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分

国

糸

に

つ

い

て

の

考

察

箭

健

次

内

糸
割
符
制
に
つ
い
て
は
戦
後
貿
易
史
の
研
究
の
中
心
的
課
題
と
し
て
最
も
論
ぜ
ら
れ
た
テ
l
マ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
制
度
そ
の
も
の
の
究
明

よ
り
も
、
そ
れ
が
徳
川
政
権
の
確
立
過
程
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
ゐ
る
か
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

こ
と
に

鎖
国
の
成
立
と
糸
割
符
制
に
つ
し
て
焦
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
か
つ
て
林
立
一
氏
に
よ
っ
て
糸
割
符
商
人
が
鎖
国
政
策
に
対
レ
積
極
的
な
役
割
を

演
じ
た
と
す
る
説
は
、
実
証
性
に
之
し
い
点
か
ら
批
判
さ
れ
、
今
日
に
お
い
て
は
幕
落
体
制
確
立
の
観
点
か
ら
鎖
国
か
考
察
さ
れ
た
場
合
、
糸

割
符
制
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
か
に
問
題
が
集
中
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
鎖
国
前
の
糸
割
特
制
を
一
括
し
て
考
え
る

だ
け
で
な
く
、
幾
度
か
に
一
日
一
る
改
正
に
つ
い
て
幕
藩
体
制
確
立
過
程
の
一
環
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
恩
ぅ
。

す
な
わ
そ
の
時
期
と
内
容
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

て
堺
、
京
都
、
巨
火
山
川
の
一
二
都
市
に
対
す
る
組
糸
の
配
分
（
慶
長
九
伴
）

て
改
正
の
議
起
る
（
元
和
年
間
）

て
江
戸
に
も
魁
糸
配
分
（
寛
永
八
年
）

て
大
坂
に
配
分
決
定
（
寛
永
八
J
九
年
）

て
分
国
糸
の
配
分
と
呉
服
所
へ
の
配
分
額
決
定
〈
寛
永
八
年
）

て
中
国
船
舶
載
の
白
糸
糸
割
符
制
に
入
る
。

（
寛
永
八
年
）

分
国
糸
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
箭
内
）
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て
オ
ラ
ン
ダ
船
舶
械
の
白
糸
割
符
制
に
入
る
。

（
寛
永
十
八
年
）

こ
の
改
正
の
過
程
に
お
い
て
割
符
糸
の
配
分
に
直
接
関
与
す
る
都
市
は
三
ケ
所
か
ら
五
ケ
所
に
拡
大
さ
れ
、
叉
輸
入
糸
の
中
で
割
符
に
組
入

れ
ら
れ
る
も
の
は
、
ポ
ル
ト
、
ガ
ル
船
に
よ
る
白
糸
の
一
部
か
ら
輸
入
糸
の
全
部
に
ま
で
拡
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改
正
に
つ
い
て
そ

の
も
つ
意
義
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
寛
永
八
年
の
改
正
に
め
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
論
に
お
い
て
は
こ
の
点
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に

し
た
い
。

諸
記
録
に
よ
れ
ば
こ
の
年
、
従
来
堺
に
与
え
ら
れ
た
題
糸
百
二
十
丸
、
京
・
長
崎
夫
々
の
題
糸
百
丸
に
加
え
、
江
戸
に
題
糸
五
十
丸
が
賦
与

さ
れ
四
ケ
所
と
な
っ
た
が
、
乙
の
決
定
に
対
し
た
大
坂
で
は
町
年
寄
川
崎
屋
宗
言
、
淀
屋
古
庵
ら
が
中
心
と
な
っ
て
糸
割
符
参
加
を
願
い
出
、

そ
の
結
果
、
右
題
糸
総
計
三
百
七
十
丸
か
ら
二
十
丸
の
配
分
を
う
け
、
翌
年
は
大
坂
の
分
と
し
て
新
に
題
糸
三
十
丸
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
後

題
糸
の
数
字
に
変
更
は
あ
っ
た
が
、
五
カ
所
の
糸
割
符
制
の
確
立
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
際
従
来
一
定
の
枠
の
な
か
っ
た
呉
服
所

に
対
し
て
も
現
糸
六
十
丸
が
配
分
さ
れ
、
更
に
分
国
糸
と
し
て
二
十
六
丸
半
の
白
糸
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
及
び
大
坂
が
相
前
後
し
て
糸
割
符
仲
間
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
江
戸
が
将
軍
の
御
膝
下
な
れ
ば
と
い
う
政
治
的
意
図
と
共
に

そ
の
発
展
を
裏
書
き
す
る
と
と
も
に
、
大
坂
は
経
済
的
意
載
に
お
い
て
共
々
そ
の
都
市
的
成
長
か
ら
十
分
考
え
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

糸
割
符
制
が
幕
府
の
直
轄
都
市
支
配
の
政
策
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
と
も
に
分
国
糸
の
設
定

は
、
呉
服
所
へ
の
現
糸
配
分
と
と
も
に
幕
府
の
買
易
政
策
を
考
え
る
上
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

分
国
糸
二
十
六
丸
半
の
配
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

筑
前
博
多

十
二
丸
半

筑
後
一
一
釧
Y
A

五
丸



肥
前
（
佐
賀
）

五
丸

豊
前
小
倉

丸丸
半T半

対
馬

こ
の
よ
う
な
分
国
糸
の
配
分
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
長
崎
初
発
書
」
に
よ
れ
ば
、
乙
れ
ら
博
多
、
柳
川
、
久
留
米
、
佐
賀

対
馬
、
小
倉
の
割
符
ぞ
受
け
た
人
々
の
名
が
列
挙
し
て
あ
る
。

人
物
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
都
市
は
伺
れ
も
九
州
に
あ
り
、

E
さ
き
の
五
ケ
所
が
何
れ
も
天
領
で
あ
る
に
対
し
藩
領
で
あ
る

一
々
に
つ
い
て
は
事
蹟
は
詳
に
し
え
な
い
が
、
大
体
に
お
い
て
町
の
年
寄
格
の

点
が
注
目
を
ひ
く
。
次
に
そ
の
配
分
額
で
あ
る
が
、
堺
の
史
料
で
あ
る
御
手
鑑
に
よ
る
と

右
国
々
割
符
は
糸
多
く
侯
而
も
比
丸
高
被
下
候
。
糸
少
分
ニ
渡
り
候
時
分
ハ
其
節
々
積
り
を
以
て
減
し
候
而
割
渡
し
申
候
。

と
あ
り
、
い
わ
ば
最
高
額
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
て
見
る
と
最
高
の
博
多
に
お
い
て
す
ら
、
最
高
六
百
二
十
五
斤
に
す
ぎ
ず
、
豊

前
小
倉
の
配
分
に
至
つ
て
は
最
高
七
十
五
斤
と
い
う
少
額
で
あ
る
。
し
か
も
さ
き
の
長
崎
初
発
書
に
み
え
る
佐
賀
の
場
合
割
方
の
明
細
が
示
さ

れ
て
い
る
の
で
配
分
額
を
算
出
す
る
と
、
拾
人
は
最
高
二
十
斤
、
五
人
は
最
高
十
斤
と
な
る
。
当
時
長
崎
に
お
い
て
の
パ
ン
カ
ド
の
価
格
に
つ

い
て
は
明
瞭
で
な
い
が
、
仮
に
百
斤
に
つ
き
二
貫
目
と
す
る
と
佐
賀
の
場
合
は
大
商
人
で
四
百
匁
、
小
商
人
で
は
最
高
二
百
匁
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
輸
入
糸
の
配
分
額
と
す
れ
ば
、
余
り
に
も
少
額
で
採
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
分
国
糸
の
配
分
に
つ

い
て
は
そ
れ
ら
の
都
市
の
発
言
権
は
全
く
与
え
ら
れ
ず
、
五
カ
所
の
糸
年
寄
ら
に
よ
っ
て
割
渡
さ
れ
て
い
る
に
す
い
さ
な
い
の
で
あ
る
。
乙
れ
ら

分
国
中
、
博
多
に
対
す
る
配
分
に
つ
い
て
は

・
寛
永
十
一
年
成
五
月
廿
七
日
、
糸
割
符
博
多
十
二
丸
半
と
あ
り
、
是
ハ
投
銀
は
じ
め
は
正
銀
に
て
利
を
取
し
に
、
後
御
停
止
に
て
右
貨
物
を

取
た
る
也

と
あ
り
、
博
多
豪
商
の
聞
で
特
に
盛
に
行
わ
れ
た
投
銀
に
よ
る
投
資
で
現
銀
に
よ
る
元
利
償
還
の
代
り
に
白
糸
の
配
分
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知

分
国
糸
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
箭
内
）
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四

ら
れ
る
。
し
て
み
る
と
こ
れ
は
明
に
投
銀
投
資
を
行
っ
た
博
多
商
人
に
対
す
る
「
救
済
」
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
原
理
を
他
の
分
国
に
適
用
し
う

る
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
佐
賀
と
い
い
、
柳
川
、
久
留
米
な
ど
ζ

乙
に
挙
げ
ら
れ
た
都
市
は
貿
易
と
は
因
縁
あ
る
所
で
あ
る
。
古
く

か
ら
、
特
に
慶
長
九
年
の
糸
割
符
の
創
設
の
際
に
は
久
留
米
な
ど
の
商
人
た
ち
は
長
崎
に
お
い
て
、
地
元
商
人
と
と
も
に
購
入
に
従
事
し
て
い

た
乙
と
に
よ
っ
て
も
所
謂
広
義
の
長
崎
商
人
と
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
叉
小
倉
の
場
合
、
細
川
藩
治
時
代
藩
商
人
に
よ
る
長
崎
貿
易
が
盛
に

行
わ
れ
た
こ
と
は
史
料
に
徴
し
て
も
明
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
貿
易
経
営
に
或
程
度
の
実
績
を
も
っ
こ
れ
ら
の
都
市
に
対
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
は
余
り
に
も
少
額
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
、
従
っ
て
乙
の
分
国
糸
の
配
分
は
そ
れ
に
よ
る
利
潤
が
問
題
で
は
な
J

、
こ
の
よ
う
な
「
恩
賞
」
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
乙
れ
ら

の
都
市
の
貿
易
1
1
1
恐
ら
f

藩
貿
易
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
l
l
J参
加
を
遮
断
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
事
は
後
年
、

オ
ラ
ン
ダ
商
船
が
平
戸
か
ら
長
崎
へ
移
転
せ
し
め
ら
れ
た
結
果
、
藩
営
貿
易
を
遮
断
せ
し
め
ら
れ
た
「
救
」
と
し
て
平
一
戸
に
対
し
白
糸
十
丸
の

配
分
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
が
や
が
て
一
つ
の
特
権
佑
し
て
い
る
事
実
j
l実
質
よ
り
も
形
式
1
ー
か
ら
趨
像
し
で
も
言
い
う
る
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
分
国
糸
の
配
分
は
、
極
め
て
少
量
の
白
糸
を
形
式
的
に
分
与
し

1
l五
カ
所
糸
割
符
仲
間
に
よ
る
一
方
的
配
分
で
あ
る
が
｜
｜

こ
の
「
特
権
」
と
肩
代
り
に
ζ

れ
ら
大
名
領
の
商
接
貿
易
を
禁
止
し
た
も
の
と
み
る
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
事
は
同
じ
寛
永
入
年
以
後
設
定
さ
れ
た
奉
書
船
制
度
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
衆
知
の
と
と
く
、
こ
の
年
六
月
廿
白
、
幕
府
は
異
国
渡
海

の
商
船
に
対
す
る
制
限
と
更
に
強
化
し
て
従
来
御
朱
印
の
み
で
許
可
さ
れ
た
も
の
を
以
後
長
崎
奉
行
の
奉
書
を
添
え
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
じ
せ

元
来
朱
印
状
交
付
に
当
つ
て
は
希
望
者
す
べ
て
に
無
制
限
に
交
付
さ
れ
る
も
の
で
は
な
〈
、
あ
る
規
準
又
は
縁
故
を
通
じ
て
交
付
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
討
そ
れ
は
大
名
の
場
合
で
も
一
般
商
人
の
場
合
で
も
変
り
な
か
っ
た
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
本
多
正
純
や
長
谷
川
藤
広
な

ど
の
将
軍
側
近
が
取
次
。
守
し
た
こ
と
は
異
国
渡
海
御
朱
印
帳
な
ど
の
記
録
に
見
え
て
い
る
。
朱
印
船
貿
易
も
慶
長
の
創
設
期
か
ら
時
代
を
経
過

す
る
に
つ
れ
、
性
格
に
も
変
貌
を
見
せ
、
大
名
に
よ
る
派
船
は
慶
長
末
年
以
後
殆
ん
ど
消
え
、
叉
一
般
商
人
等
の
派
船
も
そ
の
数
は
著
し
く
減



じ
、
少
数
の
商
人
ら
に
よ
る
渡
航
に
集
中
す
る
傾
向
を
示
し
た
。
し
か
も
こ
の
間
に
あ
っ
て
朱
印
状
の
交
付
が
必
し
も
無
制
限
で
な
か
っ
た
処

か
ら
偽
造
の
朱
印
状
が
横
行
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
大
名
に
よ
る
朱
印
状
発
給
が
現
実
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現

に
寛
永
五
年
ご
ろ
幕
府
の
隠
密
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
「
筑
前
、
筑
後
、
肥
前
、
肥
後
探
索
書
」
に
よ
れ
ば
豊
前
小
倉
藩
に
お
い
て
土
井
浄

甫
た
る
も
の
が
細
川
民
の
朱
印
状
号
つ
け
て
交
渉
に
渡
航
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
記
事
が
み
え
て
い
る
h
u土
井
浄
甫
は
細
川
務
の
史
料
に

よ
れ
ば
問
紹
甫
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
同
史
料
で
は
務
の
御
用
商
人
の
一
家
の
一
人
で
藩
主
の
命
号
つ
け
海
外
渡
航
を
行
っ
て
い
る
三
仁

れ
は
恐
ら
く
氷
山
の
一
角
で
み
の
り
、
貿
易
に
最
も
関
係
の
深
い
西
国
大
名
ら
は
右
の
細
川
民
の
よ
う
な
行
為
を
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

一
般
に
言
わ
れ
る
C
と
く
慶
長
十
四
年
、
幕
府
は
西
国
大
名
に
対
し
て
五
百
石
以
上
の
大
船
の
建
造
の
禁
止
を
命
じ
て
い
る
が
、
細
川
藩
史
料

の
示
す
所
に
よ
れ
ば
右
の
制
限
は
大
名
船
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
め
り
二
般
商
舶
に
は
適
用
し
な
い
こ
と
が
明
に

3
れ
て
い
る
。

現
に
朱
印
船
の
中
に
は
五
百
石
以
上
の
大
船
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
所
か
ら
右
の
記
事
は
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
大
名
の
名
義
に

よ
る
朱
印
船
派
遣
は
慶
長
十
六
年
以
後
ほ
と
ん
と
見
ら
れ
な
い
事
は
大
船
建
造
禁
止
の
令
か
ら
み
て
十
分
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
契
機
に
大

名
の
実
質
的
貿
易
経
営
は
商
人
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
幕
府
か
ら
の
公
式
の
朱
印
状
を
獲
得
す
る
事
が
で
き

ぬ
場
合
、
秘
か
に
私
造
し
て
受
付
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
南
方
諸
地
域
に
お
い
て
朱
印
状
の
持
参
の
有
無
は
先
方
と
の
交
易

に
大
き
な
影
響
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
も
併
せ
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
実
情
を
考
え
る
時
、
幕
府
と
し
て
は
単
に
朱
印
状
だ
け
で
な
く
、
長
崎
奉
行
の
奉
書
を
添
え
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
尤
も
本
法
令
の
直
接
執
行
に
ゐ
た
る
長
崎
奉
行
竹
中
釆
女
正
は
こ
の
制
度
ぞ
悪
用
し
て
自
分
の
名
轟
で
朱
印
状
を
偽
作
し
、
こ
れ
ら
の

不
正
行
為
が
や
が
て
彼
を
失
脚
せ
し
め
る
原
因
を
作
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
も
朱
印
状
の
偽
造
行
為
は
当
時
必
し
も
珍
ら
し
い
事
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
奉
書
船
制
度
の
公
布
の
事
情
と
考
え
る
時
、
さ
き
の
分
国
系
と
の
聞
に
密
接
伝
関
連
を
も
つ
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

す
な
わ
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国
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ム

ノ、

ち
、
当
時
の
日
本
を
め
ぐ
る
対
外
貿
易
の
形
勢
を
み
る
に
、
曲
目
て
オ
ラ
ン
ダ
と
共
に
対
日
貿
易
に
狂
奔
し
た
イ
ギ
リ
ス
は
既
に
退
去
し
、
イ
ス

パ
ニ
ヤ
と
の
通
商
も
断
絶
し
て
い
た
。
残
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
の
対
日
貿
易
は
当
時
不
振
の
状
態
に
あ
っ
た
。
即
ち
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
は
シ

ヤ
ム
に
お
け
る
イ
ス
パ
ニ
ヤ
艦
隊
の
朱
印
船
掌
捕
事
件
を
契
機
と
し
て
長
崎
入
港
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
抑
留
事
件
が
あ
り
、
寛
永
七
年
漸
く
解
除

さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
叉
オ
ラ
ン
ダ
は
台
湾
に
お
け
る
日
蘭
両
国
商
人
の
抗
争
の
余
波
を
う
け
て
寛
永
五
年
以
降
出
島
の
商
館
は
閉
鎖
さ

れ
、
九
年
に
至
り
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
て
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
船
と
し
て
は
僅
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
み
で
あ
っ
た
。
他
方
朱
印
船
貿
易

は
表
面
的
に
こ
れ
を
み
れ
ば
少
数
の
船
主
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
幕
府
直
諾
の
諸
都
市
の
特
権
的
商
人
ら
で
あ
る
と
と
も
に
幕
府
の
側
近

と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
茶
屋
四
郎
次
郎
ら
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
よ
う
に
代
官
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
従
て
彼
ら
に

よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
朱
印
船
貿
易
は
初
期
に
お
い
て
広
く
開
放
さ
れ
て
い
た
場
合
と
は
著
し
く
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
極
言
す
る

な
ら
ば
、
彼
ら
は
幕
府
の
貿
易
経
営
の
一
翼
を
な
す
も
の
と
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
他
方
糸
割
符
仲
間
に
よ
っ
て
配
分
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
舶
載
の
白
糸
は
多
量
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
園
内
の
糸
価
の
騰
貴
の
事
実
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
寛
永
元
年
と
比
し
、
寛
永
八
年
に
は
糸
価
は
約
二
倍
に
高
騰
し
て
い
る
。

ζ

の
事
は
幕
府
の
物
価
政
策
に
と
っ
て
も
重
大
な
事
で
あ
り
、
そ
の
対
策
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
の
が
中
国
船
に
よ
る
輸
入
糸
の
糸
割
符
へ
の
附

属
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
必
し
も
厳
重
に
施
行
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
従
来
割
符
の
枠
外
に
お
か
れ
て
い
た
中
国
船
に
よ
る
輸
入
糸
も
こ
の

頃
に
は
次
第
に
増
加
し
て
い
る
上
、
寛
永
入
年
に
は
七
、
八
十
鰻
に
上
る
多
数
の
中
国
船
が
入
港
し
、
大
部
分
が
長
崎
に
来
航
す
る
に
及
び
、

糸
価
抑
制
の
目
的
か
ら
割
符
へ
編
入
を
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
糸
割
符
仲
間
に
相
当
量
の
白
糸
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
り
物
価
の
安
定
を
は
か
っ
た
が
、
同
時
に
こ
の
際
大
名
領
内
に
お

い
て
半
ば
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
貿
易
を
停
止
せ
し
め
る
た
め
に
、

一
方
に
お
い
て
奉
書
船
制
度
を
施
行
す
る
と
と
も
に
、
他
方
分
国
糸
の
設

定
に
よ
っ
て
最
後
の
断
を
下
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



尚
前
述
し
た
特
定
船
主
に
よ
る
朱
印
船
経
営
に
関
し
、
幕
府
自
体
に
よ
る
貿
易
経
営
の
問
題
が
あ
る
。
近
世
封
建
領
主
が
そ
の
支
配
基
礎
確
立

の
過
程
に
お
い
て
貿
易
に
関
心
を
有
し
た
こ
と
は
こ
こ
に
架
説
を
要
し
な
い
。
こ
と
に
統
一
支
配
を
め
ざ
す
秀
吉
政
権
に
お
い
て
も
逸
早
く
貿

易
の
独
占
を
企
図
し
た
。
こ
の
事
は
徳
川
政
権
も
同
様
で
あ
り
、
長
崎
を
逸
早
く
公
領
佑
し
、
貿
易
に
積
極
的
に
従
事
し
た
。
そ
し
て
輸
入
商

品
に
対
し
て
は
先
買
権
を
行
使
し
た
。
か
の
慶
長
九
年
の
糸
割
符
制
定
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
舶
識
の

白
糸
す
べ
て
で
は
な
く
幕
府
に
よ
り
先
賀
さ
れ
た
残
り
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
は
注
意
す
べ
急
事
で
あ
る
。
先
買
し
た
幕
府
は
そ

の
白
糸
を
上
方
に
お
い
て
適
宜
売
却
し
、
白
糸
の
払
底
に
よ
っ
て
物
価
高
騰
の
場
合
は
適
宜
放
出
し
て
そ
の
安
定
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
幕
府
自
ら
T

｜
l
勿
論
そ
れ
は
側
近
こ
と
に
長
崎
奉
行
ら
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
1

1
の
商
行
為
も
あ

、、

く
ま
で
幕
府
財
政
の
充
実
の
一
策
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
他
の
よ
り
有
利
な
財
源
を
見
出
も
と
き
は
自
ら
冷
却
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
換

言
す
れ
ば
幕
府
の
貿
易
利
潤
に
対
す
る
熱
意
の
変
佑
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
鹿
長
よ
り
元
和
、
寛
永
へ
と
移
行
す
る
時
、
そ
の
経
済
的
蕊
躍
の
主

力
を
な
す
天
領
の
増
加
は
著
し
く
、
こ
と
に
大
坂
陣
に
よ
る
段
目
方
の
処
分
を
契
機
と
し
て
急
激
に
強
佑
さ
れ
た
。
叉
同
時
に
各
地
に
お
け
る

鉱
山
の
獲
得
に
よ
り
幕
府
財
政
は
と
み
に
裕
一
禍
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
趨
勢
に
あ
る
時
、
量
的
に
も
質
的
に
も
微
々
た
る
貿
易
上
の
利
潤
は

最
早
問
題
外
の
事
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
貿
易
問
題
は
最
早
幕
府
に
と
っ
て
は
財
政
問
題
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
政
治
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
く
る
。
「
貿
易
」
を

通
じ
て
或
は
大
名
統
制
の
問
題
、
或
は
直
納
都
市
支
配
の
問
題
、
或
は
側
近
支
配
の
問
題
が
対
象
と
な
っ
て
く
る
。
幕
府
の
貿
易
制
の
以
上
の

よ
う
な
変
佑
が
何
時
間
引
か
ら
現
わ
れ
た
の
か
は
詐
に
し
え
な
い
が
、
本
論
に
お
い
て
述
べ
た
処
か
ら
察
し
て
路
永
八
年
前
後
に
こ
れ
を
求
め
ら

れ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
貿
易
の
利
」
は
最
早
単
な
る
表
面
的
意
味
し
か
も
た
ぬ
も
の
と
な
っ
た
事
は
や
が
て
鎖
国
完
成
へ
の
道
を
一
歩
断
み
出

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
寛
永
人
年
は
幕
府
の
貿
易
に
関
す
る
諸
政
策
と
み
る
上
に
お
い
て
紙
め
て
置
要
な
時
期
と
考
え
ら
れ
る
が
、
乙
れ

分
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国
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て
の
一
考
a
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は
他
面
幕
落
体
制
確
立
の
時
期
を
考
察
す
る
上
に
お
い
て
も
一
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
年
幕
藩
体
制
確
立
期
の
時
代
区
分
に
つ

i¥ 

い
て
種
々
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
は
幕
開
内
部
に
お
い
て
も
前
将
軍
秀
忠
死
亡
の
前
年
に
当
り
、
家
光
に
よ
る
独
裁
的
支
配
の
第
一

歩
が
始
ま
っ
た
時
で
あ
り
、
大
名
の
国
替
も
盛
ん
に
行
わ
れ
る
な
ど
政
治
史
的
に
も
注
目
す
べ
き
時
と
思
わ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
鎖
国
令
は
乙
の

劃
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

奉
書
船
の
制
度
を
以
て
第
一
期
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
初
め
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
少
く
と
も
貿
易
史
の
上
で
は
こ
の
時
期
を
以
て

「註」l
、
長
崎
初
発
書
（
泉
属
議
考
第
十
輯
所
収
）

な
お
武
野
氏
は
分
国
糸
並
び
に
五
ケ
所
糸
剖
符
の
「
抑
制
立
」
を
路
永

十
年
と
し
て
い
る
「
糸
割
符
史
料
の
研
究
」
（
九
州
文
化
史
研
究
所

二
十
王
周
年
記
念
論
文
集
所
収
）
。
恐
ら
く
寛
永
八
年
に
は
じ
ま
り
十

年
以
後
制
度
的
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

2
、
例
え
ば
有
馬
家
史
料
「
御
城
下
町
人
家
由
緒
書
」
に
よ
れ
ば
布
屋

彦
兵
衛
の
先
制
布
屋
孫
右
衛
門
は
慶
長
十
一
年
糸
割
符
を
う
け
た
と

あ
る
の
は
初
教
書
の
嘉
兵
衛
の
先
祖
に
当
る
と
考
え
ら
れ
る
。

3
、
御
手
鑑
（
堺
市
史
料
尚
業
十
九
）

4
、
博
多
記
、
石
城
士
山
等

5
、
糸
割
符
由
緒
（
宮
本
本
）

6
、
武
野
要
子
「
寛
永
年
代
に
お
け
る
細
川
藩
の
貿
易
」

（
廃
史
学
研
究
二
六
四
号
）

7
、
拙
稿
「
平
一
戸
商
人
団
」
（
史
淵

8
、
平
戸
町
鎚
（
谷
村
，
朗
氏
所
磁
）

9
、
通
航
一
覧
巻
百
七
十
（
刊
本
第
凶
、
四
六
八
頁
）

m、
岩
生
成
一
博
士
「
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
」
六
O
頁

日
、
筑
前
、
筑
後
、
肥
前
、
肥
後
探
索
書
（
九
州
史
料
叢
書
所
収
）

ロ
、
長
崎
は
之
文
案
（
細
川
家
文
書
）

日
、
部
分
御
旧
記
（
細
川
家
文
書
）

日
、
岩
生
博
士
前
掲
書
八
八

l
九貝

日
、
中
田
易
直
「
鎖
国
の
成
立
と
糸
割
符
」
（
教
育
大
学
文
学
部
紀
国
立
）

問
、
山
脇
悌
二
郎
、
近
世
日
中
貿
易
史
の
研
究
九
二
頁
。

灯
、
中
国
易
直
、
家
康
政
権
と
外
国
貿
易
の
基
調
（
際
史
教
育
八
巻
十

号）

路
、
当
代
記
（
史
籍
雑
纂
、
巻
二
、

六
十
二
号
）

一
五
八
頁
）



-2-

A Consideration on the "Bunkokuito "< 0 (~m~) 

by Kenji YANAI 

The distribution of the "Bunkokuito" which began in the 8th 

year of Kanei (1631), meaned the great change of the trade policy 

in the Tokugawa Shognate. In the same year the system of 

"Hoshosen" cz> played also the similar role. 

(I) By the distribution of the "Bunkokuito", the Shognate controled 

the trading activities of the ''Bunkoku" (provinces) given it. 

(ff) By the system of the "Hoshosen", it became impossible as a 

matter of fact that "Daimyo" attempted <{in secret)> to manage 

the trade, which he had done. 

(1) The "Bunkokuito" is the yarn which was distributed to the 

specific cities. 

(2) The "Hoshosen" is the trade ship given the permit for trading 

from the Shognate. 




