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外
国
の
船
舶
が
出
没
し
は
じ
め
た
江
戸
末
期

　

一
七
九
二
（
寛
政
四
）
年
十
月
に
ロ
シ
ア
の
帆
船

エ
カ
テ
リ
ー
ナ
が
蝦
夷
地
の
根
室
港
に
到
来
し
ま
し

た
。
一
〇
年
前
に
漂
流
し
て
ロ
シ
ア
の
船
舶
に
救
助

さ
れ
た
船
頭
の
大
黒
屋
光
太
夫
と
二
人
の
船
員
を
日

本
に
送
還
す
る
と
い
う
名
目
で
し
た
が
、
同
時
に
船

長
の
Ａ
・
ラ
ク
ス
マ
ン
は
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
の
総
督
Ｉ
・

ピ
ー
ル
の
親
書
を
持
参
し
、
日
本
と
の
通
商
を
要
望

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
幕
府
は
長
崎
以
外
で
は
書
類

を
受
理
で
き
な
い
と
主
張
し
た
た
め
、
ラ
ク
ス
マ
ン

は
オ
ホ
ー
ツ
ク
に
帰
還
し
ま
し
た
。

　

こ
の
前
後
か
ら
日
本
の
周
辺
に
は
西
欧
の
船
舶
が

頻
繁
に
出
没
す
る
よ
う
に
な
り
、
幕
府
は
一
八
二
五

（
文
政
八
）
年
に
「
異
国
船
打
払
令
」
を
発
令
、
入

港
を
拒
否
し
ま
す
。
そ
の
一
例
が
救
助
し
た
七
名
の

日
本
の
船
員
を
送
還
す
る
と
い
う
名
目
で
一
八
三
七

【
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尾
嘉
男

［
第
九
回
］
幕
末
の
国
防
に
活
躍
し
た  

江
川
太
郎
左
衛
門
英ひ

で
た
つ龍

（
天
保
八
）
年
に
浦
賀
に
入
港
し
よ
う
と
し
た
ア
メ

リ
カ
の
商
船
モ
リ
ソ
ン
を
砲
撃
し
た
こ
と
で
す
。
そ

れ
以
外
に
も
江
戸
末
期
に
は
、
記
録
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
も
一
〇
〇
隻
以
上
の
外
国
の
船
舶
が
日
本
近
海

に
出
没
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
日
本
周
辺
で
も
憂
慮
す
る
事
態
が
発
生
し

は
じ
め
ま
す
。
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
は
中
国
か
ら
陶
器

や
茶
葉
な
ど
を
大
量
に
購
入
し
輸
入
超
過
に
な
っ
て

い
た
た
め
、
イ
ン
ド
で
栽
培
し
た
阿
片
を
中
国
へ
密

輸
し
た
結
果
、
巨
額
の
金
銭
が
イ
ギ
リ
ス
に
流
出
す

る
と
と
も
に
、
国
民
が
阿
片
中
毒
に
な
る
事
態
が
発

生
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
看
過
で
き
な
い

清
国
は
全
面
禁
輸
す
る
と
と
も
に
流
入
し
た
阿
片
を

没
収
し
て
焼
却
し
た
た
め
、
一
八
四
〇
年
に
イ
ギ
リ

ス
と
ア
ヘ
ン
戦
争
が
勃
発
し
ま
し
た
（
図
１
）。

　

イ
ギ
リ
ス
は
ア
ジ
ア
各
地
か
ら
軍
艦
を
集
結
さ
せ

て
清
国
の
艦
隊
が
待
機
し
て
い
た
広
州
で
は
な
く
、

首
都
の
北
京
の
近
傍
の
天
津
を
襲
撃
し
攪
乱
さ
せ
ま

し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
軍
隊
の
内
部
に
も
混
乱
が
あ
り

一
時
は
一
進
一
退
で
し
た
が
、
開
戦
か
ら
二
年
が
経

過
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
勝
利
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
清

国
に
香
港
を
割
譲
さ
せ
、
上
海
、
廈あ

も
い門
、
広
州
、
寧ね

い
は波
、

福
州
の
五
港
を
開
港
さ
せ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
イ
ギ

リ
ス
の
横
暴
の
様
子
が
日
本
に
も
伝
播
し
、
徳
川
幕

府
は
身
構
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
一
例
が
、
各

地
に
入
港
し
よ
う

と
す
る
外
国
の
船
舶

が
急
増
し
て
き
た
事

態
に
対
処
す
る
た
め
、

各
藩
が
洋
式
の
大
砲

を
製
造
す
る
の
に
必

要
な
鉄
を
生
産
す
る

反
射
炉
を
オ
ラ
ン
ダ

の
書
物
を
参
考
に
建

図
1 

ア
ヘ
ン
戦
争
（1840
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）
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設
し
は
じ
め
た
こ
と
で
す
。
現
在
で
も
佐
賀
藩
、
薩

摩
藩
、
長
州
藩
、
水
戸
藩
な
ど
が
構
築
し
た
反
射
炉

の
一
部
が
遺
跡
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
江

戸
幕
府
も
伊
豆
半
島
の
韮に

ら
や
ま山

に
建
設
し
ま
し
た
（
図

２
）。
こ
の
韮
山
反
射
炉
を
建
造
し
た
江
川
太
郎
左

衛
門
英
龍
を
今
回
は
紹
介
し
ま
す
。

大
砲
の
製
造
の
た
め
反
射
炉
を
構
築

　

江
川
一
族
は
関
東
地
方
を
拠
点
と
す
る
大
和
源
氏

の
系
統
の
一
族
で
、
平
安
時
代
末
期
に
伊
豆
半
島
に

移
住
し
、
源
頼

朝
が
挙
兵
し
た

と
き
に
参
加
、

そ
の
功
績
に
よ

り
伊
豆
半
島
を

領
土
と
し
ま
す
。

さ
ら
に
江
戸
時

代
に
な
っ
て
伊
豆
、
駿
河
、
武
蔵
な
ど
を
領
地
と
す

る
代
官
と
な
り
、
代
々
の
当
主
は
太
郎
左
衛
門
と
い

う
名
前
を
襲
名
、
一
八
〇
一
（
享
和
元
）
年
に
誕
生

し
た
英
龍
は
三
十
四
歳
に
な
っ
た
一
八
三
五
（
天
保

六
）
年
に
父
親
が
死
亡
し
た
た
め
、
第
三
十
六
代
韮

山
代
官
の
地
位
を
継
承
し
ま
す
。

　

現
在
で
は
伊
豆
半
島
は
関
東
の
行
楽
地
帯
と
い
う

印
象
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
南
端
の
下
田
が
大
坂

と
江
戸
を
往
来
す
る
廻
船
の
風
待
ち
港
湾
と
し
て
重

要
な
場
所
で
し
た
し
、
江
戸
城
の
石
垣
の
石
材
は
伊

豆
で
採
掘
し
て
海
路
で
運
搬
さ
れ
た
こ
と
で
も
有
名

で
す
。
さ
ら
に
幕
末
（
一
八
五
四
年
）
に
締
結
さ
れ

た
日
米
和
親
条
約
で
は
下
田
と
函
館
が
外
国
の
窓
口

と
な
り
、
初
代
ア
メ
リ
カ
総
領
事
の
Ｔ
・
ハ
リ
ス
の

駐
在
場
所
が
下
田
で
あ
っ
た
こ
と
が
伊
豆
半
島
の
役

割
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
役
割
の
あ
る
幕
末
の
伊
豆
半
島
の
代

官
と
な
っ
た
英
龍
は
、
当
然
で
す
が
海
防
に
多
大
の

関
心
が
あ
り
ま
し
た
。
一
八
三
七
年
に
ア
メ
リ
カ
の

商
船
モ
リ
ソ
ン
が
浦
賀
に
入
港
し
よ
う
と
し
た
前
述

の
事
件
の
直
後
に
は
、
海
防
に
つ
い
て
幕
府
に
建
議

を
し
た
た
め
、
翌
年
に
は
幕
臣
の
鳥
居
耀よ

う
ぞ
う蔵

を
正
使

と
す
る
江
戸
湾
の
防
備
の
た
め
の
現
場
調
査
に
副
使

と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
英
龍
は
保
守

思
想
の
正
使
の
鳥
居
と
は
意
見
が
相
違
し
、
そ
の
対

立
が
事
件
に
発
展
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
時
期
に
幕
府
の
要
職
を
歴
任
し
た
川
路
聖と

し
あ
き
ら謨

の
紹
介
で
英
龍
は
高
野
長
英
や
渡
辺
崋
山
に
出
会
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
知
識
の
支
援
に

よ
っ
て
英
龍
が
提
案
し
た
江
戸
湾
内
の
測
量
手
法
が

鳥
居
の
提
案
を
上
回
っ
た
た
め
、
不
満
で
あ
っ
た
鳥

居
の
謀
略
に
よ
っ
て
長
英
や
崋
山
が
逮
捕
さ
れ
る

「
蛮
社
の
獄
」
と
な
り
、
英
龍
の
身
辺
も
不
穏
な
状

態
に
な
り
ま
す
が
、
一
八
三
四
（
天
保
五
）
年
か
ら

本
丸
老
中
に
な
っ
て
い
た
水
野
忠
邦
が
英
龍
を
評
価

し
て
い
た
た
め
無
事
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
砲
の
素
材
生
産
の
た
め
反
射
炉
を
構
築

　

こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
幕
府
の
旧
式
の
大
砲
や
砲

術
を
疑
問
と
し
た
英
龍
は
忠
邦
の
命
令
に
よ
っ
て
長

崎
で
先
端
の
西
洋
砲
術
を
研
究
し
て
い
た
高
島
秋し

ゅ
う
は
ん帆

の
正
式
な
弟
子
と
な
っ
て
近
代
砲
術
の
勉
強
を
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
習
得
し
た
知
識
と
経
験
を
全
国
の
藩

士
に
伝
達
す
る
た
め
、
江
戸
で
「
江
川
塾
」
を
開
塾

し
、
佐
久
間
象
山
、
大
鳥
圭
介
、
橋
本
佐
内
、
桂
小

五
郎
、
黒
田
清
隆
、
大
山
巌
な
ど
、
幕
末
か
ら
明
治

図 2  韮山反射炉

江
川
太
郎
左
衛
門
英
龍
（1801

-55

）
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に
か
け
て
日
本
の
軍
事
を
け
ん
引
す
る
こ
と
に
な
る

人
物
を
育
成
し
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
時
期
の
一
八
四
〇
年
に
大
陸
で
ア
ヘ

ン
戦
争
が
勃
発
し
、
清
国
が
イ
ギ
リ
ス
に
敗
戦
し
て

過
酷
な
賠
償
を
支
払
う
結
果
に
な
っ
た
た
め
、
日
本

も
一
気
に
国
防
の
強
化
が
必
要
と
い
う
風
潮
に
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
第
一
に
日
本
に
接
近
し
て
く

る
軍
艦
を
砲
撃
す
る
大
砲
が
必
要
で
す
が
、
日
本
の

旧
来
の
大
砲
で
は
距
離
も
精
度
も
不
足
で
、
洋
式
の

大
砲
の
製
造
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
従

来
の
日
本
の
鉄
は
均
質
で
は
な
い
た
め
砲
身
が
破
裂

し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
洋
式
の
大
砲
の
砲
身
を
鋳
造
す
る
鉄
を
生

産
す
る
反
射
炉
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
反
射
炉
は

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
開
発
さ
れ
、
青
銅
の
溶
解
な
ど

に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
十
七
世
紀
に
な
っ
て

金
属
の
精
錬
に
使
用
さ
れ
は
じ
め
ま
す
。
構
造
は
煉

瓦
で
構
築
し
た
炉
内
で
木
炭
や
石
炭
を
燃
焼
さ
せ
、

発
生
し
た
高
温
の
空
気
を
天
井
に
反
射
さ
せ
て
下
部

に
送
風
す
る
と
と
も
に
、
天
井
か
ら
放
射
さ
れ
る
熱

気
で
金
属
を
溶
融
さ
せ
て
含
有
さ
れ
る
炭
素
の
比
率

を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
仕
組
み
で
す
（
図
３
）。

　

明
治
時
代
で
あ
れ
ば
外
国
人
技
術
者
を
招
聘
し
て

指
導
し
て
も
ら
え
ば
実
現
可
能
で
す
が
、
鎖
国
状
態

の
当
時
は
で
き
な
い
状
況
で
し
た
。
そ
こ
で
輸
入
さ

れ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
の
書
物
の
図
解
情
報
を
参
照
し

て
建
造
し
ま
し
た
。
各
藩
が
独
自
に
建
造
し
ま
し
た

が
、
幕
府
は
伊
豆
の
韮
山
と
江
戸
の
滝
野
川
に
建
設

し
て
い
ま
す
。
韮

山
の
反
射
炉
は
英

龍
が
死
亡
し
て
か

ら
二
年
が
経
過
し

た
一
八
五
七
（
安

政
四
）
年
に
息
子

の
英ひ

で
と
し敏
に
よ
っ
て

完
成
さ
れ
、
現
在

は
近
代
化
産
業
遺
産
と
し
て
史
跡
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ペ
リ
ー
艦
隊
の
上
陸
に
対
処
す
る
台
場

　

そ
の
よ
う
な
混
乱
の
最
中
の
一
八
五
三（
嘉
永
六
）

年
六
月
に
ア
メ
リ
カ
の
Ｍ
・
ペ
リ
ー
将
軍
が
指
揮
す
る

「
サ
ス
ケ
ハ
ナ
」を
旗
艦
と
す
る
四
隻
の
軍
艦
が
浦
賀

の
沖
合
に
来
航
し
、開
国
を
要
求
す
る
第
十
三
代
フ
ィ

ル
モ
ア
大
統
領
の
親
書
を
手
渡
そ
う
と
し
ま
す
。幕
府

の
対
応
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
期
間
に
、一
部
の
測

量
を
す
る
小
舟
が
江
戸
湾
内
に
侵
入
す
る
な
ど
の
圧

力
を
誇
示
し
、
つ
い
に
久
里
浜
に
上
陸
し
て
親
書
を

幕
府
の
役
人
に
手
渡
す
こ
と
に
成
功
し
ま
す（
図
４
）。

　

当
時
、第
十
二
代
将
軍
徳
川
家い

え
よ
し慶
は
病
気
で
、幕
府

は
返
答
に
一
年
の
猶
予
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
同
意
さ

れ
ま
す
が
、艦
隊
は
す
ぐ
に
は
退
去
せ
ず
、江
戸
湾
内

の
深
部
ま
で
侵
入
し
て
威
嚇
し
て
か
ら
退
去
し
ま
し

た
。
こ
の
と
き
の
有
名
な
狂
歌
が
「
泰
平
の
／
眠
り

を
覚
ま
す
／
上
喜
撰
／
た
つ
た
四
杯
で
／
夜
も
眠
れ

ず
」
で
す
。
当
面
は
先
延
ば
し
で
き
た
も
の
の
、
猶

予
は
一
年
と
い
う
切
迫
し
た
事
態
と
な
り
、
幕
府
は

英
龍
を
幕
閣
に
登
用
、
江
戸
を
黒
船
か
ら
防
御
す
る

台
場
を
品
川
に
建
造
す
る
よ
う
命
令
し
ま
す
。

　

英
龍
が
提
案
し
て
い

た
当
初
の
構
想
は
江
戸

湾
口
の
浦
賀
水
道
の
西

側
の
三
浦
半
島
の
観
音

崎
と
東
側
の
房
総
半
島

の
富
津
岬
の
中
間
に
大

砲
を
設
置
し
た
人
工
島

で
あ
る
第
一
の
台
場
を

建
設
、
さ
ら
に
横
浜
の

本
牧
の
付
近
に
第
二
の

台
場
、そ
し
て
羽
田
と

品
川
の
沖
合
に
第
三
の

台
場
を
構
築
す
る
内
容

図
４ 

ペ
リ
ー
艦
隊
一
行
の

　
　

 

久
里
浜
上
陸
（1853

）

図
３ 

反
射
炉
の
構
造
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で
し
た
。し
か
し
、ペ
リ
ー
艦
隊
が
再
来
す
る
一
年
と

い
う
期
間
で
は
建
設
で
き
そ
う
に
な
く
、当
面
、江
戸

か
ら
最
短
の
距
離
に
あ
る
品
川
の
沖
合
の
台
場
を
建

設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
台
場
の
当
初
の
計
画
は
品
川
海
岸
か
ら
対
岸

の
深
川
洲
崎
の
方
向
に
、
海
岸
に
建
造
す
る
御
殿
山

下
台
場
と
海
上
に
造
営
す
る
十
一
基
の
合
計
十
二
基

の
小
島
を
構
築
す
る
内
容
で
し
た
。
こ
の
た
め
に
必

要
な
費
用
は
七
十
五
万
両
と
見
積
も
ら
れ
、
資
金
不

足
の
幕
府
は
全
国
の
御
用
商
人
や
各
界
に
献
金
を
要

請
し
て
調
達
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
工
事
は
ペ
リ

ー
艦
隊
が
一
旦
帰
還
し
た
一
八
五
三
年
八
月
か
ら
開

始
さ
れ
ま
し
た
が
、
資
金
不
足
も
あ
り
、
実
現
し
た

の
は
半
分
で
し
た
（
図
５
）。

　

そ
れ
で
も
現
代
の
よ
う
に
土
木
機
械
や
運
搬
手
段

の
な
い
一
七
〇
年
前
に
は
大
変
な
工
事
で
、
木
材
や

石
材
の
確
保
も
問
題
で
し
た
が
、
埋
立
に
使
用
す
る

土
砂
の
採
掘
と
運
搬
が
最
大
の
課
題
で
し
た
。
土
砂

は
品
川
の
海
岸
の
背
後
に
あ
る
御
殿
山
や
泉
岳
寺
の

一
帯
の
小
山
を
切
削
し
て
確
保
し
、
直
線
で
海
岸
ま

で
運
搬
で
き
る
よ
う
に
途
中
の
民
家
は
す
べ
て
撤
去

し
て
道
路
を
整
備
、
そ
こ
を
台
車
や
人
力
で
運
搬
し

て
、
海
上
を
小
舟
で
埋
立
現
場
に
輸
送
す
る
と
い
う

状
態
で
し
た
。

　

当
時
「
死
ん
で
し
ま
お
か
／
台
場
に
行
こ
か
／
死

ぬ
に
や
優ま

し
だ
よ
／
土
担
ぎ
」
と
い
う
歌
謡
が
流
行

し
た
ほ
ど
過
酷
な
労
働
で
し
た
が
、
一
八
五
四
（
嘉

永
七
）
年
十
一
月
に
当
初
の
計
画
の
半
分
が
実
現
し

ま
し
た
。
し
か

し
、
ペ
リ
ー
艦

隊
は
江
戸
湾

か
ら
一
旦
退
去

し
た
直
後
に
将

軍
徳
川
家
慶
が

死
去
し
た
と
い

う
情
報
を
入
手

し
、
一
年
後
に
再
来
す
る
と
い
う
約
束
を
反
故
に
し

て
、
半
年
後
の
一
八
五
四
年
二
月
に
到
来
し
て
し
ま

っ
た
た
め
、
大
変
な
労
苦
で
建
造
し
た
台
場
は
役
立

ち
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
緊
急
事
態
の
労
苦
が
原
因
と
な
っ

て
英
龍
は
翌
年
の
一
八
五
五
（
安
政
二
）
年
一
月
に

病
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
英
龍
の
実
力
を
大
変
に
評

価
し
て
い
た
老
中
首

座
の
阿
部
正
弘
は
慟

哭
し
た
と
伝
聞
さ
れ

て
い
ま
す
。
ペ
リ
ー

艦
隊
の
二
回
目
の
来

航
に
よ
っ
て
一
八
五

四
年
三
月
に
幕
府
は

ア
メ
リ
カ
と
日
米
和

親
条
約
を
締
結
し
て

下
田
と
函
館
を
開
港

し
、
二
〇
〇
年
余
の

鎖
国
時
代
は
終
了
し
ま
し
た
。日
本
近
代
の
最
大
の

動
乱
の
時
期
に
幕
閣
と
し
て
活
躍
し
た
の
が
英
龍
で

し
た
。

　

十
二
基
が
計
画
さ
れ
た
台
場
は
六
基
が
構
築
さ
れ

ま
し
た
が
、
六
基
は
着
工
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
以
後
、
東
京
湾
岸
の
開
発
な
ど
が
進
展
し
て
次
々

と
消
滅
し
、
現
在
で
は
第
三
台
場
と
第
六
台
場
の
み

が
国
指
定
史
跡
と
し
て
保
存
さ
れ
、
第
三
台
場
は
台

場
公
園
と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
６
）。

現
在
の
国
際
情
勢
を
俯
瞰
す
る
と
日
本
は
安
泰
と
い

う
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
英
龍
が
心
血
を
注
入
し

た
台
場
の
事
例
か
ら
日
本
の
今
後
を
考
察
す
る
こ
と

も
重
要
で
す
。

図
６ 

現
在
の
第
三
台
場

図
５ 

台
場
の
計
画
（1853

）
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