
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
七
月
一
日
、
秋
田
藩
領
内

の
男
鹿
半
島
沖
に
蒸
気
船
が
現
れ
、
翌
二
日
に
か
け
て

乗
員
を
門
前
村
の
浜
に
上
陸
さ
せ
る
大
事
件
が
起
き
ま

し
た
。
佐
竹
文
庫
の
「
異
人
上
陸
に
付
届
書
」
（
Ａ
Ｓ

三
一
九
．
九
―
四
）
は
、
三
日
に
藩
に
届
け
出
た
文
書

で
す
。
事
件
の
一
部
始
終
が
、
現
場
を
見
聞
き
し
た
者

に
よ
り
臨
場
感
あ
る
筆
致
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

七
月
一
日
の
八
つ
時
（
午
後
二
時
）
、
男
鹿
半
島
の

加
茂
村
沖
に
外
国
船
が
突
如
姿
を
現
し
ま
し
た
。
未
の

下
刻
（
午
後
二
時
か
ら
三
時
）
、
船
は
男
鹿
門
前
村
の

浜
か
ら
一
〇
町
（
約
一
㎞
）
先
に
碇
泊
し
ま
す
。
帆
柱

三
本
、
全
長
四
〇
間
（
約
七
三

）
、
全
幅
一
四
間
（
約

m

二
五

）
の
蒸
気
船
で
す
。
や
が
て
、
九
人
の
異
人
が

m

小
船
一
艘
で
漕
ぎ
寄
せ
、
浜
に
上
陸
し
て
き
ま
し
た
。

リ
ー
ダ
ー
格
の
者
が
、
書
付
と
一
緒
に
日
本
の
金
貨

及
び
外
国
の
銀
貨
を
村
人
達
に
差
し
出
し
、
手
真
似
を

し
ま
し
た
。
門
前
村
の
山
林
を
買
い
取
り
た
い
気
配
で

す
（
右
金
銭
を
以
林
買
取
致
様
子
ニ
相
見
得
申
候
事
）
。

男
鹿
本
山
か
ら
永
禅
寺
の
僧
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。
リ

ー
ダ
ー
格
は
、
僧
を
交
渉
相
手
に
同
じ
手
真
似
を
し
、

書
付
と
金
貨
銀
貨
を
差
し
出
し
ま
し
た
。
僧
は
書
付
だ

け
受
け
取
り
金
銭
を
返
す
と
、
山
林
を
売
る
こ
と
が
出

来
な
い
旨
を
手
真
似
で
伝
え
ま
す
。
す
る
と
、
リ
ー
ダ

ー
格
は
、
浜
に
た
く
さ
ん
積
ま
れ
て
い
た
薪
（
ま
き
）

の
束
を
指
差
し
、
残
ら
ず
買
い
取
り
た
い
様
子
（
無
残

金
銀
銭
を
以
買
取
度
様
子
）
を
手
真
似
し
ま
し
た
。
僧

も
手
真
似
で
不
可
能
と
答
え
、
薪
を
五
本
ほ
ど
与
え
ま

し
た
。
異
人
達
は
受
け
取
り
、
蒸
気
船
へ
帰
り
ま
す
。

ロ
シ
ア
軍
艦
、
男
鹿
沖
に
来
航
！

～
「
異
人
上
陸
に
付
届
書
」
他
よ
り
～

そ
の
後
、
再
び
異
人
九
人
が
小
船
で
浜
に
漕
ぎ
寄
せ

ま
し
た
。
上
陸
し
た
異
人
達
は
ま
た
書
付
を
持
参
し
、

売
り
渡
さ
な
け
れ
ば
薪
を
運
び
出
す
様
子
（
是
非
売
渡

不
申
候
得
者
取
運
候
様
子
）
を
手
真
似
で
示
し
ま
し
た
。

僧
が
書
付
を
受
け
取
り
寺
に
戻
っ
た
間
、
異
人
達
は
村

人
に
、
船
で
薪
の
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
手
真
似
で
伝

え
ま
し
た
。
僧
が
帰
っ
て
き
て
、
薪
は
売
れ
な
い
と
手

真
似
で
断
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
異
人
達
は
前
に
も
ら

っ
た
薪
五
本
ほ
ど
を
浜
辺
に
投
げ
捨
て
、
全
員
引
き
揚

げ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
浜
江
投
捨
皆
々
引
取
申
候
）
。

そ
し
て
、
異
人
達
は
つ
い
に
実
力
を
行
使
し
ま
す
。

ま
ず
、
三
〇
人
が
小
船
三
艘
で
浜
に
上
陸
し
、
勝
手
に

薪
を
運
び
出
し
始
め
ま
し
た
。
蒸
気
船
の
甲
板
で
は
、

大
将
格
ら
し
い
者
が
こ
ぶ
し
を
振
り
上
げ
何
か
叫
ん
で

い
ま
す
（
大
将
分
様
之
者
本
船
之
上
ヨ
リ
拳
を
揚
ケ
叫

候
得
共
分
り
不
申
候
）
。
「
売
り
渡
さ
な
け
れ
ば
残
ら
ず

運
び
出
せ
（
懸
売
渡
不
申
者
無
残
取
運
可
申
）
」
と
手

真
似
で
配
下
に
命
令
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
夜
に
入

り
、
四
〇
人
余
が
ラ
ン
プ
（
硝
子
之
提
灯
）
を
三
つ
点

け
て
上
陸
し
、
薪
を
運
び
出
し
ま
し
た
。
人
家
や
山
林

に
入
り
、山
に
登
っ
て
四
方
を
見
回
す
者
も
い
ま
し
た
。

異
人
達
は
、
翌
二
日
午
の
下
刻
（
正
午
か
ら
午
後
一

時
）
ま
で
に
、
浜
に
積
ま
れ
た
薪
六
三
束
の
内
五
九
束

を
蒸
気
船
に
運
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、
海
岸
見
廻
と
唐

船
番
所
の
役
人
に
書
付
を
渡
し
に
行
き
、
未
の
上
刻
（
午

後
一
時
か
ら
二
時
）
に
出
帆
し
て
い
ま
す
。

上
の
写
真
は
、「
異
人
持
参
書
付
写
」（
Ａ
Ｓ
三
一
九
．

九
―
五
―
七
）
で
す
。
「
大
俄
羅
斯
国
の
蒸
気
船
・
阿

滅
利
加
の
石
煤
（
石
炭
）
が
切
れ
た
の
で
、
貴
国
（
日

本
）
で
石
炭
か
薪
を
提
供
し
て
欲
し
い
、
代
銀
は
数
量

に
照
ら
し
て
直
ぐ
に
返
す
」
と
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
石
炭
な
ら
五
万
斤
（
約
三
〇
ト
ン
）
、
薪
な
ら

ば
小
船
三
〇
艘
分
と
い
う
大
変
な
数
量
を
要
求
し
て
い

ま
す
。
異
人
は
、
代
銀
を
箱
館
で
返
す
旨
を
記
し
た
書

付
も
領
収
と
し
て
置
い
て
い
き
ま
し
た
。
（
「
異
人
持
参

書
付
写
」
Ａ
Ｓ
三
一
九
．
九
―
五
―
一
）

事
件
報
告
は
、
秋
田
藩
か
ら
江
戸
と
箱
館
に
届
け
出

ら
れ
ま
し
た
。
幕
府
か
ら
は
、
「
今
般
不
慮
之
儀
有
之

旁
何
れ
も
油
断
者
有
之
間
敷
候
得
共
此
上
心
附
候
様
」

と
の
将
軍
家
茂
の
上
意
が
達
せ
ら
れ
ま
す
。（
「
異
国
船

取
扱
ニ
付
達
書
」
Ａ
Ｓ
三
一
九
．
九
―
六
―
一
―
一
）

男
鹿
沖
に
現
れ
た
蒸
気
船
の
正
体
を
明
か
し
ま
し
ょ

う
。
「
大
俄
羅
斯
国
」
と
は
、
ロ
マ
ノ
フ
朝
ロ
シ
ア
帝

国
の
こ
と
で
す
。
ま
た
「
阿
滅
利
加
」
は
、
東
シ
ベ
リ

ア
総
督
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
旗
艦
の
外
輪
コ
ル
ベ
ッ
ト
艦

「
ア
メ
リ
カ
」
の
漢
字
表
記
で
す
。
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
は
、

ア
ム
ー
ル
川
流
域
と
樺
太
に
帝
国
領
の
拡
大
を
進
め
て

い
ま
し
た
。
七
月
二
〇
日
に
は
、
旗
艦
ア
メ
リ
カ
以
下

七
隻
の
艦
隊
を
率
い
て
江
戸
の
品
川
沖
に
碇
泊
し
ま

す
。
宗
谷
海
峡
を
国
境
と
し
樺
太
全
土
を
ロ
シ
ア
帝
国

領
に
す
る
こ
と
を
幕
府
の
外
国
事
務
掛
と
交
渉
し
ま
し

た
が
、
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
は
江
戸
に
向
か
う
途
中
、
秋
田
藩
領

内
の
男
鹿
門
前
村
で
、
座
乗
す
る
旗
艦
の
燃
料
補
給
を

行
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
船
上
で
こ
ぶ
し
を
振
り
上

げ
叫
ん
で
い
た
「
大
将
分
様
之
者
」
が
、
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ

フ
本
人
か
部
下
の
将
官
だ
っ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

こ
の
関
係
文
書
は
、
八
月
二
五
日
（
土
）
に
開
展
す

る
企
画
展
「
秋
田
と
海
」
で
紹
介
す
る
予
定
で
す
の
で

お
楽
し
み
に
。

【
柴
田
知
彰
】
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へ
の
参
加
申
込
は
六
月
い
っ
ぱ
い
で
締
め
切
り

ま
し
た
。
多
数
の
受
講
申
込
を
お
寄
せ
い
た
だ

き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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当
館
の
書
庫
を
整
理
し
て
い
て
「
救
荒
食
物
図
解
」

と
い
う
山
菜
に
つ
い
て
丁
寧
に
記
さ
れ
た
史
料
が
あ
り

ま
し
た
。
季
節
は
も
う
夏
で
す
が
、
こ
ち
ら
の
史
料
を

ぜ
ひ
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ご
紹
介
し
ま
す
。

右
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
タ
ン
ポ
ポ
で
す
。
こ
こ

で
は
タ
ン
ポ
ポ
に
つ
い
て
、
「
山
野
に
多
し
又
ハ
土
手

川
沿
等
に
生
せ
り
平
素
和
物
等
に
て
食
せ
り

四
五
月

の
頃
盛
也
五
月
中
旬
に
ハ
花
ひ
ら
く
」
と
、
普
段
は
和

え
物
等
に
し
て
食
べ
る
と
あ
り
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
が
な

い
人
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
タ
ン
ポ
ポ
は
花
や

葉
、
根
に
至
る
ま
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
大

一
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
長
い
根
の
お
か
げ
で
、
他
の
農

作
物
が
不
作
に
な
る
よ
う
な
環
境
下
で
も
、
地
中
深
く

に
あ
る
水
分
を
吸
い
上
げ
て
タ
ン
ポ
ポ
は
生
き
残
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
幾
度
も
飢
饉
に
見
舞
わ

れ
た
江
戸
時
代
に
は
救
荒
食
物
の
一
つ
と
し
て
タ
ン
ポ

ポ
の
栽
培
が
奨
励
さ
れ
た
時
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
救
荒
食
物
と
し
て
奨
励
さ
れ
た
山
菜
が
「
救
荒
食

物
図
解
」(

Ａ
六
一
六
―
一
一)

で
は
数
多
く
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
史
料
は
秋
田
を
代
表
す
る
明
治
時
代

の
農
業
指
導
者
で
あ
る
石
川
理
紀
之
助
が
著
し
た
も
の

の
写
し
で
す
が
、
そ
の
序
文
は
次
の
通
り
で
す
。

「
救
荒
食
物
図
解
」
に
見
る
山
菜

昨
明
治
三
十
年
虫
害
に
罹
り
不
作
の
為
め
山
間
の
村

(

マ
ヽ)

落
大
に
窮
迫
し
て
い
ま
だ
積
雪
中
よ
り
蕨
の
根
を
堀

り
飢
を
凌
ぐ
者
多
し
そ
れ
が
救
済
策
を
講
ぜ
ん
こ
と

我
県
庁
よ
り
嘱
托
せ
ら
れ
雄
平
仙
由
の
四
郡
を
巡
回

(

マ
ヽ)

し
て
山
野
沼
澤
に
あ
る
処
の
食
物
と
な
る
べ
き
物
を

採
り
其
調
理
法
を
教
へ
た
る
を
伊
藤
永
助
氏
が
模
写

し
た
る
に
簡
単
な
る
説
明
を
附
し
て
一
小
冊
と
し
名

つ
け
て
救
荒
食
物
図
解
と
い
ふ

明
治
三
十
一
年
四
月

石
川
理
紀
之
助

伊
藤
永
助
と
は
、
理
紀
之
助
と
共
に
農
村
の
救
済
活

動
に
尽
力
し
た
人
物
の
一
人
で
す
。
理
紀
之
助
ら
は
明

治
三
十
年
の
凶
作
の
影
響
を
危
惧
し
た
県
か
ら
の
依
頼

で
県
内
各
地
を
巡
回
し
、
山
野
で
採
れ
る
山
菜
と
そ
の

調
理
法
を
指
導
し
た
と
あ
り
ま
す
。
実
際
、
こ
の
史
料

に
は
約
百
種
の
山
菜
に
つ
い
て
、
主
な
生
育
地
や
採
取

時
期
、
調
理
法
等
が
そ
れ
ぞ
れ
挿
絵
と
共
に
、
山
菜
に

馴
染
み
が
薄
い
人
に
も
わ
か
り
や
す
く
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
次
の
蕗(

ふ
き)

の
絵
と
説
明
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

こ
こ
で
は
、
蕗
に
つ
い
て
「
多
く
山
崩
等
の
地
に
あ

り
山
野
沢
地
等
に
も
自
生
す
四
五
月
の
頃
よ
り
食
す
れ

ど
も
大
な
る
も
の
は
五
六
月
に
生
す

葉
を
去
り
ゆ
が

き
皮
を
去
り
て
食
す
又
ハ
塩
漬
、
干
蕗
等
に
も
製
す
る

也
」
と
、
生
育
地
や
生
育
時
期
、
調
理
法
等
が
比
較
的

詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

他
方
、
説
明
が
比
較
的
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。
右
に
描
か
れ
た
椿
の
説
明
で
は
、
調
理

法
に
つ
い
て
「
花
を
摘
み
て
食
ふ
」
と
だ
け
あ
り
ま
す
。

私
の
実
家
に
も
椿
の
木
が
あ
り
ま
す
が
、
野
菊
の
よ
う

に
花
を
食
べ
ら
れ
る
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
調

べ
て
み
る
と
、
天
ぷ
ら
や
塩
漬
け
等
の
調
理
法
が
あ
り

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
説
明
文
の
分
量
に
差
は
あ
る
も
の
の
、

飢
餓
に
苦
し
む
人
々
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
あ
り
が
た

い
情
報
だ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち

に
も
勉
強
に
な
る
内
容
で
す
。
ま
た
、
こ
の
史
料
に
載

っ
て
い
る
山
菜
を
一
つ
ず
つ
見
て
い
く
と
、
段
々
と
食

欲
も
湧
い
て
く
る
よ
う
で
す
。
山
菜
シ
ー
ズ
ン
の
旬
の

時
期
は
す
で
に
終
わ
り
ま
し
た
が
、
お
い
し
い
山
菜
を

食
べ
ら
れ
る
来
年
の
春
が
訪
れ
る
そ
の
時
を
、
首
を
長

く
し
て
待
と
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
【
村
山
純
一
】

竹

の

子

小

豆

菜

ふ

き

の

と

う

み

ず


