
、
「
柳
仁
平
治
殿
、
御

用
達
退
役
願
書
の
下
書
持
参
被
参
、
披
見
の
上
相
尋
候
処
、
新
宅
主
人
江
も
見
せ
候

所
、
田
中
江
持
参
添
削
い
た
し
貰
候
様
に
と
の
事
故
、
加
筆
迄
為
持
遣
す
」
と
い
う

記
事
が
あ
り
、
柳
は
ど
う
し
た
わ
け
か
退
役
願
を
出
す
と
い
う
事
態
に
陥
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
七
月
四
日
条
で
は
、
「
柳

仁
平
治
殿
、
身
上
向
追
々
不
如
意
、
借
財
方
六
ヶ
敷
様
子
二
付
、
今
朝
戸
を
お
ろ
し

候

趣
、
別
家
治
兵
衛
殿
被
参
、
右
段
被
申
聞
候
事
」
と
あ
り
、
と
う
と
う
経
営
不
振

に

よ
っ
て
店
舗
の
閉
鎖
に
至
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
七
月
六
日
条

で
、
「
柳
本
家
逼
塞
、
御
届
い
た
し
呉
候
様
、
為
頼
萬
才
弥
右
衛
門
老
人
入
来
二
付
、

直
二
御
代
官
所
江
罷
上
ル
」
と
あ
り
、
銚
子
最
大
の
御
用
商
人
で
あ
っ
た
柳
仁
平
治

も
、
つ
い
に
破
産
に
至
っ
て
い
ま
す
。
「
玄
蕃
日
記
」
で
み
る
か
ぎ
り
、
柳
屋
は
、
醸

造
へ
経
営
比
重
を
移
し
て
い
っ
た
田
中
玄
蕃
家
と
は
異
な
り
、
廻
船
問
屋
に
重
点
を

お
い

た
従
前
か
ら
の
経
営
基
盤
に
依
存
し
続
け
て
い
た
よ
う
で
、
こ
れ
が
経
営
不
振

の
原
因
に

な
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
文
化
期
か
ら
天
保
期
に
か
け
て
、
銚
子
で
は

由
緒
あ
る
廻
船
問
屋
や
穀
宿
が
の
き
な
み
経
営
不
振
と
な
り
、
い
く
つ
も
が
破
産
に

追
い

込

ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し

た
銚
子
と
東
廻
り
航
路
を
め
ぐ
る
海
上
輸
送
ル
ー
ト
の
大
き
な
変
容
が
あ
っ
た
こ
と

は

間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
近
世
中
期
以
後
、
東
廻
り
航
路
を
ゆ
き
か
う
廻
米
船
の

銚
子
入
港
量
が
減
少
す
る
中
で
、
こ
れ
ら
廻
船
と
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い

た
銚
子
の
穀
宿
・
廻
船
問
屋
ら
が
、
撤
退
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
う

し
た
な
か
、
田
中
玄
蕃
家
は
、
そ
れ
ま
で
の
廻
船
問
屋
か
ら
醸
造
業
へ
と
経
営
の
重

心

を
次
第
に
移
し
替
え
る
こ
と
に
成
功
し
、
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思

い

ま
す
。
奥
州
米
を
積
ん
だ
大
型
廻
船
の
銚
子
入
港
の
減
少
が
、
ま
ず
銚
子
に
お
け

る
領
主
的
流
通
の
担
い
手
た
る
穀
宿
・
廻
船
問
屋
の
衰
退
を
引
き
起
こ
し
、
銚
子
の

空
間
構
成
・
勢
力
分
布
に
大
き
な
変
質
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
（
2
）
銚
子
ロ
の
土
砂
堆
積
と
大
廻
し
航
路
の
整
備

　
天
保
期
頃
に
な
る
と
銚
子
口
で
は
土
砂
堆
積
が
進
み
、
そ
れ
ま
で
廻
船
が
銚
子
へ

入
港
す

る
際
、
格
好
の
航
路
目
標
に
な
っ
て
い
た
「
な
が
ら
み
」
と
い
う
瀬
も
消
滅

し
、
大
型
廻
船
の
入
港
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し

先
述

し
た
よ
う
に
「
玄
蕃
日
記
」
で
は
、
寛
政
年
間
の
銚
子
口
で
の
難
破
の
記
事
が

目
立
っ
て
お
り
、
す
で
に
こ
の
頃
に
は
銚
子
口
の
航
路
状
況
が
悪
化
し
始
め
て
い
た

の

か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
天
保
期
に
は
、
銚
子
口
の
自
然
的
な
条
件

悪
化
も
あ
っ
て
、
内
川
廻
し
を
支
え
て
き
た
銚
子
の
東
廻
り
航
路
と
の
接
点
と
い
う

機
能
が
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
は
働
か
な
く
な
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
銚
子
の
変
化
を
象
徴
す
る
記
事
が
、
「
玄
蕃
日
記
」
天
保
三
（
一
八
三

二
）
年
八
月
六
日
条
に
み
え
て
い
ま
す
。
こ
の
日
、
田
中
玄
蕃
の
も
と
に
「
江
戸
駿

河
町
・
越
後
屋
後
見
・
宮
下
五
郎
兵
衛
殿
」
か
ら
、
「
当
御
役
所
」
へ
の
と
り
な
し
を
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求
め
る
手
紙
が
届
き
ま
し
た
。
書
状
に
は
、
「
焚
火
常
夜
燈
の
ケ
所
書
、
浦
賀
問
屋

名
前
書
、
江
戸
廻
船
問
屋
凡
六
十
軒
余
・
中
ノ
湊
濱
屋
藤
右
衛
門
・
仙
台
石
ノ
巻
熊

谷
長
右
衛
門
等
の
名
前
書
」
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
い
、
犬
吠
埼
の
先
端
に
近
い
高

神
村
の
高
台
に
、
箸
火
の
常
夜
燈
を
設
置
し
た
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。
浦
賀
・
江

戸
・
那
珂
湊
・
石
巻
の
廻
船
問
屋
や
船
主
船
頭
ら
、
賛
同
者
ら
多
数
の
署
名
簿
も
付

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
田
中
玄
蕃
は
、
こ
の
記
事
を
否
定
も
肯
定
も
せ
ず
淡
々
と
書
き

記
し
て
い
ま
す
が
、
連
名
者
の
構
成
か
ら
み
て
も
、
ま
た
高
神
村
高
台
と
い
う
常
夜

燈
の
設
置
場
所
か
ら
み
て
も
、
銚
子
沖
を
迂
回
す
る
「
大
廻
し
」
航
路
の
安
全
性
を

高
め
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
時
期
に
は
、

銚
子

沖
を
通
過
す
る
大
廻
し
の
航
路
整
備
が
、
江
戸
・
浦
賀
の
問
屋
や
、
那
珂
湊
・

石
巻
の
船
主

ら
に
よ
っ
て
真
剣
に
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
こ
の
時
期
に
奥
州
産
米
の
江
戸
移
出
に
お
い
て
、
「
大
廻
し
」
航
路
へ
の
比
重

が

ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
事
実
と
い
え
ま
す
。

　
（
3
）
地
一
兀
民
間
流
通
勢
力
と
全
国
勢
力
と
の
結
合

　
銚
子
に

お

け
る
由
緒
あ
る
商
人
勢
力
、
す
な
わ
ち
幕
藩
制
流
通
を
支
え
る
特
権
的

商
人
集
団
の
衰
退
は
、
い
っ
ぽ
う
で
地
域
に
新
し
い
流
通
勢
力
を
生
み
出
す
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
事
例
を
「
玄
蕃
日
記
」
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
天
保
五

（
一
八
三

四
）
年
正
月
十
七
日
条
に
は
、
「
御
他
領
之
者
共
よ
り
、
荒
野
村

荷
問
屋
（
越
後
屋
）
次
左
衛
門
方
江
、
醤
油
井
醤
油
粕
を
以
製
造
致
候
味
噌
多
分
二

積
来
、
則
右
之
品
同
人
方
へ
蔵
詰
い
た
し
置
、
自
分
支
配
い
た
し
、
奥
州
舩
又
は
御

領
分
江
専
責
捌
候
二
付
、
仲
間
一
同
渡
世
差
障
」
云
々
、
と
い
う
記
事
が
み
え
ま
す
。

荒
野
村
の
荷
問
屋
で
越
後
屋
な
る
者
が
、
こ
の
者
は
お
そ
ら
く
醤
油
関
係
の
仲
間
に

加
入
し
て
い
な
い
商
人
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
銚
子
産
で
な
い
他
領
産
の
醤
油
や
味
噌

を
大
量
に
買
付
け
て
、
奥
州
船
や
銚
子
領
へ
直
接
売
り
込
む
違
法
行
為
を
し
て
お
り
、

取
り
締
ま
っ
て
欲
し
い
と
銚
子
の
醤
油
仲
間
が
訴
え
た
の
で
す
。

　

ま
た
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
三
月
二
十
五
日
条
に
は
、
今
宮
村
の
御
用
達
商

人
・
深
井
九
右
衛
門
と
い
う
商
人
が
、
「
是
迄
の
仲
買
の
者
共
に
不
拘
、
勝
手
次
第

売
捌
度
と
御
代
官
所
迄
願
出
候
」
と
あ
り
、
仲
買
仲
間
内
の
商
人
で
あ
る
深
井
が
、

仲
間
の
独
占
を
破
っ
て
自
由
販
売
を
し
た
い
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
海
船
か
ら
川
船
へ
と
積
荷
を
積
替
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件

に

支
え
ら
れ
た
銚
子
固
有
の
流
通
独
占
形
態
、
穀
宿
を
は
じ
め
と
す
る
特
権
的
商
人

集
団
の
団
結
、
商
人
た
ち
の
特
権
や
排
他
的
な
商
慣
行
な
ど
が
、
こ
の
時
期
打
ち
破

ら
れ
始
め
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
東
廻
り
航
路
に
お
け
る
「
内
川
廻
し
」
と

「
大
廻
し
」
の
比
重
の
逆
転
、
す
な
わ
ち
銚
子
の
流
通
上
の
位
置
の
後
退
と
も
連
動

し
て
い
た
こ
と
は
、
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
地
元

の
仲
間
外
商
人
が
、
活
発
に
活
動
し
始
め
、
そ
の
活
動
が
全
国
的
な
流
通
と
結
合
し

始
め

て
い
る
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　
（
4
）
銚
子
醸
造
業
と
神
奈
川
・
浦
賀

　

田
中
玄
蕃
家
は
、
近
世
中
期
以
後
、
廻
船
問
屋
か
ら
は
撤
退
し
、
醤
油
醸
造
に
本

格
的
に
と
り
く
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
「
玄
蕃
日
記
」
に
は
、
飯
沼
村

の
地
先
で
の
荷
役
（
購
入
原
料
水
揚
げ
・
製
品
船
積
み
）
、
土
浦
方
面
か
ら
購
入
し

た
醤
油
原
料
大
豆
の
水
揚
げ
、
あ
る
い
は
江
戸
方
面
に
出
荷
す
る
製
品
醤
油
の
船
積

み

な
ど
の
記
事
が
多
数
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
江
戸
と
銚
子
を
結
ん
だ
持
船

や
雇
船
な
ど
川
船
の
難
破
記
事
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
小
麦
・
大
豆
・
塩
な
ど
醤
油
醸
造
の
原
料
を
、
既
存
の
流
通
経
路
で
な

い

と
こ
ろ
か
ら
仕
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
が
「
玄
蕃
日
記
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
発
覚
す
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
恐
れ
も
あ
っ
た
こ
う
し
た
行
為
を
、
な
ぜ
田
中

家
は
お

こ
な
う
に
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
①
小
　
麦

　
文
化
十
一
（
一
八
二
八
）
年
三
月
十
三
日
条
に
、
「
其
御
地
俵
物
の
儀
、
外
品
は
格

別
、
豆
麦
近
来
舛
切
多
分
に
て
、
甚
迷
惑
に
付
」
云
々
と
い
う
記
事
が
み
え
ま
す
。

「
舛
切
」
と
は
、
送
ら
れ
て
き
た
積
荷
の
量
が
足
り
な
い
こ
と
を
い
い
、
「
銚
子
組
」
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の

「
造
醤
油
仲
間
」
は
、
常
陸
国
の
土
浦
・
小
川
・
府
中
の
荷
主
問
屋
・
荷
主
商
人

に

対

し
て
、
送
ら
れ
て
く
る
大
豆
や
麦
の
内
容
量
が
、
表
示
量
よ
り
も
大
幅
に
足
り

な
い
と
苦
情
を
申
し
入
れ
、
改
善
を
求
め
て
い
た
の
で
す
。
小
麦
や
大
豆
な
ど
醸
造

原
料
の
最
大
の
供
給
先
で
あ
っ
た
土
浦
・
小
川
・
府
中
の
商
人
ら
と
、
銚
子
の
醤
油

仲
間
と
の
信
頼
関
係
が
、
こ
の
頃
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
不
正
行
為
に
よ
っ
て
崩
壊
し

は

じ
め
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
五
月
二
十
五
日
条
に
は
、
府
中
商
人
ら
の
返
書
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
「
舛
切
多
分
に
有
之
候
に
付
、
已
来
舛
改
に
て
取
引
可
被
成
下
の
趣
、
御
尤

に

承
知
仕
候
、
当
夏
よ
り
御
買
入
被
下
候
俵
物
、
高
浜
積
立
の
節
は
、
御
立
会
を
以

相
改
可
申
候
間
、
左
様
思
召
被
下
候
」
と
あ
り
、
府
中
商
人
側
で
は
、
こ
れ
よ
り
以

後
は
送
荷
は
す
べ
て
計
量
す
る
と
い
う
銚
子
側
の
取
引
条
件
を
呑
ん
で
い
ま
す
。
近

世
中
期
ま
で
は
独
占
状
態
の
流
通
経
路
に
あ
っ
て
、
あ
る
程
度
容
認
さ
れ
て
い
た
商

取
引
慣
行
が
、
新
し
い
流
通
の
可
能
性
が
生
じ
る
な
か
で
問
題
に
さ
れ
始
め
る
よ
う

に

な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
不
正
行
為
は
、
そ
の
後
も
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
ら
し
く
、
田
中
家
で
は
、

つ
い

に

次

の

よ
う
な
行
動
に
で
ま
し
た
。
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
六
月
十
六
日
条

に

よ
れ
ば
、
「
（
ヤ
マ
サ
）
小
兵
衛
公
入
来
、
神
奈
川
新
小
麦
為
見
口
持
参
に
付
、
相

談
の
上
、
新
兵
衛
、
深
田
安
納
小
麦
慶
返
い
た
し
、
夫
よ
り
土
浦
・
府
中
両
所
の
内
、

嘉
助
逢
買
方
半
減
、
尤
、
半
分
は
神
奈
川
買
入
可
申
積
」
云
々
、
と
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
ヤ
マ
サ
醤
油
の
小
兵
衛
が
神
奈
川
の
小
麦
の
サ
ン
プ
ル
を
持
っ
て
き
た
の
で
、

相
談
の
う
え
従
来
の
土
浦
・
府
中
の
小
麦
の
買
付
け
分
を
半
減
し
、
半
分
を
神
奈
川

か

ら
買
い
入
れ
る
こ
と
に
決
め
た
、
と
い
う
の
で
す
。

　
な
ぜ
神
奈
川
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
銚
子
と
神
奈
川
と
は
、
何
の
関
係
も
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
は
流
通
上
で
は
関
係
を
も
ち
う
る
可
能
性
が
あ
り
ま
し

た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
頃
の
神
奈
川
は
浦
賀
な
ど
と
と
も
に
、
尾
州
廻
船
な
ど
近

世
後
期
に
台
頭
し
て
く
る
新
し
い
民
間
流
通
勢
力
の
拠
点
湊
と
し
て
急
速
に
勢
力
を

拡
大

し
つ
つ
あ
り
、
江
戸
湾
内
・
武
州
相
州
方
面
に
お
け
る
物
資
の
一
大
集
散
地
に

な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
神
奈
川
は
、
江
戸
川
河
口
に
位
置
す
る
行
徳
と
も
、
内
湾
の
海
船
を
介
し

て

密
接

に
繋
が
っ
て
い
た
形
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
繋
が
り
（
神
奈
川
－
行
徳

ル

ー
ト
）
は
、
物
資
の
中
継
地
た
る
江
戸
を
「
打
越
」
す
（
パ
ス
す
る
）
も
の
と
し

て
、
幕
府
に
よ
っ
て
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
禁
止
の
網
の
目

を
か
い
く
ぐ
り
、
膨
大
な
塩
や
穀
物
が
こ
こ
を
流
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
筆
者

が

明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
す
。
そ
し
て
こ
の
行
徳
は
、
銚
子
と
江
戸
を
結
ぶ
公
認

の
流
通
路
上
に
も
接
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
行
徳
を
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
す
る
銚
子

ー
関
宿
ー
行
徳
ー
神
奈
川
と
い
う
新
し
い
流
通
経
路
が
出
現
し
て
い
た
の
で
す
。
近

世
後
期
に
お
い
て
関
東
内
湾
の
新
興
流
通
の
台
風
の
目
と
も
い
え
る
行
徳
を
抜
け
れ

ば
、
銚
子
と
神
奈
川
は
意
外
に
近
か
っ
た
の
で
す
。
田
中
家
の
神
奈
川
か
ら
の
小
麦

購
入
の
動

き
は
、
尾
州
廻
船
に
ま
で
繋
が
る
民
間
流
通
の
新
し
い
世
界
に
リ
ン
ク
し

て

い

こ
う
と
す
る
銚
子
商
人
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　
②
塩

　
塩

に
も
同
様
の
動
き
が
見
え
て
い
ま
す
。
「
玄
蕃
日
記
」
の
文
化
十
一
（
一
八
一

四
）
年
三
月
十
三
日
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。

［史
料
4
］

　
（
前
略
）
然
は
、
去
冬
中
よ
り
此
節
迄
下
り
荷
物
、
前
後
覚
無
之
増
運
賃
、
甚

　
迷
惑
仕
候
、
然
る
処
、
先
達
て
よ
り
雨
天
続
、
川
筋
出
水
候
得
は
、
運
賃
御
か

　
き
増
に
不
及
申
、
則
左
の
通
、
御
送
帖
面
へ
御
記
し
被
遣
可
被
下
候
、

　
　
　
　
　
覚

　

　
一
あ
ご
塩
　
百
俵
　
　
　
三
月
中
　
　
弐
〆
四
百
文
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
四
月
よ
り
　
弐
〆
文
わ
り

　
右

の
通
、
御
承
知
可
被
下
候
、
尤
手
船
筋
は
御
書
記
被
下
間
敷
候
、
此
段
御
頼

申
上
度
、
如
斯
御
座
候
、
已
上
、

　
　
　

　
二
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醤
油
仲
間
連
名
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ひ

ろ
吉

徳
島

千
代
次

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
江
戸
の
塩
商
人
「
ひ
ろ
吉
（
広
屋
吉
右
衛
門
）
・
徳
島
・
千
代
次

（千
代
倉
）
」
ら
か
ら
、
前
代
未
聞
の
塩
の
値
上
げ
を
通
告
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
田

中
家
を
含
む
銚
子
の
醤
油
仲
間
側
は
こ
れ
に
断
固
反
対
し
、
対
案
と
し
て
希
望
価
格

を
申
し
入
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
八
月
二
十
日
条
で
は
、
江

戸
の
塩
商

人
・
広
屋
吉
右
衛
門
か
ら
、
江
戸
市
場
で
塩
が
払
底
し
て
い
る
と
通
告
さ

れ
て

い

ま
す
。
醤
油
醸
造
に
欠
か
せ
な
い
塩
の
供
給
に
つ
い
て
も
、
旧
来
の
江
戸
塩

商
人

が
、
安
価
で
潤
沢
な
供
給
を
な
し
え
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
が
以
下
で
述
べ
る
よ
う
な
田
中
家
に
よ
る
塩
の
独
自
な
調
達
の
動
き
に
繋
が
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
十
月
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
「
江
戸
表
赤
穂
塩
相
場
は
、
両

に

三

俵
か
へ
申
居
候
得
共
、
船
間
二
而
一
切
品
切
故
、
仕
込
用
差
支
の
程
も
難
斗
二

付
」
、
「
都
合
千
両
分
、
彼
地
二
而
相
調
、
大
廻
り
二
而
當
湊
江
相
廻
し
候
積
」
云
々
、

と
あ
り
ま
す
。
醤
油
仕
込
用
の
赤
穂
塩
が
江
戸
で
払
底
し
調
達
で
き
な
く
な
っ
て
い

る
の
で
、
田
中
家
ら
は
一
〇
〇
〇
両
分
の
塩
を
「
彼
地
」
で
調
達
し
、
「
大
廻
り
」

ル

ー
ト
で
銚
子
に
持
っ
て
こ
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
で
は
新
た
な
塩
の
購
入
先

が

「
彼
地
」
と
し
て
伏
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
翌
年
の
正
月
二
十
五
日
条
や
七
月
二

十
八

日
条
な
ど
に
よ
り
、
「
彼
地
」
と
は
浦
賀
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま

り
赤
穂
塩
を
直
接
に
浦
賀
で
買
い
付
け
、
「
大
廻
し
」
で
銚
子
に
持
っ
て
こ
よ
う
と
い

う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
江
戸
打
越
」
と
し
て
幕
府
が
禁
止
し
て
い
る
違

法
行
為
で
す
。
し
か
し
、
旧
来
の
流
通
ル
ー
ト
に
依
存
し
て
い
た
の
で
は
仕
込
の
塩

が
確
保
で

き
な
い
事
態
に
直
面
し
、
い
っ
ぽ
う
「
彼
地
」
の
よ
う
な
、
新
ら
し
い
流

通
勢
力
に
繋
が
る
物
流
拠
点
が
出
現
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
こ
う
し
た
独
自
の
流

通
ル

ー
ト
の
出
現
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。

⑤
非
公
認
の
群
小
河
岸
場
の
展
開
と
銚
子
港
の
船
溜

　
近
世
後
期
の
銚
子
と
そ
の
周
辺
で
は
、
こ
う
し
た
仲
間
外
商
人
ら
の
動
き
が
目
立

つ

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
い
っ
た
い
、
ど
こ
か
ら
立
ち
現
れ
て
き
た

の
で

し
ょ
う
か
。
本
報
告
で
は
、
そ
う
し
た
拠
点
と
し
て
、
近
世
後
期
に
利
根
川
下

流
域
に
無
数
に
出
現
し
て
く
る
百
姓
持
の
零
細
河
岸
に
注
目
し
、
そ
の
一
例
と
し
て
、

高
田
河
岸
と
弥
右
衛
門
河
岸
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
高
田
河
岸
と
弥

右

衛
門
河
岸
の
場
所
は
、
図
2
に
示
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
参
照
く
だ
さ
い
。

　
（
1
）
高
田
河
岸

　
次

の
写
真
1
は
、
明
治
の
地
籍
図
の
高
田
河
岸
の
部
分
で
す
。
画
面
下
が
利
根
川

で
、
そ
こ
か
ら
入
江
が
上
に
細
長
く
入
り
込
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
こ
が
高
田
河
岸
で

す
。
現
在
の
様
子
は
、
写
真
2
で
示
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
河
岸
の
最
奥
部
で
す
。

そ
の
左
側
に
は
「
船
若
中
」
と
い
う
水
神
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
（
写
真
3
）
。
そ
こ

か

ら
街
道
ま
で
の
場
所
に
は
、
河
岸
を
支
配
し
て
い
た
豪
商
・
宮
城
家
の
屋
敷
が
今

で

も
残
っ
て
い
ま
す
（
写
真
4
）
。
宮
城
家
に
は
古
文
書
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
お
り
、

千
葉
県
文
書
館
で
調
査
さ
れ
詳
細
な
目
録
が
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て

宮
城
家
の
経
営
状
況
を
簡
単
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
そ
も
そ
も
宮
城
家
は
、
嘉
永
年
間
に
分
家
独
立
し
、
そ
の
後
幕
末
か
ら
明
治
に
か

け
て

大

き
く
発
展
し
た
家
で
し
た
。
先
に
み
て
き
た
銚
子
を
ふ
く
む
当
地
域
の
幕
末

期
の
経
済
動
向
が
、
当
家
の
発
展
の
基
礎
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
同
家
が
所

持
す
る
蔵
は
、
嘉
永
頃
（
一
八
四
八
～
一
八
五
三
）
に
は
一
棟
で
し
た
が
、
明
治
五

（
一
八
七

二
）
年
に
は
三
棟
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
所
有
船
は
、
明
治
十
（
一
八
七

七
）
年
の
段
階
で
、
高
瀬
船
が
二
艘
（
四
五
〇
俵
積
・
三
〇
〇
俵
積
）
、
小
船
が
三
艘

（
一
二
〇
俵
積
・
一
〇
〇
俵
積
・
七
〇
か
ら
八
〇
俵
積
）
で
し
た
。
お
も
な
取
扱
商

品
は
、
干
鰯
・
〆
粕
・
魚
油
・
田
作
、
米
・
大
豆
・
菜
種
・
掲
麦
、
赤
穂
塩
・
斉
田
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図2　利根川下流域における「百姓河岸」の高田河岸と弥右衛門河岸

塩
・
明
樽
・
莚
な
ど
で
し
た
。
塩
・
大
豆
・
麦
と
い
っ
た
醤
油
醸
造
原
料
を
扱
っ
て

い

る
こ
と
、
さ
ら
に
塩
は
赤
穂
や
斉
田
な
ど
全
国
型
の
商
品
が
入
っ
て
き
て
い
た
こ

と
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
点
で
す
。
宮
城
家
が
、
こ
れ
ら
醸
造
原
料
を
扱
っ
て
い
た
仲

間
外
商
人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

ち
な
み
に
高
田
河
岸
に
つ
い
て
は
「
玄
蕃
日
記
」
の
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
八

月
八
日
条
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

［史
料
5
］

　
○
銚
子
船
・
高
田
船
、
荷
物
積
等
之
儀
、
混
雑
い
た
し
、
銚
子
船
へ
當
所
荷
物
、

　
広
屋

よ
り
積
入
無
之
、
船
手
行
司
同
家
へ
願
入
候
得
共
、
聞
入
不
申
候
、
右
二
而

　
ハ
、
甚
迷
惑
二
成
二
付
、
何
卒
荷
主
方
よ
り
當
所
船
へ
積
入
二
相
成
候
様
、
広
屋

　
迄
願
入
呉
候
様
、
船
手
行
司
三
人
来
ル
、

　
銚

子
の
川
船
と
高
田
河
岸
の
川
船
と
の
間
で
、
荷
物
の
積
付
け
を
め
ぐ
り
「
混

雑
」
（
も
め
ご
と
）
が
あ
り
、
銚
子
の
船
に
荷
物
が
積
入
れ
て
も
ら
え
な
い
（
と
い
う

こ
と
は
、
高
田
船
に
荷
物
が
積
み
取
ら
れ
て
い
る
）
と
、
銚
子
の
船
手
行
司
が
訴
え

て

き
た
の
で
す
。
も
め
て
い
る
具
体
的
な
内
容
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
高
田
河
岸
の
船
が
、
銚
子
の
船
を
脅
か
す
存
在
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
こ

と
が
窺
え
ま
す
。

　
（
2
）
弥
右
衛
門
河
岸

　
次
に

弥
右
衛
門
河
岸
に

つ
い
て

み
て

み

ま
し
ょ
う
。
こ
ち
ら
も
明
治
の
地
籍
図

（写
真
5
）
が
残
っ
て
い
ま
す
。
利
根
川
（
右
側
の
部
分
）
か
ら
逆
L
字
型
に
水
路
が

入

り
込
ん
で
い
ま
す
。
な
お
現
地
調
査
の
結
果
、
現
在
で
も
そ
の
痕
跡
は
、
比
較
的

明
瞭
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
利
根
川
に
面
し
た
部
分
は
、
現
在
は

モ

ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
停
泊
場
に
な
っ
て
お
り
（
写
真
6
）
、
L
字
の
部
分
は
今
は
葦

が
生
い
茂
っ
て
い
ま
す
（
写
真
7
）
。
こ
の
地
点
に
は
「
船
宿
中
」
が
奉
納
し
た
小
さ
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写真1　高田河岸（地籍図）

写真3　「船若中」 写真2　高田河岸最奥部

写真4　「宮城家」
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写真6 写真5　弥右衛門河岸（芦崎船入）

写真8　「舩若中」 写真7

写真9　宮内弥右衛門家
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図3　「利根川図志」　赤松宗旦　安政4年頃

な
水
神
の
祠
も
残
っ
て
い
ま
す
（
写
真
8
）
。
ま
た
、
こ
の
河
岸
を
開
発
し
た
と
い

う
宮
内
弥
右
衛
門
家
も
近
く
に
現
存
し
て
い
ま
す
（
写
真
9
）
。

　
弥

右
衛
門
河
岸
は
、
い
わ
ゆ
る
百
姓
持
ち
の
零
細
河
岸
で
す
。
宮
内
氏
に
対
す
る

聞
き
取
り
で
は
、
「
こ
う
し
た
河
岸
は
、
利
根
川
両
岸
に
櫛
の
歯
の
よ
う
に
無
数
に

あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
証
言
で
す
。
ひ
と
つ
ひ

と
つ
は
き
わ
め
て
小
さ
な
河
岸
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
空
間
が
利
根
川
両
岸
に

無

数
に
出
現
し
た
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
近
世
前
期
に
は
、
周
辺

に

広
が

る
農
村
地
帯
と
そ
こ
か
ら
画
然
と
餐
立
す
る
大
規
模
町
場
の
銚
子
、
と
い
う

状
況
だ

っ

た
の
が
、
近
世
後
期
に
は
、
無
数
に
展
開
す
る
零
細
河
岸
場
（
町
場
的
拠

点
）
に
よ
っ
て
、
銚
子
町
場
の
経
済
的
位
置
は
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
当
地
域
に
お
け
る
銚
子
の
流
通
独
占
を
打
破
し
て
い
っ
た
の
は
、
天

保
期
以
後
、
無
数
に
出
現
し
て
く
る
こ
う
し
た
零
細
河
岸
群
の
商
業
活
動
だ
っ
た
の

で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　
（
3
）
銚
子
港
の
「
和
田
船
溜
」

　
と
こ
ろ
で
近
世
中
期
以
後
、
銚
子
の
内
部
に
も
、
港
湾
ら
し
い
施
設
が
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
飯
沼
地
区
に
あ
っ
た
「
船
溜
」
で
す
。
安
政
年
間
二

八
五
四

～
一
八
五
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
利
根
川
図
志
」
に
掲
載
さ
れ
た
銚
子
絵
図

（図
3
）
で
は
、
飯
沼
観
音
の
北
東
部
分
に
自
然
な
感
じ
の
入
江
が
見
え
て
い
ま
す
。

こ
の
入
江
が
、
周
辺
地
区
の
町
場
化
に
押
し
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
、
人
工
的
な
船

入
に

変
貌
し
て
い
き
ま
す
。
図
4
は
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
の
も
の
で
す
が
、
D

と
記
し
た
部
分
に
当
時
「
和
田
川
船
溜
」
「
新
川
船
溜
」
と
呼
ば
れ
た
四
角
い
船
入
が

み
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
船
入
が
い
つ
造
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
時
期
は
重
要
な
問
題
で
す
が
、
は
っ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
す
で
に
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一

広弘

ポ㌔

』

維週鱗麟扇
饗灘熱
　リ　　　　ロ

七
〇

三
）
に
は
、
こ
の
あ
た
り
に
船
溜
り
が
あ
っ
た
ら
し
い

こ
と
は
「
先
代
集
」
か
ら
窺
え
ま
す
。
た
だ
し
本
格
的
な
整

442

斎藤善之［近世における東廻り航路と銚子港町の変容］

麺

舞

薗
灘

㌢
‘

酬

⊥

↓
，

三
』
遥ピL一

蒲
、

蒜

篭

星

☆磯
　　佛

－
「
7
1
ー
，
，

　
　
ゴ
4

幽

禰瓢
⊥艮4
　　　‘墨
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備

は
、
近
世
中
期
か
ら
始
ま
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ

で

こ
の
「
船
溜
」
は
、
銚
子
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
…
機
能
を

担
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
穀
宿
や
藩
蔵
・
廻
船
問
屋
な
ど
が

荒
野
地
区
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
こ
の

「
船
溜
」
は
、
領
主
的
流
通
を
担
っ
た
大
型
廻
船
に
直
接
関

連
し
た
施
設
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。

　

ち
な
み
に
飯
沼
地
区
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
近
世
中
期
か

ら
存
在
が
確
認
で
き
る
「
引
船
仲
間
」
の
拠
点
が
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
安
永
年
間
（
一
七
七
二
～
一
七
八
〇
）
に
は
三
〇

艘
弱
の
引
船
が
あ
っ
た
こ
と
、
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
～
一

八
五
一
．
一
）
に
は
一
．
五
人
の
仲
引
船
問
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
「
玄
蕃
口
記
」
の
安

政
五

（
一
八

五

八
）
年
四
月
二
十
八
日
条
に
は
、
川
船
集
団

と
し
て
「
川
岸
傳
馬
」
な
る
存
在
が
あ
り
、
「
當
仲
間
」
「
積

合
中
」
「
仲
間
寄
合
同
席
」
な
ど
の
文
言
が
み
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
船
溜
」
あ
た
り
に
現
存
す
る
水
神
宮
に
は
、
「
銚
子

港
河
船
業
組
合
」
と
彫
ら
れ
た
碑
が
あ
り
、
昭
和
期
の
「
新

川
船
溜
」
は
、
同
組
合
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
わ

れ
て

い

ま
す
。
ま
た
「
河
船
若
者
中
」
の
碑
も
あ
り
、
荷
役

の

集
団
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
確
認
で
き
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
飯
沼
地
区
の
「
船
溜
」
は
、
近
世
中

期
か
ら
以
後
、
利
根
川
水
運
の
最
終
地
点
と
し
て
の
荷
揚
場
、

ま
た
は
高
瀬
船
・
艦
船
・
五
大
力
船
な
ど
の
停
泊
場
と
し
て

整
備
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
船
入
は
、
近
世
の
港
町
で
は
よ
く
見

ら
れ
ま
し
た
。
江
戸
の
「
銚
子
場
」
の
船
入
、
大
坂
の
「
永

代
浜
」
の
船
入
、
兵
庫
港
の
「
船
入
」
な
ど
で
す
。
重
要
な
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港
湾
に
は
こ
の
よ
う
な
船
入
の
施
設
が
必
ず
整
備
さ
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
「
船

入
」
は
、
港
湾
の
都
市
景
観
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
要
素
で
す
が
、
そ
の
機
能
や
構

造
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
ま
と
も
に
と
り
あ
げ
て
検
討
し
た
研
究
は
み
あ
た
り
ま
せ

ん
。
「
船
入
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
銚
子
の
そ
れ
と
他
の
港
湾
の
そ
れ
と
を
比
較
検

討

し
て
み
る
な
ど
、
よ
り
つ
っ
こ
ん
だ
検
討
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
の

「
船

入
」
が
、
近
世
の
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
、
利
根
川
下
流
域
に
乱
立
し
た

群
小
河
岸
の
世
界
と
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
な
ど
、
港
町
と
し
て
の
銚

子
の
都
市
空
間
の
構
造
の
変
質
と
の
関
連
で
、
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。

お
わ
り
に

　
銚
子

の
変
容
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。
銚
子
は
、
近
世
初
期
か
ら
前
期
に

か

け
て
は
、
全
国
的
流
通
の
中
継
拠
点
と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
近
世

後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
銚
子
は
、
河
口
部
の
埋
没
と
い
う
自
然
的
条
件
も

あ
っ
て
、
大
型
廻
船
の
入
港
が
困
難
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
奥
州
廻
米
の
中
継
拠

点
と
し
て
の
位
置
を
急
速
に
喪
失
し
て
い
き
ま
し
た
。
た
だ
し
こ
の
時
期
以
後
、
全

国
的
な
規
模
で
勃
興
す
る
民
間
地
方
海
運
勢
力
の
台
頭
に
も
リ
ン
ク
し
え
た
か
ど
う

か

は
、
今
回
の
検
討
で
は
十
分
な
し
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
後
の
大
き
な
研
究
課
題

と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
今
回
明
ら
か
に
な
っ
た
近
世
後
期
の
銚
子

は
、
利
根
川
河
川
舟
運
の
最
終
地
点
と
し
て
位
置
つ
く
い
っ
ぽ
う
、
醸
造
業
の
一
大

拠
点
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
姿
で
し
た
。
こ
の
な
か
で
問
屋
専
業
型
の
商
人
は
衰

退
し
、
醸
造
転
進
型
は
そ
れ
な
り
に
発
展
を
維
持
し
ま
し
た
。
田
中
玄
蕃
家
は
そ
の

代
表
例
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
銚
子
は
、
廻
米
船
の
港
湾
機
能
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
、

醸
造
都
市
・
地
域
的
流
通
都
市
へ
と
転
進
し
、
醸
造
原
料
・
製
品
移
出
の
た
め
の
水

運
機
能

と
周
辺
地
域
と
の
経
済
関
係
を
強
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
と
補
完
あ
る

い

は

対
立
す
る
関
係
に
あ
っ
た
の
が
、
近
世
後
期
に
出
現
す
る
利
根
川
下
流
の
無
数

の
零
細
河
岸
の
世
界
で
し
た
。

　
最
後
に
、
港
町
空
間
の
特
徴
に
つ
い
て
、
付
言
し
て
お
き
ま
す
。
港
町
を
空
間
的

に

把
握
す
る
方
法
論
と
し
て
、
港
町
が
船
と
ど
の
よ
う
に
接
す
る
の
か
、
そ
の
接
点

の

構
造
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
か
、
と
い
う
視
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を

「
船
着
き
」
の
形
態
論
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
様
々
な
湊
の
船
着
き
を

み

る
と
、
天
然
の
渚
・
潟
・
入
江
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
単
純
素
朴
な
も
の
か
ら
、

江
戸
や
大

坂
・
新
潟
の
よ
う
に
運
河
が
縦
横
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
、
そ
れ
が
全
て
河

岸
で

あ
っ
た
よ
う
な
、
複
雑
で
高
度
な
も
の
に
至
る
ま
で
、
じ
つ
に
多
様
な
段
階
形

態
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
銚
子
の
「
船
入
」
は
、
人
工
的
で
は
あ
る
が
比
較
的
単

純

な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
点
は
、
今
後
さ
ら

に

検
討

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
船
入
の
形
態
を
分
類
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
都
市
空
間
と
し
て
の
港
町
の
景
観
を
考
え
る
糸
口
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

［補
注
ー
研
究
史
］

　
ま
ず
東
廻
り
航
路
に
関
し
て
は
、
古
田
良
一
の
研
究
『
東
廻
り
及
び
西
廻
り
海
運

の
研
究
』
（
東
北
帝
大
奥
羽
史
料
調
査
部
、
一
九
四
二
年
）
、
お
よ
び
幕
藩
制
構
造
論

と
東
廻
り
海
運
を
結
び
つ
け
た
渡
辺
信
夫
の
研
究
『
幕
藩
制
確
立
期
の
商
品
流
通
』

（柏
書
房
、
一
九
六
六
年
）
、
『
海
か
ら
の
文
化
ー
み
ち
の
く
海
運
史
ー
』
（
河
出
書
房

新
社
、
一
九
九
二
年
）
が
あ
る
。
利
根
川
水
運
史
と
の
関
連
で
は
、
川
名
登
の
研
究

「銚
子
湊
の
成
立
と
構
造
」
（
『
近
世
日
本
水
運
史
の
研
究
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
四

年
）
が
あ
り
、
銚
子
醸
造
業
と
利
根
川
水
運
史
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
林
玲
子
の
研

究

「
銚
子
醤
油
醸
造
業
と
利
根
水
運
」
（
『
近
代
交
通
成
立
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出

版

局
、
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
東
廻
り
海
運
と
利
根
川
下
流
域
の
関
係
に

つ
い
て

は
、
渡
辺
英
夫
の
研
究
「
東
廻
海
運
の
展
開
ー
常
陸
国
潮
来
を
め
ぐ
っ
て

ー
」
（
柚
木
学
編
『
日
本
水
上
交
通
史
論
集
・
第
4
巻
』
文
献
出
版
、
一
九
九
一
年
）
、

「利
根
川
舟
運
に
お
け
る
水
戸
藩
の
川
船
」
（
『
近
世
日
本
の
都
市
と
交
通
』
河
出
書
房
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新

社
、
一
九
九
二
年
）
、
「
常
陸
国
潮
来
経
由
仙
台
向
け
荷
物
の
海
上
輸
送
に
つ
い

て
」
（
『
東
北
近
世
史
』
一
七
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
銚
子
港
町
に
つ

い
て

は
、
岡
田
勝
太
郎
『
地
名
が
語
る
ふ
る
さ
と
の
む
か
し
』
1
～
3
（
私
家
版
）

一
九

九
五
～
一
九
九
七
年
、
か
ら
多
く
を
教
え
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
（
東
北
学
院
大
学
経
済
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
十
月
十
一
日
審
査
終
了
）
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