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慶
長
九
年
、
家
康
の
命
に
よ
っ
て
堺
の
重
立
っ
た
商
人
十
人
が
長
崎
に
赴
き
、
当
時
滞
貨
中
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
船
舶
載
の
中
国
生
締
即
ち
白

糸
を
一
手
に
買
取
ら
せ
た
事
は
、
所
調
白
糸
割
符
法
の
始
原
と
し

τ夙
に
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
や
が

τ之
を
契
機
と
レ
て
堺
の
外
に

京
都
、
長
崎
の
ニ
都
市
の
商
人
が
加
わ
り
、
元
和
年
聞
に
は
大
坂
及
び
江
戸
の
商
人
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ

τ綿
割
符
商
人
の
名
が
生
じ
た
。
こ

の
商
人
た
ち
こ
そ
は
当
時
の
輸
入
商
品
の
中
枢
を
占
め
る
白
糸
の
一
手
買
占
に
よ
る
独
占
的
役
割
に
お
い
て
特
権
商
人
の
代
表
的
な
も
の
と
レ

て
注
目
さ
れ
、

こ
と
に
我
国
封
建
社
会
の
確
立
期
に
お
い
て
彼
ら
の
果
レ
た
役
割
の
評
価
を
め
ぐ
り
俄
に
そ
の
容
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
き
れ

た
観
が
あ
る
。
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と
く
綿
割
符
制
度
の
施
行
さ

問
題
提
起
に
と
ど
ま
っ

τ

れ
た
時
期
を
通
じ

τ存
在
レ
た
と
い
う
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
慶
長
年
間
よ
り
幕
末
に
至
る
二
世
紀
以
上
に
亘
つ

τい
る
こ
と
は
勿
論
で
あ

る
。
乙
の
締
商
人
活
動
の
盛
衰
は
近
世
商
人
史
の
一
面
を
物
語
る
も
の
と
し

τ注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
乙
乙
に
そ
の
序
説
と
し

τ前

期
に
お
け
る
活
動
を
貿
易
史
の
上
か
ら
見
る
こ
と
と
レ
た
い
。

初
期
の
綿
割
符
は
い
う
迄
も
な
く
輸
入
白
糸
全
部
に
対
し

τ適
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
よ
っ

τ輸
入
さ
れ
た
も
の
に

就

τだ
け
で
あ
る
が
、
乙
れ
が
当
時
の
輸
入
生
綿
の
量
の
大
半
を
占
め
た
も
の
で
あ
っ
た
事
は
恐
ら
く
疑
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

τそ
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ニ
O

の
発
端
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
滞
貨
に
よ
る
愁
訴
か
ら
出
た
も
の
に
せ
よ
、
叉
幕
府
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
来
航
の
途
絶
を
恐
れ
た
か
ら
に
も
せ
よ
、

幕
府
が
そ
れ
ま
で
の
自
由
放
任
か
ら
新
レ
い
貿
易
政
策
と
レ

τ統
制
主
義
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
う
る
所
で
あ

る
。
即
ち
幕
府
は
一
方
に
お
い

τこ
れ
よ
り
遡
る
こ
と
三
年
前
か
ら
朱
印
船
貿
易
と
い
う
特
許
制
に
よ
る
邦
人
貿
易
保
護
政
策
を
施
行
し
た

が
、
今
綿
割
符
制
に
よ
っ

τ外
国
船
の
貿
易
の
統
制
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
ポ
ル
ト
ガ
ル
舶
と
並
ん
で
外
国
船
の
代
表
的
役
割
を
演

じ

τい
た
中
国
船
に
対
レ

τは
そ
れ
が
各
領
圏
内
の
港
に
自
由
に
入
港
し

τい
た
と
い
う
現
実
か
ら
、
長
崎
一
港
の
み
に
ほ
ぼ
局
限
さ
れ

τい

た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
よ
り
ち
そ
の
統
制
に
つ
い

τ技
術
的
に
困
難
と
認
め
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

従

τ幕
府
の
統
制
は
朱
印
船
主
の
許
可
制
と
、
締
割
符
商
人
に
よ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
積
荷
買
占
と
い
う
ニ
方
面
に
お
い

τ考
慮
さ
れ
た
と
い

い
v

フ
る
。

乙
の
場
合
朱
印
船
貿
易
家
の
性
格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
既
に
岩
生
教
授
の
研
究
（
「
朱
印
船
貿
易
家
の
性
格
」
｜
社
会
経
済

史
学
第
十
七
巻
一
号
）
に
よ
り
明
か
な
ご
と
く
、
初
期
に
お
い

τは
大
名
武
士
商
人
は
じ
め
む
し
ろ
極
め

τ広
範
囲
に
許
可
さ
れ
た
も
の
の
、
漸

時
大
名
武
士
は
消
え
、
商
人
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
商
人
も
元
和
年
間
以
降
特
定
の
商
人
こ
と
に
銀
座
商
人
な
ど
に
よ
っ

τ独
占
さ
れ

τゆ
く

こ
と
が
判
明
す
る
。

（
同
教
授
、
「
銀
座
と
朱
印
船
貿
易
」
（
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
所
収
）
）

一
方
締
割
符
商
人
と
は
い
か
な
る
身
分
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
叉
彼
ら
と
朱
印
船
貿
易
家
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
鹿
長
九

年
の
当
初
に
お
け
る
締
割
符
年
寄
の
名
は
「
締
割
符
濫
腸
之
次
第
御
尋
ニ
付
申
上
候
書
附
」
に
見
え

τい
る
が
、
し
か
し
朱
印
船
貿
易
家
と
し

τ名
の
見
え
る
の
は
京
都
の
年
寄
の
一
人
津
田
紹
意
と
長
崎
の
高
木
作
右
衛
門
の
ニ
名
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
津
田
は
慶
長
十
七
年
の
一
回
だ

け
高
木
は
元
和
二
年
以
後
二
回
だ
け
で
あ
っ
た
。
堺
の
場
合
も
京
の
場
合
も
彼
ら
は
町
の
有
力
者
で
あ
り
、
長
崎
で
も
叉
頭
人
た
ち
で
あ
っ
た

所
か
ら
彼
ら
は
何
れ
も
夫
々
の
都
市
の
上
層
部
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
彼
ら
の
中
に
朱
印
船
経
営
を
行
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は

可
成
の
資
本
力
の
存
在
を
裏
書
き
し

τい
る
と
い
え
よ
う
。
尚
綿
割
符
商
人
の
構
成
に
つ
い

τは
後
述
す
る
が
、
初
期
に
お
い

τは
少
く
と
も

締
年
寄
と
平
割
符
人
と
の
二
階
級
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
そ
の
数
は
僅
少
で
ゐ
っ
た
ら
し
い
。



線
割
符
人
の
構
成
の
由
来
に
つ
い

τは
詳
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
以
前
か
ら
貿
易
業
務
に
携
つ

τい
た
人
々
の
中
か
ら
い
わ
ば
自
主
的
に
構

成
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ

τそ
の
人
員
も
一
定
で
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
糸
割
符
制
が
個

々
の
商
人
の
統
制
を
企
図
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
糸
割
符
商
人
と
朱
印
船
貿
易
家
と
の
関
係
に
つ
い

τ考
え

る
に
、
夫
々
の
仕
事
の
内
容
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
自
ら
立
場
は
異
な
る
と
い
え
る
。
勿
論
朱
印
船
貿
易
家
に
も
色
々
そ
の
経
営
の
方
法
に
相
違

あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
前
者
は
外
国
商
船
の
貿
易
商
品
の
取
引
業
者
で
あ
り
、
後
者
は
日
本
人
に
よ
る
貿
易
業
者
で
彼
ら
の
舶
載
商
品

は
糸
割
符
商
人
の
統
制
下
に
は
な
か
っ
た
点
で
い
わ
ば
対
立
的
関
係
に
ゐ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

朱
印
船
貿
易
経
営
者
が
舶
載
し
た
商
品
を
い
か
に
売
却
し
た
か
は
判
ら
な
い
が
、

初
期
に
お
い
℃
幕
府
｜
｜
直
接
的
に
は
長
崎
奉
行
で
ゐ
る

が
ー
ー
の
干
渉
、
統
制
は
殆
ん
ど
う
け
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
朱
印
船
貿
易
は
幕
府
の
保
護
の
下
に
競
争
相
手
で
あ
る
ポ
ル
ト
ガ

ル
船
を
は
じ
め
と
し

τ、
中
国
船
、
イ
ギ
リ
ス
船
、
オ
ラ
ン
ダ
船
と
相
伍
し

τ日
本
の
対
外
貿
易
圏
に
お
い

τ大
き
な
役
割
を
占
め
る
に
至
っ
た

が
、
や
が

τ強
化
さ
れ
た
幕
府
の
統
制
政
策
の
た
め
に
制
限
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
は
幕
府
と
の
特
殊
関
係
者
に
よ
っ

τ経
営
さ
れ
た
事
に
よ
っ

τも
明
か
で
あ
る
。
他
方
糸
割
符
制
に
よ
っ

τ先
ず
ポ
ル
ト
ガ
ル
貿
易
を
抑
え
た
幕
府
は
更
に
進
め

τ中
国
船
、
オ
ラ
ン
ダ
船
の
貿
易
に
も
こ

の
制
度
を
適
用
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
事
は
同
時
に
朱
印
船
に
も
及
ぶ
べ
き
で
あ
っ
た
。
所
が
こ
の
事
は
図
ら
ず
も
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
連

の
名
に
お
い

τ実
現
を
見
に
。
即
ち
思
想
の
統
制
を
め
ぎ
す
幕
府
に
と
っ

τキ
リ
ス
ト
教
の
弾
圧
は
最
大
の
関
心
事
で
あ
り
、

こ
の
目
的
の
下

に
キ
リ
ス
ト
教
布
教
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
舶
の
来
航
を
と
ど
め
る
よ
と
も
に
、
海
外
か
ら
日
本
人
教
徒
の
潜
入
を
防
止
す
る

目
的
で
邦
人
帰
国
を
禁
止
し
、

つ
い
で
邦
人
の
渡
航
を
も
禁
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い

τ朱
印
船
の
制
度
は
消
滅
し
た
が
、

乙

の
場
合
朱
印
船
貿
易
家
よ
り
の
抵
抗
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し

τ当
時
の

貿
易
家
は
前
述
の
よ
う
に
多
く
は
幕
府
と
特
殊
関
係
に
あ
る
例
え
ば
銀
座
と
か
呉
服
師
と
か
の
商
人
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
は
夫
々
の
特
権
的
地

位
に
安
住
し
独
占
的
な
利
潤
を
享
受
し

τい
た
か
ら
、
例
え
利
潤
は
大
で
あ
ろ
う
と
も
幾
多
の
危
険
を
伴
う
貿
易
船
の
経
営
よ
り
も
ブ
む
レ
ろ

糸
割
符
商
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圏
内
商
人
と
し

τの
地
位
に
安
ん
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

尚
こ
の
際
考
え
ら
れ
る
問
題
と
レ

τ朱
印
船
貿
易
と
幕
府
財
政
と
の
関
連
の
問
題
が
あ
る
。
朱
印
状
の
発
給
が
幕
府
の
手
に
収
め
ら
れ
、
叉

朱
印
船
が
幕
府
の
公
認
貿
易
船
と
レ

τ保
護
を
約
さ
れ

τい
る
以
上
そ
の
貿
易
利
潤
の
幕
府
財
政
の
寄
与
が
何
ら
か
の
形
で
行
わ
れ
た
で
あ
ろ

う
と
は
想
像
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
裏
書
す
る
に
足
る
資
料
に
恵
ま
れ

τい
な
い
。
朱
印
状
発
給
に
あ
た
り
受
領
者
が
献
上
品
を
呈
し
た
事

等
は
見
え
る
が
、
貿
易
そ
の
も
の
か
ら
の
汲
い
上
げ
は
見
ら
れ
な
い
。
他
方
幕
府
自
身
の
手
に
よ
る
貿
易
経
営
も
そ
の
具
体
例
は
極
め

τ少
い

所
か
ら
初
期
の
貿
易
奨
励
は
幕
府
財
政
の
強
化
そ
の
も
の
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
糸
割
符
の
場
合
も
同
様
で
み
の
る
。

（
拙
稿
「
長
崎
貿
易
仕
法
変
革
の
意
義
」

（
九
州
文
化
史
紀
要
第
五
輯
所
収
）
）

鎖
国
の
完
成
に
よ
っ

τ外
国
船
は
オ
ラ
ン
ダ
及
び
中
国
だ
け
と
な
り
、
貿
易
港
も
叉
長
崎
一
港
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
は
京
、
堺
、
大
阪
、
江

戸
、
長
崎
の
五
ケ
所
の
貿
易
商
人
に
よ
っ

τ構
成
さ
れ
る
糸
割
符
商
人
に
よ
る
貿
易
の
完
全
掌
握
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
こ
こ
に

曽

τの
朱
印
船
貿
易
家
の
役
割
を
も
併
せ
た
と
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
従

τこ
こ
に
当
然
曽

τの
貿
易
家
で
あ
っ
た
銀
座
商
人
又
は
呉
服
師

商
人
と
糸
割
符
商
人
と
の
関
係
が
生
れ

τく
る
。
銀
座
商
人
と
の
関
係
は
別
に
論
ず
る
予
定
で
あ
る
が
、
呉
服
師
に
つ
い

τ申
せ
ば
、
こ
れ
が

糸
割
符
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
事
は
最
初
の
慶
長
九
年
の
時
の
割
符
に
も
六
十
丸
が
呉
服
師
五
人
に
割
当

τら
れ

τい
る
事
に
よ
っ

τも
明
か

で
あ
る
。
以
後
は
一
時
元
禄
十
一
年
か
ら
宝
永
六
年
ま
で
は
現
糸
千
丸
と
な
っ
た
が
略
六
十
丸
の
現
糸
が
呉
服
師
分
と
し

τ別
に
割
当

τら
れ

τい
る
事
は
糸
割
符
商
人
と
の
関
係
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
後
藤
縫
殿
助
、
茶
屋
四
郎
次
郎
は
代
々
呉
服
師
の
最
有
力
者
と
し

τ長
崎
輸
入

の
生
糸
の
西
陣
へ
の
供
給
に
活
動
し

τい
た
と
考
え
ら
れ
る
。

抑
も
初
期
の
糸
割
符
は
商
入
の
性
格
特
権
的
地
位
を
与
え
ら
れ

τい
る
と
は
い
え
、
幕
府
と
の
関
係
は
他
の
特
権
商
人
た
ち
の
よ
う
な
「
側

近
的
」
性
格
は
も
っ

τい
な
か
っ
た
。
初
期
の
糸
商
人
た
ち
、
こ
と
に
年
寄
た
ち
が
依
拠
し
た
権
威
と
は
た
だ
慶
長
九
年
五
月
三
日
付
で
幕
府

か
ら
下
附
さ
れ
た
所
謂
糸
割
符
制
設
定
の
朱
印
状
、
即
ち
御
奉
書
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

τ幕
府
と
し

τは
糸
割
符
商
人
に



注
目
し
た
の
は
彼
ら
個
人
硲
就
い

τで
は
な
く
、
そ
の
特
殊
な
集
団
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
レ

τ見
る
と
幕
府
は
何
故
に
か
か
る

商
人
団
を
保
護
レ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
幕
府
が
そ
の
初
期
に
お
い

τ試
み
よ
う
と
レ
た
貿
易
の
独
占
！
｜
秀
吉
が
晩
年
試
み
た
ご
と
き

l
l’
の
姿
を
変
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。
自
ら
の
手
に
よ
る
貿
易
を
行
う
代
り
に
一
定
の
商
人
団
を
構
成
せ
し
め
、
そ
れ
を
通
じ

τ

行
わ
し
め
る
方
法
が
よ
り
安
易
且
確
実
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
が
当
時
の
幕
府
の
主
要
直
轄
都
市
の
統
制
を
も
兼
ね
る
結
果
と
な
っ
た
か
ら
と

思
わ
れ
る
。

鎖
国
に
ょ
っ

τ貿
易
統
制
の
主
導
権
を
握
っ
た
糸
割
符
人
ら
の
活
動
の
実
態
に
つ
い

τは
僅
か
に
出
島
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
誌
に
記
さ
れ

τい

る
所
か
ら
想
像
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
尚
彼
ら
の
価
格
決
定
権
が
著
レ
く
強
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
全
盛
時
代

は
二
十
数
年
に
し

τ
一
変
し
た
。
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
年
）
以
降
糸
割
符
制
は
廃
止
さ
れ
す
べ

τの
取
引
は
相
対
仕
法
と
な
っ
た
。
こ
の
原

固
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
が
（
前
掲
貿
易
仕
法
改
変
遷
の
意
義
）
糸
割
符
商
人
た
ち
の
独
占
的
行
動
に
対
す
る
薪
輿
商
人
た
ち
の
貿
易
参
加

の
運
動
が
主
要
な
理
由
乙
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
レ
か
レ
な
が
ら
こ
の
仕
法
の
実
施
は
忽
ち
貿
易
に
混
乱
を
生
ぜ
レ
め
、
貿
易
の
主
導
権
を

外
国
商
人
に
奪
わ
れ
る
結
果
と
な
り
、
金
強
の
彩
レ
い
流
出
と
も
な
っ
た
の
で
再
び
改
正
の
声
が
お
乙
り
、
遂
に
寛
文
十
二
年
以
降
市
法
商
売

仕
法
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
場
合
は
糸
割
符
商
人
た
ち
の
希
望
も
空
レ
く
第
一
に
貿
易
の
主
導
権
の
恢
復
に
焦

点
が
お
か
れ
、
生
糸
も
他
の
商
品
と
同
じ
く
取
扱
わ
れ
、
五
ケ
所
か
ら
夫
々
の
目
利
を
出
し

τ評
価
せ
し
め
、
そ
れ
ら
を
基
に
し

τ奉
行
所
で

買
値
を
決
め
、
そ
れ
を
五
ケ
所
商
人
に
入
札
せ
し
め
差
額
を
五
ケ
所
商
人
や
長
崎
市
民
に
分
配
せ
し
め
た
。
ぞ
レ

τこ
の
場
合
全
国
に
亘
る
輸

入
商
品
の
引
受
商
人
を
定
め
夫
々
五
ケ
所
に
分
属
せ
し
め

τそ
の
引
受
額
を
決
定
し
た
が
、
締
商
人
も
こ
の
中
に
包
含
さ
れ

τい
た
事
は
当
然

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
に
、
糸
蔵
は
貨
物
蔵
に
使
用
さ
れ
た
た
め
糸
割
符
商
人
た
ち
は
嘗

τの
夢
を
再
現
し
よ
う
と
し
き
り
に
糸
割
符
制
の

再
興
を
望
ん
で
い
た
。
乙
の
努
力
は
実
を
結
ぴ
貞
享
二
年
に
は
市
法
商
法
が
廃
止
さ
れ

τ定
高
仕
法
が
行
わ
れ
、
生
糸
は
再
ぴ
割
符
制
を
適
用

糸
割
符
海
人
研
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ニ
四

す
る
乙
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
喜
ぴ
は
極
め

τ大
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
単
な
る
復
活
で
は
な
く
、
貿
易
統
制
へ
の
第
一
歩
と
し

τの
割

符
制
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
た
。
糸
乱
記
・
に
よ
れ
ば
、
市
法
商
法
改
正
の
理
由
と
し

τ、

牛
込
忠
右
衛
門
殿
（
註
乙
の
仕
法
施
行
当
時
の
長
崎
奉
行
）
の
偽
り
忽
ち
顕
は
れ
、
権
現
様
の
御
免
あ
り
し
割
符
の
義
こ
そ
あ
る
べ
き
事
な
れ
と

て
貞
享
元
年
子
の
極
月
廿
八
日
に
、
貨
物
御
停
止
遊
ば
怠
る
る
と
江
一
戸
の
町
々
へ
触
あ
り

τ、
貞
享
二
年
畳
の
正
月
十
日
に
白
糸
割
符
の
御

事
書
、
長
崎
に
こ
そ
は
到
着
し
ぬ
。

と、

（
糸
乱
記
巻
二
）

「
偽
り
」
と
か
「
あ
る
べ
き
事
」
と
か
抽
象
的
の
事
の
み
で
あ
る
が
、
他
方
崎
腸
群
談
な
ど
に
見
え
る
改
正
の
理
由
と
し

τの
金
銀
の
流

出
防
止
と
長
崎
住
民
の
華
美
の
匡
正
（
崎
陽
群
談
第
二
）
等
か
ら
見

τ、
幕
府
は
従
来
ほ
と
ん
ど
放
任
の
貿
易
額
制
限
へ
の
一
歩
を
決
意
レ
、
同

時
に
貿
易
の
利
潤
を
吸
い
上
げ

τ財
源
と
す
る
方
策
に
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
前
掲
拙
稿
参
照
）
即
ち
後
の
長
崎
会
所
を
設
置
す
る
に
至
っ
た

兆
レ
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
員
享
二
年
に
お
け
る
長
崎
一
ケ
所
の
生
糸
割
符
商
法
の
利
益
と
し

τ銀
四
百
五
十
六
貫
目
あ
り
、
そ
れ

が
御
用
物
役
初
め
地
下
役
人
及
び
箇
所
割
で
長
崎
全
町
民
に
配
当
さ
れ

τい
る
事
が
知
ら
れ
る
が
（
「
外
国
商
法
沿
革
誌
」
所
収
（
長
崎
叢
書
巻
凶
）
）

ζ
れ
は
長
崎
以
外
の
四
ケ
所
か
ら
も
吸
い
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

τ従
来
殆
ん
ど
独
占
的
に
利
潤
を
収
め

τい
た
糸
割
符
商
人
た
ち
は
こ
こ
に
大
き
く
幕
府
の
貿
易
統
制
の
下
に
財
源
の
負
担
者
の
地
位
に
移
つ

τい
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
幕
府
の

政
策
の
変
佑
に
伴
う
彼
ら
の
性
格
の
変
貌
が
あ
る
。

貞
享
二
年
以
後
に
お
い

τは
糸
割
符
商
人
の
構
成
は
可
成
明
確
と
な
る
。
例
え
ば
「
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
」
第
六
に
は
糸
割
符
商
人
の

数
と
し

τ
京
都
七
十
五
人
甥
百
十
四
人
江
一
円
四
十
七
人
（
多
少
増
減
あ
り
）

大
阪
四
十
五
人

長
崎

（
地
役
人
四
十
七
人
の
外
町
民
全
体
関
与
す
）

が
挙
げ
ら
れ
、
叉
そ
の
組
織
も
記
さ
れ

τい
る
。
尚
そ
の
他
数
例
を
見
出
し
う
る
。

（
長
崎
港
草
巻
五
、
糸
乱
記
巻
二
、
史
学
雑
誌
第
六
十
二
編
十



号
所
収
森
岡
美
子
氏
論
文
所
引
資
料
等
）
こ
れ
ら
を
通
観
し

τも
締
割
符
商
人
な
る
も
の
は
決
し

τ五
ケ
所
が
統
一
的
な
組
織
を
と
っ
た
も
の
で
は

な
い
事
が
判
明
す
る
。
人
数
も
一
定
せ
‘
ず
、
叉
そ
の
最
有
力
者
乙
レ

τの
年
寄
は
町
の
最
高
責
任
者
と
し

τの
町
年
寄
の
兼
任
が
多
く
見
ら
れ

た
が
、
や
が

τ赫
宿
老
と
い
う
職
名
が
生
れ
こ
れ
に
専
心
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
江
戸
上
方
で
は
割
符
年
寄
と
い
わ
れ
た
と
い
う

l
l糸
割

符
宿
老
覚
書
）
こ
れ
ら
宿
老
叉
は
年
寄
は
多
く
世
襲
で
あ
っ
た
こ
と
も
糸
乱
記
や
宿
老
覚
書
の
資
料
か
ら
み

τ明
か
で
ゐ
る
。

貞
享
二
年
か
ら
元
禄
十
年
代
ま
で
の
時
期
は
貿
易
額
の
制
限
（
船
の
制
限
を
含
め

τ）
の
政
策
と
現
実
の
貿
易
と
の
調
節
の
時
期
と
い
っ

τ

よ
い
で
あ
ろ
う
。
幕
府
が
案
出
し
た
貿
易
額
が
当
時
の
貿
易
の
実
情
か
ら
見

τ余
り
に
も
懸
隔
が
あ
っ
た
た
め
、
抜
荷
そ
の
他
の
非
合
法
行
為

の
跳
梁
を
招
く
こ
と
と
な
り
、

こ
の
矛
盾
の
解
決
案
と
し

τ乙
こ
に
銅
に
よ
る
代
物
替
即
ち
「
御
用
銅
」
政
策
が
生
れ
出
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
当
時
の
現
象
と
し

τ注
目
す
べ
き
事
は
、
そ
れ
ま
で
輸
入
商
品
の
首
位
に
あ
っ
た
生
締
が
漸
く
そ
の
需
要
を
減
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
元
禄
十
一
年
制
定
の
割
符
に
は
五
百
丸
を
従
来
の
題
糸
で
な
く
現
糸
に
変
更
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
反
面
圏
内
に
お
け
る
和
糸
生
産

の
増
加
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
然
白
糸
に
つ
い

τの
支
配
的
立
場
に
あ
っ
た
締
商
人
の
役
割
の
縮
小
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
尚
輸
入
生
締
の
減
少
は
貿
易
額
の
制
限
が
容
易
に
解
決
レ
え
な
い
当
時
と
し

τ、
輸
入
額
の
減
少
を
資
ら
す
と
い
う
点
に
お
い

τも
幕
府

に
と
っ

τ好
ま
し
い
事
で
あ
っ
た
と
み

τよ
い
で
あ
ろ
う
。

貿
易
額
制
限
の
問
題
は
長
崎
貿
易
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
元
禄
正
徳
時
代
の
幕
府
の
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
代
物

替
政
策
が
図
ら
ず
も
銅
の
莫
大
な
流
出
と
圏
内
需
要
の
不
足
と
い
う
事
態
と
惹
起
し
た
が
、
や
が

τ新
井
白
石
に
よ
っ

τそ
の
儒
教
的
貿
易
観

の
上
に
立
つ
所
調
正
徳
の
新
令
が
公
布
さ
れ

τ、
中
国
船
、
蘭
船
の
貿
易
額
は
年
に
夫
々
銀
六
千
貫
、
三
千
貫
と
定
め
ら
れ
、
信
牌
制
が
と
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
こ
の
貿
易
額
は
そ
れ
ま
で
の
実
績
に
比
レ
大
幅
の
減
額
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
押
切
っ
た

の
は
財
政
の
窮
乏
に
よ
る
徳
川
幕
府
の
最
初
の
封
建
的
危
機
を
克
服
レ
よ
う
と
す
る
封
建
権
力
で
あ
っ
た
。
レ
た
が
っ

τ白
石
が
失
脚
レ
、
将

軍
吉
宗
に
よ
っ

τ享
保
の
改
革
が
行
わ
れ
全
面
的
な
匡
正
が
行
わ
れ
た
も
の
の
貿
易
政
策
に
つ
い

τは
一
応
の
修
正
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
よ

糸
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一一六

つ
τも
明
か
で
あ
る
。
レ
か
も
外
国
貿
易
は
こ
の
時
代
よ
り
下
降
し
は
じ
め
た
。
こ
の
事
は
当
然
貿
易
商
品
の
数
量
の
減
少
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
叉
同
時
に
貿
易
商
人
の
活
動
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
締
割
符
商
人
の
ご
と
き
そ
の
著
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。


