
近
世
瀬
戸
内
海
の
公
用
通
行
に
関
わ
る
情
報
機
能
に
つ
い
て

ー
　
公
儀
役
の
下
り
通
行
を
中
心
に
　
ー

鴨

頭
　
　
俊
　
　
宏
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は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
近
世
瀬
戸
内
海
の
公
用
通
行
に
関
わ
る
情
報
機
能
の
特
質

を
解
明
す
る
と
い
う
大
き
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
一
段
階
と
し

て
、
幕
府
公
儀
役
人
の
下
り
通
行
に
際
す
る
、
領
国
の
垣
根
を
越
え
た

情
報
面
の
連
携
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

近
世
の
一
般
的
な
公
用
通
行
に
関
わ
る
情
報
を
巡
っ
て
は
、
こ
れ
ま

で
、
大
別
し
て
二
つ
の
視
点
で
も
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

(
a
)
　
(
先
触
や
公
儀
浦
蝕
な
ど
)
　
蝕
を
通
じ
た
上
意
下
達
の
一
環
と
し

て
　
先
蝕
は
、
公
用
通
行
者
が
通
行
予
定
の
各
宿
駅
・
本
陣
に
宛
て
て

(
1
}

利
用
の
可
杏
を
問
い
合
わ
せ
を
た
め
の
蝕
で
あ
り
、
近
年
で
は
、
児
玉

幸
多
氏
や
池
田
真
由
美
氏
な
ど
が
そ
の
伝
達
方
法
と
手
続
き
と
を
示
し

(
2
)

て
い
る
。
公
儀
浦
触
は
、
勘
定
奉
行
所
を
は
じ
め
と
す
る
幕
府
諸
機
関

が
海
事
に
関
し
て
対
象
と
す
る
諸
国
浦
々
　
(
海
辺
付
村
々
も
含
む
)
　
に

(
3
)

宛
て
て
発
給
す
る
公
儀
蝕
の
一
種
で
あ
り
、
水
本
邦
彦
氏
が
そ
の
研
究

(
,
)

の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
両
者
は
、
途
中
淳
権
力
を
経
由
せ

ず
、
直
接
宿
・
町
(
村
)
・
浦
(
以
下
「
迎
接
主
体
」
あ
る
い
は
「
迎

接
の
場
」
と
表
記
)
　
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
と
い
う
点
で

共
通
す
る
。

こ
の
視
点
か
ら
の
研
究
に
は
、
例
え
ば
水
本
氏
が
、
浦
蝕
に
つ
い
て

「
公
私
の
領
域
を
度
外
視
し
て
浦
継
ぎ
・
村
継
ぎ
で
送
ら
れ
る
触
れ
を

包
含
す
る
な
ど
、
近
世
幕
藩
体
制
の
統
治
構
造
を
考
え
る
う
え
で
も
、

〈
5
)

興
味
深
い
題
材
」
と
論
じ
る
よ
う
に
、
集
権
(
=
幕
府
)
と
分
権
(
=
淳
)

と
が
両
立
す
る
体
制
に
あ
っ
て
、
い
か
に
領
国
の
垣
椴
を
超
え
て
全
国

に
共
通
す
る
通
達
制
度
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の
か
と
い
う
間
題
意
迫
が

T
ヱ

根
底
に
あ
る
と
い
え
る
。

(
b
)
　
「
馳
走
」
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
　
近
世
に
お
け
る
故

走
と
は
、
一
つ
の
迎
接
主
体
が
通
行
者
を
迎
接
す
る
た
め
の
、
準
備
に

始
ま
る
一
連
の
行
為
を
意
味
す
璽
久
留
島
浩
氏
は
、
そ
れ
ま
で
の
近
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世
史
研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
近
世
馳

走
の
内
容
を
豊
富
化
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
こ
れ
に
際
す
る
情
報

丁
ヱ

伝
達
の
内
容
と
目
的
と
に
も
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
①
迎
接
主
体
同
士

で
通
行
に
関
す
る
情
報
交
換
を
、
盛
ん
に
、
か
つ
支
配
領
域
を
越
え
て

も
ス
ム
ー
ス
に
行
っ
て
い
た
こ
と
、
②
情
報
を
詳
細
に
収
集
し
て
い
た

の
は
、
他
の
場
所
で
の
幾
走
内
容
よ
り
劣
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で

(
9
)

あ
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
た
。
加
え
て
高
野
信
治
氏
は
、
佐
賀
藩
の

情
報
活
動
に
注
目
し
て
、
馳
走
に
関
わ
る
情
報
収
処
は
迎
接
の
場
だ
け

(
1
0
)

で
な
く
、
領
主
層
問
で
も
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

-〓、

こ
の
視
点
か
ら
の
研
究
に
は
、
近
世
の
交
通
路
は
「
公
儀
の
遺
」
で

あ
り
、
馳
走
を
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
捉
え
る
考
え

方
が
拉
底
に
あ
る
。
久
留
島
氏
は
、
近
世
馳
走
の
本
質
に
関
し
て
「
幕

藩
領
主
に
と
っ
て
、
こ
う
し
て
民
衆
に
行
わ
せ
た
　
r
馳
走
』
　
は
、
領
主

問
の
儀
礼
的
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
の
ほ
か

に
も
っ
と
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
　
(
中
略
)
。
道
筋
の
民
衆
に
幕
藩
領

(
1
2
)

主
の
権
威
を
具
体
的
か
つ
直
接
的
に
知
ら
し
め
た
の
で
あ
る
」
と
、
指

摘
し
た
。
つ
ま
り
、
近
世
馳
走
に
は
、
一
領
国
内
に
お
け
る
支
配
維

持
の
問
題
が
要
素
と
し
て
多
分
に
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
訳
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
視
点
に
お
け
る
情
報
の
問
題
に
対
し
て
も
、
一
つ
の
迎

接
主
体
ま
た
は
藩
が
い
か
に
そ
れ
を
収
集
・
確
保
し
て
い
た
の
か
と
い

(
1
3
)

う
検
討
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
研
究
動
向
か
ら
指
摘
し
た
い
の
は
、
で
は
結
局
の
所
、
一
つ

の
交
通
路
全
体
を
通
じ
て
い
か
な
る
機
能
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、

つ
ま
り
全
体
像
は
ど
う
な
の
か
と
な
る
と
、
そ
こ
ま
で
十
分
踏
み
込
ま

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
近
年

ま
で
　
(
a
)
　
(
b
)
　
の
視
点
を
中
心
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、

こ
の
一
番
大
き
な
問
題
点
が
捨
象
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

交
通
路
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
情
報
を
、
一
つ
の
迎
接
主
体
が
馳
走
を

達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
一
件
の
通
行
を
支
え

る
た
也
の
機
能
と
し
て
も
捉
え
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
の

が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
は
、
瀬
戸
内
海
路
に
関
す
る
研
究
動
向
に
も
当
て
は
ま
る
。

同
交
通
路
を
巡
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
主
要
な
海
駅
を
拠
点
と
す
る
情

報
交
換
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
自
体
は
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

(
1
4
)

柚
木
学
氏
は
、
(
安
芸
地
乗
り
航
路
)
=
(
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
「
海

上
公
路
」
)
と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
航
路
に
沿
っ
て
本
陣
・
御
茶
屋
・

番
所
が
置
か
れ
、
そ
れ
ら
が
「
公
式
の
海
駅
」
と
指
定
さ
れ
て
い
た
と

し
た
。
更
に
、
そ
れ
ら
海
駅
同
士
で
、
船
や
筆
火
な
ど
を
用
い
て
情
報

(
1
5
)

交
換
を
行
っ
て
い
た
と
論
じ
た
。

井
上
淳
氏
は
、
こ
の
海
駅
同
士
の
情
報
交
換
に
関
す
る
問
題
提
起
に

お
い
て
、
実
際
に
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
は
諸
港
に
在
勤
す
る
藩

(
1
6
)

役
人
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
提
起
は
、
前
述
し
た
公
用
通
行
に

関
わ
る
上
意
下
達
の
原
則
、
す
な
わ
ち
先
触
や
公
儀
浦
蝕
が
途
中
藩
権

力
を
経
由
せ
ず
、
迎
接
の
場
に
直
通
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
当

該
交
通
路
に
お
い
て
は
、
藩
権
力
が
情
報
伝
達
を
直
接
か
つ
海
路
全
体

を
通
じ
て
行
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
井
上
氏
は
、
こ
の
在
勤
活
役
人
問
の
情
報
伝
達
ル
ー
ト
　
(
以

下
「
洋
役
人
ル
ー
ト
」
と
略
記
)
　
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
①
(
伝
達
以

83



外
に
)
具
体
的
に
い
か
な
る
機
能
を
有
し
て
い
た
の
か
、
②
い
か
に
成

立
し
維
持
さ
れ
た
の
か
、
の
二
つ
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二

つ
は
、
最
初
に
掲
げ
た
大
き
な
目
的
を
達
成
す
る
上
で
も
重
要
な
点
で

あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
具
体
的
に
は
、
長
崎
上
便
の
下
向
(
長
崎
奉
行

ほ
か
が
長
崎
に
赴
任
す
る
た
め
に
下
る
こ
と
。
本
分
析
で
は
、
御
目
付

役
の
九
州
下
向
も
含
め
る
)
に
際
す
る
情
報
伝
達
を
分
析
対
象
と
し
て
、

ま
ず
①
を
中
心
に
解
明
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
③
に
つ
い

84

(
詰
図
)
　
汝
Ⅶ
苫
前
奇
妙
鵠
牟
竺
黒
監
禁
宗
胃
品
恵
蕊
南
海
翠
掛
一
二
.
∽
8
b
0
0
詰
回
〔
嶺
雌
旨
H
)

【
繹
]
　
(
こ
　
q
ヾ
ヾ
㌣
魂
事
音
戸
　
轟
薄
>
)
で
-
1
ト
3
渾
独
0
聖
套
壷
恵
三
㌻
訂
簑
(
ヨ
打
)
・
稼
茸
討
醇
付
け
′
　
ヰ
3
薛
8
百
済
0

(
N
)
　
汁
謡
罷
.
拝
辞
蕩
迦
声
紋
耳
か
帥
覇
ト
轟
3
-
溶
書
付
顛
u
苫
前
津
奇
函
畔
話
「
執
ヰ
(
宙
詣
‥
r
m
柚
巴
　
濱
N
飾
)
0

て
は
、
帰
府
(
江
戸
に
帰
る
こ
と
)
　
の

場
合
も
含
め
て
、
全
体
像
を
捉
え
た
上

で
次
の
段
階
に
お
い
て
結
論
を
示
す

こ
と
と
す
る
。
今
回
は
、
ま
ず
は
情
報

機
能
の
特
質
を
解
明
す
る
上
で
の
基

礎
を
構
築
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
史
料
と
分
析
方
法

本
分
析
に
お
い
て
は
「
八
原
家
文
書
」

の
l
部
を
翻
刻
し
た
「
八
原
家
御
用
日

(
1
7
)

記
」
　
(
以
下
r
日
記
」
と
略
記
)
　
を
主

た
る
素
材
と
す
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は

こ
の
r
日
記
」
の
枚
要
に
触
れ
た
上
で
、

具
体
的
な
分
析
方
法
に
つ
い
て
説
明

し
て
お
く
。

(
〓
分
析
史
料
の
概
要

r
日
記
」
は
、
八
原
氏
が
津
和
地
島
(
現

愛
媛
県
松
山
市
)
　
(
地
図
参
照
)
　
に
松
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山
藩
士
と
し
て
代
々
在
勤
す
る
中
で
記
録
し
て
き
た
、
い
わ
ば
公
務
日

誌
で
あ
る
。
特
長
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
単
に
情
報
が
伝
達
さ
れ

て
き
た
と
い
う
事
実
の
み
を
記
録
す
る
だ
け
で
な
く
、
到
達
し
た
来
状

に
添
付
さ
れ
て
い
る
書
簡
写
ま
で
も
ほ
ほ
忠
実
に
転
写
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
ら
写
を
一
通
ご
と
顆
に
繋
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
通

行
者
が
出
発
し
て
以
降
、
い
か
な
る
行
程
で
津
和
地
ま
で
通
行
し
、
対

し
て
い
か
な
る
経
給
で
楕
報
が
伝
達
さ
れ
た
の
か
、
日
時
ま
で
も
含
め

て
全
体
像
の
大
半
を
窺
い
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
　
二
八

世
紀
の
交
通
史
科
で
、
そ
の
特
長
を
有
す
る
も
の
は
少
な
い
)
。

(
三
分
析
方
法

交
通
に
関
わ
る
情
報
技
能
の
本
質
を
解
明
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
単

一
の
通
行
形
態
に
注
目
す
る
だ
け
で
は
、
こ
れ
に
対
す
る
情
報
伝
達
も

単
一
の
形
態
し
か
見
出
せ
な
い
。
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
は
、
様
々
な
情
報
伝
達
の
形
態
が
存
在
し
た
時
期
、
す
な
わ
ち
変
容

期
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
表
こ
　
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
長
崎
上
債
の
場
合
に
は
、
安

永
～
寛
政
期
間
に
お
い
て
、
下
向
・
帰
府
の
双
方
と
も
海
路
中
心
か
ら

陸
路
す
な
わ
ち
中
国
路
(
山
陽
道
と
も
。
以
下
も
「
中
国
路
」
と
統
こ

中
心
へ
と
選
択
が
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
新
井
白

石
の
主
導
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
正
徳
改
革
」
　
の
一
環
と
し
て
の
、
街

道
に
対
す
る
改
革
と
東
海
道
の
利
用
促
進
と
が
中
国
路
に
も
波
及
し
、

更
に
、
長
崎
上
使
の
よ
う
な
重
要
な
幕
府
公
儀
役
人
の
海
陸
選
択
に
も

影
響
を
与
え
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
璽
藤
澤
晋
氏
は
、
中
国
路

近世瀬戸内海の公用通行に関わる情報権能について(嶋頭)

(表1)長崎上使通行における海陸選択の動向(明和5～寛政12年)(筆者作成)

〟n 時期 区分

下向(江戸→長崎) 熔府 (長崎→江戸)

備　　 考

件数

海陸選択

件数

海陸選択

海路 陸路 海路 陸路

J
明和 5 (1768) ～

明和 8 (177 1)年 6 5 依7% ノ 0 7 6 伽 % ノ 1
(下)明和 6 年の海陸双方巡

見の例外 1 件を含 む。

2
安永 3 (1774)～

天 明元(178 1)年
8 7 御 % ノ 1 7 4 仔7% ノ 3

J
天 明 2 (1782)～

天 明 7 (1787)年
9 6 解 % ノ 3 8 1 〟J % ノ 7

4
天 明 8 (1788)～

寛 政 5 (1793)年 11 8 (乃 % ノ 3 10 1 〝♂% ノ 8
(帰)寛疎 3 年の長崎街道塚

崎宿 にて客 死 1~件 を含 む。

J
寛政 7 (1795)～
寛政12 (1800 )年 10 3 伽 % ノ 7 5 0 !'β% ノ 5F

合　　 計 44 29 rl彩% ノ 14 37 12 (:汐% ノ 24

(r日記J第1・2巻に基づき作成)
[註]御目付役など、その他幕府公債役人の九州下向・帰府も対象に含む(幕府巡見任は除く)。

85



に
お
け
る
公
用
通
行
に
つ
い
て
、
正
徳
二
　
二
七
一
二
)
毎
以
降
、
そ

れ
ま
で
の
瀬
戸
内
海
航
行
中
心
か
ら
中
国
路
通
行
の
増
加
へ
と
転
じ
、

安
永
期
(
一
七
七
二
～
一
七
八
〇
年
)
　
に
は
こ
れ
が
安
定
化
し
た
と
し

(
1
9
)

て
い
る
。
こ
の
論
と
　
(
表
〓
　
を
照
合
す
る
と
、
一
般
的
な
中
国
路
選

択
の
安
定
化
を
受
け
て
、
や
や
遅
れ
て
長
崎
上
使
も
そ
の
選
択
を
慣
例

化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
指
摘
で
き
る
。
実
際
、
幕
府
は
、
寛
政
三

(
一
七
九
一
)
年
九
月
に
お
い
て
「
前
々
海
路
乗
船
之
面
々
も
、
近
来

多
く
陸
路
通
行
有
之
趣
こ
願
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
中
央
権
力
も
こ
の

動
向
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

以
上
に
基
づ
い
て
今
回
は
、
そ
の
明
和
～
寛
政
期
を
大
き
な
変
容
期

の
一
つ
と
し
て
捉
え
、
明
和
五
(
一
七
六
八
)
～
寛
政
一
二
(
一
八
〇
〇
)

年
間
の
下
向
四
四
件
を
具
体
的
な
分
析
対
象
と
定
め
て
、
事
例
ご
と
に

パ
タ
ー
ン
分
け
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。

(
三
)
バ
ク
!
/
分
ガ
の
概
要

長
崎
上
使
下
向
に
お
い
て
瀬
戸
内
海
諸
港
に
伝
達
さ
れ
る
情
報
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
拠
点
港
在
勤
の
藩
役
人
を
差
出
人
と
す
る
書
簡

(
竜
倍
地
)

(
「
○
○
来
状
」
や
「
飛
札
」
な
ど
)
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
作
成

に
お
い
て
は
、
通
行
者
た
る
公
儀
役
に
よ
っ
て
直
接
発
せ
ら
れ
る
先

蝕
に
関
す
る
情
報
が
、
通
行
予
定
や
事
情
の
変
化
な
ど
に
応
じ
て
様
々

な
形
で
リ
ン
ク
し
て
い
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
い
う
「
パ
タ
ー
ン
」
で

あ
る
。パ

タ
ー
ン
分
け
に
瞥
た
っ
て
は
、
ま
ず
八
原
氏
の
下
に
伝
達
さ
れ

て
く
る
情
報
を
、
(
A
)
先
蝕
に
基
づ
く
情
報
(
=
確
定
情
報
)
、
(
B
)

先
触
以
外
の
、
幕
府
公
儀
役
関
係
者
に
よ
る
伝
聞
推
定
情
報
、
そ
し
て

(
C
)
幕
府
公
儀
役
以
外
に
よ
る
伝
聞
推
定
情
報
、
の
三
種
類
に
分
類
し
、

そ
れ
ぞ
れ
が
一
度
の
下
向
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
伝
達
さ
れ
た
の
か
を

判
別
基
準
と
し
た
。

(
四
)
分
析
の
前
提
と
し
て

最
後
に
、
分
析
に
入
る
に
当
た
っ
て
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
要
点
を
整

理
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
姫
路
淳
領
播
磨
室
津
(
以
下
「
室
津
」
と
略
記
)

の
在
勤
藩
役
人
で
あ
る
名
村
次
兵
衛
と
い
う
人
物
の
役
割
に
つ
い
て
で

あ
る
。
後
に
示
す
よ
う
に
、
瀬
戸
内
海
を
通
じ
て
津
和
地
ま
で
伝
達
さ

れ
る
書
簡
は
、
差
出
人
が
ほ
と
ん
ど
名
村
次
兵
衛
と
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

(
2
1
)

前
塙
《
研
究
ノ
ー
ト
〉
で
は
、
同
人
物
の
役
割
に
つ
い
て
具
体
的
な

整
理
を
試
み
た
。
こ
の
結
果
、
そ
も
そ
も
大
坂
～
室
津
問
と
室
津
以
西

と
で
は
長
崎
上
使
の
通
行
情
報
を
伝
達
す
る
ル
ー
ト
が
異
質
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
、
前
者
は
藩
の
船
奉
行
所
レ
ベ
ル
、
後
者
は
諸
港
在
勤
の
荘

役
人
レ
ベ
ル
の
情
報
伝
達
で
あ
り
、
名
村
氏
は
両
者
を
接
抗
す
る
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
点
は
、
前
出
の
井
上

氏
が
提
起
し
た
ル
ー
ト
に
つ
い
て
具
体
化
を
図
っ
た
第
一
の
成
果
で
あ

る
。
同
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
名
村
氏
の
役
割
は
、
姫
路
淳
の
正
式
な

へ
"
】
)

.
職
務
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
た
。

室
津
は
、
こ
れ
ま
で
、
幕
府
公
儀
役
や
藩
主
の
参
勤
交
代
な
ど
の
、

瀬
戸
内
海
航
行
に
当
た
っ
て
の
重
要
な
乗
船
地
の
一
つ
と
し
て
論
じ
ら

(ロ)

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
前
稿
に
お
け
る
分
析
結
果
か
ら
指
摘
で
き
た
の

86



近世瀬戸内海の公用通行に関わる楕報桧能について(房頭)

は
、
同
所
は
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
公
用
通
行
に
関
わ
る
情
報
の

重
要
な
抱
点
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
所

に
あ
っ
て
、
実
際
に
情
報
を
伝
達
す
る
キ
ー
マ
ン
を
担
っ
て
い
た
の
が

名
相
氏
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
長
崎
上
使
下
向
情
報
の
伝
達
形
態
と
そ
の
バ
タ
ー
ン

本
館
で
は
、
前
節
に
お
い
て
示
し
た
分
析
方
法
に
基
づ
い
て
、
具
体

的
に
バ
タ
ー
ン
分
け
を
試
み
る
。

明
和
～
寛
政
期
間
の
下
向
四
四
事
例
に
つ
い
て
は
、
(
こ
こ
で
は
、

通
行
と
情
報
伝
達
の
双
方
が
例
外
的
ア
ク
シ
デ
ン
ト
も
な
く
順
調
で

あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
)
標
準
的
事
例
を
含
め
て
以
下
に
示
す
四
つ
の

バ
タ
ー
ン
に
分
け
る
に
至
っ
た
。

〓
)
バ
タ
ー
ン
①
‥
標
準
的
事
例
、
に
見
る
先
触
情
報
の
順
達
の
概
要

明
和
五
(
一
七
六
八
)
年
の
長
崎
奉
行
石
谷
備
後
守
一
行
下
向
に
お

い
て
は
、
二
通
の
書
簡
と
一
度
の
番
船
報
告
と
が
津
和
地
島
に
伝
達
さ

れ
て
い
る
(
表
二
参
照
)
。

ま
ず
第
一
通
日
で
は
、

【
史
料
こ
(
表
二
)
N
O
.
〓
『
日
記
』
明
和
五
年
七
月
廿
八
日
粂
)

長
i

l
起
臥
奉
行
石
谷
備
後
守
艶
が
旦

l
二
.
日
江
戸
御
出
立
披
成
し

週
刊
融
滞
無
御
園
側
矧
剖
痢
矧
五
日
六
日
頃
刻
魂
御
着
可
被
成
由
、

皿
刻
御
支
配
御
勘
定
上
羽
与
平
親
株
・
御
普
請
役
柑
刹
倒
且
州
御
株
l
・

備
後
守
杜
、
御
一
同
二
御
下
可
枚
成
由
、
尤
賢
瑚

(表2)パターン(カ:明和5(1768)年度長崎上伎(奉行石谷備後守ほか)下向において津和地
島に伝達された情報(筆者作成)

八7n 到 達
伝 達 形 態

(書 簡 表 題 )
発 信 地 差 出人 差 出 宛先 (送信 先 ) 要　 件

J 7/28 「室 津 来 状 写 」 室 津 名 村 次 兵 衛 7/25 尾 関 九郎 兵 衛 様 ・7/23江 戸 出立 。

2 8 /18 「室 津 来 状 写 」 室津 名 村 次 兵 衛 8/ 15 尾 閑九 郎 兵 衛 宛
・8/13大 坂 到 着 。

・室津 迄 陸路 。

∫ 8/20 「番 船 承 」 ? ? 八 原 佐 野 右 衛 門
・8/18室 津 乗 船 。

・8/19牛 窓泊 船 。

(「八原家文書」の内、明和5年「子歳御用日記」に基づき作成)
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葡
召
印
判
栗
噺
、
右
之
段
上
筋
占
申
送
こ
而
明
石
占
申
来
侯
二
付
、

早
≧
御
知
せ
如
此
御
座
候
、
此
段
下
筋
へ
も
可
然
順
達
可
被
下
僚
、

尚
御
様
子
到
来
次
第
可
得
貴
意
侯
、
恐
恒
謹
言
(
後
略
)
、

と
、
江
戸
出
立
か
ら
大
坂
到
着
ま
で
の
予
定
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
江
戸
か
ら
大
坂
ま
で
発
せ
ら
れ
る
第
一
段
階
の
先
触
到
来
に
基

づ
く
情
報
で
あ
る
。
長
崎
上
便
下
向
に
お
い
て
は
、
先
蝕
は
①
江
戸
1

大
坂
、
②
大
坂
以
西
(
海
陸
選
択
も
含
む
)
、
の
二
段
階
で
発
す
る
の

が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
本
事
例
に
お
い
て
も
、
そ
の
基
本
通
り
に
発

せ
ら
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
(
傍
波
線
(
B
)
　
の
箇
所
)
。

そ
し
て
、
具
体
的
な
第
二
段
階
の
先
触
情
報
と
し
て
順
達
さ
れ
る
の

が
第
二
通
日
で
あ
る
。

【
史
料
二
】
(
表
二
)
N
O
.
二
(
r
日
記
』
明
和
五
年
八
月
一
八
日
条
)

以
飛
札
致
啓
上
候
、
然
者
長
崎
御
奉
行
石
谷
備
後
守
様
・
御
勘
定

上
羽
与
平
次
様
・
御
普
請
役
村
本
佐
兵
衛
様
・
遠
望
司
召

瑚
葛
城
戯
t
剛
群
占
室
溶
迄
臣
路
御
施
行
披
成
肢
由
、
尤
来
い

十

六

日

大

坂

御

出

立

二

譚

有

御

足

旨

許

雨

域

刑

鳴
け
一
.
可
右
之
趣
上
筋
占
申
送
二
両
明
石
占
申
来
候
二
付
、
早
々
御

知
せ
如
斯
御
座
候
、
下
筋
へ
も
可
然
御
順
達
可
被
下
侯
、
最
早
相

替
俵
も
不
致
到
来
侯
ハ
、
得
御
意
間
数
侯
(
後
略
)
」

両
史
料
の
内
容
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
と
、
本
事
例
で
は
、
一
行
は
七
月

二
三
日
江
戸
出
立
、
八
月
一
三
H
大
坂
到
着
と
な
っ
た
こ
と
を
確
認
で

き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
一
通
日
の
津
和
地
到
達
が
七
月
二
八
日
、

実
際
の
同
所
沖
航
行
が
「
今
廿
三
日
未
刻
裏
御
通
轡
よ
り
八
月

二
三
日
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
八
原
氏
と
し
て
は
、
と
い
う
よ
り

も
松
山
落
と
し
て
は
二
〇
日
以
上
の
準
備
日
数
を
得
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
枠
内
に
お
い
て
、
七
月
二
八
日
に
、
藩
に
対
し
て
御
進
物
用
意
す

(
八
月
)

な
わ
ち
馳
走
開
始
を
伺
い
始
め
て
「
同
月
六
日
一
、
御
使
者
中
川
貞

(
津
和
地
)
　
(
乃
)

兵
衛
今
巳
中
刻
夏
元
参
着
」
よ
り
、
八
月
六
日
に
は
使
者
役
の
準
備
が

完
了
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
準
備
に
は
、
事
例
に
よ
っ
て
多
少
の

差
は
あ
る
が
、
平
均
し
て
一
週
間
を
要
す
る
。
こ
の
馳
走
開
始
が
二
通

(
大
坂
)

日
の
「
同
所
占
室
津
迄
陸
路
御
旅
行
被
成
侯
由
」
(
「
室
津
迄
陸
路
」
は
、

裏
を
返
せ
ば
室
津
か
ら
は
海
路
と
推
定
で
き
る
)
を
承
知
し
て
か
ら
と

な
る
と
、
一
八
日
か
ら
二
三
日
ま
で
の
六
H
以
内
に
準
備
を
完
了
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
間
に
合
わ
せ
る
に
は
田
社
を
伴
う
と
い
え
る
。

以
上
の
点
か
ら
し
て
も
、
津
和
地
に
と
っ
て
は
、
海
陸
い
ず
れ
を
選

択
す
る
に
関
係
な
く
第
一
段
階
の
先
触
情
報
が
不
可
欠
だ
っ
た
こ
と
を

指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
の
各
拠
点
港
に
つ
い
て
も
、
同
様
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
室
津
の
場
合
で
は
、
(
表
二
)
よ
り
、
上
位
の
同
所
乗
船
が
八

月
一
八
日
(
N
O
.
三
)
な
の
に
対
し
て
、
名
村
次
兵
衛
が
第
二
段
階

の
先
触
楕
報
を
明
記
し
た
書
簡
(
N
O
.
二
)
　
を
発
信
し
た
の
が
同
月

一
五
日
(
甘
先
触
楕
報
の
入
手
日
)
と
な
っ
て
お
り
、
三
日
は
と
し
か

準
備
期
問
が
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
れ
る
。
よ
っ
て
、
実
際
の
通
行

と
第
二
段
階
の
先
触
楕
報
椒
達
と
の
間
隔
が
、
津
和
地
の
こ
れ
と
同
じ
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
短
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
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(
二
)
　
パ
タ
ー
ン
②
‥
第
一
段
階
の
先
触
情
報
が
遅
延
し
た
場
合

標
準
的
事
例
に
対
し
て
、
第
一
段
階
の
先
触
楕
報
が
順
達
さ
れ
な
い

場
合
も
あ
る
。
典
型
的
事
例
が
明
和
八
　
二
七
七
一
)
年
の
御
勘
定
方

一
打
忠
四
郎
一
行
下
向
で
あ
る
が
　
(
表
三
参
照
)
、
こ
れ
は
第
一
段
階

の
積
達
が
全
く
な
い
ま
ま
、
第
二
段
階
の
そ
れ
が
急
遽
な
さ
れ
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

第
一
段
階
の
先
蝕
楕
報
が
遅
延
す
る
要
因
は
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
、

天
明
二
　
二
七
八
二
)
年
の
長
崎
奉
行
久
世
丹
後
守
一
行
下
向
に
注
目

す
る
と
「
東
海
道
筋
大
水
二
付
、
何
迂
之
宿
二
御
逗
留
可
有
之
哉
、
大
坂

云
)

表
二
両
自
主
按
開
合
侯
待
共
、
一
向
相
知
不
申
候
由
」
と
、
東
海
道
中

の
河
川
が
大
水
の
た
め
、
そ
の
伝
達
自
体
が
遅
延
し
た
場
合
も
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

第
一
段
階
の
先
触
情
報
が
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す

な
わ
ち
、
第
二
段
階
の
そ
れ
の
到
達
に
基
づ
い
て
馳
走
に
取
り
組
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
到
達
す
る
の

を
待
っ
て
か
ら
と
な
る
と
、
物
理
的
に
馳
走
が
間
に
合
わ
な
い
可
能
性

が
高
く
な
る
と
い
う
の
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
(
表
三
)
　
N
O
.
一
の
書
簡
を
受
け
取
っ
て

(井)

の
八
原
氏
の
対
応
に
注
目
す
る
と
、
①
「
御
進
物
滋
御
小
早
、
早
々

(
漣
和
絶
)

愛
元
へ
参
着
之
様
仕
度
奉
存
侯
、
且
亦
御
馳
走
漕
船
・
水
船
前
廉
之
連

(

三

月

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

マ

マ

)

取
計
、
同
十
六
日
昼
占
用
意
可
申
付
与
奉
存
候
バ
此
度
ハ
過
急
こ
御
左

右
承
・
御
順
風
二
両
御
座
候
故
、
無
程
御
通
船
可
被
成
御
座
与
奉
存
願
」
、

(
三
月
)

②
「
同
月
十
七
且
(
中
略
)
御
進
物
御
両
人
分
・
御
小
早
榊
丸
参
着
、

船
付
房
再
」
の
二
点
よ
り
・
本
事
例
で
は
予
め
あ
る
程
度
の
準
備
を

(表3)バターン(む:明和8(1771)年度長崎上使(御勘定方一柳忠四郎ほか)下向において津
和地島に伝達された情報(筆者作成)

〟 ロ 到 達
伝 達 形 態

(書 簡 表 題 )
発 信 地 差 出人 差 出 宛 先 (送 信 先) 要　 件

ノ

(り

③

3/ 16

辰 刻

飛 船 蒲刈
(在 番 )明 石

3/ 15
八 原 佐 野 右 感 門 ・上 筋 よ り 「急

保左 衛 門 当 テ 順 達 」 到 来 。

「室 津 来 状 」 室 津
名 村 左 之 桑

(次兵 衛 カ)
3/ 13 河 瀬 吉 太 夫 当 テ

・3/ 10 大坂 到 着 。

・3/ 13 同 所 出 立 。

・室津 よ り乗 船 。

2 3/ 19 附船 ヵ 余崎(※) ? ・3/ 18 余 崎 泊 船 。

J 3/22
(問 い 合 わ せ に

対 す る 返信 )
蒲刈

(在番 )明 石

保左 衛 門
3/22

八 原 佐 野 右 街 門

様

・悪 天 候 に 付 、

3/23朝 、 蒲 刈 出

船 カ。

(「八原家文書」の内、明和8年「卯歳御用日記」に基づき作成)
(※)「余崎」は、現広島県尾道市(旧御調郡向島町)向島の南端に位置する。
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行
っ
て
い
た
た
め
か
早
急
な
対
応
が
で
き
て
い
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で

馳
走
開
始
の
正
式
な
判
断
は
、
先
触
情
報
が
到
達
し
て
か
ら
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

先
触
情
報
が
何
日
も
遅
延
し
た
場
合
、
瀬
戸
内
海
諸
港
レ
ベ
ル
で
は

(
乃
)
　
　
　
　
(
測
)

各
拠
点
港
か
ら
「
附
船
」
や
「
開
合
」
を
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
り
有
効

な
情
報
を
入
手
し
よ
う
と
し
、
藩
の
船
奉
行
所
レ
ベ
ル
で
は
「
大
坂
開

(
3
1
)

合
之
趣
尼
崎
御
船
奉
行
中
古
申
来
候
段
明
石
と
0
申
来
候
」
と
、
尼
崎

藩
船
奉
行
所
が
代
表
し
て
大
坂
へ
問
い
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
明
和
八
年
の
事
例
で
は
、
八
原
氏
独
自
の
情
報
収
集

の
成
果
と
し
て
、
(
表
三
)
　
N
O
.
二
に
て
「
此
度
御
下
之
御
役
人
中
、

(

≡

月

一

八

日

)

　

　

　

　

　

　

　

　

(

3

2

)

昨
夜
余
崎
へ
御
泊
船
之
由
相
聞
侯
」
を
得
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

(
三
)
パ
タ
ー
ン
③
‥
大
坂
1
室
津
の
情
報
伝
達
が
遅
延
し
「
御
先
触
」

が
先
着
し
た
場
合

以
上
二
つ
の
代
表
的
事
例
か
ら
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
瀬
戸
内
海
諸

港
が
長
崎
上
使
下
向
に
お
い
て
馳
走
開
始
の
拠
り
所
と
す
る
の
は
、
室

津
の
名
村
次
兵
衛
が
作
成
し
順
達
さ
せ
る
書
簡
で
あ
る
。
そ
れ
に
記
載

さ
れ
る
先
触
情
報
は
、
前
述
し
た
通
り
、
藩
の
船
奉
行
所
レ
ベ
ル
の
情

報
伝
達
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
伝
達
は
、
全
て
に
お
い
て
通

行
者
の
意
思
決
定
に
即
応
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
名
村
氏
の
下
に

は
、
通
行
者
が
直
接
発
す
る
「
御
先
触
」
の
方
が
先
着
す
る
場
合
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
安
永
五
　
(
一
七
七
六
)
年
の
長
崎
奉
行
久
世

丹
後
守
一
行
下
向
(
表
四
参
照
)
　
を
代
表
的
事
例
と
す
る
パ
タ
ー
ン
③

で
あ
る
。

(表4)バターン③:安永5(1776)年度長崎上使(奉行久世丹後守ほか)下向において津和地
島に伝達された情報(筆者作成)

職 到 達
伝 達 形 態

(書 簡 表題 )
発 信 地 差 出 人 差 出 宛 先 (送 信 先 ) 要　 件

ノ 7/ 11 遠 見 カ 7/11 ・御 迎 船 通 船 。

2

①

①

7/28

飛 船 カ 蒲 刈
(在 番 ) 明 石

7/27
八 原 佐 之 右 衛 門 ・上 筋 よ り順 達

保 左 衛 門 当 テ 到 来。

「写 」 室 津 名 相 次 兵 衛 7/22
阿 部 藤 左 南 門 当

テ

・7/21比 江 戸 出

立 。

∫

①

②

8 /13

飛 船 蒲 刈
(在 番 ) 明 石

8/12
八 原 佐 之 右 衛 門

様

・上 筋 よ り順 達

保 左 街 門 到 来。

「室 津 来状 写 」 室 浮 名 相 次 兵 衛 8/9
阿 部 藤 左 街 門 当

テ

・8/9大 坂 出 立

( 依 拠 : 「御 先

触 」)。

4 8 /16
(附 船 派 遣 に 対

蒲 刈
(在 番 ) 明 石

8/15
八 原 佐 之 右 衛 門 ・8/17畳 、 蒲 刈

す る伝 達 ) 保 左 衛 門 当 テ 通 船 カ。

(「八原家文書」の内、安永5年「申歳御用日記」に基づき作成)
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U蛭円

こ
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
前
稿
《
研
究
ノ
ー
ト
》
に
お
い
て
、

史
料
を
挙
げ
て
す
で
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
検

討
の
繰
り
返
し
は
避
け
る
こ
と
と
し
て
、
要
点
の
整
理
の
み
に
止
め
て

お
く
。こ

の
バ
タ
ー
ン
で
問
題
点
と
な
っ
た
の
は
、
名
相
氏
に
よ
る
先
触
情

報
の
入
手
経
路
と
そ
の
表
面
化
の
要
因
で
あ
る
。
長
崎
上
使
の
下
向
に

際
し
て
は
　
(
図
一
参
照
)
、
(
a
)
　
船
奉
行
所
レ
ベ
ル
の
情
報
伝
達
、
(
b
)

中
国
路
宿
駅
を
通
じ
た
「
御
先
触
」
の
頓
送
、
の
二
つ
の
ル
ー
ト
で
も
っ

て
先
触
情
報
が
伝
達
さ
れ
、
名
村
氏
本
人
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
経

路
で
も
っ
て
両
者
の
情
報
を
入
手
し
て
い
た
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
長

崎
上
任
が
大
坂
に
到
着
し
た
に
も
拘
ら
ず
従
来
の
ル
ー
ト
　
(
a
)
を
通

じ
た
伝
達
が
遅
延
し
、
結
局
ル
ー
ト
(
b
)
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
た
「
御

先
触
」
　
の
方
が
同
氏
の
下
に
先
着
し
た
た
め
に
表
面
化
し
た
も
の
で
あ

る
。
同
氏
は
、
ル
ー
ト
　
(
a
)
　
の
伝
達
を
待
た
ず
し
て
先
着
し
た
「
御

先
触
」
を
写
し
取
り
、
そ
の
ま
ま
藩
役
人
ル
ー
ト
に
合
流
さ
せ
た
の
で

あ
る
。そ

こ
で
次
の
問
題
点
と
な
る
の
が
、
こ
の
　
(
a
)
　
よ
り
(
b
)
　
を
通

じ
た
伝
達
の
方
が
先
着
し
た
点
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。
本
事
例
の

場
合
で
は
、
上
任
の
大
坂
到
着
が
、
(
表
四
)
N
O
.
ニ
ー
②
の
書
簡
「
写
」

(
七
月
)

中
の
「
当
月
廿
一
日
比
江
戸
表
御
出
立
二
而
八
月
五
日
比
大
坂
御
着
可
被

成
御
積
り
之
由
上
筋
占
申
釆
侯
二
野
よ
り
八
月
五
日
前
後
と
推
定
さ

れ
る
の
に
対
し
、
(
表
四
)
　
N
O
.
三
-
②
よ
り
、
室
津
へ
の
「
御
先

触
」
到
達
が
九
日
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
第
二
段
階
の
先
蝕
を
発
す

る
の
が
「
海
陸
之
訳
ハ
大
坂
御
着
之
上
可
申
来
由
」
(
【
史
料
こ
)
と
な
っ

村

(a)順達

公儀役
通行者

「御先触」(b)
問屋(宿駅)継

(淡路島)(徳島藩)(古丁'姫宵藩役大間面情報伝達

(図1)　大坂～室津問における先触情報の伝達経路(筆者作成)
[註]・天明8(1788)年長崎上使下向の事例ほかに基づき作成。

・　　線は、中国路を通じた「卸先触」の順透く写も含む)
線は、船奉行所・藩役人による先触情報の順達。

ト線は、在勤藩役人間独自の情報伝達。
~~~~~`‖日日て依拠:拙稿(研究ノート)、2005年。一部加工)

瀬戸楠諸港へ
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て
い
る
点
を
加
味
す
る
と
、
大
坂
到
着
後
四
日
程
度
と
い
う
所
要
日
数

で
も
っ
て
室
津
に
到
達
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
所
要
日
数
は
、
前
出

明
和
五
年
(
表
二
)
　
や
同
八
年
(
表
三
)
　
の
各
下
向
に
際
す
る
船
奉
行

所
ル
ー
ト
で
の
伝
達
と
比
較
し
て
も
一
日
程
度
内
の
差
と
な
る
　
(
前
者

は
、
八
月
一
三
日
大
坂
到
着
、
同
月
一
五
日
室
津
到
達
で
所
要
日
数
三

日
。
後
者
は
、
三
月
一
〇
日
到
着
、
同
月
一
三
日
到
達
で
所
要
日
数
四

日
で
あ
る
)
。

従
っ
て
、
本
事
例
に
お
け
る
「
御
先
触
」
先
着
に
つ
い
て
は
、
そ
の

伝
達
が
例
年
よ
り
速
達
化
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
船
奉
行
所
ル
ー
ト
の

順
達
権
能
の
方
が
低
下
し
た
か
ら
だ
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

(
四
)
　
パ
タ
ー
ン
④
‥
室
津
よ
り
の
藩
役
人
情
報
・
先
蝕
の
双
方
が
不

明
な
場
合

第
二
段
階
の
先
触
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
の
遅
延
も
し
く
は
書
状
文

言
の
不
備
な
ど
に
よ
り
、
藩
役
人
ル
ー
ト
に
正
確
に
伝
達
さ
れ
な
い
ま

ま
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
諸
港
に
と
っ
て
は
馳
走
開
始
の

判
断
が
で
き
な
い
ま
ま
の
状
態
と
な
り
、
自
主
的
に
情
報
を
収
集
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
が
バ
タ
ー
ン
④
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
代

表
的
な
事
例
と
し
て
、
ま
ず
寛
政
七
　
(
一
七
九
五
)
年
の
御
支
配
御
勘

定
方
大
嶋
栄
次
郎
一
行
下
向
を
挙
げ
て
お
く
(
表
五
参
照
)
。

こ
の
パ
タ
ー
ン
の
問
題
点
は
、
第
一
段
階
の
先
触
遅
延
の
場
合
す
な

わ
ち
パ
タ
ー
ン
②
と
は
異
な
り
、
所
要
日
数
と
の
関
係
か
ら
、
そ
の
書

簡
の
差
出
人
に
折
り
返
し
問
い
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
あ
る
。
本
事
例
で
は
「
陸
路
」
　
(
=
中
国
路
)
を
通
行
す
る
た
め
結

(表5)バターン④:寛政7(1795)年度長崎上使(御支配御勘定方大嶋栄次郎ほか)下向にお
いて津和地島に伝達された情報(筆者作成)

< !ロ 到 達
伝 達 形態

(書 簡 表 題 )
発 信 地 差 出 人 差 出 宛 先 (送 信 先 ) 要　 件

ノ 3/2 飛 船 明 石
(船 奉 行 所 )

2/23
羽 倉 又 左 街 門 ・・2/23 、4比 江 戸

大 塚 茂 惣 杉 源 左 街 門 当 出立 ヵ。

2

①

②

3/17

飛 船 蒲 刈
(在 番)

3/16
八 原 佐 之 右 街 門

様

・上 筋 よ り順 達

妾木 素 兵 衛 到 来。

「急 以 壱 里 謎 」 明 石
(船 奉 行 所 )

3/9
白 金 又 左 南 門 ・・3/7 晩 、 大 坂

大塚 茂 惣 杉 源 左 衛 門 到 着。

∫ 3/17
(問 い合 わ せ に

蒲 刈
(在 番)

3/17
八 原 佐 之 右 衛 門 ・輌 津 と下 津 井

対 す る 送 信 ) 妾木 嘉 兵 衛 様 へ 聞合 。

4 3/21 奈 船 ヵ 蒲 刈
(在 番)

妻 木嘉 兵 衛
3/20

八 原 佐 之 右 衛 門

柱

・陸 路 通 行 (依

拠 :備 前 片 上 駅

到 達 「御 先 触 」)。

(「人尿家文書」の内、寛政7年「卯歳御用日記」に基づき作成)
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果
的
に
助
走
は
不
要
で
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
の
海
路
選
択
の
事

例
と
照
合
し
て
も
、
実
際
の
通
行
と
第
二
段
階
の
先
触
情
報
頂
達
と
の

間
隔
内
に
お
い
て
、
問
い
合
わ
せ
の
時
間
的
余
裕
は
な
か
っ
た
こ
と
を

窺
い
知
れ
る
。

こ
の
問
題
の
発
端
は
、
伝
達
さ
れ
た
第
二
段
階
の
先
触
情
報
が
、
(
表

五
)
　
N
O
.
二
-
②
の
古
橋
に
お
い
て
「
是
迄
之
通
陸
路
御
越
被
成
侯

由
承
合
願
」
と
・
海
陸
双
方
の
通
行
の
可
能
性
を
推
察
さ
せ
る
文
言
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
ま
ま
直
訳
す
れ
ば
中
国

路
を
通
行
す
る
と
解
釈
で
き
る
一
方
で
、
前
掲
し
た
海
路
選
択
の
事
例

で
も
、
大
坂
か
ら
室
津
ま
で
は
陸
路
を
通
行
し
て
い
る
た
め
、
室
津
よ

り
乗
船
の
可
能
性
も
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
報
の
不
備
に
対
し
て
は
、
三
月
一
七
日
の
八
原
氏
の

指
摘
「
上
筋
占
之
来
状
二
是
迄
之
通
陸
路
御
越
与
有
之
侯
両
港
隆
之
訳

雉
相
分
リ
ー
亘
蒲
刈
に
閉
合
差
遣
空
を
受
け
て
、
蒲
刈
在
番
夏
木

嘉
兵
衛
が
代
表
し
て
上
筋
へ
の
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
。
本
事
例

で
は
、
(
表
五
)
N
O
.
三
の
書
簡
に
て
「
柄
・
下
津
井
右
両
所
江
海
陸

(訂)

之
訳
相
知
次
第
早
速
被
申
越
侯
様
申
遺
し
侯
」
と
、
福
山
港
柄
津
と
岡

山
淳
下
津
井
の
双
方
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
い

ず
れ
も
、
蒲
刈
か
ら
見
て
上
筋
す
な
わ
ち
大
坂
方
面
の
拠
点
港
で
あ
る

が
、
文
言
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
正
確
な
情
報
が
到
達
し
た
ら
早

急
に
蒲
刈
ま
で
伝
達
す
る
こ
と
を
依
頼
す
る
趣
旨
で
あ
っ
て
、
不
明
瞭

な
書
簡
を
発
し
た
明
石
洋
船
奉
行
所
(
大
塚
茂
惣
)
　
に
対
し
て
折
り
返

し
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
は
明
記
し
て
い
な
い
。

問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
下
津
井
在
番
は
、
(
表
五
)
　
N
O
.
四
の
書

筒
中
の
「
下
津
井
古
被
相
尋
、
去
ル
十
四
日
備
前
椙
此
馳
御
泊
り
先
触

嘉
)

有
之
侯
由
」
よ
り
、
同
藩
領
内
の
中
国
路
宿
駅
の
一
つ
、
備
前
片
上
駅

(
現
岡
山
県
備
前
市
)
に
問
い
合
わ
せ
を
し
て
、
先
蝕
の
到
達
を
確
認

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
国
路
に
先
蝕
が
発
せ
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
「
左
侯
得
者
い
よ
く
陸
路
御
通
行
之
趣
」
(
同
前
書
簡
)
㍉
こ
、

中
国
路
を
選
択
し
た
と
判
断
で
き
る
と
し
て
、
蒲
刈
在
番
に
そ
の
旨
を

返
答
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
藩
役
人
ル
ー
ト
上
に
お
け
る
通
行
情

報
の
共
有
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
下
津
井
在
番
の
情
報
活
動
は
、
広
島
淳
に
も
伝
播
し

て
い
た
と
い
え
る
。
蒲
刈
在
番
も
、
こ
の
後
寛
政
一
〇
(
一
七
九
八
)

年
に
お
い
て
、
同
落
領
内
の
中
国
路
宿
駅
の
一
つ
、
安
芸
西
条
駅
(
現

広
島
県
東
広
島
市
)
に
直
接
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
先
触
到
来
を

確
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
　
(
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
御
勘
定

方
「
坂
本
伝
之
如
〓
行
下
向
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
事
例
に
つ

い
て
は
、
別
稿
に
て
す
で
に
検
討
を
加
え
て
い
る
た
め
、
史
料
の
掲
示

を
省
略
す
鬱
。

こ
の
よ
う
な
、
在
勤
藩
役
人
が
個
々
に
、
そ
し
て
主
体
的
に
行
う
情

報
活
動
は
、
い
ず
れ
の
情
報
に
つ
い
て
も
名
村
氏
差
出
の
書
簡
と
同
様

に
順
達
さ
れ
て
い
る
点
よ
り
、
活
役
人
ル
ー
ト
の
機
能
を
補
う
役
割
を

果
た
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。

三
、
伝
達
形
態
の
分
化
と
そ
の
特
徴

以
上
に
示
し
た
パ
タ
ー
ン
①
～
④
の
分
化
は
、
す
な
わ
ち
長
崎
上
使
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下
向
に
お
け
る
中
心
的
情
報
ル
ー
ト
で
あ
る
藩
役
人
ル
ー
ト
の
機
能

が
、
全
体
的
に
、
段
々
と
低
下
し
て
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
と
も
指

摘
で
き
る
。
本
節
で
は
、
長
崎
上
便
の
海
陸
選
択
の
動
向
と
パ
タ
ー
ン

の
分
化
と
を
照
合
し
て
、
こ
の
変
化
の
特
徴
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

こ
れ
ら
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
当
該
期
間
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
分
布

し
て
い
る
の
か
を
整
理
し
て
み
る
と
　
(
表
六
参
照
)
、
主
と
し
て
以
下

の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
機
能
低
下
の
開
始
と
そ
の
認
識
に
つ
い
て
　
天
明
期
に
お
い
て
は
、

海
路
選
択
の
割
合
が
ま
だ
六
六
%
以
上
を
維
持
し
て
い
る
に
も
拘
ら

ず
、
ま
ず
パ
タ
ー
ン
②
が
急
増
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
海
路
選
択
の
可

能
性
が
ま
だ
高
い
と
い
う
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
ま
ず
大
坂
～
室
津
間

の
船
奉
行
所
レ
ベ
ル
に
お
い
て
情
報
を
確
実
に
伝
達
し
な
く
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
明
期
が
伝
達
機
能
に
関
わ
る
一
つ
の
転
換
期
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

こ
の
変
化
に
つ
い
て
在
勤
藩
役
人
の
間
で
は
、
以
下
の
史
料
よ
り
、

天
明
八
　
(
一
七
八
八
)
年
ま
で
に
そ
の
認
識
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
窺
い
知
れ
る
。

【
史
料
三
】
　
「
日
記
」
天
明
八
年
八
月
朔
日
条

(
前
略
)
長
崎
御
奉
行
御
下
之
俵
、
例
之
趣
孟
ハ
層
早
近
≧
之
内

′
大
坂
御
着
比
合
二
御
座
候
処
、
未
為
何
義
も
相
聞
不
申
侯
、
過
剰

ハ
江
戸
御
盟
御
剣
触
無
瑚
困
1
刻
堀
御
着
後
爛
超
御
国
侯
故
、

毎
ミ
軋
急
之
俵
御
座
肢
・
既
こ
壽
詳
甚
急
i
l
両
所
章
御
手
当
等

間
二
合
兼
申
候
、
右
こ
l
付
御
週
捌
淵
瑚
小
早
来
ル
十
l
別
姐
御
差
出
し

御
座
候
川
1
何
時
過
急
之
儀
御
座
候
共
都
合
能
町
有
l
御
座
と
奉
存

(表6)長崎上使下向における各パターンの時期区分別分布(明和5～寛政12年)(筆者作成)

八70 時期区分 件数 海路選択
パ ター ン

備　　 考
① ③ ③ ㊥

J
明和 5 (1768 )～

明和 8 (177 1) 年
6 5 (お % ノ 2 個 % ノ 2 1 0

2
安永 3 (1774 )～

天明元 (178 1)年
8 7 (恕 % ノ 6 俗 % ノ 1 1 0

∫
天明 2 (1782 )～

天明 7 (1787)年
9 6 (紆 % ノ 2 (2 2% ノ 7 0 0

4
天明 8 (17払 )～

寛政 5 (1793 )年
1 1 8 (か % ノ 6 修 % ノ 3 2 0

藩役 人ルー トの機能低 下認

識が表面化 (【史料 3 】)。

J
寛政 7 (1795) ～

寛政12 (18(氾)年
10 3 伽 私ノ 3 /:形% ノ 1 1 5

長崎 上使下 向にお ける海陸

選択が逆転。

合　　 計 44 29 修 % ノ 19 (:ぴ% ノ 14 5 5

(依拠:拙稿(研究ノート〉、2(期5年。一部加工)
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′
′

侯
、
尤
海
陸
剖
訳
引
相
知
不
利
侯
得
共
、
籾
迎
船
も
罷
登
用
闇
馴

鰯
事
故
、
此
段
掛
伺
中
上
置
侯
、
御
他
召
川
つ
瑚
咽
司
瑚
感
嘲

淵
引
瑚
週
瑚
割
引
澗
引
瑚
畠
田
』
痢
剤
崩
崩
-
鰯
、
其
余
之
偽
者
臨

時
二
取
計
可
相
済
と
奉
存
侯
(
中
略
)
、

八
月
朔
日

八
原
佐
野
右
衛
門

(
ご
山
霊
昆
●
行
)

落
合
右
平
次
桂

一
、
右
之
段
御
船
御
奉
行
所
へ
も
申
遣
侯
(
後
略
)
、

史
料
文
言
か
ら
は
、
①
近
年
第
一
段
階
の
先
触
情
報
が
順
達
さ
れ
な

く
な
っ
た
た
め
　
(
1
-
バ
タ
ー
ン
②
の
急
増
)
、
毎
年
緊
急
的
な
馳
走
を

強
い
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
璽
茸
蜃
七
が
長
崎
奉
行
末
吉
摂
津
守
一

(棚)

行
下
向
時
の
よ
う
な
馳
走
が
間
に
合
わ
な
い
事
態
を
避
け
る
べ
く
「
御

(れ)

迎
船
」
が
瀬
戸
内
海
を
航
行
す
る
の
を
確
認
し
た
時
点
で
、
御
進
物
と

小
早
船
の
用
意
を
お
煩
い
す
る
　
(
=
馳
走
開
始
)
　
よ
う
に
変
更
し
た
こ

と
、
の
二
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
御
迎
船
」
情
報
に

つ
い
て
は
、
海
路
選
択
の
安
定
期
に
も
馳
走
開
始
に
お
け
る
目
安
の
一

つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
r
日
記
」
中
で
も
複
数

確
認
で
き
る
。
例
え
ば
バ
タ
ー
ン
③
の
代
表
的
事
例
に
お
い
て
も
、
(
表

四
)
N
O
二
の
情
報
と
し
て
「
長
崎
御
奉
行
迎
船
裏
御
通
轡
が

明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
事
例
で
は
、
こ
の
情
報
を
受
け
て
か
ら
は
別

段
何
も
対
応
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
機
能
低
下
が
明
確
化
す
る
以
前

は
、
あ
く
ま
で
目
安
で
あ
っ
て
、
馳
走
開
始
の
正
式
な
判
断
基
準
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
れ
る
。

以
上
の
変
化
に
対
す
る
認
識
は
、
単
に
八
原
氏
に
限
っ
た
も
の
で
は

な
く
「
御
他
方
」
、
恐
ら
く
同
氏
と
密
に
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
る
蒲

刈
(
三
之
瀬
)
、
沖
家
宝
あ
る
い
は
上
関
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
海
陸
選
択
に
関
係
な
く
第
一
二
一
段

階
双
方
の
先
触
情
報
を
必
要
不
可
欠
と
し
た
室
津
以
西
の
瀬
戸
内
海
諸

港
に
対
し
て
、
大
坂
～
室
津
間
す
な
わ
ち
胎
奉
行
所
レ
ベ
ル
の
、
海
路

を
選
択
し
な
い
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
細
か
く
情
報
を
流
す

の
は
徒
労
で
あ
る
、
、
と
い
っ
た
よ
う
な
意
識
の
組
唐
を
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

②
長
崎
上
倭
の
海
陸
選
択
の
変
化
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
　
寛
政
後
期

の
、
長
崎
上
使
の
海
陸
選
択
が
逆
転
す
る
時
期
に
お
い
て
パ
タ
ー
ン
④

が
急
増
し
て
い
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
海
路
選
択
が
五
〇
%
以
上
を

上
回
る
寛
政
前
期
ま
で
の
時
期
区
分
に
お
い
て
は
、
ま
だ
ご
く
少
数
で

あ
っ
た
。

よ
っ
て
、
藩
役
人
ル
ー
ト
の
機
能
低
下
が
室
津
以
西
の
瀬
戸
内
海
諸

港
に
ま
で
波
及
し
た
要
因
は
、
長
崎
上
使
の
海
陸
選
択
に
あ
る
と
指
摘

で
き
る
の
で
あ
る
。

③
(
以
上
二
点
を
踏
ま
え
て
)
　
全
体
的
な
機
能
低
下
の
経
緯
に
つ
い
て

全
体
的
な
流
れ
に
注
目
す
る
と
、
寛
政
後
期
に
お
け
る
機
能
低
下
は
、

天
明
期
に
お
け
る
パ
タ
ー
ン
②
の
急
増
が
段
々
と
室
津
に
　
(
=
パ
タ
ー

ン
⑨
の
表
面
化
)
、
更
に
瀬
戸
内
海
諸
港
へ
と
伝
播
(
=
パ
タ
ー
ン
④

の
急
増
)
　
し
て
い
く
中
で
明
確
化
し
た
と
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、
藩

の
船
奉
行
所
レ
ベ
ル
が
海
路
選
択
の
減
少
開
始
を
受
け
て
正
確
に
情
報

を
伝
達
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
点
と
し
て
整
理
し
た
長
崎
上
使
の
海
陸
選
択
の
逆
転
は
、
当
該
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期
間
の
経
緯
を
見
れ
ば
、
そ
の
伝
播
を
瀬
戸
内
海
諸
港
に
ま
で
到
達
さ

せ
た
確
定
要
因
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
、
(
表
六
)
　
に
基
づ
い
て
、
明
和
～
寛
政
期
間
に
お
け
る
活
役

人
ル
ー
ト
の
機
能
低
下
に
つ
い
て
整
理
し
た
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、

藩
ご
と
に
各
拠
点
港
と
中
国
路
先
触
ル
ー
ト
と
を
結
ぶ
情
報
ル
ー
ト
を

機
能
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
(
図
二
)
　
の
よ
う
な
、
瀬
戸

内
海
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
中
国
路
先
触
ル
ー
ト
の
一
体
化
を
も
た

ら
し
た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
今
回
の
整
理
に
つ
い
て
は
r
日
記
」
す
な
わ
ち
津
和
地
畠
に

お
け
る
記
録
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
瀬
戸
内
海
と
い
っ
て
も
同

島
を
含
む
防
予
諸
島
以
東
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
ま
っ
て
い

る
。
今
回
見
て
取
れ
た
変
化
が
、
こ
れ
以
西
の
ど
こ
ま
で
、
そ
し
て
ど

の
よ
う
に
伝
播
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

四
、
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
先
触
情
報
と
藩

-
特
質
解
明
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
-

以
上
第
二
・
三
節
を
通
じ
て
、
長
崎
上
任
の
海
陸
選
択
の
変
化
に
伴

う
淳
役
人
ル
ー
ト
の
権
能
低
下
に
つ
い
て
整
理
し
た
。
重
要
な
の
は
、

こ
れ
ま
で
の
整
理
か
ら
、
同
ル
ー
ト
の
機
能
の
全
体
像
と
そ
の
特
質
と

を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
。
本
館
で
は
、
同
ル
ー
ト
に
対
す
る
活
の
意

識
・
姿
勢
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
を
中
心
に
、
特
質
の
解
明
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

今
回
の
パ
タ
ー
ン
分
け
か
ら
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
長
崎
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上
債
の
陸
路
選
択
が
増
加
し
、
藩
役
人
ル
ー
ト
の
機
能
が
低
下
し
て
い

く
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
自
活
で
入
手
し
た
「
御
先
触
」
を
合
流
さ
せ

る
こ
と
な
ど
に
よ
り
ル
ー
ト
を
通
じ
た
提
携
関
係
を
維
持
し
競
け
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
質
を
解
明
す
る
上
で
の
重
要
な
点
で
も

あ
る
。こ

こ
に
お
い
て
ま
ず
注
目
す
べ
き
な
の
が
「
は
じ
め
に
」
で
も
掲
げ

た
、
助
走
に
当
た
っ
て
、
楕
報
を
詳
細
に
収
集
し
て
い
た
の
は
「
他
の

場
所
で
の
r
幾
走
J
内
容
よ
り
劣
ら
な
い
よ
う
に
」
す
る
た
め
で
あ
る
、

と
の
久
留
島
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
実
際
、
瀬
戸
内
海
の
藩
は
、
寛
政
後

期
に
お
け
る
桟
能
低
下
以
後
も
、
馳
走
内
容
に
関
す
る
指
示
を
発
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
松
山
藩
は
、
享
和
元
(
一
八
〇
一
)
年
の
紀
州
漂
着
南
京
人

長
崎
送
還
に
際
し
て
、
八
原
氏
に
対
し
「
今
般
御
浦
触
有
之
侯
南
京
人

通
船
之
節
、
諸
仕
成
・
手
首
之
俵
上
筋
承
合
否
之
俵
、
早
≧
可
申
達
旨

8

●

行

°

)

　

　

　

　

　

4

,

J

)

御
奉
行
中
古
申
来
侯
」
と
、
馳
走
内
容
に
つ
い
て
「
上
筋
」
拠
点
港

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
の
可
否
を
す
ぐ
に
進
達
す
る
よ
う
に
と
の
通
達

を
発
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
馳
走
を
す
べ
き
か
判
断
が
付
か

な
い
通
船
に
対
し
て
、
藩
役
人
ル
ー
ト
を
通
じ
て
他
藩
に
問
い
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
処
法
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
自
藩
の
馳
走
内
容
が
他
藩
よ
り
劣
る
こ
と

は
防
げ
る
訳
で
あ
る
。

以
上
だ
け
か
ら
す
れ
ば
、
問
題
の
藩
役
人
ル
ー
ト
が
維
持
さ
れ
た
の

は
、
澤
が
馳
走
内
容
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
り
、
単
に
、
久
留
島
氏
の

指
摘
が
瀬
戸
内
海
路
に
も
当
て
は
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
の
間
題
に
関
し
て
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
に

単
純
化
で
き
な
い
と
考
え
る
。
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
藩
が

馳
走
の
達
成
を
目
的
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
機
能
を
制
限
し
う
る
要

素
も
存
在
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
注
目
す
べ
き
存
在
と
な
る
の
が
藩
の
留
守
居
役
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
の
近
世
史
研
究
に
お
い
て
は
、
①
長
崎
上
債
の
出
発
地

と
な
る
江
戸
と
第
二
段
階
の
先
蝕
を
発
す
る
大
坂
と
に
は
、
l
諸
藩
が
蔵

屋
敷
を
設
置
し
「
留
守
居
役
」
と
呼
ば
れ
る
役
人
を
派
遣
し
て
い
た
こ

と
、
⑦
同
役
は
組
合
化
し
、
情
報
面
ほ
か
で
幕
府
公
儀
権
力
と
藩
権
力

と
を
繋
ぐ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
さ

石
)

れ
て
い
る
。
前
稿
《
研
究
ノ
ー
ト
》
に
お
い
て
は
、
実
際
に
大
坂
～
室

津
間
の
船
奉
行
所
レ
ベ
ル
で
伝
達
さ
れ
る
先
触
情
報
は
、
尼
崎
藩
大
坂

留
守
居
の
一
員
が
直
接
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

(
4
5
)た

。
つ
ま
り
瀬
戸
内
海
諸
藩
も
、
先
触
情
報
に
限
っ
て
い
え
ば
、
藩
役

人
ル
ー
ト
を
通
じ
た
順
達
に
依
存
し
な
く
と
も
、
本
来
直
接
入
手
す
る

こ
と
は
可
能
な
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
自
活
の
大
坂
留
守
居
役
関
係
者
か
ら
直
接
先
触
情
報
を
入
手

し
た
事
例
は
確
認
で
き
る
。
そ
の
代
表
と
し
て
、
寛
政
一
二
(
一
八
〇
〇
)

年
の
長
崎
奉
行
肥
田
豊
後
守
一
行
下
向
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
史
料
四
】
　
『
日
記
』
寛
政
一
二
年
三
月
一
四
日
条

下
津
井
と
0
来
状
写

一
筆
致
啓
上
候
、
然
者
長
崎
御
奉
行
肥
田
豊
後
守
様
暴

君
琴
九
日
同
所
卸
由
立
、
陸
路
御
下
肢
成
良
由
大
坂
当
別
節

(
御
勒
定
方
・
御
普
請
役
)

守
廟
共
占
承
合
、
l
以
急
飛
申
趣
侯
、
尤
御
両
役
之
儀
者
何
と
も
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不
中
越
候
得
共
、
定
而
御
一
撃
奉
存
侯
、
毎
度
海
陸
之
沢
上
筋

占
順
達
見
合
申
候
処
、
今
日
迄
何
之
様
子
も
不
申
来
侯
、
如
何

之
間
遠
二
侯
哉
、
不
審
車
存
鮫
、
右
飛
脚
去
末
日
致
事
着
倶
処
、

順
達
余
り
延
引
い
た
し
候
故
、
先
右
之
趣
御
知
せ
得
御
意
侯
、
若

此
後
順
達
到
来
致
侯
共
、
同
様
之
儀
品
相
替
俵
も
無
御
座
候
ハ
、

坂
早
待
御
意
申
間
数
候
、
左
様
御
承
知
被
下
、
下
筋
江
も
宜
敷
御

通
達
可
被
下
候
(
中
略
)
、

三
月
十
一
日

(
阿
山
藩
下
津
井
在
番
)

寺
崎
善
左
街
門
(
後
略
)

以
上
の
史
料
は
、
岡
山
藩
下
津
井
在
番
役
で
あ
る
寺
崎
善
左
衛
門
が
、

自
藩
の
大
坂
留
守
居
か
ら
飛
脚
に
よ
っ
て
入
手
し
た
第
二
段
階
の
先
触

情
報
(
①
三
月
九
日
大
坂
出
立
、
②
陸
路
選
択
)
を
淳
役
人
ル
ー
ト
に

(舶)

合
流
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
文
言
よ
り
、
主
と
し
て
以
下
の
二
点

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
大
坂
留
守
居
役
に
よ
る
先
触
情
報
の
伝
達
機
能
に
つ
い
て
　
上
任
の

大
坂
到
着
が
三
月
六
日
な
の
に
対
し
て
、
留
守
居
発
信
の
先
触
情
報
の

下
津
井
到
達
が
同
月
八
日
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
、
第
二
段
階
の

先
蝕
は
上
億
の
大
坂
到
着
後
に
お
い
て
正
式
に
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
点

を
加
味
す
る
と
、
三
日
間
の
内
に
伝
達
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
最

大
三
日
と
の
所
要
日
数
は
、
従
来
の
藷
役
人
ル
ー
ト
を
通
じ
た
順
達
と

比
較
し
て
も
短
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
第
二
節
(
三
)
　
に
お
い
て
す

で
に
考
察
し
た
が
、
大
坂
～
室
津
問
の
、
船
奉
行
所
ル
ー
ト
を
通
じ
た

順
達
だ
け
で
も
平
均
四
日
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
坂
留

守
居
の
伝
達
機
能
の
方
が
、
飛
脚
を
用
い
る
分
、
勝
っ
て
い
る
訳
で
あ

る
。よ

っ
て
、
岡
山
藩
は
、
藩
役
人
ル
ー
ト
を
通
じ
た
順
達
に
依
存
し
な

く
と
も
、
本
来
、
そ
れ
よ
り
早
く
先
触
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
可
能

だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

②
大
坂
留
守
居
役
情
報
の
、
藩
役
人
ル
ー
ト
の
情
報
と
の
分
別
　
次

に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
藩
役
人
ル
ー
ト
に
合
流
さ
せ
る
に
当
た
っ

て
「
余
り
延
引
い
た
し
侯
故
」
と
の
理
由
を
明
記
し
て
い
る
点
で
あ
る

(
実
際
下
津
井
在
番
は
、
三
月
八
H
に
入
手
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
同
月

一
一
日
ま
で
四
日
間
も
合
流
を
留
保
し
て
い
る
)
。

こ
の
よ
う
な
下
津
井
在
番
の
姿
勢
は
、
活
役
人
ル
ー
ト
を
通
じ
た
情

報
伝
達
の
遅
延
、
す
な
わ
ち
機
能
の
制
限
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
及
ん
だ
の
は
、
久
留

島
氏
が
指
摘
し
た
馳
走
内
容
の
確
保
と
い
う
重
要
な
課
題
を
克
服
す
る

た
め
に
、
在
番
自
身
が
他
藩
と
の
信
頼
関
係
を
強
く
意
試
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
自
活
大
坂
留
守
居
か
ら

の
先
触
情
報
を
積
極
的
に
合
流
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
こ
か
ら
の
入

手
自
体
が
、
落
役
人
ル
ー
ト
を
通
じ
た
連
携
か
ら
逸
脱
し
て
抜
け
駆
け

す
る
こ
と
を
意
味
し
、
信
頼
関
係
を
損
な
う
こ
と
に
直
結
す
る
と
い
う

の
で
あ
る
　
(
反
対
に
、
自
活
領
内
に
お
け
る
中
国
路
宿
駅
か
ら
の
「
掛

先
触
」
入
手
は
、
そ
こ
ま
で
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
)
。
【
史
料
四
】
　
の
「
余
り
延
引
い
た
し
侠
故
」
と
の
文
言
は
、

あ
く
ま
で
、
①
同
ル
ー
ト
を
通
じ
た
連
携
関
係
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
、

②
や
む
を
得
な
い
緊
急
的
な
捨
置
で
あ
る
こ
と
、
を
性
忘
に
弁
解
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
間
係
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
意
図
を
は
ら
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ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
語
役
人
ル
ー
ト
を
造
っ
て
は
、
馳
走
の
達
成
を
目
的
と
す

る
か
ら
こ
そ
、
自
活
領
内
の
中
国
籍
宿
駅
か
ら
入
手
し
た
「
御
先
触
」

は
合
流
さ
せ
る
が
、
自
活
大
坂
留
守
居
か
ら
の
先
触
楕
報
は
積
極
的
に

合
流
さ
せ
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
、
一
見
し
て
矛
盾
す
る
、
特
徴
的
な

実
態
も
見
て
取
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
近
世
瀬
戸
内
海
に
お

け
る
助
走
と
は
、
単
に
先
蝕
惰
報
を
い
ち
早
く
入
手
し
さ
え
す
れ
ば
達

成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
淳
に
関
わ
る
問
題
だ
か
ら
こ
そ
、
領

国
の
垣
槙
を
超
え
て
の
人
間
関
係
・
信
績
関
係
の
構
築
・
維
持
を
重
視

し
て
初
め
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
垣
間
見
え
る

の
で
あ
る
。お

　
わ
　
り
　
に

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
近
世
史
研
究
に
お
い
て
、
一
つ
の
交
通
路

全
体
を
通
じ
た
情
報
機
能
の
解
明
が
十
分
取
り
組
ま
れ
て
い
な
い
と
い

う
問
題
提
起
を
出
発
点
と
し
て
、
井
上
淳
氏
が
提
起
し
た
、
藩
役
人
ル
ー

ト
を
通
じ
た
情
報
面
の
連
携
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
具
体
的
に
は
、

長
崎
上
任
の
通
行
の
大
き
な
変
容
期
に
当
た
る
明
和
～
寛
政
期
間
の
下

向
四
四
事
例
を
分
析
対
象
と
定
め
て
、
同
ル
ー
ト
に
お
い
て
い
か
に
情

報
が
確
保
さ
れ
た
の
か
を
、
パ
タ
ー
ン
分
け
作
業
を
通
じ
て
整
理
し
た
。

今
回
の
分
析
・
考
察
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

井
上
氏
が
提
起
し
た
ル
ー
ト
を
巡
っ
て
は
、
長
崎
上
債
の
中
国
路
選

沢
が
増
加
し
、
先
触
情
報
の
伝
達
機
能
が
低
下
す
る
と
い
う
変
化
に
対

し
て
、
個
々
の
在
勤
淳
役
人
が
主
体
的
に
中
国
路
先
触
ル
ー
ト
と
の
一

体
化
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
動
向
を
見
て
取
れ
た
。
つ
ま
り
、
同
ル
ー

ト
は
、
単
に
大
坂
を
起
点
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
先
触
情
報
を
回
覧
と
し

て
順
達
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
領
国
の
垣
根
を
越
え
て
、
協
同
し
て
情

報
を
共
有
し
て
い
く
た
め
の
場
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
権
能
に
つ
い
て
は
、
途
中
藩
権
力
を
経
由
せ
ず
直
接
迎
接
の
場
に

通
達
さ
れ
る
と
い
う
、
近
世
公
用
交
通
に
関
わ
る
情
報
の
原
則
に
、
瀬

戸
内
海
諸
藩
が
連
携
し
て
対
応
し
ょ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
指

摘
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
大
坂
留
守
居
か
ら
の
早
急
な
、
か
つ
直
通

的
な
先
触
情
報
の
伝
達
を
積
極
的
に
洋
役
人
ル
ー
ト
へ
合
流
さ
せ
よ
う

と
し
な
い
と
い
う
事
例
も
見
て
取
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
馳
走

と
い
う
も
の
は
、
単
に
先
触
情
報
を
入
手
し
さ
え
す
れ
ば
達
成
で
き
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
伝
達
の
担
い
手
た
る
藩
役
人
自
身
が

意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、
瀬

戸
内
海
の
藩
は
、
馳
走
の
達
成
を
目
的
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
独
自
に
入

手
し
た
情
報
の
伝
達
を
制
御
(
=
安
易
に
一
体
化
さ
せ
な
い
)
し
て
共

有
関
係
を
維
持
し
ょ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
回
注
目
し

た
藩
役
人
ル
ー
ト
は
、
各
藩
の
そ
の
意
識
を
集
約
し
て
、
瀬
戸
内
海
路

全
体
に
通
ず
る
一
つ
の
形
と
し
て
機
能
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
分
析
を
通
じ
て
、
あ
る
程
度
井
上
氏
が
提
起
し
た
ル
ー

ト
の
機
能
に
つ
い
て
具
体
化
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
そ
し
て
、
領
国
社
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会
の
交
通
路
に
お
い
て
、
①
(
幕
府
公
儀
権
力
に
よ
る
上
意
下
達
の
構

造
と
は
別
に
)
在
地
独
自
の
情
報
機
能
が
い
か
に
通
行
を
支
え
て
い
た

の
か
、
②
情
報
と
馳
走
と
が
い
か
に
密
接
に
関
連
し
て
い
た
の
か
、
の

二
点
(
に
注
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
)
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
た
と

考
え
る
。
し
か
し
、
今
回
は
、
あ
く
ま
で
公
儀
役
下
り
通
行
に
対
象
を

限
定
し
て
分
析
を
試
み
た
だ
け
で
あ
る
。
真
の
意
味
で
の
全
体
像
を
解

明
す
る
た
め
に
は
、
当
然
そ
の
登
り
通
行
の
場
合
に
も
注
目
す
る
必
要

が
あ
る
。
次
の
段
階
で
は
、
今
回
残
し
た
登
り
通
行
の
場
合
に
つ
い
て

同
様
の
分
析
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
上
で
そ
の
落
役
人
ル
ー
ト

が
、
日
本
近
世
史
に
お
い
て
、
そ
し
て
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
情
報
機
能

の
特
質
と
し
て
、
い
か
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
を
総
括
し
た
い
。

註
(
1
)
　
①
r
国
史
大
辞
典
』
第
六
巻
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
)
三
〇
〇
頁
、

児
玉
幸
多
執
筆
「
先
触
」
、
②
児
玉
幸
多
「
宿
駅
と
街
道
」
　
(
東
京
美
術
、

一
九
九
五
年
(
第
三
刷
)
)
一
二
八
～
一
三
〇
頁
。

(
2
)
　
註
(
1
)
-
②
、
池
田
真
由
美
「
本
陣
史
料
の
基
礎
的
研
究
-
四
日

市
宿
清
水
本
陣
の
休
泊
関
連
史
料
を
中
心
に
ー
」
(
大
石
学
監
修
r
東

海
道
四
日
市
宿
本
陣
の
基
礎
的
研
究
し
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
)

ほ
か
。

(
3
)
・
水
本
邦
彦
「
(
公
儀
浦
触
)
発
給
の
諸
段
階
」
(
朝
尾
直
弘
教
授
退
官

記
念
全
編
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
』
近
世
・
近
代
、
思
文
閣
出
版
、

一
九
九
五
年
)
。

(
4
)
　
水
本
氏
が
明
ら
か
に
し
た
公
儀
浦
触
及
び
そ
の
ル
ー
ト
の
概
要
に
つ

い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
①
《
研
究
余
録
》
「
公
儀
浦
蝕
に
つ

い
て
」
(
「
日
本
歴
史
J
五
〇
二
号
、
一
九
九
〇
年
)
、
②
註
(
3
)
、
③
「
浦

蝕
と
房
総
の
村
々
-
上
総
国
の
名
主
文
書
か
ら
1
」
(
r
立
命
館
文
学
』

五
四
二
号
、
一
九
九
五
年
)
、
そ
し
て
④
「
近
世
の
国
継
浦
蝕
と
海
事

-
九
州
の
場
合
-
」
(
『
洛
北
史
学
」
　
四
号
、
二
〇
〇
二
年
)
　
ほ
か
を

参
照
さ
れ
た
い
。

本
稿
に
関
わ
る
要
点
と
し
て
は
、
④
浦
触
本
状
写
が
「
幕
1
藩
の
ル
ー

ト
を
経
る
こ
と
な
く
、
村
継
ぎ
で
通
達
さ
れ
る
」
こ
と
　
(
①
《
研
究

余
録
》
)
、
⑤
瀬
戸
内
海
路
を
巡
っ
て
は
「
山
陽
ル
ー
ト
」
(
摂
津
～
和

泉
～
播
磨
～
備
前
～
備
中
～
備
後
～
安
芸
～
周
防
～
長
門
国
)
と
「
四

国
ル
ー
ト
」
(
紀
伊
～
讃
岐
～
阿
波
～
土
佐
～
伊
予
～
豊
後
～
日
向
国
)

の
、
二
つ
の
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
　
(
註
(
3
)
)
、
の
二
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
5
)
　
註
(
4
)
-
④
論
稲
。
但
し
、
水
本
氏
は
註
(
4
)
-
③
論
稿
の
段
階

よ
り
、
浦
触
ル
ー
ト
を
通
じ
て
「
上
は
幕
府
勘
定
奉
行
所
か
ら
下
は

近
隣
村
の
村
役
人
に
い
た
る
ま
で
、
各
種
の
レ
ベ
ル
で
作
成
さ
れ
た

浦
蝕
が
頻
繁
に
行
き
交
っ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。

(
6
)
　
こ
の
間
題
意
識
は
、
金
指
正
三
「
近
世
海
杜
救
助
制
度
の
研
究
」
　
(
吉

川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
)
　
な
ど
、
幕
府
に
よ
る
海
難
救
助
制
度
の

整
備
・
推
進
に
関
す
る
研
究
に
お
い
で
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)
　
林
英
夫
「
宿
駅
に
お
け
る
本
陣
の
餐
宴
」
(
「
旅
と
街
道
」
、
光
村
図
書
、

一
九
八
五
年
)
。

(
8
)
　
久
留
島
浩
〈
研
究
ノ
ー
ト
)
「
盛
砂
・
蒔
砂
・
飾
り
手
桶
・
詩
-
近

世
に
お
け
る
「
馳
走
」
の
一
つ
と
し
て
-
」
(
「
史
学
雑
誌
」
九
五
-
八
号
、

一
九
八
六
年
)
。
な
お
、
同
氏
は
馳
走
に
つ
い
て
、
実
際
に
は
、
在
地

領
主
た
る
淳
か
ら
の
「
御
馳
走
」
と
迎
接
の
場
で
の
「
馳
走
」
と
の

二
重
構
造
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
箱
は
、
前
者

を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
中
で
は
「
馳
走
」
と
統
一
し

て
表
記
し
て
い
る
。
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(
9
)
　
久
留
島
氏
は
、
註
(
8
)
　
《
研
究
ノ
ー
ト
》
　
に
お
い
て
「
情
報
収
集

を
し
て
お
き
な
が
ら
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
「
馳
走
」
を
行
う
か
は
、

各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
」
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
で
、
r
馳
走
」
　
の
作
法
を

歴
史
的
に
形
成
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」

と
、
考
察
し
て
い
る
。

(
1
0
)
　
高
野
信
治
「
給
人
知
行
地
に
お
け
る
巡
見
便
迎
接
を
め
ぐ
る
一
考
察

-
佐
賀
藩
を
素
材
に
-
」
　
(
藤
野
保
先
生
還
暦
記
念
会
福
「
近
世
日
本

の
社
会
と
流
通
」
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
)
、
後
に
、
同
「
近

世
大
名
家
臣
団
と
領
主
制
」
　
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
)
　
二
三
七

～
二
五
七
貢
。

(
1
1
)
　
近
世
「
公
儀
の
道
」
　
へ
の
理
解
に
際
し
て
は
、
安
藤
正
人
「
近
世
初

期
の
街
道
と
宿
駅
」
(
r
講
座
　
日
本
技
術
の
社
会
史
J
第
八
巻
　
交
通
・

運
輸
、
H
本
評
論
社
、
一
九
八
五
年
)
　
を
参
考
と
し
た
。

(
1
2
)
　
註
(
8
)
〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
。

(
1
3
)
　
こ
の
視
点
に
基
づ
く
研
究
例
と
し
て
は
、
上
野
国
に
お
け
る
幕
府
巡

見
便
情
報
の
収
集
・
交
換
の
実
態
を
分
析
対
象
と
し
た
、
今
村
和
昭

「
幕
府
巡
見
使
迎
接
に
お
け
る
在
地
の
馳
走
」
　
(
r
ぐ
ん
ま
史
料
研
究
し

一
一
号
、
一
九
九
八
年
)
　
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
1
4
)
　
瀬
戸
内
海
路
の
内
、
山
陽
側
沿
岸
を
沿
う
よ
う
に
進
む
航
路
を
「
安

芸
地
乗
り
航
路
」
と
も
呼
ぶ
。

(
1
5
)
　
柚
木
学
「
海
上
の
道
-
九
州
・
四
国
の
海
路
と
海
運
-
」
　
(
r
太
陽

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
「
地
図
　
江
戸
・
明
治
・
現
代
」
」
　
三
号
、
平
凡
社
、

一
九
七
七
年
)
。
同
氏
は
「
公
式
の
海
駅
」
と
は
　
(
東
か
ら
)
大
坂
・

摂
津
兵
庫
・
播
磨
室
津
・
備
前
牛
窓
・
備
後
柄
・
安
芸
蒲
刈
(
三
之
瀬
)
・

周
防
上
関
・
長
門
下
関
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
1
6
)
　
井
上
淳
《
問
題
提
起
》
「
瀬
戸
内
海
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ー
松

(
1
7
)

山
藩
津
和
地
御
茶
屋
を
中
心
に
ー
」
　
(
『
地
方
史
研
究
』
　
二
九
二
号
、

二
〇
〇
一
年
)
。
同
氏
は
、
具
体
的
な
ル
ー
ト
と
し
て
　
(
東
か
ら
)
尼

崎
洋
船
奉
行
～
明
石
藩
船
奉
行
～
徳
島
藩
の
岩
屋
在
番
～
姫
路
活
本

陣
の
室
津
在
番
H
付
役
～
岡
山
藩
御
茶
屋
の
牛
窓
在
番
～
同
藩
番
所

の
下
津
井
在
番
～
福
山
藩
御
茶
屋
の
新
津
在
番
～
広
島
藩
御
茶
屋
の

蒲
刈
在
番
～
桧
山
藩
御
茶
屋
の
津
和
地
詰
役
八
原
氏
～
長
州
萩
薄
番

所
の
沖
家
宝
在
番
～
同
藩
御
茶
屋
の
上
関
在
番
～
同
洋
番
所
の
中
開

在
番
～
長
府
洋
御
用
所
の
赤
間
関
在
番
、
を
掲
げ
て
い
る
。

筆
者
は
、
こ
の
ル
ー
ト
の
内
、
ま
ず
蒲
刈
在
番
～
津
和
地
詰
役
八

原
氏
の
繋
が
り
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
検
討
を
加
え
た
。
柚
木
氏
が
、

註
(
1
5
)
論
稿
に
お
い
て
、
情
報
交
換
は
安
芸
地
乗
り
航
路
沿
岸
す
な

わ
ち
山
陽
側
沿
岸
の
「
公
式
の
海
駅
」
間
で
行
わ
れ
て
い
た
と
論
じ

た
の
に
対
し
て
、
な
ぜ
四
国
域
松
山
藩
領
で
あ
る
津
和
地
が
こ
の
一

拠
点
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
か
が
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
拙
稿
「
瀬
戸
内
海
の
公
儀
浦
触
ル
ー
ト
と
津
和
地
御
茶
屋
」

(
r
伊
予
史
談
』
　
三
三
三
号
、
二
〇
〇
四
年
)
　
に
お
い
て
は
、
問
題
と

す
る
繋
が
り
に
つ
い
て
、
広
島
藩
船
奉
行
所
に
よ
る
、
正
式
な
浦
触

順
達
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

原
史
料
は
、
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
。
r
日
記
」
第
一
・
二
巻
(
中

島
町
人
原
家
御
用
日
記
刊
行
会
、
一
九
八
五
二
九
八
七
年
)
　
は
、
こ

の
内
、
明
和
五
(
一
七
六
八
)
～
寛
政
一
二
(
一
八
〇
〇
)
年
間
の
「
御

用
日
記
」
二
二
冊
を
活
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
①
史
料
に
関
す
る
先
行
研
究
の
整
理

に
つ
い
て
は
、
東
昇
《
解
題
》
「
八
原
家
文
書
解
題
」
　
(
『
愛
媛
県
歴
史

文
化
博
物
館
資
料
目
録
第
七
集
　
武
家
文
書
目
録
㌔
愛
媛
県
歴
史
文

化
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
)
、
ま
た
は
註
(
1
6
)
拙
稿
を
、
②
八
原
氏

の
概
要
に
つ
い
て
は
、
石
丸
和
雄
「
八
原
家
御
用
日
記
を
読
ん
で
」
(
上
・
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下
)
　
(
『
伊
予
史
談
』
　
二
八
六
・
二
八
七
号
、
一
九
九
二
年
)
、
ま
た
は

東
昇
「
瀬
戸
内
海
の
本
陣
と
御
茶
屋
」
　
(
r
海
道
を
ゆ
く
ー
江
戸
時
代

の
瀬
戸
内
海
-
」
、
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
一
九
九
九
年
)
　
を
参

照
さ
れ
た
い
。

(
1
8
)
　
渡
辺
和
敏
『
近
世
交
通
制
度
の
研
究
し
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
)

一
七
五
～
一
七
九
頁
。

(
1
9
)
　
藤
澤
晋
　
r
近
世
封
建
交
通
史
の
構
造
的
研
究
」
　
(
福
武
書
店
、

一
九
七
七
年
)
　
三
一
七
～
四
一
六
頁
。

(
2
0
)
　
「
徳
川
禁
令
考
」
前
集
第
四
(
創
文
社
、
一
九
六
八
年
(
第
二
刷
)
)

三
三
二
～
三
三
三
頁
、
二
四
三
〇
「
参
勤
之
節
海
路
乗
船
之
儀
こ
付
御

書
付
」
項
。
但
し
、
こ
の
指
摘
自
体
は
、
藩
主
の
参
勤
交
代
を
取
り

上
げ
て
の
も
の
で
あ
る
。

(
2
1
)
　
拙
稿
《
研
究
ノ
ー
ト
》
「
漱
戸
内
海
の
公
用
通
行
に
関
わ
る
情
報
と

播
磨
室
津
・
名
村
氏
-
長
崎
上
使
御
下
向
の
事
例
を
手
掛
か
り
に
ー
」

(
r
史
学
研
究
-
二
四
九
号
、
二
〇
〇
五
年
)
。

な
お
、
同
拙
稿
に
つ
い
て
複
数
の
誤
記
を
確
認
し
た
の
で
、
こ
の
場

を
借
り
て
以
下
に
訂
正
す
る
　
(
頁
数
は
同
誌
同
号
の
も
の
)
。

〇
三
七
頁
下
段
一
～
五
行
目
　
(
誤
)
村
継
ぎ
で
伝
達
さ
れ
る
…
遠
国
奉

行
所
発
給
…
。
1
(
正
)
柑
継
ぎ
で
通
達
さ
れ
る
…
遠
国
奉
行
発
給
…
。

〇
三
九
頁
下
段
七
行
目
～
四
〇
頁
上
段
三
行
目
　
(
誤
)
柑
本
佐
平
衛
…

侯
ハ
、
最
早
…
長
崎
奉
行
・
久
世
…
。
1
(
正
)
柑
本
佐
兵
衛
…
侯
ハ
、

最
早
…
長
崎
御
車
行
い
久
世
…
。

〇
四
三
頁
下
段
六
行
目
　
(
誤
)
甚
夕
申
訳
無
無
調
法
御
座
候
…
。
1
(
正
)

甚
夕
無
調
法
申
訳
無
御
座
候
…
。

(
2
2
)
　
註
(
2
1
)
拙
稿
《
研
究
ノ
ー
ト
〉
で
は
、
名
村
氏
の
役
職
に
つ
い
て
、

姫
路
藩
船
手
組
の
一
月
た
る
「
室
津
詰
小
船
頭
」
と
比
定
し
た
。

(
2
3
)
　
近
世
の
交
通
に
お
け
る
室
津
利
用
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
下

(
2
4
)

(
2
5
)

(
2
6
)

(
2
7
)

(
2
8
)

(
2
9
)

(
3
0
)

3534333231

里
静
編
r
姫
路
藩
御
船
手
組
」
　
(
小
野
高
速
印
刷
株
式
会
社
、
一
九
八
四

年
(
改
訂
版
)
)
　
二
五
～
六
〇
頁
、
「
御
津
町
史
」
第
一
巻
(
御
津
町
、

二
〇
〇
一
年
)
四
八
六
～
五
三
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

r
日
記
」
第
一
巻
一
二
～
一
三
頁
、
明
和
五
年
八
月
廿
三
日
条
。

註
(
2
4
)
一
〇
～
〓
頁
、
明
和
五
年
八
月
六
日
条
。

註
(
2
4
)
　
三
一
三
～
三
一
五
頁
、
天
明
二
年
八
月
廿
日
条
。

註
(
2
4
)
九
四
～
九
五
頁
、
明
和
八
年
三
月
一
六
日
辰
刻
条
。

註
(
2
4
)
九
六
頁
、
明
和
八
年
三
月
一
七
日
条
。

水
先
案
内
あ
る
い
は
様
子
の
下
見
の
た
め
に
、
予
想
さ
れ
る
航
路
へ

(付)

派
遣
す
る
胎
を
「
附
船
」
と
い
う
。

明
和
八
年
の
事
例
で
は
、
註
(
2
4
)
九
六
～
九
七
頁
、
同
年
三
月
廿

二
日
粂
中
の
「
此
度
御
下
之
御
役
人
御
積
取
二
付
、
蒲
刈
江
聞
合
差
遣

侯
」
と
の
文
言
よ
り
、
八
原
氏
が
蒲
刈
在
番
明
石
氏
に
、
直
接
問
い

合
わ
せ
を
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
返
信
が
　
(
表
三
)
　
N
O
.

三
の
書
簡
で
あ
る
。

註
(
2
4
)
　
三
一
三
～
三
一
五
頁
、
天
明
二
年
八
月
廿
日
条
。

註
(
2
4
)
九
六
頁
、
明
和
八
年
三
月
一
九
日
条
。

註
(
2
1
)
拙
稿
《
研
究
ノ
ー
ト
〉
。

註
(
2
4
)
一
九
三
～
一
九
四
頁
、
安
永
五
年
七
月
廿
八
日
条
。

～
　
(
3
7
)
　
「
日
記
」
第
二
巻
三
六
五
～
三
六
七
頁
、
寛
政
七
年
三
月

一
七
日
条
。

註
(
3
5
)
　
三
六
七
～
三
六
八
頁
、
寛
政
七
年
三
月
廿
一
日
条
。

こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
公
儀
浦
触
山
陽
ル
ー
ト
と
松
山

藩
の
情
報
ル
ー
ト
ー
岩
城
～
津
和
地
ル
ー
ト
の
明
確
化
過
程
を
手
掛

か
り
に
-
」
(
上
)
　
(
「
伊
予
史
談
」
　
三
三
九
号
、
二
〇
〇
五
年
)
を
参

照
さ
れ
た
い
。
確
認
史
料
は
、
註
(
3
5
)
　
四
六
〇
～
四
六
一
頁
、
寛
政

一
〇
年
三
月
廿
日
条
。
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(
4
0
)
　
こ
の
事
例
は
、
天
明
七
年
「
未
歳
御
用
日
記
」
(
註
(
2
4
)
　
四
三
一
～

五
一
三
頁
所
収
)
　
に
よ
る
と
バ
タ
ー
ン
②
の
典
型
例
で
あ
り
、
八
月

一
一
日
大
坂
出
立
、
室
津
に
て
乗
船
の
情
報
が
、
同
月
〓
ハ
日
に
な
っ

て
初
め
て
津
和
地
に
到
達
し
て
い
る
。

(
4
1
)
　
石
丸
和
雄
氏
は
、
註
(
1
7
)
　
同
氏
論
稿
(
上
)
　
に
お
い
て
、
長
崎
上

位
の
瀬
戸
内
海
航
行
に
用
い
る
御
迎
船
の
準
備
は
、
福
岡
藩
と
佐
賀

落
と
が
担
任
し
た
と
し
て
い
る
。
同
氏
は
、
.
こ
の
両
藩
が
一
年
交
代

で
長
崎
港
の
警
備
を
受
け
持
っ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
長
崎
警
備
」

(
「
長
崎
警
衛
」
な
ど
と
も
)
　
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察

し
て
い
る
。

な
お
「
長
崎
警
備
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
丸
山
薙
成
「
海
の
関
所

と
達
見
番
所
」
　
(
渡
辺
信
夫
箱
r
近
世
日
本
の
都
市
と
交
通
」
、
河
出

書
房
新
社
、
一
九
九
三
年
(
再
版
)
)
　
を
参
照
。

(
4
2
)
　
註
(
2
4
)
一
九
三
頁
、
安
永
五
年
七
月
二
日
条
。

;
〇

(
4
3
)
　
「
紀
刀
聖
地
刀
等
漂
着
夷
国
人
御
用
控
」
　
(
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
所

蔵
「
八
原
家
文
書
」
整
理
番
号
二
〇
七
)
　
享
和
元
年
二
月
条
。
但

し
書
簡
は
、
松
山
藩
の
通
達
内
容
を
、
同
藩
鴎
方
代
官
で
あ
る
牧
軍

(野)

太
が
「
八
原
佐
之
右
衛
門
」
に
直
接
宛
て
た
も
の
で
あ
り
、
三
月
四

H
が
差
出
日
と
な
っ
て
い
る
　
(
同
史
料
同
月
条
よ
り
、
二
月
に
お
い

て
四
国
ル
ー
ト
宛
に
公
儀
浦
蝕
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
関

連
と
し
て
「
二
月
粂
」
に
記
録
さ
れ
た
と
考
察
す
る
)
。

な
お
、
牧
軍
太
の
役
職
に
つ
い
て
は
、
寛
政
一
二
年
「
庚
申
歳
御
用

日
記
」
　
(
註
(
3
5
)
　
四
七
七
～
五
一
八
頁
所
収
)
　
冒
頭
に
あ
る
、
関
係

役
職
一
覧
中
の
「
鴨
方
御
代
官
　
牧
軍
太
」
と
の
記
載
に
基
づ
い
て

比
定
し
た
。

(
4
4
)
　
諸
藩
が
派
遣
し
た
留
守
居
役
に
つ
い
て
は
、
①
笠
谷
和
比
古
「
大
名

留
守
居
組
合
の
制
度
史
的
考
察
」
　
(
r
史
林
-
六
五
-
五
号
、
一
九
八
二

年
)
、
⑦
服
藤
弘
司
『
大
名
留
守
居
の
研
究
』
　
(
創
文
社
、
一
九
八
四
年
)

が
代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
但
し
、
い
ず
れ
も
江

戸
留
守
居
に
関
す
る
検
討
・
考
察
が
中
心
で
あ
り
、
大
坂
留
守
居
に

関
し
て
は
未
解
明
な
部
分
が
多
い
。

(
4
5
)
　
註
(
2
1
)
拙
稿
《
研
究
ノ
ー
ト
》
。
尼
崎
藩
大
坂
留
守
居
に
つ
い
て

は
、
永
嶺
信
孝
氏
が
「
天
保
期
に
お
け
る
尼
崎
藩
大
坂
留
守
居
」
　
(
r
地

域
史
研
究
1
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
紀
要
-
」
　
二
八
-
三
号
、

一
九
九
九
年
)
　
に
お
い
て
、
岸
和
田
藩
の
そ
れ
と
共
に
、
政
治
・
経

済
の
両
面
で
在
坂
の
蔵
屋
敷
に
対
し
て
肝
煎
的
立
場
に
あ
り
、
平
素

よ
り
大
坂
城
代
や
両
町
奉
行
所
と
の
堅
密
な
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い

た
と
論
じ
て
い
る
。

(
4
6
)
　
岡
山
淳
大
坂
留
守
居
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
註
(
4
4
)
　
で
掲
げ
た
①

②
の
研
究
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
、
次
田
元
文
「
岡
山
藩
の
留
守

居
に
つ
い
て
」
　
(
r
岡
山
地
方
史
研
究
し
　
六
四
号
、
一
九
九
〇
年
)
、
永

嶺
信
孝
「
天
保
期
に
お
け
る
岡
山
藩
大
坂
留
守
居
」
　
(
「
日
本
歴
史
』

五
九
八
号
、
一
九
九
八
年
)
、
そ
し
て
泉
正
人
「
藩
庁
文
書
の
伝
来
秩

序
と
藩
職
制
-
岡
山
藩
大
坂
留
守
居
作
成
文
書
を
素
材
に
ー
」
　
(
岡
山

藩
研
究
会
編
r
藩
世
界
の
意
識
と
関
係
し
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
)

な
ど
、
複
数
の
論
稿
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
長
崎
上
使
な
ど
、
一

般
的
な
公
用
通
行
に
際
す
る
先
蝕
へ
の
具
体
的
な
対
応
に
つ
い
て
は

未
解
明
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
な
る
。

た
だ
、
手
掛
か
り
が
全
く
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
永
嶺

氏
は
、
註
(
4
5
)
同
氏
論
稿
に
お
い
て
、
天
保
八
　
(
一
八
三
七
)
年
の

い
わ
ゆ
る
「
大
塩
平
八
郎
の
乱
」
　
に
際
し
て
、
岡
山
藩
大
坂
留
守
居

が
国
許
重
職
宛
に
、
尼
崎
藩
大
坂
留
守
居
発
信
の
廻
文
の
写
を
同
封

し
て
送
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
間
山
荘

大
坂
留
守
居
と
同
藩
国
許
と
の
間
に
は
、
尼
崎
藩
大
坂
留
守
居
が
発
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信
し
た
情
報
を
直
接
転
送
す
る
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
機
能
が
、
長
崎
上
便
下
向
に
際
す
る
先
触
情
報
の
伝

達
に
も
応
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

(
4
7
)
　
そ
の
他
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
通
行
者
の
、
ア
ク
シ
デ

ン
ト
・
予
定
変
更
に
際
す
る
情
報
確
保
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
①
註
(
1
6
)
拙
稿
、
②
拙
稿
「
近
世
瀬
戸
内
海
の
公
用
通

行
に
関
わ
る
情
報
と
そ
の
特
質
-
情
報
の
共
有
を
巡
る
問
題
を
中
心

に
-
」
(
「
中
国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協
会
年
報
』
　
二
号
、
二
〇
〇
六
年
)

に
お
い
て
少
し
ば
か
り
検
討
を
加
え
た
。

[
特
記
]
　
本
稿
註
(
2
1
)
に
お
い
て
r
史
学
研
究
』
二
四
九
号
掲
載
前
稿
《
研

究
ノ
ー
ト
》
の
誤
記
を
訂
正
し
て
い
る
。

[
付
記
]
　
本
稿
は
、
平
成
一
六
　
(
二
〇
〇
四
)
　
年
度
「
学
園
都
市
づ
く
り

推
進
事
業
補
助
金
交
付
事
業
」
(
東
広
島
市
「
学
園
都
市
づ
く
り
交
流

会
議
」
)
　
の
研
究
助
成
に
基
づ
く
成
果
で
あ
る
。
こ
の
成
果
に
つ
い
て

は
、
同
年
度
「
九
州
史
学
研
究
会
大
会
」
　
(
於
　
九
州
大
学
、
一
〇
月

一
七
日
)
　
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
。

史
料
の
閲
覧
に
当
た
っ
て
は
、
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
の
職
員

の
方
々
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

な
お
、
註
(
4
7
)
-
②
で
掲
げ
た
拙
稿
は
、
本
稿
を
基
礎
と
し
て
、

瀬
戸
内
海
路
を
巡
る
情
報
の
特
質
に
更
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た

も
の
で
あ
る
。
同
稿
で
は
、
本
稿
脱
稿
後
に
な
さ
れ
た
、
筆
者
の
問

題
意
識
と
共
通
す
る
和
田
実
〈
口
頭
発
表
〉
　
(
於
　
第
三
一
回
「
交
通

史
研
究
会
大
会
」
)
　
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
第
四
節
で
掲
げ

た
問
題
点
を
、
本
稿
に
先
ん
じ
て
提
起
し
て
い
る
。
原
因
は
、
本
稿

と
掲
載
・
発
行
の
順
序
が
逆
転
し
た
こ
と
に
あ
る
。

(
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
)
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About the information function relates to the official business traffic
in Seto-Naikai (the Inland Sea) in the early modern age

In the center of "Kuda-ri" (going from Edo to Nagasaki)

Toshihlro Kamogashira

This article aims at elucidating a characteristic of the information function about the
official business traffic in Seto-Naikai (the Inland Sea) in the early modern age. And
for one phase to achieve this purpose, I set "Kuda-ri" (going from Edo to Nagasaki) of
Nagasaki shogun's bureaucrats as an object example and from "Mei-wa"(WH) to "Kan-sei"
(JSft) years as an object time here.

This analysis, so to speak, approaches a big problem how traffic in Seto-Naikai was

supported in its age.
It became clear that "zai-ban" (a bureaucrat of a feudal clan working in port) went

over the fence among the feudal clans, and to have developed original activities so that he
can ensure an information of Nagasaki shogun's bureaucrats. In other words, information
and "chi-so" (welcoming tourists) by a feudal clan were linked closely in this sea in its

age.




