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浅
野
長
祚
と
い
う
奉
行 

  

弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
五
月
、
大
久
保
忠
豊
に
代
わ
っ
て
浦

賀
奉
行
に
な
っ
た
浅
野
中
務
少
輔
長
祚

な

が

よ

し

は
、
文
化
十
三
（
一
八
一

六
）
年
に
旗
本
・
浅
野
長
泰
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
と
い
う
こ

と
は
、
浦
賀
奉
行
に
就
任
し
た
時
は
二
十
九
歳
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
浅
野
を
浦
賀
奉
行
に
抜
擢
し
た
の
は
、
筆
頭
老
中
の
阿
部
伊

勢
守
正
弘
で
、
阿
部
に
浅
野
を
推
薦
し
た
の
は
、
阿
部
の
側
近
で

あ
っ
た
石
川
和
介
で
あ
ろ
う
。
石
川
が
阿
部
の
有
能
な
ブ
レ
イ
ン

と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
は
、
安
達
裕
之
氏
の
『
異
様
の
船
』

に
く
わ
し
く
描
か
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
浅
野
の
働
き
は
、
幼
少
よ
り
漢
詩
、
和

歌
、
俳
諧
を
学
び
、
書
画
を
よ
く
し
た
文
人
と
し
て
は
優
れ
た
能

力
を
も
っ
て
は
い
た
が
、
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
に
使
番
と
な

り
、
十
二
年
に
は
目
付
、
翌
年
に
甲
府
勤
番
支
配
と
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
目
立
つ
職
と
は
い
え
な
い
役
職
を
歴
任
し
て
い
た
。
弘

化
二
（
一
八
四
五
）
年
三
月
に
御
先
手
鉄
砲
頭
と
な
り
、
二
年
後

に
浦
賀
奉
行
へ
の
転
職
で
あ
っ
た
。
か
わ
ら
版
の
前
号
に
も
記
し

た
よ
う
に
、
こ
の
交
代
劇
は
弘
化
三
年
に
来
航
し
た
ビ
ッ
ド
ル
艦

隊
の
圧
力
か
ら
、
江
戸
湾
警
備
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ

た
。
こ
こ
ま
で
み
て
も
浅
野
が
海
防
問
題
等
に
卓
見
し
た
意
見
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
親
し

い
間
柄
で
あ
っ
た
浅
野
と
石
川
だ
け
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。 

 

浅
野
が
本
格
的
に
海
防
の
問
題
に
意
見
を
い
う
の
は
、
嘉
永
二

（
一
八
四
九
）
年
閏
四
月
に
浦
賀
沖
に
姿
を
見
せ
た
イ
ギ
リ
ス
の

マ
リ
ナ
ー
号
事
件
の
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。 

 

老
中
・
阿
部
が
異
国
船
対
策
を
「
薪
水
給
与
令
」
か
ら
「
打
払

い
令
」
に
戻
し
て
は
と
諮
問
し
た
の
に
応
じ
て
意
見
書
「
海
防
策

再
稿
」
と
記
さ
れ
た
上
申
書
で
あ
っ
た
。
上
申
書
は
①
と
②
に
分

か
れ
て
お
り
、
①
は
弘
化
四
年
閏
四
月
の
日
付
か
ら
み
て
、
マ
リ

ナ
ー
号
帰
港
直
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
②
に
は
五
月
中
旬
の
日

付
が
あ
る
。 

 

①
は
「
打
払
い
令
」
に
戻
す
こ
と
に
反
対
す
る
立
場
の
意
見
書

で
、
「
打
払
い
令
」
は
「
武
威
」
も
立
ち
「
も
っ
と
も
潔
い
こ
と
」

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
異
国
船
が
一
、
二
隻
で
あ
れ
ば
問
題
な

く
追
い
散
ら
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
報
復
と
し
て
同
盟

国
が
こ
ぞ
っ
て
来
襲
し
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
防
ぐ
だ
け
の
も
の



が
今
現
在
備
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
短
時
間
で
そ
れ
だ
け
の
備
え

を
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
の
現
状
か
ら
「
打
払
い
令
」
の

デ
メ
リ
ッ
ト
を
論
じ
て
い
る
。「
薪
水
給
与
令
」
よ
り
も
う
一
歩
進

ん
で
、
貿
易
許
可
政
策
を
展
開
し
て
い
る
。
現
状
の
オ
ラ
ン
ダ
や

中
国
と
の
交
易
で
さ
え
国
益
を
あ
げ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
っ
と

多
く
国
と
交
易
す
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
も

そ
も
権
現
様
（
徳
川
家
康
）
の
時
代
に
は
、
対
外
貿
易
が
活
発
に

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
歴
史
的
な
根
拠
と
し
て
、
鎖
国
政
策
は
キ

リ
ス
ト
教
を
排
除
す
る
た
め
の
一
時
的
な
処
置
で
あ
っ
た
と
ま
で

言
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
に
は
積
極
的
に
国
を
開
く
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。 

 

ま
た
対
外
政
策
は
国
の
重
要
課
題
で
あ
る
の
で
、
全
大
名
と
布

衣
（
従
五
位
）
以
上
の
旗
本
の
全
員
か
ら
意
見
を
提
出
さ
せ
る
こ

と
も
提
案
し
て
い
る
。
多
く
人
々
の
意
見
を
聞
く
こ
と
は
ペ
リ
ー

来
航
の
時
に
阿
部
が
行
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
そ
の
原
点
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

意
見
書
②
に
は
、
浦
賀
の
海
防
状
況
を
大
砲
は
あ
る
が
旧
式
で

あ
り
、
ご
く
わ
ず
か
洋
式
の
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
弾
丸
は

わ
ず
か
に
数
発
分
と
い
う
。
こ
う
し
た
状
況
で
あ
る
か
ら
戦
え
る

船
な
ど
は
あ
る
わ
け
が
な
く
、
一
日
の
防
戦
も
覚
束
な
い
と
嘆
い

て
い
る
。 

 

浅
野
の
意
見
書
は
ペ
リ
ー
来
航
の
四
年
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
先
進
性
が
も
っ
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で

あ
ろ
う
。
（
了
） 


