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弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
二
月
、
日
光
奉
行
で
あ
っ
た
戸
田
寛

十
郎
が
一
柳
に
代
わ
っ
て
浦
賀
奉
行
に
就
任
し
た
。
こ
の
時
、
一

柳
の
次
の
ポ
ス
ト
が
日
光
奉
行
で
あ
っ
た
の
で
全
く
の
入
れ
替
え

で
あ
っ
た
。 

 

新
奉
行
の
戸
田
は
、
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年
の
生
ま
れ
で

あ
る
か
ら
、
そ
ん
な
に
若
手
の
起
用
で
は
な
い
。
ま
た
戸
田
は
家

禄
が
五
百
石
と
歴
代
の
浦
賀
奉
行
の
中
で
は
、
き
わ
め
て
低
い
。

も
っ
と
も
明
治
維
新
が
近
く
に
な
る
と
戸
田
よ
り
も
家
禄
の
低
い

奉
行
も
出
て
く
る
。
と
い
う
こ
と
は
戸
田
へ
の
期
待
は
何
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

日
本
造
船
史
を
技
術
史
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
史
も
か
ら

め
て
見
直
し
を
し
て
、
新
た
な
問
題
点
を
次
々
に
提
示
し
て
い
る

安
達
裕
之
氏
の
名
著
『
異
様
の
船
』
で
は
、
新
た
に
奉
行
就
任
し

た
二
人
に
は
小
型
で
も
い
い
か
ら
具
体
的
な
軍
艦
提
案
が
で
き
る

人
材
の
登
用
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ビ
ッ
ド
ル
来
航
後
、
軍
艦

の
必
要
性
を
認
め
た
浦
賀
奉
行
か
ら
出
さ
れ
た
案
は
、
海
に
浮
か

ぶ
要
塞
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
も
っ
と
具
体
化
し
た
プ

ラ
ン
を
出
せ
る
こ
と
が
託
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

安
達
説
は
、
具
体
的
な
ス
ル
ー
プ
形
の
軍
艦
図
が
提
出
さ
れ
た

の
が
、
弘
化
四
年
九
月
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
戸
田
の
奉
行
が
就

任
二
月
、
も
う
一
人
の
浅
野
長
祚
が
五
月
の
就
任
。
と
な
る
と
就

任
の
遅
い
浅
野
に
は
時
間
的
な
余
裕
が
な
い
こ
と
で
無
理
で
あ
ろ

う
と
ま
ず
結
論
づ
け
て
い
る
。 

 

で
は
、
戸
田
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
天
保
年
間
に
肥
前
佐
賀
藩

で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
手
に
よ
っ
て
「
バ
ッ
テ
イ
ラ
」
い
う
洋
式

船
を
幕
府
に
無
断
で
造
り
、
お
蔵
入
り
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
船
を
造
っ
た
時
の
船
大
工
が
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
情

報
を
手
に
入
れ
れ
ば
、
幕
閣
が
期
待
し
て
い
る
軍
艦
に
近
い
も
の

を
提
示
で
き
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
幕
府
か
ら
で
は
な
く
、

独
自
に
入
手
で
き
る
か
。
そ
れ
は
佐
賀
藩
主
を
利
用
す
る
こ
と
で

あ
つ
た
。
で
も
浦
賀
奉
行
に
成
り
た
て
の
戸
田
に
そ
ん
な
力
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
推
理
は
進
み
、
戸
田
の
祖
父
（
長

崎
奉
行
で
あ
っ
た
）
が
佐
賀
藩
の
造
っ
た
洋
式
船
の
取
り
調
べ
を

し
て
い
た
が
わ
か
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
佐
賀
藩
に
は
脅
し
が
効
く
。

こ
の
説
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
こ
の
年
、
定
例
だ
と
九
月
に
参
府

す
る
佐
賀
藩
主
の
鍋
島
氏
が
六
月
に
繰
り
上
げ
て
江
戸
に
出
て
来

な

が

よ

し 



て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
宇
和
島
藩
主
の
伊
達
氏
が
水
戸
の
徳
川
斉

昭
に
書
簡
で
知
ら
せ
て
「
ど
う
し
て
」
と
い
っ
て
い
る
。
大
い
に

可
能
性
は
あ
る
が
、
史
料
で
わ
か
る
の
は
こ
こ
ま
で
。 

 

こ
の
洋
式
船
建
造
計
画
が
戸
田
で
な
け
れ
ば
、
戸
田
は
何
の
た

め
に
浦
賀
奉
行
に
抜
擢
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
う

し
た
こ
と
を
す
べ
て
お
見
通
し
で
、
戸
田
を
浦
賀
奉
行
に
据
え
た

と
し
た
ら
、
阿
部
伊
勢
守
と
は
ど
れ
ほ
ど
の
大
き
な
視
野
を
も
っ

た
人
物
で
あ
ろ
う
か
。 

 

同
時
期
に
奉
行
に
な
っ
た
浅
野
の
戸
田
評
は
「
と
ん
だ
同
役
で

迷
惑
至
極
」
と
酷
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
上
記
の
プ
ラ
ン
を
提

出
し
た
戸
田
に
対
す
る
浅
野
の
嫉
妬
と
も
思
え
る
。
ま
た
、
ペ
リ

ー
来
航
時
の
井
戸
石
見
守
と
は
、
井
戸
が
就
任
し
て
ま
も
な
く
か

ら
私
信
で
連
絡
を
取
り
合
い
、
良
き
先
輩
ぶ
り
を
発
揮
し
て
い
る
。

こ
の
私
信
は
『
南
浦
書
信
』
と
し
て
翻
刻
さ
れ
、
こ
の
中
で
与
力
・

香
山
栄
左
衛
門
の
活
躍
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
嘉
永
五
年
二
月
に
は
、
一
年
間
の
浦
賀
勤
め
を
終
え

て
、
帰
府
す
る
戸
田
に
東
西
浦
賀
の
住
民
か
ら
浦
賀
の
安
定
の
た

め
に
定
住
を
し
て
ほ
し
い
と
エ
ー
ル
が
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
エ

ー
ル
は
浦
賀
奉
行
所
の
役
人
た
ち
も
賛
同
し
て
い
た
感
が
あ
り
、

戸
田
の
人
柄
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

ペ
リ
ー
も
『
遠
征
記
』
の
な
か
で
、
二
人
の
奉
行
を
比
較
し
て
、

戸
田
を
聡
明
そ
う
な
人
物
と
評
し
て
い
る
。
ペ
リ
ー
来
航
と
い
う

危
機
を
乗
り
越
え
た
の
も
戸
田
の
尽
力
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

（
了
） 


