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当
館
所
蔵
の
「
御
亀
鑑
」
一
一
五
冊
が
佐
竹
義
和
家

譜
の
引
証
本
で
あ
る
こ
と
は
、
当
館
研
究
紀
要
創
刊
号

の
伊
藤
勝
美
論
文
が
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
伊
藤
論

文
で
未
発
表
の
拙
論
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
愚

見
を
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
御
亀
鑑
」
の
正
体
と
謎

た
ま
た
ま
「
御
亀
鑑
」
の
刊
本
第
六
巻
の
校
正
に
関

わ
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
ん
な
史
料
だ
ろ
う
と
解

題
を
読
み
ま
し
た
が
、
「
国
典
類
抄
」
の
続
編
と
い
う

説
明
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な

ら
「
御
亀
鑑
」
は
、
部
類
記
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ

か
ら
「
国
典
類
抄
」
と
は
編
纂
目
的
が
異
な
る
と
考
え

ら
れ
、
同
列
に
扱
え
な
い
こ
と
が
明
白
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
「
御
亀
鑑
」
の
正
体
を
探
ろ
う
と
思
い
、

第
一
冊
目
、
す
な
わ
ち
江
府
一
の
冒
頭
を
見
ま
し
た
。

す
る
と
、

天
樹
公
御
譜
引
証
御
亀
鑑
附
録

但
御
日
記
之
外
、
諸
家
日
記
よ
り
抄
出
致
候
者
、

必
其
出
所
を
出
、

と
あ
り
ま
す
。
右
か
ら
編
纂
の
目
的
や
方
針
が
は
っ
き

り
し
ま
し
た
。
次
の
課
題
は
い
つ
成
立
し
た
か
に
な
り

ま
す
。
佐
竹
文
庫
で
「
御
亀
鑑
」
の
次
に
配
架
さ
れ
て

い
る
の
が
、
義
和
家
譜
と
「
御
亀
鑑
」
一
一
五
冊
が
上

程
さ
れ
た
史
料
で
す
。
関
係
す
る
史
料
な
ど
は
伊
藤
論

文
が
詳
し
い
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

と
い
う
わ
け
で
簡
単
に
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

「
発
見
」
し
た
と
い
う
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
二
〇
年
近
く
前
に
書
い
た
こ
と
を
今
更
紹
介
す
る

の
も
い
か
が
と
思
う
の
で
す
が
、
消
滅
す
る
の
も
忍
び

な
い
の
で
、
あ
え
て
と
り
あ
げ
ま
し
た
。

右
に
引
用
し
た
部
分
は
、
刊
本
第
一
巻
に
は
見
え
ま

せ
ん
。
は
て
ど
う
し
た
も
の
や
ら
と
思
う
の
で
す
が
、

そ
う
思
っ
て
二
〇
年
近
く
が
経
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

【
鈴
木

満
】

秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、
所
蔵
資
料
・
収
集
資
料
を

活
用
し
た
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
今
年
度
は
、
古
文
書

を
初
め
て
読
む
方
向
け
の
「
古
文
書
解
読
講
座
Ⅰ
」（
全

６
回
）
、
古
文
書
解
読
を
通
し
て
秋
田
の
地
域
史
を
学

ぶ
「
古
文
書
解
読
講
座
Ⅱ
」
（
４
回
）、
秋
田
県
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
と
共
催
の
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
講
座
」
（
４

回
）
の
三
本
立
て
で
す
。
館
内
の
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
、

当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
覧

く
だ
さ
い
。
お
申
込
み
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
や
メ
ー
ル
で
も
お
受

け
し
て
お
り
ま
す
。
ご
不
明
な
点
は
当
館
ま
で
お
気
軽

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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六
月
二
日
（
月
）
か
ら
八
日
（
日
）
ま
で
、
特
別
整
理

期
間
の
た
め
休
館
と
な
り
ま
す
。
ご
不
便
を
お
か
け
し
、

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
九
日
（
月
）
か
ら
は
通
常
ど
お

り
開
館
い
た
し
ま
す
。
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今
日
、
幕
藩
制
社
会
と
総
称
さ
れ
る
近
世
日
本
の
対

外
政
策
は
鎖
国
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の

禁
止
な
ど
の
厳
し
い
思
想
統
制
が
行
わ
れ
た
一
方
で
、

海
外
貿
易
も
幕
府
の
統
制
下
に
お
か
れ
、
外
国
船
の
寄

港
地
は
わ
ず
か
長
崎
一
港
、
相
手
国
は
清
（
中
国
）
と

オ
ラ
ン
ダ
に
限
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
鎖
国
下
に
あ
っ
て
、
日
本
の

海
外
貿
易
を
支
え
た
北
東
北
の
銅
山
の
話
を
一
言
。

鎖
国
下
の
海
外
貿
易
に
お
け
る
鉱
産
物

海
外
貿
易
で
問
題
な
の
は
、
そ
れ
が
果
た
し
て
国
益

に
か
な
う
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
初
期
の
段
階
で

は
金
銀
の
流
出
が
増
え
続
け
、
新
井
白
石
に
よ
っ
て
金

銀
流
出
防
止
策
と
し
て
海
舶
互
市
新
例
が
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
消
極
策
で
収
益
を
得
る
こ
と
は
無
理

で
あ
る
と
す
る
発
想
か
ら
こ
れ
を
一
八
〇
度
転
回
し
、

国
益
を
損
な
わ
な
い
輸
出
物
の
創
出
を
行
っ
て
そ
れ
を

大
量
に
輸
出
し
、
逆
に
海
外
か
ら
金
銀
の
流
入
を
図
る
。

こ
れ
を
推
進
し
た
の
が
江
戸
中
期
の
幕
閣
で
重
商
主
義

政
策
を
掲
げ
た
田
沼
意
次
で
し
た
。

こ
の
段
階
で
日
本
側
の
輸
出
品
と
さ
れ
た
物
資
は
銅

と
俵
物
（
海
産
物
）
で
し
た
。
相
手
国
が
こ
れ
を
了
と

し
た
の
は
、
銅
が
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
で
貨
幣
等
の
素
材

と
し
て
活
用
で
き
る
な
ど
、
そ
れ
な
り
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
あ
た
り
の
田
沼

の
洞
察
力
は
さ
す
が
で
す
ね
。

か
く
し
て
、
国
内
各
地
の
鉱
山
算
出
銅
は
長
崎
御
用

銅
と
し
て
重
視
さ
れ
長
崎
へ
の
廻
銅
が
国
を
挙
げ
て
展

開
し
、
銅
が
日
本
の
海
外
貿
易
の
ト
ッ
プ
に
位
置
す
る

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

鎖
国
下
の
海
外
貿
易
を
支
え
た

北

東

北

の

銅

山

輸
出
品
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。

長
崎
貿
易
を
支
え
た
北
東
北
の
山
々

～
阿
仁
銅
山
と
尾
去
沢
銅
山
～

こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
長
崎
廻
銅
の
ほ
ぼ
中
核
を

成
し
た
の
が
北
東
北
の
阿
仁
銅
山
産
出
銅
、
同
じ
く
尾

去
沢
銅
山
産
出
銅
、
そ
し
て
南
の
別
子
銅
山
産
出
銅
で
、

そ
れ
ぞ
れ
秋
田
銅
・
盛
岡
銅
・
伊
予
銅
と
よ
ば
れ
海
外

貿
易
の
主
役
と
し
て
名
を
馳
せ
ま
し
た
。

表
は
秋
田
藩
阿
仁
銅
山
方
で
あ
っ
た
杉
原
行
天
が
記

録
し
た
｢
旧
書
集
捃
｣
の
長
崎
御
用
銅
関
係
史
料
か
ら
主

要
銅
山
の
長
崎
廻
銅
と
地
売
銅
を
抜
き
書
き
し
て
筆
者

が
作
成
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
で
見
れ
ば
、
例
え
ば
文

政
元
年(

一
八
一
八)

の
長
崎
廻
銅
は
、
盛
岡
銅
が
三
二

・
二
％
、
秋
田
銅
が
三
〇
・
八
％
で
、
両
銅
合
わ
せ
て

六
三
％
に
達
す
る
の
で
す
。
前
述
の
よ
う
に
盛
岡
銅
は

尾
去
沢
銅
山
産
出
銅
、
秋
田
銅
は
阿
仁
銅
山
産
出
銅
の

呼
称
で
す
か
ら
、
今
日
の
よ
う
に
尾
去
沢
を
秋
田
に
入

れ
て
考
え
れ
ば
、
秋
田
県
産
出
銅
こ
そ
が
近
世
日
本
海

外
貿
易
の
花
形
輸
出
品
と
言
い
得
ま
し
ょ
う
。

尾
去
沢
の
あ
る
鹿
角
は
上
津
野
と
も
呼
ば
れ
、
米
代

川
上
流
域
の
野
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
川

は
物
資
交
流
の
水
脈
と
し
て
活
用
さ
れ
、
実
は
尾
去
沢

銅
山
産
出
銅
も
明
和
二
年(

一
七
六
五)

ま
で
は
米
代
川

下
し
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
が
盛
岡
藩
野

辺
地
港
へ
運
ば
れ
そ
こ
か
ら
海
を
下
る
方
策
に
変
更
さ

れ
た
の
は
、
同
年
に
尾
去
沢
銅
山
が
盛
岡
藩
直
営
に
な

っ
て
か
ら
で
す
。
第
四
九
号
の
こ
ぼ
れ
ば
な
し
で
筆
者

は
「
経
済
秘
録
」
を
ひ
い
て
文
化
年
中
の
米
代
川
舟
運

の
第
一
位
運
搬
物
資
は
鉱
産
物
で
五
一
％
を
占
め
る
と

表
示
し
て
い
ま
す
が
、
し
て
み
る
と
、
明
和
以
前
に
は

こ
れ
に
盛
岡
銅
を
加
え
た
大
量
の
銅
が
米
代
川
を
下
っ

て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

【
渡
部
紘
一
】

長崎御用銅 地売銅 廻銅総高 長崎御用銅 地売銅 廻銅総高 長崎御用銅 地売銅 廻銅総高

文化12年 1,672,344 804,996 2,477,340 600,000 215,710 815,710 352,344 51,000 403,344

（1815） （35.8%） （26.7%） （32.9%） （21.0%） （6.3%） （16.2%）

文化13年 1,763,719 1,215,905 2,979,622 700,000 432,920 1,132,920 343,719 60,075 403,794

（1816） （39.6%） （35.6%） （38.0%） （19.4%） （4.9%） （13.6%）

文化14年 1,802,489 1,687,804 3,490,293 600,000 694,100 1,294,100 466,489 60,075 526,564

（1817） （33.3%） （41.1%） （37.0%） （25.8%） （3.5%） （15.1%）

文政1年 1,946,118 1,609,529 3,555,647 600,000 524,880 1,124,880 626,118 65,250 691,368

（1818） （30.8%） （32.6%） （31.6%） （32.2%） （4%） （19.4%）

全　国　総　額 秋　　田　　銅 盛　　岡　　銅
年代

文化１２～１４年・文政１年　秋田銅・盛岡銅の廻銅額と全国比

単位　斤・（　　）内は百分比

捃杉原行天『旧書集 』八冊之内三所収「国々御銅直段付」より作成


