
　

安
政
５
年
（
１
８
５
８
年
）、１

隻
の
船
が
山
川
港
に
入
港
し
ま
し

た
。
船
長
は
勝
麟
太
郎
、
後
の
勝

海
舟
で
す
。
船
は
長
崎
海
軍
伝
習

所
に
所
属
す
る
「
咸か

ん
り
ん
ま
る

臨
丸
」
と
い

う
江
戸
幕
府
が
保
有
し
て
い
た
軍

艦
で
す
。

　

こ
の
船
に
日
本
人
乗
組
員
の
教

官
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
カ
ッ

テ
ン
デ
ィ
ケ
が
乗
船
し
て
い
ま
し

た
。
彼
は
そ
の
時
の
様
子
を
「
長

崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
」
と
い
う

本
に
記
録
し
て
い
ま
す
。
以
下
は

そ
の
要
約
で
す
。

　

『
山
川
と
い
う
小
さ
な
港
に
錨い

か
り

を
下
ろ
し
た
が
、
港
の
中
央
で
は

数
百
尋ひ

ろ

に
及
ん
で
も
錨
が
底
を
つ

か
な
い
。
察
す
る
と
こ
ろ
、
お
そ

ら
く
噴
火
口
の
跡
で
あ
ろ
う
。

　

我
々
は
午
前
中
、
港
の
付
近
を

散
策
し
た
が
、
目
の
前
に
展
開
す

る
景
色
の
美
し
さ
に
た
だ
た
だ
恍こ

う

惚こ
つ

と
な
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

翌
朝
は
藩
主
の
島
津
斉
彬
公
を

迎
え
る
た
め
に
万
端
の
用
意
を
整

え
た
。
日
本
人
た
ち
は
、
島
津
斉

彬
公
を
極
力
歓
待
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
そ
れ
は
同
公
が
将
軍
の
義

父
に
当
た
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

社
会
改
革
論
者
で
も
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　

斉
彬
公
が
乗
船
す
る
と
、
21
発

の
礼
砲
が
数
分
間
響
き
渡
っ
た
。』

　

勝
麟
太
郎
と
斉
彬
と
の
会
談
が

終
わ
っ
た
そ
の
夜
、
鹿
児
島
に
向

か
う
た
め
、
山
川
港
沖
で
停
泊
し

て
い
た
咸
臨
丸
に
斉
彬
か
ら
伝
言

が
届
き
ま
す
。
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ケ

の
記
録
は
こ
う
続
い
て
い
ま
す
。

　

『
そ
の
日
の
夜
に
我
々
は
、
斉

彬
公
か
ら
翌
日
帰
路
の
途
に
つ
く

前
に
再
び
山
川
港
へ
入
港
す
る
よ

う
に
と
招
か
れ
た
。
斉
彬
公
が
こ

の
船
を
も
う
１
度
見
た
か
っ
た
か

ら
だ
。
翌
朝
、
午
前
８
時
に
出
発

し
正
午
に
山
川
港
に
入
っ
た
。
し

ば
ら
く
待
っ
て
い
る
と
斉
彬
公
が

や
っ
て
来
た
。
彼
は
私
に
い
ろ
い

ろ
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
応

接
室
に
来
る
よ
う
に
と
請
う
た
。

　

彼
は
と
り
わ
け
こ
の
町
の
防
備

を
も
っ
と
良
く
す
る
に
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
か
と
尋
ね
た
。』

　

そ
の
後
の
咸
臨
丸
は
、
幕
府
の

船
と
し
て
初
め
て
太
平
洋
を
往
復

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
戊

辰
戦
争
に
も
参
加
し
ま
し
た
が
、

軍
艦
と
し
て
の
機
能
は
他
艦
に
劣

り
、
既
に
運
送
船
と
し
て
の
役
割

を
担
っ
て
い
た
咸
臨
丸
は
新
政
府

軍
に
よ
っ
て
拿だ

ほ捕
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
明
治
政
府
に
接
収
さ
れ
た

後
は
、
開
拓
使
の
輸
送
船
と
な
り

ま
し
た
。

　

時
遊
館
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
は
し
む
れ

で
は
２
月
24
日
ま
で
、企
画
展
「
指

宿
み
な
と
物
語

−

薩
摩
を
支
え
た

山
川
港

−

」
を
開
催
し
、
山
川
港

を
め
ぐ
る
数
々
の
歴
史
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。

幕
末
の
山
川
港
物
語

〜
薩
摩
を
支
え
た
山
川
港
〜

いぶ
す
き

　

ま
る
ご
と
博
物
館（  

回
）
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「
春
は
名
の
み
の
風
の
寒
さ
や

谷
の
鶯

う
ぐ
い
す　

歌
は
思
え
ど　

時
に
あ

ら
ず
と
声
も
立
て
ず
…
」。

　

「
早
春
賦
」
に
歌
わ
れ
る
よ
う

に
、
立
春
と
は
い
え
冷
た
い
風
が

肌
を
刺
し
ま
す
。

　

春
と
聞
け
ば
心
浮
き
立
ち
、
植

物
は
芽
吹
き
は
じ
め
、
生
き
も
の

が
「
静
」
か
ら
「
動
」
へ
と
移
っ

て
い
く
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。

　

寒
梅
の
花
色
が
ほ
の
か
に
暖
か

み
を
増
し
、
そ
し
て
立
春
で
す
。

中
国
が
原
産
地
の
梅
は
、
古
代
に

日
本
へ
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

一
輪
ご
と
に
春
が
近
づ
く
気
配

を
感
じ
さ
せ
、
万
葉
人
に
も
愛
さ

れ
た
梅
。
寒
風
の
中
で
凛り

ん

と
し
て

咲
く
姿
が
似
合
い
ま
す
。
木
々
の

冬
芽
は
日
々
膨
ら
み
、
新
し
い
芽

吹
き
が
あ
り
ま
す
。

　

幼
稚
園
な
ど
で
は
手
作
り
の
鬼

や
お
多
福
の
面
を
付
け
て
、「
鬼
は

外
、
福
は
内
」
と
豆
ま
き
を
楽
し

む
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

節
分
は
季
節
の
分
か
れ
目
の
こ

と
で
す
。
本
来
は
二に

じ
ゅ
う
し
せ
っ
き

十
四
節
気
の

立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立
冬
の
前

日
を
指
し
ま
す
が
、
今
で
は
立
春

の
前
だ
け
が
一
般
的
に
な
り
ま
し

た
。

　

近
年
、
節
分
に
丸
か
じ
り
す
る

巻
き
ず
し
「
恵え
ほ
う方

巻
き
」
が
人
気

に
な
り
ま
し
た
。

　

縁
起
が
い
い
方
角
に
向
か
っ
て

切
ら
ず
に
無
言
で
食
べ
る
と
、
幸

運
を
呼
ぶ
と
の
関
西
地
方
の
風
習

が
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
。
今
年
の

恵
方
は
南
南
東
。

　

二
十
四
節
気
は
１
年
を
約
15
日

ご
と
に
24
等
分
し
た
季
節
区
分
で
、

古
代
中
国
で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

農
作
業
の
目
安
に
も
な
り
、
生
活

に
密
着
し
た
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
雨
水
（
２
月
19
日
）、啓け

い

蟄ち
つ

（
３
月
６
日
）、清
明
（
４
月
５

日
）
な
ど
、
す
べ
て
漢
字
二
文
字

な
が
ら
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
的

確
に
表
し
て
い
ま
す
。

　

暦
の
上
で
は
春
。
遅
れ
て
い
た

土
手
の
フ
キ
ノ
ト
ウ
が
や
っ
と
顔

を
出
し
ま
し
た
。
庭
の
ツ
ツ
ジ
は

マ
ッ
チ
棒
の
先
の
よ
う
な
赤
い
芽

を
付
け
、
動
植
物
は
季
節
ど
お
り

に
春
の
準
備
を
し
て
い
ま
す
。

　

寒
暖
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
春

は
一
歩
ず
つ
や
っ
て
来
ま
す
。

二
月
の
声

咸臨丸
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