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森
林
資
源
の
多
様
性

列
島
の
近
世
は
、
木
を
伐
っ
て
使
う
時
代
か
ら
、
木

を
保
護
し
育
て
る
時
代
へ
と
変
化
し
た
時
代
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
18
世
紀
、
列
島
各
地
に
人
工
造

林
（
植
林
）
が
伝
播
す
る
こ
と
で
、
林
業
地
帯
へ
と
展

開
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
当
然
な
が
ら
、
列
島
の
山
の
す
べ
て
が
植
林
で
覆

い
尽
く
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
植
林
の
進
展
は
、
幕

府
や
藩
の
植
林
政
策
の
度
合
い
や
、材
木
の
流
通
条
件
、

そ
し
て
山
里
に
暮
ら
す
人
び
と
の
動

向
な
ど
、
地
域
の
特
徴
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
で
あ
り
、
地
域
的
な
偏
差
が

大
き
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
近
世
の
森
林
資
源
と
そ

の
流
通
を
考
え
る
場
合
、
木
材
の
み

な
ら
ず
、
様
々
な
山
の
産
物
に
目
を

向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

で
は
、
山
に
は
、
ど
ん
な
産
物
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
幕

末
期
に
作
ら
れ
た
「
御
国
産
名
物
見み

立た
て

相
撲
」（
徳
島
県
立
博
物
館
所
蔵
）

と
い
う
一
枚
の
見
立
番
付
が
あ
る

（
図
１
）。
阿
波
国
で
「
名
物
」
と
捉

え
ら
れ
た
、
領
内
各
地
の
産
物
や
、
個
々
の
店
の
売
物
・

食
物
な
ど
１
０
４
点
を
、
相
撲
番
付
に
見
立
て
て
記
し

た
〝
産
物
ラ
ン
キ
ン
グ
〟
で
あ
る
。
も
と
よ
り
発
行
者

（
徳
島
城
下
町
商
人
）
の
主
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

が
、
参
考
に
は
な
る
。
中
央
下
「
勧
進
元
・
差
添
・
惣

後
見
」
の
欄
に
は
阿
波
の
中
心
的
な
産
物
で
あ
る
「
北き
た

方が
た

藍
玉
」「
撫む

養や

塩
」「
白
黒
砂
糖
」
が
み
ら
れ
る
。
そ

れ
と
同
時
に
、
材
木
・
薪し
ん

炭た
ん

は
も
ち
ろ
ん
、
紙
・
太た

布ふ

（
楮こ
う
ぞ

等
の
繊
維
を
糸
に
し
て
織
り
上
げ
た
布
地
）・
茶
・

椎
茸
や
、
鉱
物
資
源
で
あ
る
正
し
ょ
う

石
灰
・
角か
ど

石い
し

（
火
打
ち

は
、
山
里
の
森
林
資
源
が
、
都
市
を
は
じ
め
と
す
る
他
地

域
に
む
け
、
ど
の
よ
う
に
流
通
し
て
い
っ
た
の
か
、
森
林

資
源
の
モ
ノ
の
特
性
、
流
通
手
段
と
担
い
手
、
そ
し
て
藩

に
よ
る
支
配
の
三
点
に
着
目
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

那
賀
川
上
流
域
の
産
物
生
産

今
回
と
り
あ
げ
る
の
は
、
阿

波
・
淡
路
を
領
国
と
す
る
徳
島
藩

（
25
万
７
０
０
０
石
）
の
中
で
、
多

く
の
森
林
資
源
を
産
出
し
た
那
賀
川

上
流
域
で
あ
る
（
図
２
）。
こ
の
一

帯
は
さ
ら
に
、
最
上
流
の
Ａ
・
木き

頭と
う

上
山
、
Ｂ
・
木
頭
下
山
と
も
呼
ば
れ

る
平ひ
ら

谷だ
に

・
古ふ
る

屋や

村
、
Ｃ
・
仁に

宇う

谷だ
に

、

そ
れ
か
ら
Ｄ
・
支
流
の
仁
宇
谷
北き
た

俣ま
た

筋す
じ

の
、
四
つ
の
エ
リ
ア
に
区
分
で
き

る
。
19
世
紀
末
に
こ
の
一
帯
は
「
木

頭
林
業
地
帯
」
と
な
っ
て
い
く
が
、

18
世
紀
～
19
世
紀
中
頃
ま
で
は
、
全

体
と
し
て
は
「
切き
り

畑は
た

」
と
し
て
検
地

近
世
阿
波
の
森
林
資
源
と
流
通

その11
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石
）
な
ど
、
山
の
資
源
を
も
と
に
し
た
産
物
が
一
定
の
割

合
を
占
め
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
城
下
や
周
辺
農
村

の
人
び
と
の
暮
ら
し
に
と
っ
て
も
、
こ
う
し
た
多
様
な
山

の
産
物
は
、
不
可
欠
な
商
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で

森とともに森とともに森とともに森とともに

どうどうどうどう

生きてきたか生きてきたか

図１　御国産名物見立相撲（幕末期）徳島県立博物館所蔵
東ノ方・前頭に、上
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城
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莨
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半田木挽細工物（右２段）が、西ノ方前頭に、水

す

井
い

村
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中折漉（左２段）がみえる。
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帳
に
登
録
さ
れ
た
山
で
の
焼や
き

畑は
た

と
、
植
林
と
が
併
存
し

て
お
り
、「
焼
畑
か
ら
植
林
へ
の
移
行
期
」
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
う
ち
Ａ
・
Ｂ
エ
リ
ア
で
は
、寛
政
４（
１
７
９
２
）

年
に
藩
が
那
賀
川
流
域
に
出
し
た
植
林
推
進
策
―
杉
苗

を
３
０
０
０
本
植
え
、
１
％
の
30
本
分
は
藩
の
用
木
と

し
、
残
り
は
植
林
し
た
者
が
確
保
で
き
る
―
を
導
入
し

て
以
降
、
地
元
百
姓
に
よ
る
（
焼
畑
後
の
山
へ
の
）
植

林
が
急
速
に
進
み
、
約
30
年
後
に
は
21
万
６
０
０
０

本
余
り
の
植
林
が
実
現
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
量

の
材
木
や
板
を
産
出
し
て「
山や
ま

筏い
か
だ

」や「
管く
だ

流な
が
し

」（
一

本
流
）
に
て
下
し
、
い
っ
た
ん
「
谷た
に

口ぐ
ち

土ど

場ば

」
に
集

積
し
、「
里さ
と

筏い
か
だ

」（
約
４
㍍
×
幅
２
㍍
の
筏
を
六
つ

連
結
し
て
筏
一
艘
分
）
に
し
て
、
中な
か

島し
ま

浦う
ら

な
ど
河
口

域
ま
で
流
送
し
た
。「
木
頭
林
業
地
帯
」
へ
の
道
を

リ
ー
ド
し
た
の
が
こ
の
エ
リ
ア
で
あ
る
。
19
世
紀
前

半
に
は
、
材
木
生
産
は
「
村む
ら
か
た
の
う
る
お
い

方
之
潤
」（
村
落
構
成

員
に
と
っ
て
の
収
入
源
）
で
あ
り
「
永
久
不ふ

易え
き

之
商

売
」（
永
久
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
商
売
）
と
見
な

さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。

一
方
、
Ｃ
・
Ｄ
エ
リ
ア
で
は
、
植
林
は
一
部
で

始
ま
っ
て
い
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
「
切
畑
」

で
の
焼
畑
耕
作
と
そ
の
休
閑
期
を
利
用
し
た
生
業

が
中
心
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
焼
畑
は
、
稗ひ
え

・
粟あ
わ

・

蕎そ

麦ば

な
ど
の
諸
穀
物
を
栽
培
す
る
農
法
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
必
ず
し
も
共
同
利
用
と

は
限
ら
ず
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
形
態
を
持
っ

て
い
た
。
例
え
ば
、こ
の
地
域
で
は
、広
大
な「
切
畑
」

を
所
持
し
て
い
た
の
は
同
族
団
（「
株
」）
の
本
家

筋
の
家
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
分
家
は
、
本
家

筋
の
持
つ
「
切
畑
」
に
依
存
し
て
こ
れ
を
利
用
し

て
い
た
。
本
家
の
差
配
の
も
と
、
分
家
が
家
単
位
で
、

山（「
切
畑
」）の
一
定
区
画
を
伐
り
払
い
、焼
い
た
上
で
、

稗
を
蒔
き
、
翌
年
は
粟
、
次
は
蕎
麦
と
、
栽
培
す
る
穀

物
を
変
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
４
～
５
年
で
「
疲つ
か
れ

地ち

」

と
な
り
作
物
が
出
来
に
く
く
な
る
た
め
、同
じ
「
切
畑
」

山
の
中
の
別
区
画
へ
と
場
所
を
転
々
と
移
し
て
い
き
、

自
ら
消
費
す
る
た
め
の
雑
穀
の
栽
培
を
繰
り
返
し
た
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
焼
畑
跡
地
（
休
閑
期
）
の
利
用

は
、
山
里
の
森
林
資
源
が
、
都
市
を
は
じ
め
と
す
る
他
地

域
に
む
け
、
ど
の
よ
う
に
流
通
し
て
い
っ
た
の
か
、
森
林

資
源
の
モ
ノ
の
特
性
、
流
通
手
段
と
担
い
手
、
そ
し
て
藩

に
よ
る
支
配
の
三
点
に
着
目
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

那
賀
川
上
流
域
の
産
物
生
産

今
回
と
り
あ
げ
る
の
は
、
阿

波
・
淡
路
を
領
国
と
す
る
徳
島
藩

（
25
万
７
０
０
０
石
）
の
中
で
、
多

く
の
森
林
資
源
を
産
出
し
た
那
賀
川

上
流
域
で
あ
る
（
図
２
）。
こ
の
一

帯
は
さ
ら
に
、
最
上
流
の
Ａ
・
木き

頭と
う

上
山
、
Ｂ
・
木
頭
下
山
と
も
呼
ば
れ

る
平ひ
ら

谷だ
に

・
古ふ
る

屋や

村
、
Ｃ
・
仁に

宇う

谷だ
に

、

そ
れ
か
ら
Ｄ
・
支
流
の
仁
宇
谷
北き
た

俣ま
た

筋す
じ

の
、
四
つ
の
エ
リ
ア
に
区
分
で
き

る
。
19
世
紀
末
に
こ
の
一
帯
は
「
木

頭
林
業
地
帯
」
と
な
っ
て
い
く
が
、

18
世
紀
～
19
世
紀
中
頃
ま
で
は
、
全

体
と
し
て
は
「
切き
り

畑は
た

」
と
し
て
検
地

で
あ
る
。
焼
畑
跡
地
で
は
、
20
年
も
経
て
ば
低
木
や
雑

木
が
生
え
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
、
薪ま
き

や
炭
と
し
て
貴
重

な
燃
料
源
と
な
っ
た
。

焼
畑
跡
地
で
は
、
山
茶
や
、
和
紙
の
原
料
と
な
る
楮

を
栽
培
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
山
茶
を
も
と
に
「
ヨ
レ

茶
」と
呼
ば
れ
た
後
発
酵
茶（
現
在
の「
阿
波
晩
茶
」）や
、

「
イ
リ
茶
」と
呼
ば
れ
た
釜か
ま

煎い
り

茶
が
生
産
さ
れ
た
。一
方
、

時
期
は
前
後
す
る
が
、
紙か
み

漉す
き

の
製
法
が
吉
野
川
中
流
の

麻お

植え

郡
川
田
村
か
ら
Ｄ
エ
リ
ア
に
伝
来
し
た
の
は
18
世

紀
前
半
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
19
世
紀
に
入
り
紙
生
産

が
急
速
に
活
発
化
し
、
19
世
紀
前
半
に
は
村
人
の
４
割

を
紙
漉
人
が
占
め
る
村
も
出
て
く
る
。
こ
う
し
た
紙
の

原
料
と
な
る
楮
を
栽
培
し
た
場
所
は
、
畠
の
み
な
ら
ず

焼
畑
休
閑
地
と
な
っ
た
「
切
畑
」
に
も
広
が
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
18
世
紀
末
に
は
、
こ
う
し
た
雑
木
山
で
の
椎

茸
生
産
が
一
挙
に
広
ま
っ
た
。
椎
茸
作
人
は
、「
切
畑
」

や
「
取
山
」
と
称
す
る
山
を
個
人
で
所
持
す
る
者
か
ら
、

そ
の
木
を
伐
採
し
利
用
す
る
権
利
を
確
保
し
、
椎
茸
用

の
ほ
だ
木
を
切
り
出
し
、
日
雇
人
ら
を
雇
用
し
て
、
生

産
に
力
を
注
い
だ
。
こ
の
段
階
の
椎
茸
生
産
は
、
現
在

の
よ
う
な
種
駒
に
よ
る
「
人
工
接
種
」
と
は
異
な
り
、

ク
ヌ
ギ
な
ど
の
雑
木
の
原
木
に
傷
を
つ
け
、
そ
こ
に
偶

然
つ
く
天
然
胞
子
に
依
存
し
た
「
半
栽
培
」
で
、
技
術

的
に
は
低
位
で
あ
っ
た
が
、
山
代
銀
・
日
雇
賃
さ
え
確

保
で
き
れ
ば
可
能
で
あ
っ
た
。こ
う
し
て
、山（「
切
畑
」）

は
、
自
給
自
足
の
た
め
の
焼
畑
耕
作
の
場
に
と
ど
ま
ら

ず
、
他
の
周
辺
地
域
に
販
売
し
て
い
く
多
様
な
産
物
を

生
み
出
す
た
め
の
場
で
あ
っ
た
。

一
方
、
当
該
地
域
で
は
、
年
貢
米
の
生
産
量
も
微
少

で
、
徳
島
城
下
へ
の
輸
送
代
も
高
く
つ
く
こ
と
か
ら
、

早
く
か
ら
年
貢
の
銀
納
が
許
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

図２　近世阿波・那賀川流域の概略図
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Ｄ
エ
リ
ア
の
他
の
産

物
（
薪
・
炭
・
茶
）
は
、

基
本
的
に
高
瀬
船
で
河

口
の
中
島
浦
等
に
運
ば

れ
て
い
た
。
二
人
乗
り

の
高
瀬
船
（
図
３
）
で

急
流
を
下
り
、
帰
り
は

山
に
無
い
塩
を
積
み
綱

で
引
き
上
げ
て
上
流
に

向
か
っ
た
。
し
か
し
、

谷
口
土
場
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
高
瀬
船
は
中
流

の
小
浜
村
・
桜
谷
村
・

音
谷
村
（
小
川
原
）
ま
で
し
か
遡
上
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
、上
流
の
諸
産
物
を
産
出
し
よ
う
と
し
た
場
合
、

こ
れ
ら
の
地
点
の
荷に

宿や
ど

（
後
述
）
ま
で
、
駄だ

賃ち
ん

稼か
せ
ぎ

と

称
す
る
陸
送
に
依
拠
す
る
し
か
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
「
ヨ
レ
茶
」
１
本
（
22
・
５
㌔
㌘
＝
24
斤
）

の
値
段
の
内
訳
を
み
て
み
よ
う
（
図
４
）。
値
段
の
う

ち
品
物
の
代
銀
は
73
％
に
相
当
す
る
。
残
り
が
流
通
経

費
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
高
瀬
船
の
運
賃
は
銀
６
分
で
あ

る
の
に
対
し
、
駄
賃
は
銀
１
匁
４
分
と
、
倍
以
上
に
嵩

む
。
し
か
も
、
駄
賃
は
距
離
が
長
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
高

く
な
る
。
そ
の
た
め
、
小こ

浜は
ま

・
桜さ
く
ら

谷だ
に

・
音お
ん

谷だ
に

と
い
っ

た
高
瀬
船
流
通
の
拠
点
か
ら
遠
い
村
々
で
は
、
た
と
え

薪
炭
や
茶
を
生
産
し
た
と
し
て
も
、
駄
賃
費
用
が
嵩
む

た
め
に
、
産
物
を
産
出
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
密

か
に
山
を
越
え
て
他
郡
に
持
ち
出
し
て
銀
子
を
獲
得
し

よ
う
と
す
る
事
例
も
頻
発
し
た
。
産
物
の
生
産
は
、
流

路
の
確
保
如
何
や
、
舟
津
か
ら
の
距
離
に
比
例
し
て
駄

賃
費
用
が
高
下
す
る
と
い
う
流
通
条
件
に
よ
っ
て
も
規

銀
納
す
る
た
め
に
は
貨
幣
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
こ
で
山
か
ら
複
数
の
産
物
を
生
み
出
し
、
い
く

つ
か
商
品
流
通
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
持
つ
こ
と
で
、
貨
幣

獲
得
の
機
会
を
得
て
い
た
。
産
物
流
通
に
よ
る
代
銀
が

必
須
と
な
る
経
済
構
造
が
、
山
里
に
も
存
在
し
た
の
で

あ
る
。

支
配
や
流
通
条
件
に
規
定
さ
れ
た
産
物

た
だ
し
、
実
際
の
産
物
流
通
の
あ
り
方
は
、
モ
ノ
に

よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
。
以
下
で
は
Ｄ
・
仁
宇
谷
北
俣

筋
に
絞
っ
て
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
楮
か
ら
作
ら
れ
た

紙
に
つ
い
て
は
、
徳
島
藩
が
宝
永
３
（
１
７
０
６
）
年

に
専
売
制
を
導
入
し
て
い
た
。
藩
は
、
領
内
生
産
者
を

把
握
し
た
上
で
、
紙
代
銀
を
前
貸
し
て
独
占
的
に
漉
紙

を
買
い
取
り
、
そ
の
す
べ
て
を
城
下
町
徳
島
の
紙
御
蔵

に
収
納
し
た
。
そ
の
漉
紙
を
上
方
で
販
売
し
、
利
益
を

確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
料
と
な

る
楮
の
不
足
に
よ
る
楮
調
達
値
段
の
高
さ
と
、
藩
に
よ

る
紙
買
取
値
段
の
安
さ
と
の
板
挟
み
の
な
か
、
一
部
の

紙
漉
人
ら
は
藩
の
目
を
か
い
く
ぐ
っ
て
、
藩
が
認
め
な

い
紙
買
取
商
人
に
密
か
に
販
売
し
よ
う
と
し
た
。
藩
側

は
、
こ
う
し
た
「
抜ぬ
け

荷に

」
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
流
通
統

制
を
強
化
し
、
各
地
の
庄
屋
に
「
諸
紙
調
と
と
の
え

人に
ん

」
と
い

う
肩
書
を
与
え
、
統
制
し
よ
う
と
し
た
。
Ｄ
エ
リ
ア
の

漉
紙
は
、
藩
に
よ
る
流
通
統
制
の
も
と
、
川
を
利
用
し

て
積
み
下
す
の
で
は
な
く
、
山
越
え
し
て
勝
浦
川
上
流

の
「
諸
紙
調
人
」
に
集
荷
さ
れ
て
い
た
。

藩
は
、
盛
ん
に
生
産
さ
れ
始
め
て
い
た
椎
茸
に
も
目

を
付
け
た
。
文
化
９
（
１
８
１
２
）
年
に
「
椎
茸
作
つ
く
り

方か
た

制
道
」
と
称
し
て
、
椎
茸
作
人
か
ら
椎
茸
の
生
産

量
に
応
じ
て
冥み
ょ
う

加が

銀ぎ
ん

を
徴
収
し
、
そ
の
産
出
ル
ー
ト

を
統
制
し
た
。
と
く
に
同
14
（
１
８
１
７
）
年
に
は
徳

島
の
市
中
椎
茸
問
屋
に
す
べ
て
の
椎
茸
を
買
い
上
げ
さ

せ
、
文
政
６
（
１
８
２
３
）
年
か
ら
は
大
坂
天て
ん

満ま

・
富

田
町
に
新
た
に
「
御お

国く
に

椎
茸
定じ
ょ
う

問
屋
」
を
設
置
し
、

産
出
か
ら
市
場
ま
で
を
す
べ
て
統
制
す
る
専
売
制
に
移

行
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
た
だ
し
、
以
前
か
ら
産
地
に
仕し

入い
れ

銀ぎ
ん

を
前
貸
し
、
諸
国
か
ら
椎
茸
を
確
保
し
て
き
た
大

坂
乾か
ん

物ぶ
つ

問
屋
か
ら
は
、
大
き
な
反
発
を
招
い
た
。

こ
の
よ
う
に
藩
の
専
売
制
や
、
領
内
の
特
産
物
を
新

た
に
指
定
し
売
り
出
そ
う
と
す
る
藩
の
「
国
産
」
政
策

の
下
に
置
か
れ
た
場
合
、そ
の
産
物
の
生
産
者
た
ち
は
、

販
売
先
や
値
段
の
固
定
を
嫌
い
、
密
か
に
高
く
買
い
取

る
相
手
を
求
め
る
場
合
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た

行
為
は
「
抜
荷
」
と
し
て
藩
に
よ
る
摘
発
の
対
象
と
な

る
。
そ
の
た
め
、
自
由
な
産
物
販
売
は
叶
わ
ず
、
未
だ

多
く
の
困
難
を
抱
え
て
い
た
。

〇ヨレ茶 1本＝ 6貫目 22.5㌔＝ 24 斤
	 10 匁	0 分	8 厘	 代銀
＋	 1 匁	3 分	 	 駄賃（木頭村～桜谷村）
＋	 	1 分	 	 駄賃（桜谷村～音谷村）
＋	 	 	5 厘	 小川原荷物置場床銭
＋	 	6 分	 	 船運賃
＋	 	4 分	 	 益銀
＋	 	1 分	1 厘	 分一所口銀
＋	 1 匁	2 分	 	 水揚・床内歩懸かり
〆 13 匁 8分 4厘

図４　茶１本あたりの流通経費

流
通
経
費

図３　那賀川の高瀬船（戦前カ）徳島県立文書館所蔵 S200005438
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定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

上
流
と
下
流
を
つ
な
ぐ
担
い
手

で
は
、
山
里
で
生
み
出
さ
れ
た
産
物
は
、
ど
の
よ
う

に
他
地
域
に
流
通
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
薪
炭
の
場
合
、

河
口
の
中
島
浦
（
図
５
）
の
問
屋
に
む
け
て
高
瀬
船
で

運
ば
れ
、
問
屋
の
納
屋
に
一
旦
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
、「
買か
い

人に
ん

」
と
称
す
る
商
人
に
買
い
取
ら
れ
た
（
薪
は
「
買
人
」

が
入
札
）。
問
屋
は
あ
く
ま
で
、
産
地
の
荷
主
と
買
人
と

の
売
買
を
媒
介
す
る
存
在
で
、
荷
物
を
一
時
的
に
保
管

し
、
口こ
う

銭せ
ん

（
手
数
料
）
収
入
を
得
る
こ
と
を
本
分
と
し

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
中
島
浦
の
「
買
人
」
は
、
問
屋

を
介
し
て
荷
主
か
ら
購
入
し
た
薪
炭
を
、
大
坂
な
ど
か

ら
や
っ
て
く
る
他
国
の
買
付
商
人
に
販
売
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
19
世
紀
前
半
に
は
、
薪
炭
値
段
の
下
落
に

加
え
て
、
買
人
に
よ
る
俵
荷
物
の
規
格
偽
装
、
問
屋
に

よ
る
不
正
決
済
な
ど
に
よ
っ
て
、
品
質
へ
の
信
頼
が
低

下
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
産
物
の
売う
り

捌さ
ば
き

機
能
が
低

下
し
、
荷
主
が
産
物
を
積
み
下
し
て
も
、
代
銀
が
確
保

で
き
な
い
状
態
が
生
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
流
域
の

組く
み

頭が
し
ら

庄し
ょ
う

屋や

（
他
藩
の
大
庄
屋
に
相
当
す
る
存
在
）
三

人
は
、売
捌
機
能
の
復
活
を
歎
願
し
た
。
こ
れ
を
う
け
、

藩
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
「
仁
宇
谷
産
物
趣し
ゅ

法ほ
う

」
を
導
入
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
藩
が
組
頭
庄
屋
三

人
に
銀
八
〇
貫
目
を
貸
し
付
け
、
組
頭
庄
屋
三
人
の
責

任
で
こ
れ
を
運
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
組
頭
庄
屋
が
各
村
の
村
役
人
を
介
し
て
、
山
方

の
百
姓
ら
に
銀
子
を
貸
し
付
け
、
産
物
を
河
口
の
天
神

原
「
引ひ
き

請う
け

所し
ょ

」（
中
島
浦
の
対
岸
）
に
集
荷
し
、
こ
れ

を
他
国
商
人
に
売
り
捌
く
こ
と
で
貸
付
銀
を
返
済
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
の
問
屋
と
は
別
に
、
問

屋
機
能
を
も
つ
「
引
請
所
」
を
上
か
ら
設
定
し
、
売
捌

の
円
滑
化
も
図
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
年
貢
上
納

や
産
物
生
産
の
た
め
に
、
当
座
の
銀
子
を
必
要
と
す
る

山
方
百
姓
に
と
っ
て
、
産
物
趣
法
は
一
見
便
利
な
制
度

の
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
際
に
は
、
必
ず
し
も
当
初
想

定
し
た
よ
う
に
は
、
こ
と
は
運
ば
な
か
っ
た
。

第
一
に
、
貸
付
銀
は
四
年
後
に
至
っ
て
も
、
大
半
が

回
収
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
来
、
貸
付
銀
を
借
用
し
た
上

流
域
の
生
産
者
は
、
貸
付
銀
に
見
合
う
産
物
を
「
引
請

所
」
に
積
み
下
す
義
務
が
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
よ
り

高
く
販
売
し
よ
う
と
、
産
物
を
別
ル
ー
ト
で
勝
手
に

「
抜
売
」
し
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
上
流
・
中
流

に
存
在
し
た
荷
宿
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
の
中
に
は
、

も
と
も
と
自
分
の
資
金
を
も
と
に
、
上
流
域
一
帯
で
産

物
（
炭
・
茶
な
ど
）
を
生
産
者
か
ら
買
い
集
め
た
上
で
、

各
地
に
販
売
す
る
者
が
含
ま
れ
て
い
た
。
高
瀬
船
船
頭

も
、
荷
物
を
輸
送
し
て
そ
の
運
賃
を
得
る
運う
ん

賃ち
ん

積づ
み

に
と

ど
ま
ら
ず
、「
自
分
元
入
荷
物
」（
自
分
の
資
金
で
買
い

集
め
た
荷
物
）
を
仲
買
と
し
て
販
売
す
る
買か
い

積づ
み

を
行
っ

て
い
た
。
こ
う
し
て
産
物
趣
法
で
固
定
さ
れ
た
〈
荷
主

―
引
請
所
〉
と
い
う
ル
ー
ト
で
の
売
捌
を
避
け
、
よ
り

高
く
販
売
し
て
利
益
を
求
め
る
人
び
と
が
、
産
地
に
は

蠢う
ご
め

い
て
い
た
。
第
三
に
「
引
請
所
」
の
失
敗
で
あ
る
。

藩
か
ら
の
貸
付
銀
を
運
用
し
た
が
、
山
方
か
ら
の
荷
物

が
滞
っ
た
こ
と
で
返
済
不
能
に
陥
り
、
多
額
の
負
債
を

抱
え
、
一
八
五
〇
年
に
は
吉
野
川
流
域
の
藍
商
に
交
代

さ
せ
ら
れ
て
い
る
。「
引
請
所
」
に
は
藩
か
ら
の
貸
付

銀
を
返
済
し
、
あ
わ
せ
て
山
方
に
銀
子
を
融
通
す
る
力

量
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
地
域
の
山
か
ら
は
、
他
地
域
に

互
す
る
特
定
の
産
物
が
生
み
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
藩
に
よ
る
支
配
や
、
限
ら
れ
た
流
通
条

件
と
い
っ
た
規
定
性
の
中
で
、
山
か
ら
の
多
様
な
産
物

を
何
と
か
他
地
域
に
流
通
さ
せ
て
現
銀
を
確
保
し
よ
う

と
す
る
、
産
地
の
人
び
と
の
し
た
た
か
さ
を
、
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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