
〈論
文
〉は

じ
め

に

幕
末
期
に
お
け
る
兵
器
生
産
に
つ
い
て
井
上
清
氏
は
鋳
砲
材
料
の
不
足
、
造

兵
の
技
術
家
の
不
足
、
職
工
の
不
足
、
財
政
の
問
題
な
ど
を
挙
げ
て
封
建
制
下

に
お
け
る
近
代
軍
備
採
用
の
矛
盾
を
指
摘
し
た
Ｔ
）。
し
か
し
、
そ
の
後
の
研

究
成
果
に
よ
っ
て
、
幕
末
期
の
兵
器
生
産
が
明
治
期
以
降
の
工
業
化
の
前
提
に

な
っ
た
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
つ
た
。

幕
末
期
に
お
け
る
幕
府

・
諸
藩
の
銃
砲
生
産
に
関
し
て
、
小
山
弘
健
氏
は
生

産
様
式
を
小
銃
生
産
と
大
砲
生
産
の
二
つ
の
型
に
区
分
し
て
以
下
の
よ
う
に
指

摘
し
た
。
す
な
わ
ち

「前
者
で
は
、
同
種
の
手
工
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
完
成
品
で

あ
る
鉄
砲
を
製
作
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
で
は
、
た
と
え
ば
鋳
物
師
は
お
も

に
砲
身
鋳
造
工
程
に
、
鍛
冶
師
や
細
工
師
は
砲
身
鍛
錬

・
仕
上
工
程
に
、
木
工

師
や
大
工
職
は
砲
架
製
作
そ
の
他
に
、
車
師
は
砲
車
製
作
に
従
事
す
る
な
ど
、

種
々
の
独
立
手
工
業
者
が
た
ん
な
る
部
分
的
作
業
の
担
当
者
に
転
化
さ
せ
ら

れ
、
こ
の
よ
う
な
部
分
的
工
程
に
お
い
て
協
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
と
し

て
の
生
産
工
程
を
形
成
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
こ
う
し
た
点
か
ら

「大
砲
生
産

様
式
が
軍
事
生
産

。
兵
器
工
業
の
内
部
に
お
い
て
決
定
的
な
意
義
と
地
位
と
を

保
有
す
る
」
と
指
摘
し
た
（２
）。

そ
の
後
、
幕
末
期
の
小
銃
生
産
を
担

っ
た
鉄
砲
鍛
冶
に
着
目
し
て
明
治
期
の

機
械
工
業

へ
の
展
開
を
検
討
し
た
鈴
木
淳
氏
は
、
「小
銃
製
造
の
展
開
は
、
量

的
に
従
来
よ
り
多
く
の
鉄
砲
鍛
冶
を
生
み
出
し
た
。
彼
ら
の

一
部
は
続
々
導
入

さ
れ
る
新
式
の
銃
の
製
造
や
修
理
に
従
事
し
て
、
伝
統
的
な
銃
の
み
を
扱

っ
た

従
来
の
鉄
砲
鍛
冶
に
比
べ
、
遥
か
に
豊
か
な
技
術
的
経
験
を
得
、
従
来
に
は

な
い
細
分
さ
れ
た
分
業
形
態
を
持

つ
工
場
で
の
就
業
経
験
を
得
た
者
も
多
か

っ

た
」
と
述
べ
、
大
砲
製
造
所
に
関
し
て
は
納
入
先
の
近
く
に
特
設
の
作
業
場
を

幕

末

期

に

お

け

る

浦

賀

湊

の

大

砲

鋳

造

事

業

神

谷

大

介

設
け
て
職
人

。
人
夫
を
集
め
て
鋳
造
す
る
と
い
う
在
来
の
鋳
物
師
の
生
産
体
制

の
中
で
も
設
置
さ
れ
得
る
と
し
、
工
作
機
械
を
持
た
な
い
鋳
砲
工
場
か
ら
の
最

新
の
機
械
製
造
へ
の
発
展
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
「し

か
し
、
鋳
造
部
門
内
の
職
人
も
鉄
砲
鍛
冶
と
同
様
に
、
大
型
鋳
物
の
鋳
造
や
加

工
に
お
い
て
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
在
来
技
術
よ
り
進
歩
し
た
技
術
を
身
に
つ

け
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
（３
）。

こ
の
よ
う
に
幕
末
期
に
お
け
る
銃
砲
鋳
造
に
関
す
る
研
究
は
、
明
治
期
以
降

の
工
業
化
を
視
野
に
入
れ
、
生
産
形
態
や
技
術
段
階
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き

た
。さ

ら
に
、
幕
末
期
に
お
け
る
幕
府
の
小
銃
生
産
に
限

っ
て
み
れ
ば
、
公
儀
御

用
鉄
砲
師
抵
家
の
動
向
に
焦
点
を
当
て
た
北
村
陽
子
氏
（４
）、
幕
府
軍
事
政
策

の
展
開
や
銃
砲
の
生
産
量

・
構
造
な
ど
を
分
析
し
た
保
谷
（熊
澤
）
徹
氏
（５
）
ら

の
研
究
に
よ
っ
て

一
定
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
個
々
の
鋳
造
事
業
の
展
開
と
在
地
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
十
分

に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
明
治
期
以
降
の
展
開
に
分
析
の
力
点
が
置
か

れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
考
察
の
対
象
外
と
な

っ
た
部
分
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

幕
末
期
に
お
け
る
幕
府
軍
事
政
策
の
展
開
を
実
態
面
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る

場
合
、
重
要
な
研
究
課
題
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
と
り
わ
け
各
地
域
に
お
け
る

個
々
の
大
砲
鋳
造
事
業
が
有
す
る
個
別
性
に
関
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余

地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
反
射
炉
が
設
置
さ
れ
た
地
域
に
関
し
て
は
、
地
域
固
有
の
大
砲
鋳

造
事
業
を
分
析
の
主
軸
と
し
た
大
橋
周
治
氏
ら
を
は
じ
め
と
す
る
論
稿

「幕
末

明
治
製
鉄
論
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
幕
府
の
大
砲
鋳
造
事
業
に
つ
い
て
、
代
官

江
川
家
が
管
理
し
た
江
戸
湯
島
鋳
砲
場
や
豆
州
韮
山
反
射
炉
で
の
鉄
製
砲
生
産

で
は
十
分
な
成
果
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
湯
島
で
は
青
銅
砲

一
七
五
挺
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が
鋳
造
さ
れ
た
が
そ
の
技
術
は

「旧
態
依
然
た
る
手
工
業
段
階
」
で
あ

っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（６
）。
つ
ま
り
、
幕
末
段
階
に
お
け
る
幕
府
の
鉄
製
砲

生
産
の
技
術
的
限
界
性
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
逆
を
言
え
ば
、
当
該
期

に
お
け
る
幕
府
の
技
術
段
階
で
は
青
銅
砲
生
産
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

に
あ

つ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

幕
末
段
階
に
お
け
る
技
術
的
限
界
性
を
内
包
し
つ
つ
も
幕
府
は

一
定
の
西
洋

軍
事
技
術
の
導
入
を
成
し
遂
げ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
諸

条
件
、
具
体
的
な
構
造
を

一
つ
一
つ
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
幕
府
軍
事
政
策
の
展
開
を
在
地
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
角
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の

一
端
を
抽
出
す
る
た
め
、

元
治
元
年
（
一
人
六
四
）
に
設
置
さ
れ
た
相
州
三
浦
郡
浦
賀
湊
の
館
浦
鋳
立
場
に

視
点
を
据
え
て
、
定
点
観
測
的
に
幕
府
の
大
砲
鋳
造
事
業
の
在
り
方
を
明
ら
か

に
し
た
い
と
考
え
る
。

元
治
元
年
以
降
、
幕
府
の
銃
砲
鋳
造
は
韮
山
代
官
江
川
英
武
に
代
わ

っ
て
陸

軍
奉
行
並
海
陸
軍
器
械
製
造
御
用
出
役
の
小
栗
忠
順
が
担
当
す
る
よ
う
に
な

っ

た
。
そ
れ
に
伴
い
銃
砲
鋳
造
の
施
設
も
湯
島
鋳
砲
場

。
韮
山
反
射
炉
か
ら
小
石

川
関
口
鋳
砲
場

。
滝
野
川
反
射
炉
へ
の
移
転
が
進
め
ら
れ
て
鉄
製
砲
生
産
が
指

向
さ
れ
て
い
く
（７
）。
こ
の
よ
う
な
幕
政
上
の
画
期
に
お
い
て
館
浦
鋳
立
場
で

は
ど
の
よ
う
に
大
砲
鋳
造
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

館
浦
鋳
立
場
で
の
大
砲
鋳
造
に
関
し
て
は
、
既
に
西
村
圭
子
氏
が
海
防
政
策

に
お
け
る
位
置
付
け
、
浦
賀
奉
行
と
勘
定
所
と
の
経
費
を
め
ぐ
る
交
渉
過
程
や

作
業
工
程
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
も
の
の
（８
）、
浦
賀
奉
行
所
役
人
や

諸
職
人
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
全

体
像
は
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多

い
。
大
砲
事
業
に
お
け
る
伝
統
的
な
民
間
鋳

物
師
の
自
立
性
を
指
摘
し
た
中
岡
哲
郎
氏
の
論
考
を
考
慮
す
れ
ば
（９
）、
当
該

事
業
を
支
え
た
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
浦
賀
奉
行
所
役
人
と
諸
職
人
の
役

割
、
相
互
の
関
係
性
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
は
不
可
欠
な
作
業
と
な
ろ
う
。

浦
賀
湊
は
西
浦
賀
村
と
東
浦
賀
村
の
中
間
、
江
戸
か
ら
海
上
約

一
二
里
の
と

こ
ろ
に
位
置
し
、
江
戸
湾
海
上
交
通
の
拠
点
と
し
て
浦
賀
奉
行
管
轄
の
役
所
や

船
改
め
番
所
が
置
か
れ
、
海
防
体
制
の
拠
点
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
（ｌｏ
）。

銃
砲
鋳
造
の
拠
点
で
あ
る
江
戸
は
必
然
的
に
技
術
伝
播
の
拠
点
に
も
な

っ
た
こ

と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（じ
、
浦
賀
湊
の
場
合
は
上
記

の
よ
う
な
特
質
を
有
す
る
こ
と
か
ら
幕
府
軍
事
政
策
の
在
地
に
お
け
る
展
開
を

江
戸
と
の
関
係
に
着
目
し
て
検
討
す
る
の
に
適
当
な
素
材
で
あ
る
と
い
え
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
浦
賀
奉
行
組
同
心
を
勤
め
た
臼
井
家
伝
来
の

「大
抱
鋳
立
場
御
用
留
」
（以
下
、
「御
用
留
」
）
に
依
拠
し
て
論
を
進
め
て
い
く

こ
と
に
す
る
（１２
）。
後
述
す
る
よ
う
に
自
井
家
は
「御
台
場
御
据
筒
鋳
立
御
用
掛
」

（以
下
、
「御
用
掛
」
）
と
し
て
館
浦
鋳
立
場
で
の
大
砲
鋳
造
事
業
に
関
わ
っ
て
お

り
、
そ
の
立
場
か
ら
事
業
の
詳
細
を
記
録
し
て
い
る
。

ま
た
、
「大
砲
」
と

「小
銃
」
と
い
う
区
分
は
多
分
に
社
会
通
念
的
な
も
の

で
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
明
確
な
基
準
は
な
く
、
論
者
に
よ
っ
て
区
々
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
運
搬
と
操
作
に
二
人
以
上
を
要
す
る
大
型
の
火
器

を
示
す
語
と
し
て

「大
砲
」
、　
一
人
で
携
行
、
使
用
す
る
小
型
の
火
器
を
示
す

語
と
し
て

「小
銃
」
、
こ
れ
ら
を
包
括
的
に
示
す
語
と
し
て

「銃
砲
」
を
用
い

る
こ
と
と
す
る
。

一　
浦
賀
湊
に
お
け
る
銃
砲
鋳
造
の
展
開

浦
賀
奉
行
所
に
配
備
さ
れ
た
銃
砲
は
、
享
保
期
か
ら
弘
化
期
ま
で
は
江
戸

・

長
崎

・
下
田
な
ど
か
ら
廻
送
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
嘉
永
期
以
降
は
海
防

問
題
に
対
応
す
る
た
め
浦
賀
湊
で
大
砲
（西
洋
砲
）
が
鋳
造
さ
れ
始
め
る
（１３
）ｏ

ま
ず
は
浦
賀
奉
行
戸
田
氏
栄
が
江
戸
詰
め
の
同
奉
行
井
戸
鉄
太
郎

へ
宛
て
た
書

簡
集
で
あ
る

「南
浦
書
信
」
の
記
述
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
嘉
永
期
に
お
け
る

浦
賀
湊
で
の
銃
砲
鋳
造
に
関
す
る
諸
問
題
を
明
示
し
て
お
き
た
い
。

嘉
永
六
年
（
一
人
五
三
）
五
月

一
二
日
付
書
簡
に
よ
る
と
（１４
）、
浦
賀
奉
行
所

管
轄
の
銃
砲
を
江
戸
で
鋳
造
し
た
場
合
、
「狡
吏
」
に
よ

っ
て
余
計
な
入
費
や

褒
美
な
ど
の
手
数
も
か
か
る
と
あ
り
、　
一
番
手
軽
な
の
は
下
曽
根
金
三
郎
信
敦

に
附
属
し
て
い
る
鋳
物
師
松
三
郎

へ
直
接
注
文
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
場
合
浦
賀
湊
に
廻
送
す
る
費
用
が
嵩
む
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ

っ
た
。

一
方
、
浦
賀
湊
で
鋳
造
す
れ
ば
運
賃
は
無
用
で
あ
る
が
、
江
戸
か
ら
鋳
物
師
が
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大
勢
参
加
す
る
の
で
旅
宿
代
が
増
え
る
と
い
う
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
銃
砲

鋳
造
を
鋳
物
師
に
直
接
注
文
す
る
場
合
、
そ
の
鋳
造
場
所
は
江
戸
と
浦
賀
湊
、

ど
ち
ら
が
経
費
を
か
け
ず
に
済
む
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
同
年
五
月
二
二
日
付
書
簡
に
よ
る
と
（１５
）、
浦
賀
湊
に
お
け
る
西
洋

砲
鋳
造
の
嗜
矢
は
嘉
永
元
年
（
一
人
四
人
）
の
ハ
ン
ド
モ
ル
チ
ー
ル
三
挺
で
あ

っ

た
こ
と
、
そ
の
後
こ
の
書
簡
が
作
成
さ
れ
る
以
前
に

一
五
〇
ロ
ダ
イ
ラ
イ
パ
ス

六
挺
も
浦
賀
湊
で
鋳
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

嘉
永
六
年
九
月
以
降
、
浦
賀
湊
で
は
江
戸
湾
防
備
の
た
め
洋
式
帆
船
鳳
凰
丸

の
建
造
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
年

一
一
月
二
二
日
付
書
簡
か
ら
は
「御

船
附
御
鉄
砲
」
を

「当
地
職
方
」
と

「江
戸
表
職
方
」
に
鋳
造
さ
せ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
（１６
〉。
こ
こ
で

「当
地
職
方
」
を
参
加
さ
せ
て
い
る
の
は
、
「江

戸
表
職
方
」
の
割
合
を
減
ら
す
こ
と
で
旅
宿
代
を
削
減
す
る
意
図
が
あ

っ
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。　
一
方
、
ゲ
ベ
ー
ル
銃
鋳
造
に
関
し
て
は
職
人
不
足
と
い
う

問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
「此
節
諸
家
之
あ
つ
ら
へ
、
直
段

二
不
構
申
付
候
故
、

江
戸
表
二
一
人
も
請
負
候
者
無
之
、
何
と
申
付
候
而
も
御
用
達
二
は
無
之
」
と

い
う
状
況
で
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
戸
田
は
京
都
の
浅
野
中
書
を
通
じ
て

京
都

・
堺
か
ら
職
人
四
、
五
人
の
派
遣
を
要
請
し
た
が
、
い
ま
だ
返
事
が
な
く

「甚
た
当
惑
」
し
て
い
る
と
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
浦
賀
湊
で
の
銃
砲

鋳
造
に
お
い
て
江
戸
は
職
人
の
重
要
な
供
給
源
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の

た
め
江
戸
で
の
需
要
の
在
り
方
が
浦
賀
湊
の
軍
備
を
規
定
す
る
と
い
う
構
造
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に

一
二
月

一
二
日
付
書
簡
に
は
（１７
）、
「御
筒
試
鋳
込
、
大
津
之
者

へ
申

付
候
処
、
鋳
損
し
出
来
残
念
、
掛
り
も
恐
入
候
」
と
あ
り
、
銃
砲
鋳
造
を
浦
賀

近
郊
の
大
津
村
の
者
に
請
け
負
わ
せ
た
も
の
の
、
鋳
造
に
失
敗
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
「乍
去

一
挺
之
過
ち
を
以
て
取
棄
か
ね
、
猶
跡

一
挺
申

付
候
、
中
旬
二
は
鋳
込
に
可
相
成
候
」
と
再
度
鋳
造
を
行
わ
せ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
技
術
的
な
問
題
は
あ

っ
た
に
せ
よ
、
浦
賀
湊
で
は
嘉
永
期

に
西
洋
砲
の
鋳
造
が
開
始
さ
れ
た
。
浦
賀
湊
に
お
い
て

一
定
の
西
洋
砲
が
鋳
造

さ
れ
始
め
た
こ
と
は
、
幕
府
軍
事
政
策
の
在
地
に
お
け
る
展
開
を
考
え
る
上
で

看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

嘉
永
七
年
（
一
人
五
四
）
九
月
二
四
日
、
江
戸
湾
防
備
体
制
を
再
検
討
す
る
た

め
日
付
岩
瀬
忠
震
ら
が
東
西
浦
賀
村
の
軍
事
施
設
を
見
分
し
て
い
る
が
、
そ
の

時
の
見
分
ル
ー
ト
は
分
穂
角
場
↓
唐
池
鋳
立
場
↓
役
所
引
立
替
道
敷
↓
見
魚
崎

御
備
場
↓
館
浦
船
屋
↓
製
薬
所
（館
浦
）
↓
亀
甲
岸
（台
場
）
↓
錮
井
戸
鋳
立
場

↓
足
立
火
薬
蔵
普
請
所
敷
地
↓
築
地
船
屋
↓
密
柑
山
火
薬
蔵
普
請
敷
地
↓
軍
艦

（鳳
凰
丸
）
↓
明
神
崎
（台
場
）
と
い
う

‐
も
の
で
あ
っ
た
（１８
）。
こ
こ
か
ら
は
浦
賀

湊
で
使
用
す
る
銃
砲
や
火
薬
を
現
地
で
製
造
し
て
台
場

・
軍
艦
に
配
備
す
る
と

い
う
体
制
が
あ
る
程
度
ま
で
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
つ
た
こ
と
を
看
取
で
き
る
。
こ

う
し
た
体
制
の
整
備
過
程
は
江
戸
湾
防
備
の
展
開
と
軌
を

一
に
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
安
政
期
に
横
浜
が
開
港
す
る
と
、
江
戸
内
海

へ
の
外
国
船

侵
入
を
阻
止
す
る
と
い
う
江
戸
湾
防
備
体
制
の
在
り
方
は
変
容
し
、
そ
の
後
の

浦
賀
湊
に
お
け
る
銃
砲
鋳
造
は
、
全
体
的
な
江
戸
湾
防
備
と
い
う
よ
り
は
局
所

的
な
港
湾
警
衛
と
い
う
目
的
で
進
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
港
湾
警
衛
強
化
の
最
も
重
要
な
契
機
に
な

っ
た
の
は
蒸
気
船
に
よ
る
将
軍

家
茂
の
上
洛
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（１９
）。

万
延
二
年
（文
久
元
年

。
一
八
六

一
）
正
月
、
浦
賀
奉
行
大
久
保
忠
董
は
将
軍

家
茂
上
洛
留
守
中
の
浦
賀
湊
の
軍
備
に
関
し
て

「明
神
崎
台
場

。
見
魚
崎
仕
寄

場
両
所
御
備
筒
之
内
鉄
製
加
農
六
挺
有
之
候
処
、
右
は
古
製
二
而
追
々
腐
蝕
仕
、

十
分
御
用
立
申
間
敷
哉
と
奉
存
候
二
付
、
鳳
凰
丸
御
備
筒
之
内
三
十
封
度
錆
加

農
壱
挺
明
神
崎
江
相
廻
、
同
断
加
農
弐
挺

・
拾
弐
封
度
錆
加
農
三
挺
は
見
魚
崎

江
相
廻
、
前
鉄
製
加
農
六
挺
と
御
備
替
、　
一
時
流
用
御
警
衛
可
仕
と
奉
存
候
」

と
上
申
し
て
い
る
（２０
）。
実
際
、
二
月
七
日
に
は
大
砲
の
配
置
換
え
が
上
申
書

の
通
り
に
な
さ
れ
て
い
る
（２．
）。
将
軍
上
洛
に
伴
う
軍
備
に
お
い
て
す
ら
既
存

の
大
砲
を
使
い
廻
し
て
い
る
よ
う
な
有
様
で
、
浦
賀
湊
で
は
十
分
な
大
砲
が
供

給
で
き
て
い
な
か
っ
た
様
子
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
の
時
は
生
麦
事
件
の
賠
償

金
支
払
い
を
め
ぐ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
船
が
横
浜
に
結
集
し
、
軍
事
的
緊
張
が
高
ま

っ
た
た
め
、
家
茂
は
急
違
陸
路
で
の
上
洛
に
切
り
替
え
て
い
る
。

蒸
気
船
に
よ
る
将
軍
家
茂

の
浦
賀
寄
港
が
実
現
し
た
の
は
文
久
三
年
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（
一
八
六
三
）
一
二
月
、
三
度
目
の
上
洛
に
際
し
て
で
あ

つ
た
が
、
こ
れ
に
先
立

つ
同
年

一
一
月
、
西
浦
賀
村
の
館
浦
に
新
台
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
新
台
場

が
浦
賀
奉
行
の
役
所
や
番
所
の
あ
る
西
浦
賀
村
に
置
か
れ
た
の
は
、
港
湾
警
衛

を
強
化
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
館
浦
は
湊
の
出

入
り
日
に
位
置
し
、
船
屋
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
船
の
仕
出
し
場
と
し
て
適
度
な

広
さ
を
有
し
て
お
り
、
火
薬
を
調
合
す
る
製
薬
所
も
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
西
浦
賀
村
に
新
台
場
を
設
置
す
る
場
合
、
最
も
適
し
た
場
で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

浦
賀
奉
行
大
久
保
忠
童
は
館
浦
台
場
が
完
成
す
る
と
直
ち
に
備
砲
の
鋳
造
を

老
中
板
倉
勝
静
に
上
申
し
て
い
る
（２２
）。
こ
の
文
久
三
年

一
一
月
付
上
申
書
は

西
村
圭
子
氏
の
論
考
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
詳
述
し
な
い
が
、
本
稿
の

論
点
に
則
し
て
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
浦
賀
奉
行
持
の
大
砲
の
中
に
は
海
岸

砲
台
に
適
さ
な
い
も
の
、
不
用
と
な

っ
た
和
流
砲
、
「旧
製
」
と
な

っ
た
輸
入

西
洋
砲
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
機
に
嘉
永
期
以
来
の
本
格
的
な
銃

砲
再
編
を
企
図
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
館
浦
台
場
に
配
備
す
る

大
砲

一
六
挺
の
う
ち
八
挺
は
明
神
崎
台
場
配
備
の
二
四
ポ
ン
ド
カ
ノ
ン
四
挺
と

鳳
風
丸
配
備
の
三
〇
ポ
ン
ド
ガ
ラ
ナ
ー
ト
カ
ノ
ン
四
挺
を
転
用
す
る
こ
と
、
残

り
の
人
挺
は

「八
十
封
度
櫂
加
農
御
筒
弐
挺

・
六
十
封
度
溜
加
農
御
筒
弐
挺

・

二
十
四
封
度
長
加
農
御
筒
四
挺
、
何
レ
も
錯
製
二
而
早
々
御
鋳
立
御
据
附
相
成

候
様
仕
度
」
と
大
砲
（青
銅
製
西
洋
砲
）
の
新
規
鋳
造
を
提
案
し
て
い
る
。
な
お
、

「楷
加
農
」
と
は
ガ
ラ
ナ
ー
ト
ヵ
ノ
ン
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
上
申
書
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
大
砲
八
挺
分
の
浦
賀
湊
で
の
新
規

鋳
造
が
計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
嘉

永
六
年
の
鋳
造
実
績
、
「其
節
製
作
仕
候
職
方
之
も
の
」
お
よ
び

「兼
而
製
造

法
も
研
究
仕
居
」
と
い
う
浦
賀
奉
行
所
役
人
の
存
在
、
台
場
の

「最
寄
」
で
鋳

造
す
る
の
で
運
賃
が
か
か
ら
な
い
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
嘉
永
期

の
鋳
造
事
業
で
蓄
積
さ
れ
た
経
験

・
人
材
が
そ
の
後
の
館
浦
鋳
立
場
運
営
の
前

提
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う

一
連
の
流
れ
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
館
浦
鋳
立
場
で
の
鋳
造
事
業
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。

二
　
館
浦
鋳
立
場
の
作
業
工
程
と
鋳
造
事
業
費

館
浦
鋳
立
場
の
作
業
工
程
と
鋳
造
事
業
費
に
つ
い
て
は
西
村
圭
子
氏
が
分
析

し
て
い
る
も
の
の
、
作
業
工
程
の
全
体
的
な
流
れ
や
二
冊
作
成
さ
れ
た
金
高
帳

の
総
合
的
な
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

「御
用
留
」
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
範
囲
で
作
業
工
程
を
ま
と
め
る
と
表

①
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
作
業
工
程
は
、
大
砲
鋳
造
の
た
め
の
各
施

設
の
設
置
（Ｉ
）
、
大
砲
の
鋳
造
（Ⅱ
）
、
鋳
造
作
業
の
後
始
末
や
車
台
の
製
造
な

ど
（Ⅲ
）
と
い
っ
た
大
き
く
三
つ
の
工
程
に
分
け
ら
れ
る
。
以
下
、
各
工
程
ご
と

に
作
業
の
流
れ
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
工
程
Ｉ
で
は
、
元
治
元
年
七
月

一
九
日
に

「御
用
掛
」
の
浦
賀
奉
行
所

役
人
が
大
工
棟
梁
と

「御
据
筒
御
台
製
造
所
」
、
同
様
に
鋳
物
師
棟
梁
と

「踏

輔
場
」
を
建
設
す
る
た
め
の
縄
張
り
を
行

っ
て
い
る
。
人
月

一
〇
日
に
は

「御

筒
鋳
立
場
」
の
整
地
が
終
了
し
、
こ
の
段
階
で
大
砲
を
鋳
造
で
き
る
体
制
が
整

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
二
八
日
に

「御
用
掛
」
か
ら
鋳
物
師
棟
梁

ヘ

二
四
斤
御
筒
鋳
型
（図
面
）
が
渡
さ
れ
、
鋳
造
の
準
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い

っ
た
。
九
月

一
〇
日
に
は
車
台
製
造
の
た
め
の

「御
台
之
製
造
所

。
会
所
」
の

建
設
も
開
始
さ
れ
て
い
る
。

工
程
Ⅱ
に
な
る
と
、
館
浦
台
場
に
配
備
す
る
大
砲
の
鋳
造
が
開
始
さ
れ
る
。

ま
ず

一
〇
月

一
日
に
二
四
斤
御
筒
の
鋳
型
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
後
鋳
造
に
必
要

な
鉄
や
丁
銅

・
煩
銅
の
溶
解
も
行
わ
れ
て
い
る
。
鉄
に
つ
い
て
は
浦
賀
奉
行
所

が
所
持
し
て
い
た

「古
筒
」
を
鋳
直
し
て
再
利
用
し
て
い
る
。
同
月

一
〇
日
に

は
鋳
型
に
使
用
す
る
砂
の
計
量
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

一
一
月

一
人
日
に

は
溶
解
し
た
銅
や
錫
を
土
中
に
埋
め
込
ん
だ
鋳
型
に
流
し
込
み
、
翌

一
九
日
に

は
鋳
型
を
開
い
て
最
初
の

一
挺
が
完
成
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
同
様
に
鋳
型
作

成
↓
銅

・
錫
の
溶
解
↓
鋳
型
へ
の
流
し
込
み
↓
鋳
型
開
き
と
い
う
工
程
を
繰
り

返
し
て
、
慶
応
元
年
（
一
人
六
五
）
六
月
二
日
ま
で
に
二
四
斤
御
筒
四
挺
、
八
〇

斤

・
六
〇
斤
御
筒
を
そ
れ
ぞ
れ
弐
挺
ず

つ
、
合
計
八
挺
の
大
砲
が
当
初
の
計
画

通
り
に
鋳
造
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
元
治
二
（慶
応
元
）
年
三
月

一
〇
日
に
は
車
台

に
使
用
す
る
木
材
が
須
賀
湊
か
ら
廻
送
さ
れ
、
同
月
二
八
日
に
大
工
に
よ
る
車
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表① 館浦鋳立場における作業工程

ツ リ

ハンドモルチール御簡台据付け
24斤御筒捻子3本打ち直し
60斤御筒打ち試し、装薬4斤込み2放打つ

60斤御筒打ち試し、8つ時2放打つ

80斤薬袋形1つ完成
∞斤薬袋4つ張り置き
∞斤御筒1挺、打薬5斤込2放、4つ時打ち試し

7.11

8.2

8.14

8.15

8.16

8.17

820

、そ

慶応元

慶応元

慶応元

慶応元

慶応元

慶応元

_6_

作業内客年代

元治元

(1864)

元治元

元治元

元治元

元治元

元治元

元治元

7.19

8.6

8.6

8.10

8.28

9.10

7.19 館浦台場脇持畑に据筒台製造所を建設につき「御用掛」が大工棟梁を召連れ縄張りを行う

長磯坂脇伝作持山畑に踏輔場建設につき「御用掛」が鋳物師棟梁を召連れ縄張りを行う

御筒切形開始
大津村から廻送した鋳物道具・釜・真鉄・車知・石を台場内の扱い所へ入れ置く

御筒鋳立場地所平均完成

鋳物師へ2斤御筒鋳型 (図面)が渡される

車台の製造所・会所建設開始

元治元 ■0.1

元治元 .10■

元治元 .108

元治元 .10■ 0

元治元 .10■ 1

元治元 .10■ 5

元治元 .11■ 7

元治元 .1■ 18

元治元 .11■ 9

元治元 .128

元治元 .1226

,Eオ台2.1.22

(1865)

フEY台 2.1.23

元治 2.1.29

元治 2.2.6

フEY台 2.2.27

フロツ台2.2.27

元治 2.228
フロ

'台

2.3.8

元治 2.3.9

フ
`,台

2.3.10

,cr台 2.3.22

フ
`,台

2.3.23

元治 2.3.2
元治 2.3.24

万治 2.3.26

フ6,台 2.3.28

元治 2.328

元治2.4.6

慶応元 .4■ 6

慶応元 .4■ 8

慶応元 .4■ 9

慶応元 .422

慶応元 .423

慶応元 .4.2

慶応元 .5■ 2

慶応元 .520

慶応元 .522

慶応元 .門 53
慶応元 .間 5.∞

慶応元 .6.2

慶応元 .620
慶応元 .623

24斤御筒鋳型開始
鋳潰し鉄古筒吹き流し

吹流し、レゲーリンク吹き合わせ

2斤鋳型砂量り
丁銅吹流し

煩銅吹流し
貫数改め
24斤御筒 1挺鋳立て

鋳型開き→完成 【1挺目】
鋳立て

鋳型開き→完成 (24斤御筒1挺 )【 2挺目】
24斤御筒鋳立て開始

鋳込みの鋳型燃出し、消して直ぐに鋳型開き→失敗
80斤切型図を棟梁へ渡す
24斤御筒鋳立て→ 13日 までに完成 【3挺目】
24斤御簡打ち試し
∞斤半側型持え、貫目積もり
銅吹流し
素銅208貫吹流し、煩銅に4∞ 貫目吹合わせ

2斤御筒鋳掛け→完成 【4挺目】
須賀より車台木、尺〆にて35本が廻送される

Z斤御筒 3放打ち試し
2斤御筒 2放打ち試し
Z斤御筒 3放うち1放鏑玉打ち試し

館浦台場据筒付鉄玉打ち試し
「御用掛」が∞斤絵図引き方を行う
鋳物師棟梁へ80斤御筒鋳型図1枚が渡される

御筒台仕立開始

津久井県へ材木見分、9日 に帰る

80斤鋳型完成につき火入れ
80斤鋳型組み合わせの地銅を焼き崩す
∞斤鋳型へ真銅を入れる
∞斤鋳型開き→完成 【5挺目】
大工棟染引請にて地銅置場の拡張完了
∞斤・60斤・24斤御筒鉄玉完成
60斤御情鋳立て、巳中刻より吹き掛り、午中刻鋳込み完了→完成 【6挺目】
Ю斤御筒吹き立て
∞斤御筒鋳型開き→完成 【7挺目】
60斤砂量り
60斤御筒鋳型へ今暁より火入れ、5つ時頃真銅入れ、夕7つ時から吹き方開始、暮6つ時鋳込み

60斤鋳型開き→完成 【8挺目】
3貫ロハンドモルチール筒 3挺吹き潰し
3貫ロハンドモルチール筒鋳型3挺開きのところ出来方良好



2斤御筒傷あり、錯かけにつき再度打ち試し
ハンドモルチール筒3挺の貫目改め
80斤 ・∞斤先日当。中目当とも後入れにて4挺とも鋳込み完了
ヨナゲ職人が所々の土をヨナゲする
錐入場取り壊し
御筒完成につき鋳立場から台場囲内へ持ち込み
24斤御筒2挺を台場へ持ち込む
24斤御筒2挺を台場へ持ち込む
全ての御筒へ藁にて雨覆いをする
∞斤御筒1挺を台場へ持ち込む
60斤御筒1挺を台場へ持ち込む
∞斤・60斤 .30斤 12挺分の車軸鉄物・後車鋳立て実施
→御筒8挺全て持ち込み完了
大砲鋳立御用完了につき鋳物師棟梁が御礼のため会所へ罷出
ハンドモルチール筒台3挺完成
車軸吹き立て実施
台場胸壁30斤の場所埋め立て
3貫ロハンドモルチール筒打ち試し
御筒 8挺の貫目掛け改め (10日 まで)

御筒 12挺分の矢倉捻子、女捻子を鋳物師吹き立てのこと
ハンドモルチール筒3挺とも引き金完成
鋳立筒車胴吹き立て

台場据簡舶砲 12斤御筒6挺取り壊し、長カノン12斤 1挺を取り卸して鳥ケ崎へ廻送
新規鋳立て御筒類据付につきヘッチンク、蜘蛛手据付開始
車軸吹き立て
80斤・60斤 ・24斤 ・舶砲30斤 とも合計12挺へ御筒銘彫り付け完成
御簡色付け開始
玉揚げ台鋳立て

つ い の

註)・「大起鋳立場御用留」(横須賀市所蔵臼井家文書)よ り作成。

慶応元 .822

慶応元 :829

慶応元 .9■

慶応元 .9■0

慶応元 .9■0

慶応元 .9■ 3

慶応元 .9■ 3

慶応元 .9■ 4

慶応元 .9■ 8

慶応元 .9■ 8

慶応元 .9■ 9

慶応元 .920

慶応元 .922

慶応元 .929

慶応元 .lQ 3

慶応元 .103

慶応元 .104

慶応元 .105

慶応元 .10■ 2

慶応元 .10"
慶応元 .1020

慶応元 .10.∞

慶応元 .11.2

慶応元 .11.2

慶応元 .11.2

慶応元 .11■ 4

慶応元 .1■2
.12.12

台
の
製
造
作
業
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
六
月
二
〇
～
二
三
日
に
か
け
て

は
既
存
の
三
貫
ロ
ハ
ン
ド
モ
ル
チ
ー
ル
三
挺
が
鋳
潰
さ
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
し

て
同
砲
三
挺
が
新
た
に
鋳
造
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
年
四
月
二
四
日
ま
で
に
は

鉄
製
砲
弾
も
完
成
し
て
い
る
。

工
程
Ⅲ
で
は
、
大
砲
の
仕
上
作
業
や
鋳
造
の
過
程
で
生
じ
た
金
属
屑
の
取
り

集
め
、
土
砂
に
紛
れ
込
ん
だ
金
属
類
の
洵
げ
作
業
、
錐
入
場
の
取
り
壊
し
と
い

っ
た
後
始
末
が
行
わ
れ
、
九
月
二
二
日
に
は
大
砲
の
鋳
造
作
業
が
滞
り
無
く
完

了
し
た
と
し
て
鋳
物
師
棟
梁
が
会
所
で
御
礼
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
大

砲
に
取
り
付
け
る
照
準
や
捻
子
の
鋳
造
、
大
砲
八
挺
の
重
量
を
計
測
し
て
炭
手

間
代
を
算
出
す
る
た
め
の
貫
目
改
め
、
台
場
へ
の
大
砲
設
置
、
筒
銘
の
彫
付
け

や
色
付
け
、
車
軸

。
後
車

・
車
胴
と
い
っ
た
車
台
の
部
品
鋳
造
な
ど
が
行
わ
れ
、

一
二
月

一
二
日
に

「御
用
掛
」
。
大
工
棟
梁

・
同
見
習
が
揃

っ
て
場
所
引
き
払

い
の
旨
を
報
告
し
て
鋳
造
作
業
の
全
行
程
が
終
了
し
た
。

元
治
元
年
二
月
に
作
成
さ
れ
た
入
用
帳
に
は
大
砲
八
挺
の
鋳
造
に
必
要
と
さ

れ
た
地
錆
（青
銅
）
の
内
訳
と
炭
手
間
代
が
記
さ
れ
て
い
る
が
分
）、
こ
れ
に
よ
　
　
一

る
と
新
規
鋳
造
の
大
砲
は
八
〇
ポ
ン
ド
ガ
ラ
ナ
ー
ト
カ
ノ
ン
ニ
挺
、
六
〇
ポ
ン
　
　
一

ド
ガ
ラ
ナ
ー
ト
カ
ノ
ン
ニ
挺
、
二
四
ポ
ン
ド
長
ヵ
ノ
ン
四
挺
で
あ
り
、
い
ず
れ

も
地
錯
を
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
地
鏑
の
内
訳
を
み
る
と
、
原
料
と
な
る
丁

銅
と
錫
は
浦
賀
湊
で
は

「
上
品
」
が
売
買
さ
れ
て
お
ら
ず
幕
府
か
ら
の
下
付

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
大
砲
鋳
造
が
終
了
し
た
慶
応
元
年
八
月
段
階
に
作
成
さ

れ
た
入
用
帳
に
よ
る
と
、
丁
銅
五
七
九
九
貫
六
四
匁
、
錫
九
九
九
貫
九
三
六

匁
が
浅
草
御
蔵
か
ら
品
川
沖
を
経
て
浦
賀
湊
に
輸
送
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
（２
）。
砲
弾
に
関
し
て
も
鋳
造
終
了
後
の
慶
応
元
年
七
月
に
作
成
さ
れ
た
入

用
帳
か
ら
そ
の
詳
細
を
把
握
で
き
る
（る
）。
す
な
わ
ち
、
六
〇
・八
〇
ポ
ン
ド
ガ

ラ
ナ
ー
ト
カ
ノ
ン
分
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
柘
梱
弾
（ガ
ラ
ナ
ー
ト
）
一
二
〇
玉

。
実

弾
（ス
ダ
マ
）
五
〇
玉

。
鉄
葉
弾
（散
弾
）
三
〇
玉
分
小
玉
六
〇
〇
玉
、
二
四
ポ
ン

ド
長
カ
ノ
ン
分
と
し
て
実
弾
三
四
〇
玉

・
鉄
葉
弾
六
〇
玉
分
小
玉
、
い
ず
れ
も

鉄
製
で
あ
る
。

次
に
見
積
書
か
ら
作
成
し
た
表
②
に
よ
つ
て
館
浦
鋳
立
場
内
の
作
業
施
設
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
作
業
施
設
が
見
積
書
通
り
に
建
設
さ
れ



た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
「御
用
留
」
の
記
述
か
ら
少
な
く
と
も
設

置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
会
所
は
御
筒
鋳
立
場
、

御
筒
台
打
立
場
、
器
械
御
製
造

・
玉
置
場
普
請
会
所
、
玉
鋳
立
場
会
所
と
作
業

内
容
に
応
じ
て
個
別
に
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
会
所
に
は

「御
用

掛
」
の
浦
賀
奉
行
所
役
人
が
詰
め
、
諸
職
人
と
意
見
調
整
す
る
な
ど
鋳
造
に
関

す
る
事
務
作
業
が
行
わ
れ
た
。
細
工
小
屋
は
担
当
す
る
職
種
ご
と
に
大
工
方

・

鍛
冶
方

。
鋳
物
方
と
区
分
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
大
工
方
は
台
打
立
大
工
方

細
工
小
屋
と
材
木
置
場

。
木
挽
小
屋
、
鍛
冶
方
は
鍛
冶
方
鉄
打
延
場
と
鉄
物
仕

上
場
、
出
典
③
の
細
工
小
屋
は
器
械
御
製
造

・
玉
置
場
普
請
細
工
小
屋
と
玉
鋳

立
場
細
工
小
屋
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
踏
輔
場
（Ａ
）
は
四
か
所

一
棟
と
あ
る
。

こ
こ
で
は
丁
銅

。
錫
を
溶
解
し
て
地
錆
を
精
製
す
る
た
め
の
踏
輔
が
置
か
れ
、

溶
解
し
た
金
属
を
鋳
型
に
流
し
込
ん
で
大
砲
を
鋳
造
す
る
と
い
う

一
連
の
作
業

が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
踏
輔
場
（Ｂ
）
は
大
砲
附
属
器
械
の
製
造
用
と
し
て
見
積

も
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
地
銅
置
場
は
作
業
に
使
用
す
る
銅
や
錫
の

保
管
場
所
、
門
番
所
は
浦
賀
奉
行
所
付
足
軽
の
詰
め
所
で
職
人

。
人
足
ら
の
出

入
り
を
取
り
締
ま
る
た
め
の
施
設
で
あ
る
。

館
浦
鋳
立
場
で
は
元
治
元
年
七
月
か
ら
慶
応
元
年

一
二
月
に
か
け
て
作
業
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
間
、
浦
賀
奉
行
は
勘
定
奉
行
に
提
出
す
る
た
め
金
高

帳
を
二
冊
作
成
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち

一
冊
は
大
砲

・
車
台
製
造
に
関
す
る
元

治
元
年

一
〇
月
付
の
も
の
（２６
）、
も
う

一
冊
は
砲
弾
や
附
属
器
械
、
火
薬
製
造

に
関
す
る
慶
応
元
年
七
月
付
の
も
の
で
あ
る
（２７
）。
こ
れ
ら
は
と
も
に
工
程
Ⅱ
・

Ⅲ
の
始
期
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
で
の
作
業
を
開
始
す
る
に

あ
た

っ
て
、
個
別
に
作
成
さ
れ
た
諸
入
用
帳
を
基
礎
に
金
高
を
集
約
し
て
勘
定

奉
行

へ
提
出
し
た
帳
簿
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
二
冊
の
金
高
帳
か

ら
各
支
出
項
目
ご
と
の
代
金
を
帳
簿
の
記
載
順
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
③
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
支
出
は
Ａ
～
Ｍ
の

一
三
項
目
に
分
け
ら
れ
、
合
計
で
金

八

一
六

一
両
三
分

・
銀
二
匁
七
分

一
厘
三
毛
と
な
る
。
西
村
圭
子
氏
は
、
元
治

元
年

一
ｏ
月
付
金
高
帳
に
計
上
さ
れ
た
金
五
九
七
九
両
三
分

・
銀
四
分
三
厘
お

よ
び
勘
定
所
か
ら
無
償
給
付
さ
れ
た
銅

・
錫
な
ど
の
素
材
を
換
算
し
、
全
体
と

し
て
二
万
両
を
超
え
る
と
試
算
し
て
い
る
（２８
）。
し
か
し
、
こ
れ
だ
と
慶
応
元

表② 館浦鋳立場の作業施設一覧

註)・ ①元治元年5月「浦賀表御筒鋳立・同断台打立御普請中会所・細工小屋・囲菱矢来・会所御入用共仕訳帳」、②元治元年
10月 「浦賀表御筒御製造場御門番井同所小買物共御入用仕訳帳」、③慶応元年7月「浦賀表御備場御筒附器械御製造井
玉置場御普請玉鋳立中会所・細工小屋・囲菱矢来・会所御入用仕訳帳」(いずれも「大抱鋳立場御用留」所収)よ り作成。

_8_

施設名 軒高 屋根 建坪 損料銀 備考 出典

御普請中会所 1間半 4間 8尺 切妻造板葺 14坪 882匁 1棟は御筒鋳立場、
1棟は御筒台打立場

①

大工方細工小屋 3間 10間 8尺 切妻造藁
=

∞ 坪 ∞0匁 1棟は台打立大工方

細工小屋、1棟は同

断材木置場・木挽小
屋

鍛冶方細工小屋 3間 4間 1丈 1尺 切妻造板葺 1尺 5寸 2坪 1貫 2∞ 匁 1棟は鍛冶方鉄打延

場、1棟 は鉄物仕上

場

鋳物方細工小屋 10間 1丈 1尺 切妻造板華 1尺 5寸 35坪 1貫 7Ю 匁

2間半 6間 1丈 1尺 1尺 5寸 15坪 7Ю 匁

踏輔場 (A)四 ケ所 3間 5間 1丈 l尺 切妻造板葺 1尺 5寸 15坪 7Ю 匁

地銅置場 2間 4間 1丈 1尺 1尺 5寸 8坪 4∞ 匁

御門番所 1間 2間 8尺 2坪 126匁 ②

御普請会所 1間半 3間 8尺 切妻造板華 9坪 5合 5%匁 5分 1棟は器械御製造・

王置場普請会所、1

棟は玉鋳立場会所

③
踏輔場 G〕 2間 3間 1丈 1尺 6坪 3∞ 匁

細工小屋 3間 8間 1文 1尺 切妻造板
=

1尺 5寸 48坪 2貫 4∞ 匁 1棟は器械御製造・

玉置場普請細工小
屋、1棟 は玉鋳立場
細工小屋

16 5 匁 5合



年
七
月
付
金
高
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
砲
弾
や
附
属
器
械
、
火
薬
製
造
に
関
わ

る
経
費
が
脱
漏
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
二
冊
の
金
高
帳
を
合
わ
せ
た
金

八

王
ハ
一
両
三
分

・
銀
二
匁
七
分

一
厘
三
毛
を
全
体
的
な
お
お
よ
そ
の
事
業
費

と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

近
世
中
後
期
を
対
象
に
幕
府
財
政
の
実
態
を
考
察
し
た
飯
島
千
秋
氏
の
研
究

に
よ
る
と
（”
）、
元
治
元
年
に
お
け
る
幕
府
の
陸
軍
関
係
費
の
う
ち

「大
筒
鋳

立

。
小
筒
張
立
車
台
製
作
」
に
関
わ
る
経
費
は
八
万
七
九
八
六
両
と
あ
る
。
こ

の
中
に
元
治
元
年

一
〇
月
付
金
高
帳
の
金
五
九
七
九
両
三
分
余
が
含
ま
れ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
約
七
％
を
占
め
て
い
た
計
算
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
個
別

の
鋳
造
事
業
が
幕
府
全
体
の
そ
れ
に
占
め
る
割
合
と
し
て
は
決
し
て
低
い
数
値

と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
仮
に
陸
軍
関
係
費
に
計
上
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
館

浦
台
場
の
備
砲
鋳
造
の
目
的
で
臨
時
に
設
置
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
鋳
立
場
で
の

鋳
造
事
業
に
こ
れ
だ
け
の
経
費
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
自
体
、
幕
府
の
軍
事
政

策
を
捉
え
る
上
で
の
重
要
な
論
点
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
そ
れ
だ
け
の
規
模
の
事
業
が
、
な
ぜ
浦
賀
湊
で
展
開
し
得
た
の
か
、

そ
の
条
件
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
念
頭
に
置

い
て
、
以
下
で
は
事
業
に
関
わ

っ
た
浦
賀
奉
行
所
役
人
と
諸
職
人
の
役
割
、
相

互
の
関
係
性
な
ど
に
着
日
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三

「御
台
場
御
据
簡
鋳
立
御
用
掛
」
の
任
命

館
浦
鋳
立
場
に
お
け
る
大
砲
鋳
造
事
業
の
全
行
程
に
お
い
て
現
場
を
統
括
し

た
の
は

「御
用
掛
」
に
任
命
さ
れ
た
浦
賀
奉
行
所
役
人
で
あ
っ
た
。
表
④
は

「御

用
留
」
か
ら
判
明
す
る
限
り
で
大
砲
鋳
造
事
業
に
関
わ

っ
た
浦
賀
奉
行
所
役
人

の
諸
掛
任
免
時
期

。
掛
の
名
称

。
人
員
構
成
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
文
久
三
年

一
ｏ
月
に

「御
筒
類
取
調
掛
」
五
名
、
一
一
月
に
は

「御

筒
鋳
立
目
論
見
掛
」
二
名
が
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
館
浦
台
場
の

完
成
が

一
一
月
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
大
砲
の
鋳
造
が
計
画
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
元
治
元
年
七
月
に
は
中
嶋
三
郎
助
が

「諸
入
用
元
〆
御
用
掛

り
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
鋳
造
事
業
に
お
け
る
経
費
の
と
り
ま
と
め
を

行
う
役
職
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
時
期
に
与
力
三
名

。
同
心
組
頭

二
名

・
同
心
六
名
の
計

一
一
名
が
「御
台
場
御
据
筒
鋳
立
御
用
掛
」
（「御
用
掛
」
）

に
任
命
さ
れ
て
館
浦
鋳
立
場
の
築
造
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
翌
八
月
に
鋳
立

場
の
整
地
が
完
了
す
る
と
、
与
力
佐
々
倉
桐
太
郎

。
同
心
岩
田
平
作
が
加
わ

っ

て

一
三
名
と
な
り
、
大
砲
鋳
造
の
工
程
Ⅱ
に
入
っ
て
い
く
。
そ
の
後
中
嶋
三
郎

助
が
加
わ
っ
て

一
四
名
と
な
り
、
合
原

。
佐
々
倉

。
岡
田
と
と
も
に
付
切
り
勤

表③ 金高帳にみる支出一覧

註)・ ①元治元年 10月「館浦御備場御据筒井海岸煩車御製造金高帳」・②慶応元年7月 「館浦御台
場御据筒・御貯玉・器械・玉置場・製造道具・調合薬入桶・砲門埋塞御製造井小屋会所御入
用金高帳」(いずれも「大抱鋳立場御用留」所収)よ り作成。

分類 項 目 代金 出典

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

　

Ｅ

館浦御備場御据筒大小 8挺御鋳立炭手間御入用

和流御筒25挺・舶来御筒 3挺撃砕炭手間御入用

館浦御備場御据筒附海岸煩車12挺御製造御入用

館浦御備場御据筒井海岸煩車御製造中会所囲菱矢

来・細工小屋・踏輔場 。榜示杭其外会所御入用

館浦御備場御据筒鋳立場御門番所御入用

2765両

60両

2990両

金 15両 1分・銀 10匁 7分

金9両 1分・銀4匁 7分 3厘

①

小  計 金 59"両 3分・銀 4分 3厘
Ｆ

　

Ｇ

Ｈ

　

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

館浦御台場御据筒新規御鋳立之分8挺御貯玉御製

造御入用

館浦御台場御据筒器械御製造御入用

館浦御台場在来御据簡2斤 4挺分増御貯王御製

造御入用

館浦御台場砲門4ヶ所埋塞御入用

館浦御台場御据筒玉置場新規御取建御入用

80斤・∞斤製薬道具御入用

調合薬入桶仕立御入用

右御品 御々製造中会所・細工小屋・菱矢来・会所

御入用

金 1182両 1分・銀 11匁 8分 2厘 8毛

金 432両 1分・銀 6匁

金 1"両 2分・銀 3匁 2分 5厘

金

“

両 1分・銀 2匁 5分 9厘

金 132両 1分・銀 7匁 9分 9厘 2毛

7両 1分
金 117両 1分・銀 5匁

金
"両

・銀 10匁 6分 2厘 3毛

②

小  計 金 2181両 3分・銀 2匁 2分 8厘 3毛

総  計 金8161両 2分・銀 2匁 7分 1厘 3毛
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任免時期 掛名称 任免状況 役人名 人員構成 繕人数

文久 3■0%
(1“ 3)

御衝類取調掛
岡田増太郎・白井進平・山本金次郎・金沢

元吉・太田餃之丞
与力 1名 ・同心 4名

文久 3.11.8

(18.63)
御竹鋳立目論見掛 合原操蔵・岡田増太郎 与力 2名

元治元.7

(1864)

諸入用元/御用掛り 時々台場へ見廻り勤め 中嶋二郎助 与力 1名

御台場御据街鋳立御用掛 佐々倉桐太郎帰番まで 平田恵太夫

与力3名・同心組頭2名

同心6名
11

御台場御据筒鋳立御用掛

合原操蔵・岡田増太郎・巨差進工・柴田伸助・

自差塵二巫・福西雅次郎・福西啓蔵・込山
織之介・金沢元吉・太田鉱之丞

印台場御据筒鋳立御用掛 佐 倉々桐太郎

与力4名・同心組頭2名

同心7名
13

(1864) 岩田平作

元治元 .8■ 9

(1864)
御台場御据筒鋳立御用掛

佐々倉桐太郎帰番後も

継続
平田恵太夫

元治元 .9.4

(1864)
御台場御据竹鋳立御用掛

付切り差免、見廻り動
め

合原操蔵

(1864)

元治元 1■21 御台場御据簡鋳立御用掛 付切勤め 中嶋二郎助・合原操菫
同心 7

名・同心組頭2名

名
与力 5

14
御台場御据筒鉾立御用掛 付切勤め 佐々倉桐太郎・岡田増太郎

元治21
(1%5)

御台場御据筒鋳立御用掛 病気につき御免 佐々倉桐太郎
与力4名・同心組頭2名

同心 7名
13

元治2212
(1865)

御台場御据街鋳立御用掛 鋳立見廻 り御用掛御免 平田恵太夫
与力3名・同心組頭2名

同心 7名
12

元治 2.3■7

(1865)
御鋳立御用掛 村松源八郎

与力4名・同心組頭2名

同心 7名
13

元治 2.4.6

(1865)
御用掛 金沢喬之助

与力4名・同心組頭2名

同心 8名
14

慶応元 7.

(1865)
玉薬製造掛 御用掛兼帯

与力3名・同心組頭2名

同心 7名
12

御用掛 病気につき御免 柴田伸助
与力4名・同心組頭2名

同心7名
13

慶応元 .11.∞

(1865)
御用掛 江戸在勤のため御免 込山織之助・大田鉱之丞

与力4名・同心組頭2名

同心 5名
11

表④ 諸掛任免一覧

註)・「大飽鋳立場御用留」(横須賀市所蔵臼井家文書)よ り作成。
・役人名のうち与力はゴシック、同心組頭はアンダーラインで示した。

め
と
し
て
会
所
に
常
駐
す
る
よ
う
に
な
り
、
鋳
造
事
業
が
本
格
化
し

て
い
く
。
翌
元
治
二
（慶
応
元
）
年
の
初
頭
に
は
佐
々
倉
と
平
田
が
御

役
御
免
と
な

っ
て
減
員
と
な
る
が
、
二
四
斤
御
筒
の
試
射
開
始
前
に

与
力
村
松
源
八
郎
、
八
〇
斤
御
筒
の
鋳
造
前
に
同
心
金
沢
喬
之
助
が

新
た
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
大
砲
の
試
射
が
行
わ
れ
る
前
段
階
の
慶

応
元
年
七
月
に
は

「御
用
掛
」
が

「
玉
薬
製
造
掛
」
を
兼
帯
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
兼
帯
し
て
い
な
い
与
力

・
同
心
が
そ
れ
ぞ
れ

一
名
ず
つ
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
元
治
元
年

一
二
月
か
ら
慶
応
二

年
（
一
八
六
六
）
三
月
三
〇
日
ま
で
軍
艦
頭
取
出
役
を
命
じ
ら
れ
て
い

た
与
力
中
嶋
三
郎
助
と
元
治
元
年

一
一
月
二
二
日
に
富
士
見
宝
蔵
番

格
軍
艦
組
出
役
に
任
命
さ
れ
た
同
心
岩
田
平
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
（３０
）。
中
嶋
と
岩
田
は
軍
艦
操
練
所

へ
の
出
役
期
間
中
、
実
質
的

に
浦
賀
湊
で
活
動
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「御
用
掛
」

御
免
に
な
っ
た
こ
と
は
史
料
上
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
人
員
構
成

中
の
人
数
に
は
変
更
を
加
え
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
「御
用
掛
」

の
総
人
数
は
作
業
工
程
に
応
じ
て

一
一
～

一
四
名
の
間
で
推
移
し
、

時
期
に
よ
り
構
成
は
異
な
る
も
の
の
、
総
じ
て
与
力
六
名
、
同
心
組

頭
二
名
、
同
心
八
名
、
計

一
六
名
の
浦
賀
奉
行
所
役
人
が
関
与
し
た

こ
と
に
な
る
。

「御
用
掛
」
の
重
要
な
役
割
と
し
て
は
大
砲
の
図
面
作
成
が
あ

っ

た
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
示
し
得
る
明
確
な
史
料
は
管
見
の
と
こ

ろ
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、
「御
用
掛
」
が
職
人
に
図
面
を
下
付

し
て
い
る
こ
と
（じ
、
表
④
の
よ
う
に
浦
賀
奉
行
所
役
人
が
文
久
三

年

一
〇
月
に

「御
筒
類
取
調
掛
」
、
一
一
月
に

「御
筒
鋳
立
目
論
見
掛
」

に
任
命
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
多
く
が
そ
の
ま
ま

「御
用
掛
」
に
任
命

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
浦
賀
奉
行
大
久
保
忠
董
が
前
述
の
文
久
三

年

一
一
月
付
上
申
書
提
出
に
際
し
て
「御
鋳
立
見
込
之
御
筒
類
図
面
」

も
差
添
え
て
い
る
こ
と
（３２
）
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
鋳
造
事
業

に
関
わ

っ
た
浦
賀
奉
行
所
役
人
が
大
砲
の
図
面
を
作
成
し
、
そ
れ
を

浦
賀
奉
行
や
職
人
に
手
渡
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
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と
も
大
砲
の
図
面
を
管
理
し
、
会
所
に
詰
め
て
鋳
造
の
現
場
に
立
ち
会
う
な
ど

館
浦
鋳
立
場
の
運
営
を
取
り
仕
切

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
大

砲
鋳
造
に
関
す
る

一
定
の
知
識

・
技
能
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は

十
分
に
想
定
し
得
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
長
崎
海
軍
伝
習
へ
の
参
加
経
験
を
有
す
る
浦
賀

奉
行
所
役
人
の
存
在
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
長
崎
海
軍
伝
習
は
安
政
二
年
か

ら
同
六
年
に
か
け
て
旗
本

・
御
家
人

・
諸
藩
士
を
対
象
に
行
わ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ

人
教
師
団
に
よ
る
西
洋
式
海
軍
技
術
伝
習
の
こ
と
で
あ
る
（３３
）。
「御
用
掛
」
に

任
命
さ
れ
た
浦
賀
奉
行
所
役
人
の
う
ち
中
嶋
三
郎
助

・
合
原
操
蔵

・
佐
々
倉
桐

太
郎

・
柴
田
伸
助

・
岩
田
平
作
お
よ
び

「御
筒
類
取
調
掛
」
の
山
本
金
次
郎
ら

は
長
崎
海
軍
伝
習
に
参
加
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
教
官
か
ら
西
洋
式
海
軍
技
術
に
関

す
る
実
地
の
教
育
を
受
け
て
い
た
。
与
力

。
同
心
の
伝
習
参
加
に
際
し
て
浦
賀

奉
行
が
老
中
阿
部
正
弘
に
差
し
出
し
た
取
調
書
に
よ
る
と
、
中
嶋

・
佐
々
倉
は

「文
学
才
力
も
有
之
、
胞
術
其
外
大
船
製
造
方
等
も
相
心
得
御
用
立
候
者
御
座

候
」
、
柴
田
は

「大
船
製
造
方
心
得
井
筆
算
等
宜
敷
仕
候
者
二
御
座
候
」
、
岩
田
・

山
本
は

「測
量
其
外
胞
術
筆
算
等
宜
仕
候
者
二
御
座
候
」
と
、
砲
術

・
造
船

・

筆
算
に
関
す
る
技
能
が
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（勢
）。
ま
た
、
阿
部

正
弘
は
伝
習
に
参
加
す
る
浦
賀
奉
行
所
役
人
に
対
し
て

「其
方
共
ハ
大
小
胞
船

打
ハ
勿
論
、
陸
戦
井
台
場
之
製
作
等

二
至
迄
、
惣
而
胞
術
二
関
係
い
た
し
候
儀

は
不
洩
様
修
業
い
た
し
、
船
大
工
之
も
の
ハ
船
之
器
械
製
作
を
稽
古
い
た
し
、

都
而
右
二
人
（矢
田
堀
景
蔵

・
勝
麟
太
郎

。
永
持
亨
次
郎
）
之
者
共
差
図
を
得
、

請
持
之
業
柄
可
成
丈
早
々
熟
練
候
様
出
精
可
被
致
候
」
（括
弧
内
は
著
者
の
注

記
）
と
申
し
渡
し
て
お
り
、
砲
術
の
習
得
が
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
（３５
）。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
館
浦
鋳
立
場
で
の
大
砲
鋳
造
事
業
は
長
崎
海
軍
伝
習
で

習
得
し
た
技
術
の
実
践
の
場
で
あ

っ
た
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前

述
の
よ
う
に
浦
賀
奉
行
大
久
保
忠
童
は
文
久
三
年

一
一
月
付
上
申
書
の
中
で
、

浦
賀
湊
で
大
砲
鋳
造
を
行
う
根
拠
の
一
つ
と
し
て
「兼
而
製
造
法
も
研
究
仕
居
」

と
い
う
浦
賀
奉
行
所
役
人
の
存
在
を
挙
げ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
長
崎
海
軍
伝
習

経
験
者
を
中
核
と
し
た
人
的
基
盤
の
蓄
積
を
端
的
に
指
し
示
し
た
も
の
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

と
な
る
と
、
次
に
問
題
と
す
べ
き
は
同
じ
大
久
保
の
上
申
書
に

「其
節
製
作

仕
候
職
方
之
も
の
」
と
あ

っ
た
職
人
集
団
の
動
向
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
　
諸
職
人
の
就
業

館
浦
鋳
立
場
に
お
け
る
大
砲
鋳
造
事
業
に
は
、
金
属
を
溶
解
し
て
大
砲
を
鋳

立
て
る
鋳
物
師
の
ほ
か
に
鋳
立
場
建
設
や
車
台
製
作
に
従
事
し
た
大
工
、
そ
の

他
鍛
冶

・
木
挽
な
ど
の
職
人
や
資
材
を
運
搬
す
る
た
め
の
日
雇
い
人
足
な
ど
、

多
く
の
労
働
力
が
編
成
さ
れ
た
。

鋳
造
事
業
全
般
を
統
括
し
た
の
は

「御
用
掛
」
に
任
命
さ
れ
た
浦
賀
奉
行
所

役
人
で
あ

っ
た
が
、
職
人
と
い
う
技
術
労
働
力
を
編
成
し
て
現
場
で
の
指
揮

。

監
督
を
担

っ
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
棟
梁
で
あ

っ
た
。

以
下
で
は
館
浦
鋳
立
場
を
結
節
点
と
し
て
立
ち
現
れ
る
社
会
関
係
の
在
り
方

に
着
目
し
て
諸
職
人
の
動
向
を
考
察
し
て
き
た
い
。

（
一
）
鋳
物
師
集
団
の
就
業

鋳
物
師
と
は
、　
一
般
的
に
は
、
銅
や
鉄
な
ど
の
金
属
を
溶
解
し
て
諸
種
の
型

枠
に
流
し
込
み
、
武
器

・
像

・
鐘

・
生
活
用
具
を
製
造
す
る
な
ど
、
鋳
造
を
営

む
職
人
の
こ
と
で
あ
る
。
館
浦
鋳
立
場
で
の
鋳
造
事
業
の
場
合
、
浦
賀
近
郊
の

大
津
村
の
鋳
物
師
金
杉
権
次
郎
と
武
州
川
口
宿
の
鋳
物
師
永
瀬
九
兵
衛
の
二
名

が
鋳
物
師
棟
梁
と
し
て
作
業
に
従
事
し
て
い
る
。
近
世
に
お
い
て
全
国
の
鋳
物

師
は
公
家
の
真
継
家
に
よ
つ
て
統
括
さ
れ
て
い
た
（３６
〉。
川
日
の
鋳
物
師
集
団

も
宝
暦

一
三
年
（
一
七
六
三
）
に
真
継
家
か
ら
の
許
状
を
受
け
て
そ
の
支
配
下
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
（じ
、
大
津
村
の
鋳
物
師
に
つ
い
て
は
支
配
関
係
を
確

認
で
き
な
い
。
と
も
あ
れ
、
両
鋳
物
師
が

「御
用
掛
」
か
ら
渡
さ
れ
た
絵
図
面

を
も
と
に
踏
輔
場
で
鋼

・
錫

。
鉄
な
ど
の
金
属
を
溶
解
し
て
青
鋼
製
の
大
砲
、

鉄
製
の
砲
弾
を
鋳
造
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
お
、本
稿
で
表
記
す
る
「鋳

物
師
集
団
」
と
は
、
棟
梁
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
鋳
物
師

・
鍛
冶

。
仕
上
職
人

な
ど
、
大
砲
鋳
造
の
作
業
工
程
に
関
わ
る
諸
種
の
職
人
を
含
む
集
団
を
示
す
も
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の
と
す
る
。

浦
賀
奉
行
所
役
人
の
申
渡
し
に
よ
っ
て
館
浦
鋳
立
場
で
の
大
砲
鋳
造
を
最
初

に
請
け
負

っ
た
の
は
権
次
郎
の
方
で
あ
っ
た
。
嘉
永
期
に
浦
賀
湊
で
の
鋳
造
に

携
わ
っ
た

「大
津
之
者
」
が
権
次
郎
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
浦
賀

奉
行
大
久
保
の
文
久
三
年

一
一
月
付
上
申
書
に
お
い
て
嘉
永
六
年
時
の
鋳
造
に

参
加
し
た
職
人
の
存
在
が
浦
賀
湊
で
鋳
造
を
行
う
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

考
え
合
わ
せ
る
と
、
権
次
郎
も
そ
の
う
ち
の

一
人
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
権
次
郎
は
八
月
四
日
に
鋳
造
請
け
負
い
の
証
文
を
浦
賀
役
所
に

提
出
し
て
い
る
（じ
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
八
十
封
度
弐
挺

。
六
十
封
度
弐
挺

・

弐
拾
四
封
度
四
挺
」
を
請
け
負
う
に
あ
た

つ
て
職
人
を
編
成
し
て
浦
賀
奉
行
所

役
人
の
指
示
通
り
に
作
業
を
遂
行
す
る
こ
と
、
鋳
造
作
業
中
に
職
人
や
人
足
に

「
不
取
締
」
が
あ

っ
た
場
合
は
人
員
を
再
編
し
、
喧
嘩

・
口
論

。
賭
博

・
酒
宴

を
禁
止
す
る
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
公
郷
村
年
寄
の
杢
左

衛
門
が

「証
人
」
と
し
て
連
名
し
て
い
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
永
嶋
庄
兵
衛

が

「前
書
之
通
権
次
郎
江
御
請
負
被
仰
付
候

二
付
而
は
、
同
人
身
分
は
勿
論
証

人
等
高

一
何
様
之
異
変
仕
候
共
私
御
引
受
申
上
、
御
製
造
御
用
向
都
而
御
差
支

不
相
成
様
可
仕
候
」
と
奥
書
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
永
嶋
庄
兵
衛
は
安
政
二

年
に
公
郷
村
名
主
の
父
庄
司
の
跡
を
継
い
で
村
々
取
締
役
頭
取

・
御
改
革
組
合

大
惣
代
、
文
久
三
年
九
月
に
は
郡
中
取
締
役
に
就
任
し
た
地
域
の
有
力
者
で
あ

る
（３９
〉。
品
川
沖
四
番

・
七
番
台
場
や
越
中
島

・
佃
島
砲
台
の
建
造
に
際
し
て

は

「
石
納
人
」
と
し
て
相
州

。
豆
州
の
石
材
提
供
を
請
け
負

っ
た
が
（“
）、
館

浦
鋳
立
場
で
の
大
砲
鋳
造
事
業
に
あ
た
つ
て
も
鋳
物
師
棟
梁
の
引
受
人
と
し
て

関
与
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
権
次
郎
が
家
族
と
と
も
に
浦
賀
湊
へ
引

っ
越
し
た
時
に
庄
兵
衛
が

「手
代
同
様
之
も
の
」
で
あ
る
浅
次
郎
を

「取
締
」

と
し
て
権
次
郎
の
も
と
へ
派
遣
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
（４‐
）。
ま
た
、
権
次
郎
が
請
負
人
に
選
ば
れ
た
背
景
に
は
永
嶋
庄
兵
衛
の
仲

介
が
あ

っ
た
と
も
推
察
で
き
よ
う
。

権
次
郎
は
作
業
の
開
始
に
あ
た

つ
て
輔
（金
属
の
熱
処
理
や
精
錬
に
用
い
る

送
風
器
）
や
鋳
型
を
固
定
す
る
た
め
の
針
金
な
ど
の
鋳
物
道
具
を
江
戸
か
ら
取

り
寄
せ
る
と
と
も
に
、
江
戸
か
ら
鋳
物
師
が
追

っ
て
参
着
す
る
の
で
鋳
立
場

建
設
を
早
急
に
進
め
る
よ
う
他
の
棟
梁
に
通
達
し
て
ほ
し
い
と
申
し
出
て
い

る
（４２
）。
権
次
郎
は
元
治
元
年
七
月
二
二
日
に
出
府
し
て
三
〇
日
に
浦
賀
湊

ヘ

帰
着
し
て
い
る
が
（Ｃ
、
こ
の
間
、
道
具
の
調
達
や
江
戸
の
鋳
物
師
職
人
の
動

員
な
ど
作
業
の
準
備
に
奔
走
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
権
次
郎
の
活
動
基
盤

の
詳
細
は
明
確
で
は
な
い
が
、
江
戸
が
主
要
な
拠
点
の

一
つ
で
あ

っ
た
こ
と
は

確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
よ
り
有
利
な
就
業
機
会
を
求
め
て
活
動
す

る
江
戸
職
人
の
存
在
が
幕
末
期
の
大
砲
鋳
造
事
業
を
支
え
る
基
盤
に
な

っ
て
い

た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
棟
梁
は
職
人
だ
け
で
な
く
人
足
の
動
員
も
請
け
負

っ
た
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
日
雇
人
足
頭
が
仲
介
に
あ
た
つ
て
い
る
。
同
年
九
月
二
〇
日
に
鋳
物

師
棟
梁
権
次
郎
が

「御
用
掛
」
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
日
雇
人
足
頭

の
常
五
郎
と
藤
蔵
と
の
間
で

「
混
雑
」
が
あ

っ
た
と
い
う
（“
）。
す
な
わ
ち
、

権
次
郎
が
入
足
を
両
人
へ
五
分
ず
つ
の
割
合
で
差
し
出
す
よ
う
申
し
付
け
た
い

と
思

っ
て
い
た
と
こ
ろ
常
五
郎
が
七
分
三
分
の
割
合
に
す
る
よ
う
主
張
し
た
た

め
、
権
次
郎
は

「御
威
光
ヲ
以
宜
敷
相
願
度
故
」
と
浦
賀
奉
行
所
の
権
威
を
頼

っ
て

「常
五
郎
よ
り
入
候
人
足
取
持
方
、
藤
蔵
入
候
人
足
同
様
二
い
た
し
呉
候

様
申
談
」
じ
た
。
こ
れ
を
受
け
て

「御
用
掛
」
は
権
次
郎

へ

「其
方
取
極
メ
不

申
、
両
人
二
而
談
合
之
上
熟
談
為
致
候
様
」
と
申
し
渡
し
た
と
こ
ろ
、
翌
日
に

は
権
次
郎
が
常
五
郎
と
熟
談
で
き
た
と
礼
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
鋳
物
師

棟
梁
が
入
足
差
出
し
の
割
合
を
決
め
て
日
雇
人
足
頭
に
動
員
を
命
じ
よ
う
と
し

た
が
、
常
五
郎
と
藤
蔵
と
の
間
で
意
見
調
整
が
で
き
な
か

っ
た
た
め
、
ま
ず
は

浦
賀
奉
行
所
の
権
威
に
す
が
っ
て
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「御
用
掛
」
か
ら
は
常
五
郎
と
藤
蔵
の
間
で
熟
談
す
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
て

い
る
。
「御
用
掛
」
は
あ
く
ま
で
問
題
に
直
接
介
入
せ
ず
、
当
事
者
間
で
の
問

題
解
決
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「御
用
掛
」
の
姿
勢
は
人
足

の
動
員
に
限
ら
ず
、
職
人
の
就
業
そ
の
も
の
に
関
わ
る
局
面
に
お
い
て
も
見
受

け
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
で
触
れ
た
い
。

（
二
）
「相
棟
梁
」

一
件
に
み
る
就
業
秩
序
の
維
持

元
治
元
年
八
月
に
は

「御
用
掛
」
か
ら
権
次
郎
率
い
る
鋳
物
師
集
団
に
二
四
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斤
御
筒
型
が
渡
さ
れ
、　
一
〇
月

一
日
か
ら
大
砲
の
鋳
造
が
開
始
さ
れ
る
が
、
そ

の
翌
二
日
に
は
権
次
郎
に

「不
取
締
」
が
あ

っ
た
と
し
て
、
「御
用
掛
」
は

「変

棟
梁
之
惟
成
も
の
」
を
選
抜
す
る
た
め
に
出
府
し
て
い
る
（４５
）。
「不
取
締
」
の

具
体
的
な
内
容
は
不
明
だ
が
、
請
負
証
文
の
趣
意
に
反
す
る
よ
う
な
職
人

。
人

足
の
動
員
に
関
わ
る
不
手
際
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
権
次
郎

は
そ
の
後
も
鋳
造
作
業
に
従
事
し
、　
一
一
月

一
九
日
に
は
取
り
敢
え
ず
二
四
斤

御
筒

一
挺
を
鋳
造
す
る
に
至

っ
て
い
る
（“
）。

し
か
し
な
が
ら
、　
一
二
月
三
日
に
は
川
口
宿
鋳
物
師
永
瀬
九
兵
衛
代
熊
蔵

ヘ

「御
筒
鋳
立
御
用
」
が
命
じ
ら
れ
（″
）、
棟
梁
永
瀬
九
兵
衛
を
核
と
す
る
川
回
の

鋳
物
師
集
団
が
鋳
造
事
業
に
関
わ

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

川
回
の
鋳
物
師
集
団
が
幕
府
の
軍
事
改
革
に
お
け
る
銃
砲
鋳
造
の

一
翼
を
担

う
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
の
は
天
保
改
革
以
降
の
こ
と
で
、
嘉
永
六
年
に
設
け

ら
れ
た
江
戸
の
湯
島
鋳
砲
場
に
も
就
業
し
、
そ
れ
と
は
別
に
幕
府

・
諸
藩
か
ら

の
銃
砲
の
注
文
も
受
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
川
回
の
鋳
物
師
集
団
は
自
己

の
伝
統
的
鋳
造
技
術
を
基
盤
に
、
次
々
と
幕
藩
営
事
業
を
上
回
る
利
潤
を
挙
げ

て
成
長
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（毬
）。

他
方
、
権
次
郎
は
永
瀬
九
兵
衛
の

「脇
棟
梁
」
と
い
う
形
で
鋳
造
に
従
事
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
詳
し
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。

元
治
元
年

一
二
月
四
日
付
で
永
瀬
九
兵
衛
が
浦
賀
奉
行
所
役
人
に
差
し
出
し

た
願
書
に
よ
る
と
（゙
）、
「不
行
届
之
筋
」
が
あ

っ
た
た
め
権
次
郎
が
鋳
立
御
用

を

「御
免
」
に
な

っ
た
と
こ
ろ
、
「
不
行
届
之
段
重
々
奉
恐
入
、
以
後
精
々
骨

折
御
用
相
勤
申
度
段
私
江
取
槌
り
相
歎
申
候
間
」
と
権
次
郎
が
九
兵
衛
を
頼

っ

て
き
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
九
兵
衛
は

「御
宥
免
」
を
願
上
げ
る
と
同
時
に
、

権
次
郎
を

「私
脇
棟
梁
」
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
地
元
の

鋳
物
師
棟
梁
を
組
み
込
む
こ
と
で
鋳
造
事
業
を
円
滑
に
進
め
よ
う
と
す
る
九
兵

衛
の
意
図
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
翌
五
日
、
権
次
郎

へ

「脇
棟
梁
」
が
命
じ
ら
れ
、
「
且
利
害
損
失
共
九
兵
衛

。
権
次
郎
両
人
二
而

可
致
旨
申
渡
し
有
之
候
事
」
と
さ
れ
た
（”
）。
九
兵
衛
と
権
次
郎
は
鋳
立
御
用

に
お
け
る
利
害
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
た
め
に
新
た
な

問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

同
年

一
二
月
三
日
、
権
次
郎
の
証
人
杢
左
衛
門
は

「御
用
掛
」
に
以
下
の
よ

う
な
請
書
を
提
出
し
て
い
る
（５１
）。
す
な
わ
ち
、
権
次
郎
は
鋳
立
御
用
に
際
し

て
浦
賀
奉
行
所
役
人
か
ら
入
用
金
六
〇
〇
両
を

「内
借
」
し
て
い
た
が
、
「権

次
郎
不
行
届
よ
り
廉
々
雑
費
多
相
成
」
り
、
金

一
五
〇
両
ほ
ど
が

「不
足
」
に

な

っ
た
た
め
に
杢
左
衛
門
が
そ
の
返
納
を
請
け
負
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
翌
慶
応
元
年
二
月

一
八
日
に
な

っ
て
川
口
宿
鋳
物
師

熊
蔵
が

「御
用
掛
」
に
伝
え
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
（５２
）、
権
次
郎
か
ら

「相
棟

梁
」
に
し
て
く
れ
と
の
申
出
が
あ

っ
た
と
い
う
。
熊
蔵
は
権
次
郎
側
が
不
足
金

一
五
〇
両
を
確
実
に
支
払
う
の
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
に
願
い
出
る
が
、
「相
棟

梁
二
相
成
、
損
之
節
ハ
私
壱
人
二
而
出
候
様

二
相
成
候
而
は
難
儀
仕
」
と
い
う

こ
と
を
懸
念
し
て
お
り
、
「利
徳
之
処
重
く
、
御
筒
も
宜
分

二
も
無
之
処
江
右

様
内
談
有
之
候
而
は
御
免
願
申
上
候
外
無
之
段
内
々
之
由
申
出
」
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
こ
で

「御
用
掛
」
は
永
嶋
庄
兵
衛
を
介
し
て
権
次
郎

・
杢
左
衛
門

。
滝

次
郎
を
呼
び
寄
せ
、
「先
ツ
内
々
二
而
得
と
掛
合
い
た
し
、
熟
談
之
上
会
所

へ

可
申
上
旨
」
を
通
達
し
、
こ
れ
を
受
け
た
三
名
は
権
次
郎
を

「相
棟
梁
」
と
す

る
こ
と
、
不
足
金

一
五
〇
両
は
権
次
郎
が
出
金
す
る
こ
と
を
熊
蔵
と
と
も
に
申

し
出
て
い
る
（５３
）。
と
こ
ろ
が
、後
日
杢
左
衛
門
が
庄
兵
衛
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、

庄
兵
衛
は

「権
次
郎
色
忽
之
儀
有
之
、
此
上
相
棟
梁
相
願
候
と
も
危
忽
有
之
候

は
不
相
成
候
間
、
其
儘
差
置
候
様
」
と

「相
棟
梁
」
願
い
に
反
対
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
（Ｍ
）。
そ
の
旨
を
杢
左
衛
門
代
百
姓
甚
右
衛
門
が
申
し
出
た
と
こ
ろ
、

「御
用
掛
」
は

「相
棟
梁
願
候
儀
は
掛
之
も
の
存
寄
無
之
候

二
付
、
相
棟
梁
願

候
而
も
拒
御
儀
は
無
之
旨
」
を
通
知
し
て
い
る
（”
）。
最
終
的
に
権
次
郎
が

「相

棟
梁
」
を
勤
め
る
こ
と
は

「差
戻
」
と
な
り
（“
）、
不
足
金

一
五
〇
両
の
返
納

に
関
し
て
は
九
兵
衛

・
権
次
郎

。
杢
左
衛
門
ら
で
相
談
し
た
結
果
、
九
兵
衛
が

負
担
す
る
こ
と
で
決
着
し
て
い
る
（じ
。

「差
戻
」
と
な

っ
た
理
由
は
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の

一
件
に
関
し
て

「御

用
掛
」
は
内
々
に
熟
談
す
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
の
み
で
、
「存
寄
無
之
」

と
し
て
そ
の
決
定
を
当
事
者
間
で
の
調
整
に
委
ね
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
権
次
郎
の
引
受
人
で
も
あ
る
永
嶋
庄
兵
衛
の
意
向
が

一
定
の
影
響
を
及
ぼ

し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
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こ
こ
か
ら
は
請
負
人
ら
の
裁
量
を
前
提
と
し
て
浦
賀
湊
の
大
砲
鋳
造
事
業
が

展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
を
看
取
で
き
よ
う
。
勿
論
、
そ
の
裁
量
は
労
働
力
を
円

滑
に
編
成
し
て
幕
府
の
要
求
に
沿

っ
た
形
で
御
用
を
請
け
負
う
限
り
に
お
い
て

認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
権
次
郎
の
よ
う
に

「
不
行
届
」
が
あ
れ
ば
御
免
と

な
る
場
合
も
あ
る
な
ど
、
公
権
力
の
存
在
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

（三
）
職
人
集
団
の
移
動

権
次
郎
が
ど
の
程
度
の
職
人
を
編
成
し
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
九
兵

衛
の
場
合
は
大
体
の
職
人
数
を
確
認
で
き
る
。
表
⑤
は
川
口
鋳
物
師
集
団
に
よ

る
浦
賀
湊

・
川
日
間
の
移
動
の
様
子
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。　
一
一
月
に
は
川

口
鋳
物
師
の
存
在
を
確
認
で
き
る
（Ｎ。
１
）
。
九
兵
衛
が
鋳
造
作
業
を
請
け
負
う

に
あ
た

っ
て

「御
用
掛
」
と
の
間
で
事
前
に
何
ら
か
の
交
渉
が
あ

っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
九
兵
衛
に

「御
筒
鋳
立
御
用
」
が
命
じ
ら
れ
て
実
際
に
作
業
が
開

始
さ
れ
た
元
治
元
年

一
二
月
か
ら
三
挺
目
の
二
四
斤
御
筒
の
鋳
造
が
始
ま
る
翌

年

一
月
の
間
は
職
人
の
頻
繁
な
移
動
が
認
め
ら
れ
る
（ｍ
２
～
８
）
。
ヽ
９
は
鋳

型
に
使
用
す
る
土
砂
の
調
達
、
ヽ
１２
は
職
人
と
の
値
段
調
整
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
砲
身
の
鋳
造
が
終
了
し
た
慶
応
元
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
は

仕
上
職
人
や
鍛
冶
屋
の
移
動
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
（ヽ

１２
～
２０
）
。
こ
れ
は
ハ

ヅ
リ
（鋳
型
の
合
わ
せ
目
の
隙
間
に
生
じ
た
余
分
な
金
属
）
の
除
去
、
捻
子
の
打

ち
直
し
、
照
準
の
取
り
付
け
な
ど
仕
上
作
業
の
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ヽ
１７
は
九
兵
衛
が

「御
用
掛
」
に
出
し
た
盆
休
暇

願
い
の
内
容
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
時
期
に
は
少
な
く
と
も
二
四
名
の
職

人
が
館
浦
鋳
立
場
で
作
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
年
九
月
に
な

る
と
鋳
物
師
集
団
に
よ
る
鋳
造
作
業
が
終
了
し
、
職
人
の
川
口
へ
の
帰
着
が
始

ま
る
（ヽ

２１

・
２２
）
。
そ
の
後
は
手
当
金
の
受
取
の
た
め
銀
次
郎
が
再
度
浦
賀
湊

に
到
着
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
（ヽ

２３
）
。

こ
の
よ
う
に
川
回
の
鋳
物
師
集
団
は
作
業
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て
適
宜
浦
賀

湊
と
川
回
の
間
を
行
き
来
し
て
お
り
、
そ
の
就
業
形
態
は
非
常
に
流
動
的
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
川
日
の
鋳
物
師
集
団
に
と
っ
て
浦
賀
湊
は
川
口
を
拠
点
と
し

表⑤ 川口 集団の移動

註)・「大抱

"立
場御用留」(横須賀市所蔵臼井家文書)よ り作成。

L 年月日 移動の様子

１

２

３

４

５

６

７

８

９

Ю

ｎ

ｌ２

１３

　

１４

１５

１６

１７

１８

　

１９

２０

２１

２２

８

元治元 (1864).11.19

元治元 (1864).12■ 7

元治元 (1864).12.23

元治元 (1864).12.27

元治 2(1865).1■ 2

元治2(1865).1.20

元治2(1865).1.22

元治2(1865).1.26

元治2(1865).2■ 1

元治2(1865).3.1

慶応元 (1865).5.2

慶応元 (1865).6.20

慶応元 (1865).6.22

慶応元 (1865).6.23

慶応元 (1865).6.28

慶応元 (1865).73

慶応元 (1865).77

慶応元 (1865).7■ 1

慶応元 (1865).7■ 2

慶応元 (1865).7■ 8

慶応元 (1865).9■

慶応元 (1865).921

慶応元 (1865).11.29

鋳物師長吉・辰五郎、用向き出来につき川口へ帰村のため鑑札下付

鋳物師栄次郎・勝太郎、川口より到着

棟梁九兵衛弟銀次郎・職人竹次郎、到着

棟梁九兵衛代熊蔵川口へ出立

平助・忠蔵、小遣として川口より到着

職方の者2名 および辰五郎悴勝五郎、川口より到着

安治郎、棟梁九兵衛訪間のため川口より到着

棟梁九兵衛他 1名、川口へ出立の旨を届け出る

職人栄次郎・勝五郎、「土砂宜しき品」を廻送するため川口への派遣申し立てにつき道中印鑑を持参する

職人長吉・曽五郎、川口へ出立

鋳物師職人5名、無断で川口へ出立につき尋問あり

川口より来着のかじ屋伊三郎、値段調整のため川口へ出立

銀次郎、仕上職人 (仙次郎・兵次郎・新太郎・米次郎・金次郎・伊兵術・松五郎 .鍛冶屋角次郎・荷持浅次郎・

上総市蔵)を 同道して川口より到着

定吉、到着

鍛冶屋弥助、川口より到着

職人勝次郎・政之助、川口へ出立

盆休みにつき 11～ 18日 まで九兵衛、12～ 17日 まで辰五郎・千次郎・岩次郎・定吉・林蔵・藤次郎・米次郎・

太郎吉・かじ屋角次郎、川回帰着願い

13～ 16日 まで熊次郎・伝吉・弥助、大山参詣願い

1残 りの者は弟銀太郎・仕上新太郎・松五郎・伊兵衛・虎蔵・金次郎・かじ屋弥助・栄助・賄忠蔵・平助・市蔵

1仕上方千次郎・定吉・米次郎・金次郎・岩次郎・かじ屋角次郎、川口へ出立

1太郎吉 。かじ屋栄助、「川方」 (川 ロカ)へ出立

1棟梁九兵衛・仕上藤次郎・辰五郎・林蔵・虎蔵・かじ屋忠蔵・上総市蔵、川口へ出立

盆中休日の職人、追々浦賀湊に帰着

かじ屋角次郎・鋳物師弥助、川口へ出立

鋳物師・仕上師、22日 の川口への出立を昨可される

鋳物師九兵行代銀次郎、川口より帰着

_14_



た
就
業
形
態
を
維
持
で
き
る
活
動
範
囲
内
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も

浦
賀
湊
は
江
戸
湾
海
上
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
浦
賀
奉
行
が
置
か

れ
、
将
軍
上
洛
時
に
は
蒸
気
船
の
寄
港
地
に
な

っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た

湊
町
と
し
て
の
機
能
が
川
口
か
ら
の
土
砂
の
取
り
寄
せ
、
地
錯
の
原
料
と
な
る

丁
鋼

・
錫
の
江
戸
か
ら
の
輸
送
と
い
っ
た
面
で
有
効
に
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（四
）
車
台
製
造
と
木
材
調
達

大
砲
鋳
造
事
業
を
支
え
た
湊
町
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
は
浦
賀
役
所
付
大

工
棟
梁
に
よ
る
車
台
の
製
造
過
程
に
お
い
て
も
看
取
で
き
る
。

館
浦
鋳
立
場
の
諸
施
設
の
建
設
や
大
砲
を
支
え
る
車
台
の
製
造
を
請
け
負

っ

た
の
は
浦
賀
役
所
付
大
工
棟
梁
伊
東
金
太
郎

。
同
見
習
平
吉
で
あ
る
。
浦
賀
役

所
付
大
工
と
は
浦
賀
奉
行
所
の
業
務
遂
行
上
の
普
請
を
請
け
負
う
専
門
の
大
工

で
、
例
え
ば
ペ
リ
ー
来
航
時
に
は
職
人
を
動
員
し
て
昼
夜
詰
め
切
り
で
応
接
の

た
め
の

「臨
時
取
建
物
」
に
出
精
し
、
褒
美
と
し
て
鳥
目
二
貫
文
を
下
付
さ
れ

て
い
る
（“
）ｏ

元
治
元
年
七
月

一
日
、
木
材
の
買
出
し
の
た
め
大
工
棟
梁
の
う
ち

一
名
を
相

模
辺
へ
出
張
さ
せ
た
い
と
い
う
金
太
郎
の
申
し
出
が
許
可
さ
れ
て
い
る
（５９
）ｏ

慶
応
元
年
三
月

一
〇
日
に
は
同
国
大
住
郡
須
賀
湊
か
ら
浦
賀
湊
に
木
材
が
尺

〆
で
廻
送
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
（∞
）。
木
材
は
相
模
川
を
伝

っ
て

運
送
さ
れ
、
相
模
灘
に
注
ぐ
下
流
域
の
須
賀
湊
を
経
由
し
て
浦
賀
湊
に
廻
送
さ

れ
た
。
四
月
六
日
に
は

「御
用
掛
」
臼
井
進
平

。
大
工
棟
梁
金
太
郎

。
肝
煎
彦

兵
衛
が
津
久
井
県

へ
木
材
見
分
と
し
て
出
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
車
台
製
造

に
適
し
た
木
材
の
選
定
を
行

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（６１
）。
し
か
し
、
津
久

井
県
か
ら
の
木
材
調
達
が
遅
延
し
て
し
ま
い
車
台
製
造
の
日
限
で
あ

っ
た
問
五

月
に
は
作
業
が
完
了
で
き
な
い
状
況
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
、
慶
応
元

年
間
五
月
二
日
、
金
太
郎

。
平
吉
が
作
業
延
長
を

「御
用
掛
」
に
歎
願
し
た
と

こ
ろ
、　
一
五
〇
日
間
の
延
長
を
認
め
ら
れ
た
（能
）。
こ
う
し
た
状
況
下
で
六
月

三
日
、
平
吉
は

「材
木
出
し
方
催
促
」
と
し
て
津
久
井
県
に
出
張
し
（６３
）、
須

賀
湊
で
の
船
積
み
を
確
認
し
て
浦
賀
湊
に
帰
着
し
て
い
る
（“
）ｏ

津
久
井
県
で
は
寛
文
初
年
に
御
林
が
広
範
に
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
相
模

川
で
は
筏
に
よ
る
木
材
輸
送
が
発
達
し
、
生
産
地
―
相
模
川
―
須
賀
浦
―
江
戸

と
い
う
供
給
ル
ー
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
（“
）、
こ
う
し
た
既
存
の
物
資
供

給
ル
ー
ト
が
浦
賀
湊
の
大
砲
鋳
造
事
業
で
も
利
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
品
川
台
場
普
請
に
お
け
る
利
用
も
確
認
で
き
（“
）、
幕
末
期
に
お
け
る
軍

事
物
資
供
給
ル
ー
ト
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
本
稿
で
は
、
館
浦
鋳
立
場
で
の
大
砲
鋳
造
事
業
に
着
目
し
て
在
地
に

お
け
る
幕
府
軍
事
政
策
の
展
開
を
考
察
し
た
。

浦
賀
湊
に
お
け
る
大
砲
鋳
造
の
嗜
矢
は
、
海
防
強
化
を
目
的
と
し
て
嘉
永
元

年
に
ハ
ン
ド
モ
ル
チ
ー
ル
三
挺
が
鋳
造
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
、
嘉
永

六
年
五
月
ま
で
に

一
五
〇
ロ
ダ
ラ
イ
パ
ス
六
挺
が
鋳
造
さ
れ
た
。
嘉
永
期
に
お

け
る
浦
賀
湊
で
の
鋳
造
事
業
は
、
技
術
的
問
題
は
あ

っ
た
に
せ
よ
、
警
衛
の
現

場
で
大
砲
や
火
薬
を
製
造
し
て
配
備
す
る
と
い
う
体
制
を

一
定
度
整
備
し
た
と

い
う
意
味
で
軍
事
政
策
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

安
政
期
の
横
浜
開
港
以
降
、
浦
賀
湊
に
お
け
る
大
砲
鋳
造
は
港
湾
警
衛
と
い

う
目
的
で
進
展
し
て
い
く
が
、
そ
の
契
機
と
し
て
蒸
気
船
に
よ
る
将
軍
家
茂
上

洛
は
注
目
さ
れ
る
。
文
久
三
年

一
二
月
、
将
軍
家
茂
は
蒸
気
船
で
の
上
洛
途
上

に
浦
賀
湊
へ
寄
港
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
一
一
月
、
浦
賀
湊
の
館
浦
に

台
場
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
台
場
の
備
砲
を
鋳
造
す
る
た
め
、
翌
元
治
元
年
七

月
以
降
、
会
所

。
細
工
小
屋

・
踏
輔
場

。
地
銅
置
場

。
門
番
所
な
ど
の
施
設
が

設
置
さ
れ
、
館
浦
鋳
立
場
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
の
作
業
工
程
は
、
各
作
業
施
設

の
設
置
（Ｉ
）
、
大
砲
の
鋳
造
（Ⅱ
）
、
鋳
造
作
業
の
後
始
末
や
車
台
な
ど
の
製
造

（Ⅲ
）
の
大
き
く
三
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

新
規
鋳
造
の
大
砲
は
入
用
帳
に
よ
る
と
、
八
〇
ポ
ン
ド
ガ
ラ
ナ
ー
ト
カ
ノ
ン

ニ
挺
、
六
〇
ポ
ン
ド
ガ
ラ
ナ
ー
ト
カ
ノ
ン
ニ
挺
、
二
四
ポ
ン
ド
長
ヵ
ノ
ン
四

挺
、
す
べ
て
青
銅
製
で
あ
る
。
ま
た
、
六
〇
・八
〇
ポ
ン
ド
ガ
ラ
ナ
ー
ト
カ
ノ

ン
用
に
そ
れ
ぞ
れ
柘
溜
弾

一
二
〇
玉

。
実
弾
五
〇
玉

。
鉄
葉
弾
三
〇
玉
分
小
玉
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六
〇
〇
玉
、
二
四
ポ
ン
ド
長
カ
ノ
ン
用
に
実
弾
三
四
〇
玉

。
鉄
葉
弾
六
〇
玉
分

小
玉
と
い
っ
た
鉄
製
砲
弾
も
製
造
さ
れ
た
。

浦
賀
奉
行
が
作
成
し
た
金
高
帳
に
よ
る
と
、
館
浦
鋳
立
場
に
お
け
る
大
砲
鋳

造
事
業
の
経
費
は
金
八

一
六

一
両

・
銀
二
匁
七
分

一
厘
三
毛
で
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
元
治
元
年

一
〇
月
付
金
高
帳
に
記
載
さ
れ
た
金
五
九
七
九

両
余
が
幕
府
の

「大
筒
鋳
立

。
小
筒
張
立
車
台
製
作
」
の
費
用
に
含
ま
れ
て
い

た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
幕
府
の
銃
砲
生
産
全
体
に
対

す
る

一
定
の
規
定
性
は
看
取
で
き
る
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
浦
賀
奉
行
所
役
人
と
諸
職
人
の
役
割
、
相
互
の
関

係
性
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。

館
浦
鋳
立
場
で
の
大
砲
鋳
造
事
業
を
統
括
し
た
の
は

「御
用
掛
」
に
任
命
さ

れ
た
浦
賀
奉
行
所
役
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
大
砲
の
図
面
を
管
理
し
、
会
所
に

詰
め
て
鋳
立
場
の
運
営
を
取
り
仕
切

っ
た
が
、
そ
の
技
術
的
素
養
は
長
崎
海
軍

伝
習
で
培
わ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

館
浦
鋳
立
場
に
お
け
る
大
砲
鋳
造
事
業
に
は
鋳
物
師

・
大
工

・
鍛
冶

。
木
挽

な
ど
の
職
人
や
日
雇
い
人
足
な
ど
、
多
く
の
労
働
力
が
編
成
さ
れ
た
。
と
り
わ

け
大
砲

・
砲
弾
の
鋳
造
を
行

っ
た
鋳
物
師
と
、
車
台
の
製
造
や
諸
施
設
の
建
設

に
携
わ
っ
た
大
工
の
棟
梁
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
い
え
る
。

鋳
物
師
棟
梁
は
、
当
初
、
浦
賀
近
郊
大
津
村
の
金
杉
権
次
郎
が
請
け
負
い
江

戸
か
ら
職
人
や
道
具
を
調
達
し
た
が
、
「
不
取
締
」
が
あ

っ
た
た
め
、
そ
の
後

は
武
州
川
口
宿
の
永
瀬
九
兵
衛
が
請
け
負
う
よ
う
に
な

っ
た
。
た
だ
し
、
権
次

郎
も

「脇
棟
梁
」
と
い
う
形
で
鋳
造
に
従
事
し
、
両
者
は
利
害
を
共
有
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
権
次
郎
の
不
足
金
支
払
い
問
題
と
絡
ん
で
「相
棟
梁
」

就
任
を
め
ぐ
る
現
場
の
混
乱
が
生
じ
た
。
こ
の

一
件
に
関
し
て
は
原
則
と
し
て

「御
用
掛
」
は
介
入
せ
ず
、
あ
く
ま
で
当
事
者
間
に
よ
る
合
意
形
成
が
志
向
さ

れ
て
お
り
、
御
用
請
負
人
ら
に

一
定
の
裁
量
を
認
め
る
形
で
就
業
秩
序
の
維
持

が
図
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
大
砲
鋳
造
事
業
に
お
け
る
浦
賀
湊
の
地
域
的
特
質
に
つ
い
て
も
考
察
し

た
。
川
回
の
鋳
物
師
集
団
は
進
捗
状
況
に
応
じ
て
浦
賀
湊
と
川
回
の
間
を
往
復

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
川
日
の
鋳
物
師
集
団
に
と

っ
て
浦
賀
湊
が
川
口
を
拠
点

と
し
た
就
業
形
態
を
維
持
で
き
る
活
動
範
囲
内
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
か
ら
丁
銅

・
錫
、
津
久
井
県
か
ら
木
材
が
海
上

ル
ー
ト
で
供
給
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
湾
海
上
交
通
の
拠
点
と
し
て
の
浦
賀
湊
の

特
質
が
軍
事
物
資
の
供
給
を
支
え
た
と
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
浦
賀
湊
は
嘉
永
期
以
来
、
幕
府
の
大
砲
鋳
造
事
業
に
適

応
し
得
る
だ
け
の
人
的

・
技
術
的
前
提
を

一
定
度
備
え
て
お
り
、
鋳
砲
技
術
の

先
進
地
で
あ
る
江
戸

。
川
日
か
ら
職
人
を
動
員
し
得
る
範
囲
内
に
位
置
し
、
海

上
交
通
の
要
衝
と
い
う
特
質
は
軍
事
物
資
の
供
給
面
で
有
効
に
機
能
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
在
地
に
お
け
る
技
術
受
容
の
基
盤
が
幕
府

の
軍
事
政
策
を
支
え
た

一
つ
の
要
件
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

事
業
終
了
後
、
再
び
館
浦
鋳
立
場
で
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
管
見
の
限
り

確
認
で
き
な
い
。
嘉
永
七
年
に
存
在
し
た
唐
池

・
洞
井
戸
の
鋳
立
場
も
以
後
の

活
動
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鋳
立
場
は
必
要
に
応
じ
て
臨
時
に
建
設
さ
れ

た
に
過
ぎ
ず
、
工
作
機
械
を
有
す
る
よ
う
な
恒
常
的
な
鉄
砲
生
産
の
場
で
は
な

か
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
明
治
期
以
降
の
機
械
工
業
へ
の
展
開
を
担
い
得

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
幕
末
期
固
有
の
銃
砲
生
産
の
在
り
方

を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

と
す
る
な
ら
ば
、
次
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
幕
政
上
の
問
題
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
浦
賀
湊
に
お
い
て
は
将
軍
家
茂
の
上
洛
が
軍
備
再
編
の
契
機
と
な
っ

た
が
、
そ
れ
は
元
治
元
年
に
お
け
る
湯
島
か
ら
関
口
へ
の
鋳
砲
場
移
転
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
幕
府
の
銃
砲
鋳
造
体
制
の
再
編
と
何
ら
か
の
因
果
関
係
を
有
す
る

も
の
な
の
か
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
本
稿
で
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（１
）

井
上
清

『日
本
の
軍
国
主
義
』
Ｉ
（東
京
大
学
出
版
、　
一
九
五
三
年
）

の
ち
覆
刻
（現
代
評
論
社
、　
一
九
七
五
年
）
、
九
二
～
九
四
頁
。

（２
）

小
山
弘
健

『日
本
軍
事
工
業
の
史
的
分
析
』
（御
茶
の
水
書
房
、　
一
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九
七
二
年
）、
二
四
頁
。

（３
）

鈴
木
淳

「鉄
砲
鍛
冶
か
ら
機
械
エ
ヘ
ー
幕
末
の
小
銃
生
産
と
そ
の
担

い
手
」
（『年
報
近
代
日
本
研
究
』

一
四
、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、

の
ち

『明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、

一
九
九
六
年
所
収
）。

（４
）

北
村
陽
子
「公
儀
御
用
鉄
砲
師
と
幕
末
―
抵
家
を
例
と
し
て
―
」
（『歴

史
評
論
』
通
号
五
四
七
、　
一
九
九
五
年
）
。

（５
）

保
谷
（熊
沢
）
徹

「幕
府
の
米
国
式
施
条
銃
生
産
に
つ
い
て
」
（『東
京

大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』

一
一
号
、
二
ｏ
Ｏ
一
年
）。

（６
）

大
橋
周
治
編
著

『幕
末
明
治
製
鉄
論
」
（ア
グ
ネ
、　
一
九
九

一
年
）、

一
二
七

。
一
二
人
頁
。

（７
）

湧
川
道
夫

「小
栗
上
野
介
と
徳
川
幕
府
の
鋳
砲
事
業
」
（『開
国
史
研

究
』

一
号
、
二
〇
ｏ
一
年
）。

（８
）

西
村
圭
子

「幕
末
期
の
海
防
―
浦
賀
港
館
浦
台
場
に
み
る
―
」
（西

村
圭
子
編

『日
本
近
世
国
家
の
諸
相
』
東
京
堂
出
版
、　
一
九
九
九
年
）。

（９
）

中
岡
哲
郎

「技
術
史
の
視
点
か
ら
見
た
日
本
の
経
験
」
（中
岡
哲
郎
・

石
井
正

。
内
田
星
美

『近
代
日
本
の
技
術
と
技
術
移
転
』
国
際
連
合
大

学
、　
一
九
八
六
年
）。

（１０
）

「新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
第
五
巻
（雄
山
閣
、　
一
九
九
八
年
）
、
二

九

一
～
二
九
九
頁
。

（ｎ
）

前
掲
鈴
木
論
文
。

（１２
）

「大
胞
鋳
立
場
御
用
留
」
は
横
須
賀
史
学
研
究
会
編

『浦
賀
奉
行
所

関
係
史
料
第
二
集
』
（横
須
賀
市
図
書
館
、　
一
九
七
〇
年
）
お
よ
び
同
編

『新
訂
臼
井
家
文
書
』
第
五
巻
（横
須
賀
史
学
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
）

に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
現
在
横
須
賀
市
所
蔵
と
な
っ
て
い
る

原
典
に
拠
っ
た
が
、
参
考
の
た
め

「浦
賀
奉
行
所
関
係
史
料
第
二
集
』

の
頁
数
を
掲
げ
て
お
く
。

（１３
）

拙
稿

「弘
化

・
嘉
永
期
に
お
け
る
浦
賀
奉
行
所
の
西
洋
砲
術
導
入
問

題
」
（『市
史
研
究
横
須
賀
』
二
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

（１４
）

浦
賀
近
世
史
研
究
会
監
修

『南
浦
書
信
』
（未
末
社
、
二
ｏ
ｏ
二
年
）、

三
二
頁
。

同
右
、
三
四
頁
。

同
右
、　
一
三
六
頁
。

同
右
、　
一
五
六
頁
。

横
須
賀
史
学
研
究
会
編

『新
訂
自
井
家
文
書
』
第
四
巻
（横
須
賀
史

学
研
究
会
、　
一
九
九
九
年
）
、
三
二
七
頁
。

安
政
期
以
降
、
浦
賀
湊
で
は
幕
府
所
有
艦
船
の
寄
港
地
化
が
進
み
、

朝
陽
丸

。
成
臨
丸

。
婚
龍
丸
な
ど
の
修
復
や
蒸
気
船

へ
の
石
炭
供
給
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。
将
軍
家
茂
が
蒸
気
船
で
の
上
洛
に
際

し
て
浦
賀
湊
に
寄
港
し
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
前
提
が
あ

っ
て
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
改
め
て
論
述
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「新
訂
臼
井
家
文
書
』
第
四
巻
、
二
五
六

。
二
五
七
頁
。

同
右
、
二
六
〇
頁
。

「浦
賀
奉
行
所
関
係
史
料
第
三
集
』
、
七
三

・
七
四
頁
。

同
右
、
七
五
～
七
七
頁
。

同
右
、　
一
一
五
頁
。

同
右
、　
一
三
人
頁
。

同
右
、　
一
〇
五
頁
。

同
右
、　
一
三
七
頁
。

前
掲
西
村
論
文
。

飯
島
千
秋

「元
治
期
の
幕
府
財
政
」
（『横
浜
商
大
論
集
』
第
二
二
巻

第

一
号
、　
一
九
八
八
年
、
の
ち

『江
戸
幕
府
財
政
の
研
究
』
吉
川
弘
丈

館
、
二
〇
〇
四
年
所
収
）
。

「
中
島
三
郎
助
由
緒
書
」
「中
島
三
郎
助
文
書
』
（中
島
義
生
、　
一
九

九
六
年
）
お
よ
び

『浦
賀
奉
行
所
関
係
史
料
第
三
集
』
、　
一
〇
九
頁
。

「浦
賀
奉
行
所
関
係
史
料
第
三
集
』
、　
一
一
五

。
一
二

一
。
一
六
〇
頁
。

同
右
、
七
二

・
七
三
頁
。

長
崎
海
軍
伝
習
に
関
し
て
は
藤
井
哲
博

『長
崎
海
軍
伝
習
所
」
（中

公
新
書
、　
一
九
九

一
年
）を
参
照
の
こ
と
。

（
１５
）

（
１６
）

（
１７
）

（
１８
）

（
１９

）

（
２０

）

ヽ
「１

ノ

′
，

“
ヽ

（″
）

（郎
）

・ヽ４
ノ

´
９
“
ヽ

ヽ
”０

ノ

′
，

“
ヽ

ヽ

０́

ノ

′
，

“
ヽ

ヽ
７

・
ノ

′
９
“
ヽ

ヽ
Ｒ

）
ノ

′
，

“
ヽ

（２９
）

ヽ
ｎ

〉
ノ

′
＾
６

ヽ

ヽ
●１

ノ

′
Ｑ
）
ヽ

ヽ
９
多

′
Ｑ
υ
ヽ

ヽ
ハ６

ノ

″
Ｒ
υ
ヽ
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（
譴
）

（３５
）

ヽ
０^

ノ

′
Ｒ
υ
ヽ

（
３７
）

（
３８
）

（
３９
）

（
４０

）

（
４１
）

（
２
）

（
４３
）

（
“
）

（
４５
）

（
４６
）

（
４７
）

（
４８
）

（
４９
）

（
Ю
）

「長
崎
御
用
留
」
「中
島
三
郎
助
文
書
』
（中
島
義
生
、　
一
九
九
六
年
）

六
八
頁
。

同
右
、
六
三
頁
。

近
世
に
お
け
る
真
継
家
の
鋳
物
師
支
配
に
つ
い
て
は
中
川
弘
泰

『近

世
鋳
物
師
社
会
の
構
造
―
真
継
家
を
中
心
と
し
て
―
』
（近
藤
出
版
社
、

一
九
八
六
年
）
、
笹
本
正
治

『真
継
家
と
近
世
の
鋳
物
師
』
（思
文
閣
出

版
、　
一
九
九
六
年
）を
参
照
の
こ
と
。

「川
口
市
史
』
近
世
資
料
編
Ⅱ
、
ヽ

一
三
四
、
二
六
九
頁
。

「浦
賀
奉
行
所
関
係
史
料
第
三
集
」
、
九

一
頁
。

「永
嶋
家
代
々
御
支
配
ョ
リ
御
取
扱
向
書
抜
」
（横
須
賀
市
自
然

。
人

文
博
物
館
所
蔵
永
嶋
家
旧
蔵
文
書
）
。

永
嶋
庄
兵
衛
は
元
治
元
年
五
月
に

「今
般
品
川
沖
四
番
七
番
井
佃

嶋

・
越
中
島
御
台
場
御
普
請
築
石
類
御
用
被
　
仰
付
、
右
要
用
二
差
詰

別
紙
之
通
金
子
千
両
也
借
用
申
候
処
実
正
二
御
座
候
」
と
鴨
居
村
勝
七

か
ら
多
額
の
費
用
を
調
達
し
て
い
る
（「御
台
場
普
請

一
件
書
類
」
「横

須
賀
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
七
集

〈
横
須
賀
市
教
育
委
員
会
、　
一

九
八
ｏ
年
〉）
。
ま
た
、
元
治
二
年
（慶
応
元
年

。
一
人
六
五
）
正
月
に
は

「
石
納
入
」
と
し
て
相
州
足
柄
郡
真
鶴
村
青
木
平
左
衛
門
ら
か
ら
金

一

〇
〇
両
を
借
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（「御
普
請
書
類
留
」
「同

書
し
。

「浦
賀
奉
行
所
関
係
史
料
第
三
集
』
、　
一
〇

一
頁
。

同
右
、
九
四

。
九
六
頁
。

同
右
、
八
六

・
八
八
頁
。

同
右
、　
一
〇
〇
頁
。

同
右
、　
一
〇
九
頁
。

同
右
。

・

同
右
。

・　
前
掲
中
岡
論
文
。

・

『浦
賀
奉
行
所
関
係
史
料
第
三
集
』
、　
一
一
〇

。
一
一
一
頁
。

・　
同
右
、　
一
一
〇
頁
。

同
右
．

同
右
、　
一
一
六
頁
。

同
右
。

同
右
、　
一
一
人
頁
。

同
右
。

同
右
、　
一
二
〇
頁
。

同
右
、　
一
三
二
頁
。

「新
横
須
賀
市
史
』
資
料
編
近
世
Ⅱ
、
ヽ

一
人

一
、
二
六
六
頁
。

「浦
賀
奉
行
所
関
係
史
料
第
二
集
」
、
人
三
頁
。

同
右
、　
一
一
九
頁
。

同
右
、　
一
二

一
頁
。

同
右
、　
一
二
八
頁
。

同
右
、　
一
三
〇
頁
。

同
右
、　
一
三
二
頁
。

「藤
野
町
史
』
通
史
編
、
三
五
七
～
三
六

一
頁
。

「城
山
町
史
』
六
、
通
史
編
近
世
、
三
四
六
～
三
四
九
頁
。
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