
水の文化 54号　特集「和船が運んだ文化」 10

昆布ロードがもたらした
明治維新と食文化
だしや煮しめの具材など、日本人の食生活になくてはならない昆布。産地は羅臼、利尻などに代表される北海道
が有名だが、消費量では富山県が際立って多く、数年前までは不動の全国 1位だった。昆布の採れない富山県で、
なぜ食されているのか。それは江戸時代、富山県域が昆布をはじめとする海産物を運んだ海上流通の中継地を多
く擁していたことに端を発する。同じく昆布が生息しない沖縄（琉球）でも食されているのは、富山藩の商人た
ちが薩摩藩に昆布を持ち込んでいたからだ。この富山藩と薩摩藩による「知られざる交易」が、やがて倒幕へと
つながる。その痕跡を富山県と鹿児島県でたどった。

和船が運んだ文化　Story1

昆布のとれない富山県だが、今でもおにぎりには海苔ではなくとろろ昆布を巻く
撮影協力：株式会社四十物（あいもの）昆布

1863年（文久 3）の薩英戦争で使われた「十文字砲」。砲身には島津家の
家紋「丸十紋」が刻まれている　撮影協力：尚古集成館
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函館
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富
山
藩
と
薩
摩
藩
―
―

外
様
同
士
の
暗
中
飛
躍

「
昆
布
ロ
ー
ド
」
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

北
前
航
路
が
拓
か
れ
た
江
戸
時
代
中
期
か

ら
幕
末
、
明
治
に
か
け
て
、
蝦
夷
地
（
北

海
道
）
で
収
穫
さ
れ
た
昆
布
は
北
前
船
で

京
都
・
大
坂
へ
運
ば
れ
る
だ
け
で
な
く
、

薩
摩
か
ら
琉
球
を
経
て
、
さ
ら
に
は
中
国

（
清
）
ま
で
届
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
道
筋

を
「
昆
布
ロ
ー
ド
」
と
呼
ぶ
。

　

当
時
、
昆
布
は
重
要
な
品
だ
っ
た
。
甲

状
腺
障
害
が
流
行
し
て
い
た
清
で
は
予
防

の
た
め
ヨ
ー
ド
を
多
く
含
む
昆
布
が
求
め

ら
れ
て
い
た
が
、
海
水
温
が
高
い
清
で
は

良
質
な
昆
布
は
育
た
な
い
。
そ
こ
で
財
政

の
悪
化
し
た
薩
摩
藩
は
、
東
ア
ジ
ア
の
海

洋
貿
易
の
中
継
地
と
し
て
栄
え
て
い
た
琉

全
国
に
販
路
を
広
げ
た

越
中
富
山
の
薬
売
り

　

当
時
の
越

え
っ
ち
ゅ
う
の
く
に

中
国
（
注
2
）
に
は
、
富
山

藩
領
の
岩
瀬
、
本
家
・
加
賀
藩
領
の

放ほ
う
じ
ょ
う
づ

生
津
や
伏ふ

し
き木

と
い
っ
た
港
が
北
前
船
の

寄
港
地
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
。
北
海
道

の
松
前
か
ら
昆
布
や
ニ
シ
ン
を
積
ん
だ
北

前
船
が
寄
港
し
て
荷
を
下
ろ
し
、
越
中
国

か
ら
は
米
や
ワ
ラ
製
品
な
ど
が
積
み
込
ま

球
王
国
を
介
し
、
清
に
対
し
て
「
抜
け

荷
」（
注
1
）
と
呼
ば
れ
る
密
貿
易
を
始
め

る
。
清
へ
の
貢
ぎ
物
の
一
つ
が
松
前
産
の

良
質
な
昆
布
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
北
海
道
か
ら
は
遠
い
薩
摩
藩

で
、
昆
布
の
入
手
は
容
易
で
は
な
い
。
そ

こ
で
薩
摩
藩
が
目
を
つ
け
た
の
が
富
山
藩
。

と
も
に
外
様
大
名
で
あ
り
財
政
の
逼
迫
し

た
富
山
藩
と
薩
摩
藩
が
密
か
に
手
を
結
び

互
い
に
利
益
を
得
る
。
薩
摩
藩
は
密
貿
易

で
得
た
利
潤
で
財
政
を
立
て
直
し
、
倒
幕

へ
と
向
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

　

北
前
船
を
舞
台
と
し
た
両
藩
の
企
て
と

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

越中の寄港地・東岩瀬港での交易で財をなした北前船廻船問屋「森家」の外観。東
岩瀬における海商の町家の形を残す。国指定重要文化財

日本の食文化を広げた「昆布ロード」
北海道漁業協同組合連合会のホームページ
「昆布の旅」を参考に編集部作成

越中（富山県）の主な北前船寄港地
伏木北前船資料館（旧秋元家住宅）のパネル
を参考に編集部作成

れ
、
運
ば
れ
た
。

　

薩
摩
藩
と
の
つ
な
が
り
で
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
も
の
に
、「
越
中
富
山
の
薬
売
り
」

（
注
3
）
で
知
ら
れ
る
富
山
藩
の
売
薬
が
あ

る
。
元
禄
年
間
（
1 

6 

8 

8
〜
1 

7 

0 

4
）
か

ら
現
在
ま
で
3 

0 

0 

年
以
上
続
く
伝
統
的

産
業
だ
。
売
薬
が
生
ま
れ
た
背
景
に
、
富

山
の
厳
し
い
自
然
環
境
が
あ
っ
た
。

　

富
山
藩
は
、
加
賀
藩
の
一
部
と
し
て
1 

2 

0 

万
石
を
誇
る
大
名
・
前
田
家
の
領
内

よ
り
、
支
藩
と
し
て
1 

6 

3 

9
年
（
寛
永

16
）
に
成
立
。
石
高
は
10
万
石
だ
が
、
大

半
の
領
地
や
港
な
ど
の
交
通
の
要
衝
は
加

賀
藩
が
押
さ
え
、
富
山
藩
に
残
さ
れ
た
の

は
神じ

ん
づ
う
が
わ

通
川
に
沿
う
縦
長
の
、
稲
作
に
は
不

利
な
領
地
だ
っ
た
。

「
神
通
川
は
水
勢
の
強
い
川
で
し
た
。
加

え
て
東
に
あ
る
常じ

ょ
う
が
ん
じ
が
わ

願
寺
川
に
も
領
地
が
挟

ま
れ
て
い
る
の
で
、
た
び
た
び
洪
水
に
見

舞
わ
れ
て
、
米
づ
く
り
は
難
し
い
土
地
で

富
山
藩

「日本のベニス」とも呼ばれる内川の風景。かつて富山県射水市（旧新湊市）の海岸
部にあった放生津湊の、運河のような役割を果たした

（注 1）抜け荷

江戸時代に幕府の禁令を破って行なわれたいわゆる密貿易のこと。当時外
国との取引は公には長崎の会所を通して行なわれ、厳重に統制されていた。

（注 2）越中国

現在の富山県域を占めた旧国名。律令制下で北陸道に属す。富山
藩は越中国の中央部（おおむね神通川流域）を領有。
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財
政
再
建
を
目
指
す

薩
摩
藩
の
目
論
見

　

同
じ
こ
ろ
、
島
津
家
を
藩
主
と
す
る
薩

摩
藩
も
ま
た
財
政
難
に
あ
え
い
で
い
た
。

　

火
山
灰
地
で
あ
る
薩
摩
は
も
と
も
と
農

業
に
よ
る
生
産
力
が
低
か
っ
た
。
そ
の
う

え
参
勤
交
代
で
財
を
消
耗
し
、
加
え
て
江

戸
城
の
改
修
、
木
曽
川
治
水
工
事
な
ど
を

幕
府
か
ら
命
ぜ
ら
れ
、
莫
大
な
出
費
を
強

い
ら
れ
た
。
財
政
は
常
に
火
の
車
。
八
代

藩
主
・
島
津
重し

げ
ひ
で豪

の
こ
ろ
に
は
5 

0 

0 

万

両
（
当
時
の
藩
の
収
入
の
30
〜
40
年
分
に
相
当
）

に
も
達
す
る
借
金
を
抱
え
て
い
た
と
い
う
。

　

1 

6 

0 

9
年
（
慶
長
14
）
に
琉
球
王
国

（
以
下
、
琉
球
）
を
征
服
し
幕
府
に
そ
の
支

し
た
」
と
、
富
山
市
売
薬
資
料
館
の
兼
子

心も
と

さ
ん
は
話
す
。
こ
れ
ら
の
暴
れ
川
は
歴

史
に
残
る
大
水
害
を
し
ば
し
ば
引
き
起
こ

し
て
き
た
。
富
山
藩
は
長
年
に
わ
た
る
財

政
難
に
陥
り
、
領
民
は
農
閑
期
に
外
に
出

て
商
売
を
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
の

た
め
登
場
し
た
の
が
売
薬
だ
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
水
が
豊
富
な
こ
と
は
、
薬
を
つ

く
る
に
は
好
条
件
だ
っ
た
。
兼
子
さ
ん
は

「
豊
富
な
雪
解
け
水
や
衛
生
的
な
水
は
薬

づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
」
と
言
う
。

「〈
寒
の
水
〉
と
い
っ
て
、
大
寒
の
こ
ろ

に
と
れ
る
水
を
薬
に
使
い
ま
し
た
。
薬
種

や
道
具
を
洗
う
の
に
水
は
必
要
で
す
し
、

薬
種
を
粉
砕
す
る
に
も
水
車
の
動
力
を
利

用
し
ま
し
た
」

　

製
薬
に
適
し
た
富
山
の
気
候
と
地
形
。

そ
の
代
表
作
が
「
反は

ん

魂ご
ん

丹た
ん

」
と
い
う
薬
だ
。

富
山
藩
二
代
藩
主
・
前
田
正ま

さ
と
し甫

が
江
戸
詰

め
の
際
、
江
戸
城
で
腹
痛
を
起
こ
し
た
あ

る
大
名
に
反
魂
丹
を
差
し
出
し
た
と
こ
ろ

た
ち
ま
ち
回
復
し
、
大
名
伝
い
に
全
国
に

知
れ
渡
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

　

売
薬
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
商
売
の
範
囲
を

守
っ
て
活
動
し
た
。
得
意
先
の
デ
ー
タ
を

記
し
た
帳
面
を
「
懸か

け
ば
ち
ょ
う

場
帳
」
と
呼
び
、
こ

れ
自
体
が
商
売
を
す
る
権
利
（
商
売
株
）
だ

っ
た
。
売
薬
人
た
ち
は
懸
場
帳
を
も
と
に

全
国
へ
行
商
に
出
か
け
、
富
山
藩
も
1 

8 

1 

6
年
（
文
化
13
）
に
反
魂
丹
役
所
を
設
置

す
る
な
ど
保
護
と
統
制
を
行
な
う
。

「
売
薬
人
も
こ
の
こ
ろ
に
1 

7 

0 

0
人
か

ら
2 

2 

0 

0
人
に
増
え
、
富
山
藩
の
一
大

産
業
に
な
り
ま
し
た
。
幕
末
に
は
4 

5 

0 

0
人
が
売
薬
に
従
事
し
て
い
た
の
で
す
」

と
、
伏
木
観
光
推
進
セ
ン
タ
ー
の
上か

み 

忠
た
だ
し

さ
ん
は
言
う
。
売
薬
が
い
か
に
富
山
藩
の

収
入
源
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
る
。

配
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
薩
摩
藩
は
、
奄

美
諸
島
の
生
産
物
「
黒
糖
」
を
大
坂
に
運

び
専
売
品
と
し
て
利
益
を
得
て
い
た
。
ま

た
、
琉
球
経
由
で
清
か
ら
入
手
し
た
唐か

ら
も
の物

（
中
国
製
品
）
を
新
潟
・
海
老
江
湊
経
由
で

江
戸
や
東
北
、
北
陸
へ
流
通
し
て
収
入
源

と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
薩
摩
藩
は
よ
り

大
量
の
昆
布
を
確
保
し
、
琉
球
を
経
由
し

富山藩の売薬の名を広めた「反
魂丹」の薬袋。これは最近寄付
された江戸時代のもの　富山市
売薬資料館蔵

得意先に薬を配置するとき
に用いる「預箱（あずけば
こ）」。時代とともに素材や
形状が変わっていったことが
わかる。上は富山市売薬資
料館の学芸員、兼子心さん

射水市新湊博物館にある北
前船の模型。射水市柴家所
蔵の長船丸（ながふねまる）
600石積型をモデルにした。
実物のほぼ7分の1の縮尺。
左は伏木観光推進センター
の上 忠さん

（注 4）町年寄

江戸時代の町役人の呼称の一つ。町
役人の筆頭にあり、町内の日常行政を
取り扱う有力者。身分としては町民と
なる。

（注 5）八尾

富山県富山市の南部を占める地域。

（注3）富山の薬売り

富山藩の家庭薬行商人。また、その行
商のこと。江戸初期に始まるといわれ、
藩の保護・統制を受けて発展。全国各
地の得意先に薬を置き、年に1～2回
訪問して使用分の代価を清算し、薬を
補充した。

薩
摩
藩
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て
清
に
献
上
す
る
策
を
打
つ
。

　

そ
こ
で
目
を
つ
け
た
の
が
富
山
の
売
薬

人
た
ち
で
あ
る
。
売
薬
人
は
全
国
を
22
ブ

ロ
ッ
ク
に
分
け
、
行
商
先
の
地
方
に
仲な

か
ま間

組ぐ
み

を
つ
く
り
販
売
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ

の
な
か
に
薩
摩
藩
内
で
売
薬
を
行
な
う
商

人
団
「
薩
摩
組
」
が
あ
っ
た
。

　

薩
摩
藩
は
こ
の
薩
摩
組
に
対
し
て
領
内

で
の
売
薬
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
松
前
の

良
質
な
昆
布
の
提
供
を
求
め
た
の
だ
。
当

時
の
薩
摩
藩
は
経
済
上
の
問
題
か
ら
他
藩

の
商
人
の
出
入
り
を
禁
じ
て
い
た
が
、
薩

摩
組
の
出
入
り
の
み
例
外
的
に
認
め
た
。

　

売
薬
人
た
ち
に
と
っ
て
も
薩
摩
と
手
を

組
む
こ
と
は
メ
リ
ッ
ト
だ
っ
た
。

　

売
薬
が
和
漢
薬
生
成
の
材
料
に
用
い
る

薬
種
は
、
清
か
ら
の
輸
入
品
に
依
存
し
て

薬
」
と
名
乗
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

「
薩
摩
藩
領
で
浄
土
真
宗
と
知
ら
れ
る
と

薬
は
没
収
さ
れ
営
業
停
止
に
な
り
ま
す
か

ら
、
売
薬
人
た
ち
は
〈
八
尾
〉
と
い
う
富

山
南
部
の
地
名
を
使
い
、
そ
こ
か
ら
来
た

と
偽
っ
て
商
売
を
し
て
い
ま
し
た
。
越
中

と
は
名
乗
れ
て
も
、
富
山
と
は
名
乗
れ
な

か
っ
た
の
で
す
」
と
、
鹿
児
島
市
西
郷
南

洲
顕
彰
館
の
館
長
、
徳
永
和
喜
さ
ん
は
話

す
。

　

そ
の
後
、
薩
摩
組
の
商
人
た
ち
は
た
び

た
び
営
業
差
止
を
受
け
た
が
、
そ
の
た
び

に
木
村
喜
兵
衛
が
差
止
解
除
を
藩
に
交
渉

し
、
ま
た
時
に
は
差
止
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
に
薩
摩
藩
に
喜
ば
れ
る
献
上
品
の
提
案

も
行
な
っ
た
。
松
前
産
の
昆
布
も
、
も
と

は
薩
摩
組
が
薩
摩
藩
領
で
営
業
を
認
め
て

も
ら
う
た
め
に
、
木
村
が
指
示
し
た
献
上

品
の
一
つ
だ
っ
た
。

　

ま
た
、「
密
貿
易
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に

関
し
て
徳
永
さ
ん
は
こ
う
指
摘
す
る
。

「
1 

6 

3 

9
年
（
寛
永
16
）
に
幕
府
が
鎖
国

令
を
出
し
ま
す
。
こ
の
時
に
幕
府
が
認
め

た
貿
易
港
は
唯
一
長
崎
の
出
島
で
あ
る
と

い
う
記
述
が
歴
史
教
科
書
に
あ
り
ま
す
が
、

誤
り
で
す
。
実
際
に
は
琉
球
口く

ち

、
対
馬
口
、

松
前
口
、
そ
し
て
幕
府
が
公
に
認
め
る
長

崎
口
。
外
交
史
で
は
〈
四
つ
の
口
〉
と
言

い
ま
す
が
、
こ
の
四
つ
の
港
は
幕
府
が
許

可
し
た
貿
易
港
で
し
た
」

い
た
。
江
戸
時
代
に
日
本
に
入
っ
て
く
る

薬
種
は
長
崎
の
出
島
か
ら
い
っ
た
ん
大
坂

の
道ど

し
ょ
う
ま
ち

修
町
に
集
ま
り
、
薬
種
問
屋
を
通
じ

て
全
国
に
流
通
し
て
い
た
。
し
か
し
高
価

な
た
め
、
売
薬
人
も
ま
た
薬
種
を
安
く
仕

入
れ
る
方
法
を
模
索
し
て
い
た
の
だ
。

密
貿
易
は
幕
府
公
認
だ
っ
た
!?

　

1 

8 

4 

7
年
（
弘
化
4
）、
薩
摩
組
は
仲

介
人
で
あ
る
鹿
児
島
町
年
寄
（
注
4
）
の

木
村
喜
兵
衛
か
ら
総
額
5 

0 

0 

両
の
資
金

援
助
を
受
け
て
昆
布
の
運
搬
を
開
始
す
る
。

昆
布
を
買
い
取
っ
た
の
が
薩
摩
藩
で
あ
る

こ
と
が
幕
府
に
ば
れ
ぬ
よ
う
、
薩
摩
藩
は

町
年
寄
で
あ
る
木
村
を
仲
介
役
と
し
昆
布

を
購
入
さ
せ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

蝦
夷
で
仕
入
れ
た
昆
布
は
、
富
山
を
代

表
す
る
売
薬
商
家
・
密み

つ
だ田

家
が
所
有
す
る

2
隻
の
船
で
、
薩
摩
藩
の
山
川
港
ま
で
運

ば
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。

　

当
時
の
薩
摩
藩
は
、
富
山
の
売
薬
人
に

と
っ
て
逆
境
の
地
だ
っ
た
。
幕
府
が
鎖
国

政
策
を
と
る
な
か
で
、
薩
摩
藩
も
他
藩
の

出
入
り
を
厳
し
く
監
視
す
る
「
二
重
鎖

国
」
の
状
態
だ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
薩
摩

藩
は
浄
土
真
宗
を
禁
教
と
し
て
い
た
。
富

山
藩
は
浄
土
真
宗
が
盛
ん
な
た
め
、
売
薬

人
た
ち
は
薩
摩
藩
領
で
「
富
山
の
売
薬
」

と
名
乗
れ
ず
、「
越
中
八や

つ
お尾

（
注
5
）
の
売

薩摩藩の琉球口貿易の舞台だった山川港。鹿児島県の薩摩半島先端付近にあり、波の穏やか
な天然の良港。島津氏は1583年（天正11）にここを拠点港として確保している

『堆錦螺鈿衝立』より「進貢船（しんこうせん）寄港の図」。
進貢船とは琉球から進貢（貢ぎ物を献上すること）のために
中国に渡った船のこと。右ページの北前船とは異なる構造
であることがわかる　鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

薩摩藩との仲介役を務めた町年寄・木村喜兵衛から薩摩組に宛てた書
状の一部。富山を代表する売薬商家・密田家が保管していた。献上品
だけでなく金品も要求されたという
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「
富
山
藩
が
売
薬
を
す
る
際
の
方
針
と
し

て
、
ま
ず
は
各
家
に
薬
を
配
置
し
、
使
っ

た
分
だ
け
お
金
を
頂
く
〈
先せ

ん
よ
う
こ
う
り

用
後
利
〉
の

方
法
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
先
に
用
い
て

後
に
利
す
る
。
あ
る
意
味
相
手
を
思
い
や

る
福
祉
事
業
的
な
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
販
売
精
神
が
売
薬
を
長
い
間
支
え
て

き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

「
昆
布
ロ
ー
ド
」
が

も
た
ら
し
た
食
文
化

　

1 

8 

8 

0
年
代
（
明
治
期
）
に
入
り
蒸
気

船
が
進
出
し
、
鉄
道
や
道
路
が
整
備
さ
れ

る
と
北
前
船
は
か
つ
て
の
勢
い
を
失
っ
た
。

密
貿
易
も
終
わ
り
を
迎
え
る
。
し
か
し
、

「
昆
布
ロ
ー
ド
」
の
中
継
地
で
は
、
各
地

の
食
文
化
と
昆
布
が
結
び
つ
き
独
自
の
昆

　

長
崎
以
外
の
三
つ
の
港
は
、
長
崎
で
ト

ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
際
に
輸
入
が
途
絶
え
る

事
態
を
防
ぐ
た
め
、
補
助
貿
易
港
と
し
て

開
港
し
て
い
た
の
だ
。

　

幕
府
に
と
っ
て
は
安
全
弁
の
一
つ
に
過

ぎ
な
か
っ
た
琉
球
口
を
、
借
金
が
膨
れ
上

が
る
薩
摩
藩
は
返
済
の
切
り
札
に
し
よ
う

と
考
え
た
。
幕
府
か
ら
数
回
に
わ
た
る
貿

易
量
制
限
を
命
じ
ら
れ
る
も
、
薩
摩
藩
は

琉
球
口
貿
易
の
拡
大
を
続
け
る
。
徳
永
さ

ん
は
言
う
。

「
世
に
い
う
密
貿
易
と
は
薩
摩
藩
に
よ
る

不
正
規
ル
ー
ト
で
の
貿
易
活
動
を
指
す
の

で
は
な
く
、
薩
摩
藩
が
幕
府
か
ら
許
さ
れ

た
範
囲
を
逸
脱
し
た
貿
易
活
動
と
考
え
る

べ
き
で
し
ょ
う
」　

調所広郷の肖像画。調所は財
政改革を成功させ、のちに家老
格となるが、謎の死を遂げる　
尚古集成館保管

透明ガラスに色ガラスを厚く被せ、色ガラスにカット
文様を施した「薩摩切子」。1851年（嘉永 4）、薩
摩藩主となった島津斉彬が西欧列強に対抗して近代
化を推し進める「集成館事業」の一つとして始めた

射水市新湊博物館の松山
充宏主任学芸員

薩
摩
藩
と
富
山
藩
、

そ
れ
ぞ
れ
が
得
た
も
の

　

清
と
の
貿
易
で
莫
大
な
利
益
を
得
た
薩

摩
藩
は
、
財
政
の
立
て
直
し
に
成
功
す
る
。

そ
の
立
役
者
が
八
代
藩
主
・
重
豪
に
才
覚

を
認
め
ら
れ
、
5 

0 

0 

万
両
の
財
政
整
理

の
責
任
者
に
任
用
さ
れ
た
調ず

し
ょ
ひ
ろ
さ
と

所
広
郷
だ
。

清
と
の
密
貿
易
を
藩
政
改
革
（
注
6
）
の
一

つ
に
掲
げ
、
財
政
立
て
直
し
に
奔
走
し
た
。

　

調
所
の
努
力
に
よ
り
藩
の
収
入
は
増
え
、

借
金
5 

0 

0 

万
両
を
返
済
し
た
だ
け
で
な

く
、
50
万
両
の
貯
蓄
も
達
成
し
た
。
身
分

が
低
く
茶
坊
主
上
が
り
だ
っ
た
調
所
は
功

績
が
認
め
ら
れ
、
57
歳
で
家
老
格
に
昇
進

す
る
。

「
外
洋
に
近
い
薩
摩
は
常
に
周
囲
を
警
戒

し
情
報
戦
に
は
長
け
て
い
た
が
、
な
か
で

も
調
所
は
市
場
読
み
に
優
れ
た
、
当
時
と

し
て
は
ず
ば
抜
け
た
経
済
人
」
と
徳
永
さ

ん
は
評
す
る
。
と
こ
ろ
が
1 

8 

4 

8
年

（
嘉
永
元
）、
調
所
は
江
戸
で
服
毒
死
す
る
。

幕
府
に
密
貿
易
が
知
れ
る
こ
と
を
怖
れ
て

の
自
殺
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
は

わ
か
っ
て
い
な
い
。

　

薩
摩
藩
は
1 
8 
5 
1
年
（
嘉
永
4
）
に
11

代
藩
主
と
な
っ
た
島
津
斉な

り
あ
き
ら彬の

も
と
、
洋

式
の
機
械
工
場
群
を
数
カ
所
建
設
す
る
。

ガ
ラ
ス
、
鉄
、
綿
布
な
ど
の
ほ
か
に
火
薬
、

砲
弾
、
大
砲
な
ど
の
武
器
も
製
造
し
た

「
集し

ゅ
う
せ
い
か
ん

成
館
事
業
」
だ
。
西
洋
事
情
に
詳
し

か
っ
た
斉
彬
が
列
強
の
武
力
を
危
惧
し
て

進
め
た
事
業
で
、
集
成
館
で
鋳
造
し
た
大

砲
が
後
に
イ
ギ
リ
ス
の
軍
艦
に
大
打
撃
を

与
え
、
倒
幕
の
武
器
に
も
用
い
ら
れ
た
。

密
貿
易
で
得
た
利
益
が
結
果
的
に
倒
幕
資

金
の
一
助
と
な
り
、
明
治
維
新
を
迎
え
る

こ
と
と
な
る
。

　

尚
古
集
成
館
で
学
芸
員
を
務
め
る
山
内

勇
輝
さ
ん
は
、「
江
戸
や
大
坂
か
ら
見
れ
ば

薩
摩
藩
は
辺
境
の
地
で
す
が
、
裏
を
返
せ

ば
外
国
に
近
い
。
日
本
の
南
端
に
あ
り
な

が
ら
最
先
端
の
工
場
群
を
つ
く
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
外
国
の
知
識
や
技
術
が
手

に
入
り
や
す
か
っ
た
た
め
で
す
」
と
話
す
。

　

一
方
で
、
富
山
の
売
薬
人
た
ち
に
も
利

益
は
あ
っ
た
。
松
前
か
ら
運
ん
だ
昆
布
の

見
返
り
と
し
て
中
国
産
の
良
質
で
安
い
薬

種
を
買
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
関
係
す
る

廻
船
問
屋
な
ど
も
大
い
に
潤
っ
た
。

　

現
存
す
る
資
料
が
少
な
く
、
富
山
藩
が

売
薬
事
業
で
ど
れ
ほ
ど
の
利
益
を
上
げ
た

か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
富
山
藩

領
の
み
な
ら
ず
越
中
国
全
体
に
売
薬
に
携

わ
る
人
々
が
多
か
っ
た
事
実
を
み
れ
ば
、

富
山
藩
が
売
薬
に
よ
り
相
当
の
利
益
を
得

て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

売
薬
が
4 

0 

0 

年
近
く
続
い
て
き
た
理

由
に
つ
い
て
、
射い

み
ず
し

水
市
新
湊
博
物
館
の
松

山
充
宏
主
任
学
芸
員
は
言
う
。

参考文献
『海洋国家薩摩』（南方新社）、『海の掛け橋 昆布ロードと越中』（北日本新
聞社）、『昆布と日本人』（日本経済新聞出版社）、『富山の薬―反魂丹』（富
山市売薬資料館）、『近世日本海海運史の研究―北前船と抜荷』（東京堂出
版）、『図録 薩摩のモノづくり――島津斉彬の集成館事業』（尚古集成館）

（注 6）藩政改革

調所が行なったことは、ほかに奄
美大島の黒糖の独占専売制度の
強化、偽金づくりなども挙げられる。
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Story1

布
食
が
生
ま
れ
た
。

　

北
海
道
で
は
主
に
ダ
シ
と
し
て
昆
布
を

利
用
す
る
が
、
北
陸
で
は
薄
く
削
り
と
ろ

ろ
昆
布
に
、
大
阪
で
は
佃
煮
に
す
る
。
関

東
は
「
昆
布
ロ
ー
ド
」
の
到
達
が
遅
か
っ

た
た
め
、
消
費
量
が
さ
ほ
ど
伸
び
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

沖
縄
で
は
昆
布
を
豚
肉
や
野
菜
と
炒
め

て
食
べ
る
「
ク
ー
ブ
イ
リ
チ
ー
（
昆
布
の
炒

め
物
）」
や
、
地
元
で
獲
れ
る
魚
を
昆
布
で

巻
い
た
「
ク
ー
ブ
マ
チ
（
昆
布
巻
き
）」
ほ

か
、
豊
富
な
昆
布
料
理
が
家
庭
に
根
づ
い

て
い
る
。

　

富
山
県
で
は
、
お
に
ぎ
り
に
巻
く
の
は

海
苔
で
は
な
く
と
ろ
ろ
昆
布
。
黒
部
市
に

あ
る
株
式
会
社
四あ

い
も
の

十
物
昆
布
の
四
十
物
直

之
社
長
に
よ
る
と
、「
昆
布
は
子
ど
も
の
こ

ろ
か
ら
食
べ
つ
け
て
い
る
家
庭
の
定
番
」

だ
そ
う
だ
。

「
鍋
に
大
根
、
人
参
、
昆
布
を
た
く
さ
ん

入
れ
て
煮
込
ん
だ
も
の
を
毎
日
煮
返
し
て

食
べ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
富
山
の
食
文
化
。

栄
養
も
一
度
に
摂
れ
ま
す
。
こ
の
辺
は
共

働
き
の
家
庭
が
多
か
っ
た
の
で
、
昔
か
ら

の
知
恵
で
し
ょ
う
」

　

ま
た
、
富
山
県
射
水
市
の
中
六
醸
造
元

が
製
造
す
る
醤
油
が
、
甘
口
で
あ
る
と
い

う
興
味
深
い
事
実
に
も
ぶ
つ
か
っ
た
。
甘

い
醤
油
と
い
え
ば
九
州
だ
が
、
四
代
目
・

板
林
勇
樹
さ
ん
い
わ
く
「
当
社
の
創
業
者

は
、
修
業
先
の
『
味
は
地
元
の
人
の
好
み

に
合
わ
せ
な
さ
い
』
と
い
う
言
い
つ
け
に

従
っ
て
こ
の
味
を
決
め
た
そ
う
で
す
」。

北
前
船
の
寄
港
地
だ
っ
た
放
生
津
に
甘
口

醤
油
が
根
づ
い
て
い
る
の
は
、
薩
摩
と
の

交
流
を
意
味
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

日
本
近
代
化
の
礎
と
な
っ
た
壮
大
な

「
昆
布
ロ
ー
ド
」
は
、
同
時
に
日
本
の
食

文
化
を
広
げ
た
道
で
も
あ
っ
た
。
今
回
の

取
材
で
昆
布
を
見
る
目
が
変
わ
り
そ
う
だ
。

（
2 

0 

1 

6
年
7
月
20
〜
21
日
、
7
月
25
〜
26
日
取
材
）

四十物昆布社長の四十物直之さ
ん。昆布だけでなく昆布ロードの歴
史についても講演する機会が多い

昆布を豚肉や野菜と炒めて食
べる「クーブイリチー」

　

琉
球
に
往
来
し
た
薩
摩
廻
船
は
、
食
材

の
昆
布
や
か
つ
お
節
、
茶
・
煙
草
な
ど
の

嗜
好
品
の
ほ
か
、
鉄
鍋
・
髪
油
な
ど
の
生

活
雑
貨
を
運
ん
だ
。
他
方
、
琉
球
か
ら
は

特
産
の
黒
砂
糖
を
中
心
に
薬
用
ウ
コ
ン
（
鬱

金
）
や
藍
染
め
用
の
藍
玉
、
中
国
産
の
薬

種
そ
の
他
の
唐
物
が
積
み
出
さ
れ
た
。
藩

へ
納
め
る
年
貢
米
の
ほ
か
に
、
鹿
児
島
城

下
に
あ
る
琉
球
館
で
売
却
さ
れ
た
主
力
商

品
は
黒
砂
糖
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
「
茶
」
と

「
昆
布
」
に
焦
点
を
あ
て
、
近
世
の
琉
球
を

め
ぐ
る
交
易
品
の
流
通
に
結
ば
れ
た
飲
食

文
化
の
一
面
を
見
て
い
こ
う
。

茶
の
流
通

　

熊
本
県
人
吉
市
と
球く

ま磨
郡
一
帯
で
作
ら

れ
た
球
磨
茶
は
、
琉
球
で
も
広
く
流
通
し

た
。
人
吉
藩
で
は
1 

8 

0 

4
年
（
文
化
元
）

に
茶
の
「
専
売
制
」
を
し
く
が
、
こ
の
流

通
規
制
の
あ
お
り
を
受
け
、
琉
球
で
も
茶

の
品
不
足
が
深
刻
化
し
た
。
専
売
制
か
ら

2
年
後
、
琉
球
王
府
の
役
人
が
薩
摩
藩
に

要
請
し
た
史
料
（『
琉
球
館
文
書
』）
に
よ
る

と
、
琉
球
で
は
諸
士
か
ら
庶
民
に
い
た
る

ま
で
球
磨
茶
を
常
用
し
て
き
た
が
、
出
荷

停
止
と
な
っ
た
た
め
薩
摩
産
の
茶
を
取
り

寄
せ
た
が
、
風
味
香
り
に
乏
し
い
。
そ
こ

で
琉
球
へ
積
み
出
す
茶
の
う
ち
、
特
に
望

む
者
の
た
め
に
「
六
百
俵
」
分
を
球
磨
茶

と
し
、
ほ
か
を
薩
摩
産
と
し
た
い
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
人
吉
藩
の
勘
定
奉
行
田
代
善

右
衛
門
の
『
備
忘
録
』
に
よ
れ
ば
、 
1 
8 
1 

8
年
（
文
政
元
）
に
球
磨
茶
の
直
買
い
を
希

望
す
る
琉
球
舘
と
3
年
契
約
を
結
ん
で
い

る
。
こ
れ
を
仲
介
し
た
「
求く

ま麻
問
屋
」
の

渡
辺
喜
兵
衛
は
、
人
吉
藩
の
産
物
を
扱
う

薩
摩
商
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
武
井
弘
一

氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
球
磨
茶
は
緑
茶
の

な
か
で
も
香
り
が
強
い
種
類
で
、
そ
の
た

め
琉
球
で
も
人
気
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
香
り
の
嗜
好
に
マ
ッ
チ
し
た

球
磨
茶
の
ほ
か
に
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
香
り

が
特
徴
の
中
国
茶
（
サ
ン
ピ
ン
茶
）
が
福
州

か
ら
大
量
に
輸
入
さ
れ
た
。
王
国
末
期
の

統
計
に
よ
る
と
、
1 

8 

7 

7
年
（
明
治
10
）

上
半
期
だ
け
で
日
本
茶
、
中
国
茶
あ
わ
せ

て
23
万
7 

5 

4 

5
斤
（
約
14
万
2 

5 

2 

7 

kg
）
が
那
覇
港
に
輸
入
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

日
本
列
島
の
昆
布
流
通
圏

　

南
か
ら
北
に
視
点
を
転
じ
る
と
、
18
世

紀
に
蝦
夷
地
開
発
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
、

襟
裳
岬
を
越
え
て
東
へ
と
拡
大
し
た
。
そ

の
こ
ろ
大
坂
か
ら
瀬
戸
内
海
、
下
関
、
日

本
海
沿
岸
を
経
て
松
前
、
函
館
ま
で
往
来

し
た
北
前
船
の
活
動
に
よ
り
、
北
海
産
の

に
し
ん
や
昆
布
が
大
量
に
流
通
す
る
よ
う

に
な
る
。
さ
ら
に
、
19
世
紀
に
富
山
の
薬

売
り
を
介
し
て
薩
摩
か
ら
南
へ
運
ば
れ
た

昆
布
は
、
沖
縄
の
食
文
化
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
。
祝
い
ご
と
に
欠
か
せ
な
い

昆
布
料
理
は
、
刻
み
こ
ぶ
に
豚
肉
を
入
れ
、

コ
ン
ニ
ャ
ク
・
か
ま
ぼ
こ
な
ど
の
具
を
加

え
て
炒
め
る
。
豚
肉
を
芯
に
し
た
こ
ぶ
巻

き
は
、
だ
し
汁
と
醤
油
、
黒
砂
糖
で
煮
込

む
。
結
婚
式
な
ど
の
祝
儀
に
は
、
長
さ
10 

cm
ほ
ど
に
切
っ
た
昆
布
を
両
端
か
ら
結
び
、

両
家
の
「
縁
結
び
」
の
煮
物
と
し
て
使
う
。

　

こ
う
し
た
「
飲
食
文
化
」
を
根
底
で
支

え
た
の
が
、「
船
と
物
流
」
で
あ
る
。
そ
の
歴

史
を
た
ど
る
と
、
日
本
列
島
の
南
と
北
を

つ
な
ぐ
広
域
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
垣
間

見
え
る
。

船
が
運
ん
だ
琉
球
の
飲
食
文
化

　
真ま

え
ひ
ら

栄
平 

房
昭
さ
ん
（
琉
球
大
学
教
授
）
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