
く
に

「
岩
亀
楼
の

家
造
り
は
、

蜃
気
楼
の

ご
と
く
に

し
て
、

あ
た
か
も
龍
界
に

ひ
と
し
く
、

文
月
の

燈
籠
、

葉
月
の

俄

踊
、

も
ん
日

〱
の

賑
ひ
、

目
を
お
ど
ろ
か
し
、

素
見
ぞ
め
き
は
和
人
、

異
人
打
ま
じ
り
て
、

晝
夜
を
分
ず
」
と
い

う
盛
況
で

あ
っ

た
（『
美
那
登
能
波
奈
横
浜
奇
談
』）。
こ

う
し
て

港
崎
遊
廓
は
、

年
と
と
も
に

繁
栄
に
お
も
む
い

た
が
、

慶
応
二
年
十
月
二

十
日
（
一

八
六
六
年
十
一

月
二
十
六
日

）
に
は
火
災
に
よ
っ

て

焼
失
し
、

の

ち
吉
田
橋
の

南
方
、

吉
田
新
田
の

地
に

移
る
。

居
留
地
に
つ

ら
な
っ

て
、

日
本
人
の

町
も
形
成
さ
れ
た
。

開
港
後
一

年
に

し
て
、

二
百
軒
ち
か
く
の

商
人
が
横
浜
に

店
を
開
い

た
が
、

そ
の

大
多

数
は
生
糸
商
人
で

あ
っ

た
。

横
浜
浮
世
絵

開
港
場
の

横
浜
に

進
出
し
た
の

は
、

商
人
ば
か

り
で

な
い
。

江
戸
の

浮
世
絵
師
た
ち
も
、

新
し
い

画
題
を
求
め
て
、

異
国
情
緒
み

な
ぎ
る
横
浜
に

進
出
し
た
。

そ
の

こ

ろ
江
戸
の

浮
世
絵
は
、

春
信
や
歌
麿
な
ど
の

あ
ら
わ
れ
た
黄
金
時
代
を
過
ぎ
て

久
し
く
北
斎

や
広
重
の

風
景
画
に
よ
っ

て
、

一

時
は
人
気
を
回
復
し
た
も
の

の
、

そ
の

後
は
低
落
の
一

途
を
た
ど
っ

て
い

た
。

そ
こ
に

横
浜
が
開
港
し
、

い

ま
ま

で

目
に
ふ
れ
る
こ

と
の

な
か
っ

た
異
人
た
ち
が
、

大
量
に

渡
来
し
て

き
た
の

で

あ
る
。

居
留
地
に

住
み
つ

い

た
異
人
た
ち
の

生
活
、

風
俗
は
、

長
い

鎖
国
の

な
か
に
あ
っ

た
日
本
人
に
と
っ

て
、

ま
さ
に

目
を
見
は
ら
せ
る
珍
奇
な
も
の

で

あ
っ

た
。

い

ま
や
浮
世
絵
師
は
、

ま
た
と
な
い

題
材
を
得
た
の

で

あ
る
。

横
浜
を
画
題
と
し
た
浮
世
絵
は
、

た
ち
ま
ち
に

し
て

爆
発
的
な
人
気
を
よ
び
、

横

浜
絵
と
も
、

横
浜
浮
世
絵
と
も
呼
ば
れ
て
、

飛
ぶ
よ
う
に

売
れ
て
い

っ

た
。

全
体
で

約
六
百
点
が
制
作
さ
れ
た
と
い

わ
れ
る
が
、

最
も
さ
か
ん
に

描

か
れ
た
の

は
、

開
港
か
ら
間
も
な
い

万
延
元
年
（
一

八
六
〇
）
と
文
久
元
年
（
一

八
六
一

）
の

二

年
間
で

あ
っ

た
。

い

わ
ゆ
る
横
浜
浮
世
絵
の

主
要
な
題
材
と
な
っ

た
も
の

に
は
、

三
種
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一

は
、

開
港
場
と
し
て

整
え
ら
れ
て

ゆ
く
横
浜
の

絵
図

で

あ
る
。

第
二
は
、

港
崎
遊
廓
と
、

そ
こ

に

遊
ぶ
外
国
人
の

姿
で

あ
る
。

第
三
は
、

居
留
地
の

街
並
と
、

外
国
人
の

暮
し
ぶ
り
で

あ
る
。

そ
の

ほ
か

に

も
相
撲
や
見
世
物
、

あ
る
い

は
海
外
の

風
物
を
描
い

た
も
の

な
ど
が
あ
る
こ

と
、

い

う
ま
で

も
な
い
。

こ

れ
ら
の

作
品
に
よ
っ

て
、

年
ご
と
に

栄
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え
ゆ
く
港
ヨ

コ

ハ

マ

の

姿
が
、

生
き
い

き
と
描
写
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

絵
図
は
、

お
お
む
ね
鳥

瞰
の

手
法
に
よ
っ

て

描
か

れ
た
。

開
港
当
初
の

風
景
を
描
い

た
「
大
絵
図
」
か
ら
、

し
だ
い

に

整
備
さ
れ
、

発
展
し
て

ゆ
く
街
区
、

そ
し
て

海
岸
か
ら
山
の

手
に

拡
大
し
て

ゆ
く
市
街
の

有
様
が
、

一

連
の

絵
図
を
見
る
こ

と
に
よ
っ

て
、

く
わ
し
く
た
ど
る
こ

と
が
で

き

る
。

そ
れ
は
地
図
で

あ
る
と
同
時
に
、

町
名
や
商
館
の

案
内
図
で

も
あ
っ

た
。

こ

れ
と
類
し
た
も
の

に
、

名
所
絵
が
あ
っ

た
。

御
貿
易
場
を
は
じ
め
、

関
内
や
関
外
の

光
景
、

ま
た
横
浜
八
景
や
二

十
八
景
な
ど
、

至
る
と
こ

ろ

が
画
題
と
な
っ

て
い

る
。

し
か

も
名
所
の

な
か
に
、

外
人
の

姿
か
、

異
国
の

文
物
が
、

必
ず
登
場
し
て
い

る
。

か
つ

て

名
所
絵
と
い

え
ば
、

美
し
い

景
勝
や
、

寺
社
の

建
物
な
ど
が
主
題
で

あ
っ

た
。

そ
れ
が
横
浜
絵
に
お
い

て

は
、

異
国
情
緒
が
主
題
も
し
く
は
添
景
と
な
っ

て
い

る
。

港
崎
の

遊
廓
風
景
は
、

さ
ま
ざ
ま
の

角
度
か
ら
描
か
れ
た
。

と
く
に

評
判
だ
っ

た
の

は
、

岩
亀
楼
に

お

け
る
異
人
遊
興
の

状
景
で

あ
る
。

三
味
線

の

伴
奏
に
つ

れ
て

手
足
を
あ
げ
、

踊
り
舞
う
洋
服
の

異
人
の

姿
は
、

当
時
の

風
俗
を
何
よ
り
も
よ
く
物
語
る
。

遊
廓
の

娼
妓
の

ほ
か
、

街
頭
に

私
娼

も
あ
ら
わ
れ
て
い

た
。

外
国
人
に

囲
わ
れ
る
洋
妾
（
ラ
シ

ャ

メ

ン

）
も
あ
っ

た
。

そ
う
し
た
人
び
と
の

姿
も
、

横
浜
浮
世
絵
に

登
場
し
て
い

る
。

名
所
絵
の

ほ
か
に
、

外
国
人
の

風
俗
そ
の

も
の

を
写
し
た
浮
世
絵
が
あ
っ

た
。

異
人
は
、

よ
く
遊
行
す
る
。

目
的
も
な
く
、

た
だ
街
上
を
歩
く
と

い

う
光
景
は
、

当
の

日
本
人
に
と
っ

て

異
様
な
も
の

で

あ
っ

た
。

日
曜
日
は
ド
ン

タ
ク
（
オ
ラ
ン

ダ
語
の

な
ま
り

）
と
呼
ば
れ
、

異
人
は
隊
列
を
組
ん

で

街
頭
に

乗
り
出
し
た
。

お
の

お
の

国
旗
を
押
し
立
て
、

楽
器
を
な
ら
し
な
が
ら
練
り
歩
く
。

最
も
珍
し
い

光
景
で

あ
っ

た
。

こ

う
し
た
横
浜
絵
を
描
い

た
の

は
、

主
と
し
て

歌
川
派
の

絵
師
た
ち
で

あ
る
。

初
代
広
重
の

没
後
、

そ
の

あ
と

を
継
い

だ
二

代
お
よ
び
三
代
広

重
、

ま
た
豊
国
系
の

人
び
と
、

国
芳
系
の

人
び
と
が
、

横
浜
絵
に

活
躍
し
た
。

な
か

で

も
豊
国
系
の

貞
秀
は
、

五
雲
亭
ま
た
は
玉
蘭
斎
な
ど
と
号

し
、

開
港
の

当
時
す
で
に
五
十
歳
を
こ

え
て
い

な
が
ら
、

最
も
多
く
の

横
浜
絵
を
の

こ

し
て
い

る
。

万
延
か
ら
文
久
に
か
け
て

絵
図
を
は
じ
め
、

遊

廓
風
景
、

外
人
風
俗
な
ど
を
描
き
ま
く
っ

た
。

と
く
に

横
浜
絵
図
は
、

た
ん
ね
ん
に

調
査
を
か
さ
ね
、

忠
実
に

当
時
の

実
景
を
写
し
て
お

り
、

地
図
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と
し
て

見
て

も
す
こ

ぶ
る
正
確
な
も
の

で

あ
っ

た
。

居
留
地
の

風
俗

日
本
人
に
と
っ

て

珍
奇
と
う
つ

っ

た
居
留
地
の

風
俗
は
、

絵
に

描
か

れ

た
ほ

か
、

文
章
に

よ
っ

て

も
紹
介
さ
れ
た
。

浮
世
絵
師
の

玉
蘭
斎
貞
秀
は
、

絵
と
文

と
を
ま
ぜ
合
わ
せ
た
小
冊
子
『
横
浜
文
庫
』
前
編
三
冊
、

後
編
三
冊
を
、

文
久
二

年
（
一

八
六
二

）春

、

つ

ぎ
つ

ぎ
に

刊
行
し
て
、

開
港
場
に

お
け
る
見
聞
を
伝
え
、

当
時
の
ベ

ス

ト
セ

ラ
ー
と
な
っ

た
。

同
書
は
『
横
浜
開
港
見
聞
誌
』
と
し
て

も
知
ら
れ
る
。

そ
の

記
述
に
よ
っ

て
、

風
俗
の
一

斑
を
う
か

が
い

た
い
。

横
浜
渡
来
の

異
人
商
館
町

右
左
と
も
に

向
ひ
合
て

門
有

青
色
又
ハ

緑
青
黒
色
ハ

多
く
見
ゆ
る
な

り

み
な
其
色
々

に
て

ぬ

り
立

或
ハ

又

石
蔵
を
以
て

門
の

左
右
に

か
ま
へ

門
の

柱
に

表
札
あ
り

英
国
士
官

洋
行
な
ぞ
書
付
あ
り

又
亜
墨
利
加
三
十
三
番
ウ
ヱ

ン

リ
イ
ト

此
ご
と
く
番
付
た
る

も

あ
り

館
内
に
ハ

犬
多
く
最
も
其
種
類
多
し

時
に
よ
り
て
ハ

日
用
出
入
見
お
ぼ
え
有
商
人
に

て

も
時

な
ら
ず
か
み
付
か
ん
い

き
お
い

に

て

飛
来
る
に

本
町
見
世
の

使
ひ
の

者

胆
を
ひ
や
し
て

逃
か
へ

る

も
あ
り

此
犬
い

よ

〱
右
の

ご
と
く
な
れ
バ

其
犬
の

主
人

小
鉄
砲
を
以
て

打
こ

ろ
す
な
り
…
…
…

…
ど
ん
た
く
の

日
ハ

商
館
に
て

も
旗
を
立

船
印
と
同
じ

波
戸
場
に

出
て

見
渡
せ
バ

海
上
も
舶
す
処

の

帆
綱
に

小
旗
を
数
多
付
と
も
の

方
に
ハ

大
旗
を
立

船
中
の

異
人

此
日

陸
に

来
り
て

遊
行
す

港

崎
町
の

遊
女
を
初
め
茶
屋
の

娘
ま
で

七
月
盆
中
踊
り
を
な
す

仲
の

町
に

あ
つ

ま
り
て

一

同
は
で

や

か

な
る
衣
を
以
て

白
き
手
拭
に

て

若
き
娘
な
ど
頰
か
む
り

或
ハ

は
ち
巻

又
ハ

ゑ
り
に

ま
と
ひ

手

横浜岩亀楼上（広重画）　 神奈川県立博物館蔵
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に

団
扇
を
上
ケ
て

手
び
や
う
し
足
ど
り
を
揃
へ

て

歌
舞
を
な
す
に

見
物
人
の

山
を
な
せ

り

異
人
ハ

元
よ
り
黒
人
又
ハ

南
京
人
ハ

常
に

よ

く
踊
る

な
れ
バ

毎
夜
こ

の

港
崎
町
に

来
り
い

て

是
を
見
物
な
し
て

う
ら
山
し
く
思
ひ
し
や
後
に
は
た
ま
り
得
ず

チ
ヤ
ン

〱
頭
を
ふ
り
廻
し

両
手
を
あ

げ
て

踊
り
込

こ

の

踊

七
月
中
あ
り
て

止
ま
り
た
る
に

八
月
八
日
ハ

大
ど
ん
た
く
に

て

定
ま
り
の
ご
と
く
勝
手
に

遊
楽
す
る
こ

と

な
れ
バ

波
戸

場
の

広
き
所
に

出
て

男
女
つ

ど
ひ

集

真
丸
に

並
居
一

チ
人

男
異
人
大
な
る
太
鼓
を
出
し
て

打
込
バ

其
音
に
つ

れ
て

何
や
ら
ん

声
を
は
つ

し

て

一

同
に

踊
り
た
れ

盆
を
ど
り
の

や
う
な
れ
ど
も

異
州
に

あ
る
こ

と
に

や

手
先
足
元
よ
く
揃
ひ
た
る
こ

と
な
り

つ

づ
い

て

文
久
三
年
（
一

八
六
三

）
に

は
『
横
浜
奇
談
』
が
刊
行
さ

れ
た
。

や
は
り
居
留
地
の

風
俗
を
、

く
わ
し
く
紹
介
し
て
い

る
。

そ
の
一

文

を
か
か
げ
よ
う
。

異
人
屋
敷
に
ハ

士
官
と
商
人
と
あ
り

士
官
の

分
ハ

ミ

ニ

ス

ト
ル

コ

ン

シ
ュ

ル

あ
る
ひ
ハ

通

弁
官
ま
た
ハ

船
将
と
あ
り
て

銘
々

彼
国
の

旗
験
を
お
し
た
て

た
り

商
館
に
ハ

そ
の

旗
は
な
け
れ

ど
も
商
用
の

看
板
ら
し
き
旗
あ
り

い

づ
れ
も
屋
敷
の

造
り
方
ハ

壁
に
ハ

尺
石
を
積
み
か

さ
ね

障
子
ハ

ギ
ヤ
マ

ン

に

て

張

間
毎
の

し
き
も
の
ハ

五
畳
じ
き

あ
る
ひ
ハ

十
畳
敷
等

い

づ

れ

も
壱

枚
織
に
て

色
々

の

模
様
あ
り

そ
の

美
し
き
事

美
花
を
布
な
ら
べ

た
る
ご
と
し
…
…
…
…
扨
異
人

朝
暮
の

行
状
ハ

ま
づ

朝
五
ツ

半
時
頃
四
ツ

時
に

目
を
覚
し

す
ぐ
に

入
湯
す
る
な
り

そ

の

湯
の

ぬ
る
き
事
ひ
な
た
水
の

ご
と
し

中
に
ハ

暑
寒
と
も
に

水
ば
か

り

貴
ぶ
も
の

も
あ
り

夫
よ
り
常

に

懸
置
と
こ

ろ
の

姿
見
鏡
位
な四
り尺

に

む
か
ひ

う
が
い

手
水
を
つ

か
ひ

髪
を
直

し
シ

ヤ
ボ
ン
るあ
もか
のを
と

ま
た
は
匂
の

水
を
も
っ

て

薄
化
粧
な
ど
い

た
し

夫
よ
り
服
を
着
替
る
な
り

何
れ
も
黒
羅
紗
に
て

そ
の

地
合
の

よ
き
こ

と
革
の

ご
と
し

又
身
奇
麗
な
る
事

我
国
の

人
に

替
る
事
な
し

次
に

食
事

港崎町外国人盆踊図　『横浜開港見聞誌』から
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に
お
よ
ぶ

麦
粉
に
て

製
し
た
る
パ

ン

と
い

ふ
も
の

を
食
す

其
外

牛
肉
豚
肉

果
物
等
な
り

酒
は
種
類
お
ほ
け
れ
ど
も

い

つ
れ

も
多
分
に

飲
で

も
深
く
酔
事
な
し

こ

れ
は
我
国
の

酒
と
は
替
り

穀
類
に

あ
ら
ず
し
て

ら
ん
び
き
に
て

果
物
よ
り
と
り
た
る
酒
な
れ
ば

気
ハ

強
け
れ
ど

も
醒
る
事
ハ

い

た
つ

て
は
や
し

食
事
は
朝
夕
二

度
な
り

煙
草
ハ

い

づ
れ
も
好
に

て

少
し
の

間
も
は
な
す
事
な
し

さ
れ
ど
も
我
国
の

た
ば
こ

と
違
ひ

つ

よ
き
事
は
な
は
だ
し

我
国
の

ご
と
く
内
へ

引
て

吸
と
き
ハ

目
の

ま
は
る
程
な
り

彼
等
ハ

ふ
か
す
ば
か

り
に
て

吸
こ

む
事
ハ

な
し

お

り

〱
唾
を
は
く
な
り

こ

れ
は
常
に

た
ば
こ

を
ふ
か
し
唾
を
は
け
ば
悪
気
を
吐
出
す
故
に

無
病
な
り
と
ぞ

さ
て
又
異
人
の

馬
に

乗
る
こ

と

ハ

小
児
の

頃
よ
り
男
女
と
も
に

乗
習
ふ
な
り

勿
論
流
義
な
ど
と
い

ふ
事
ハ

更
に

な
し

只
い

つ

と
な
く
乗
馴

自
然
と
達
者
に
の

り
覚
る
ゆ
へ

そ
の

駈
引
自
在
な
り

あ
る
ひ
は
血
気
運
動
の

た
め
に
と
て

用
な
き
時
と
て

も
館
内
市
中
を
も
歩
行
い

た
す
事
も
あ
り

我
国
の

も
の
ゝ

い

た

さ
ぬ
こ

と
な
り

二

　
新
聞
の

発
刊

新
聞
紙
の
誕
生

居
留
地
で

は
在
留
外
国
人
の

手
に
よ
っ

て
、

新
聞
紙
も
発
行
さ
れ
た
。

外
国
人
む
け
の

も
の

で

あ
っ

た
か
ら
、

も
ち
ろ
ん
最
初

は
英
字
新
聞
で

あ
る
。

な
お
当
時
の

日
本
語
に
お
い

て

「
新
聞
」
と
は
”

ニ

ュ

ー
ス
”

の

訳
語
で

あ
り
、

N
ew

sp
a
p
er

は
「
新

聞
紙
」
ま
た
は
「
新
聞
誌
」
と
訳
さ
れ
た
。

一

八
六
一

年
（
文
久
元
年
）
六
月
二

十
二
日
、

長
崎
に
お
い

て

〝T
h
e 

N
ag

asak
i 
s
h
ip

p
in

g
 

L
i
s
t 

a
n
d
 

A
d
v
e
r
tis

e
r

〞

と
い

う
英
字
新
聞
が
発

行
さ
れ
た
。

こ

れ
が
日
本
に
お

け
る
最
初
の

新
聞
で

あ
っ

て
、

週
二

回
刊
、

発
行
者
は
イ
ギ
リ
ス

人
の

貿
易
商
ハ

ン

サ
ー
ド

A
.
W

. 
H

a
n
s
ard

で

あ
っ

た
。

こ

の

新
聞
は
二

十
八
号
ま
で
つ

づ
い

た
が
、

や
が
て
ハ

ン

サ
ー
ド
は
横
浜
に

移
り
、

同
年
十
一

月
二

十
三
日
に

〝T
he Japan H

erald

〞
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を
創
刊
す
る
。

こ

こ

に

横
浜
に
お
い

て
、

最
初
の

新
聞
が
発
刊
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

"T
he Japan H

erald

〞

は
週
一

回
、

土
曜
の

夕
刻
に

発
売
さ
れ
た
。

刊
行
に
当
っ

て

は
、

イ
ギ
リ
ス

人
ブ
ラ
ッ

ク

J.R
. B

la
ck

を
主
筆
と
し
て

迎
え
、

紙
面
の

充
実
に
つ

と
め
て
い

る
。

の

ち
に

ブ

ラ
ッ

ク
は
邦
字
新
聞
『
日
新
真
事
誌
』
を
発
刊
し
（
明
治
五
年

）、
ま
た
『
ヤ
ン

グ
・

ジ
ャ

パ

ン

』
を
あ
ら
わ
し
て
、

幕
末
維
新
時
代
の

文
化
向
上
に

貢
献
す
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
。

こ

の

"T
h
e 

Japan
 

H
erald

〞

が
好
評
で

あ
っ

た
の

を
見
て
、

翌
六
二

年
（
文
久
二

年
）
に
は
、

ア
メ

リ
カ
人
の

シ
ョ

イ
ャ

ー

R
. 

S
ch

o
y
er

が

"T
h
e 

Jap
an
 
E

x
p
ress

〞

を
創
刊
し
た
。

発
刊
の

月
日
は
明
ら
か
で

な
い
。

し
か
し
『
エ

ク
ス

プ
レ

ス

』
は
、

『
ヘ

ラ
ル

ド

』
に

く
ら
べ

る
と
、

内

容
も
体
裁
も
、

す
こ

ぶ
る
貧
弱
で

あ
っ

た
。

さ
ら
に

六
三

年
（
文
久
三
年
）
三
月
二

十
五
日
に
は
、

ポ
ル

ト
ガ
ル

人
の
ロ

ー
ザ

F
. D

a
 R

o
z
a

が

"T
he Japan

 

C
o
m

m
ercia

l N
ew

s

〞

を
創
刊
し
た
。

大
判
一

枚
刷
り
四

ペ

ー
ジ
の

週
刊
紙
で
、

水
曜
日
に

発
売
さ
れ
た
。

こ

れ
が

『
ヘ

ラ
ル

ド
』
の

強
力
な
競
争
紙
と
な
っ

た
。

そ
こ

で
ハ

ン

サ

ー
ド
は
、

同
年
十
月
二

十
六
日
か
ら

『
ヘ

ラ
ル

ド
』
の

付
録
と
し
て
、

広
告
を
主
体
と
す
る
日

刊
紙

"T
h
e D

aily Jap
an
 H

erald

〞

を
発
行
し
た
。

英

字
紙
で
は
あ
っ

た
が
、

こ

こ

に
日
刊
新
聞
が
あ
ら
わ
れ
た

の

で

あ
る
。

そ
の

後
『
ヘ

ラ
ル

ド
』
は
、

明
治
の

末
に

及

「The Japan Herald」No.1　国立国会図書館蔵
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ん
で
ド
イ
ツ

人
に

経
営
が
移
り
、

一

九
一

四
（
大
正
三

）
年
九
月
ま
で

発
行
が
つ

づ
け
ら
れ
た
が
、

日
独
戦
争
（
第
一

次
大
戦

）
に
よ
っ

て

廃
刊
さ
れ

た
。

一

方
の

"T
h
e 

Ja
p
a
n
 
C

o
m

m
ercia

l 
N

ew
s

〞

は
、

や
が
て

『
ヘ

ラ
ル

ド

』
と
の

競
争
に

敗
れ
、

休
刊
す
る
に
至
っ

た
。

そ
こ

で

横
浜
で

銀
行

を
経
営
し
て
い

た
リ
ッ

カ
ビ
ー

C
h
arles R

ick
erb

y

ら
が
会
社
を
買
収
し
、

一

八
六
五
年
（
慶
応
元
年
）
九
月
八
日
、

〝T
he Japan 

T
im

es

〞

と

改
題
し
て

発
刊
し
た
。

週
刊
紙
で

あ
っ

た
が
、

ペ

ー
ジ
を
一

号
分
と
し
、

記
事
も
く
わ
し
い
。

こ

の

『
タ
イ
ム

ズ

』
は
一

八
六
九
年
（
明
治
二

年

）
十

二

月
ま
で
つ

づ
い

て

廃
刊
と
な
っ

た
。

そ
の

あ
と
を
う
け
て

イ
ギ
リ
ス

人
ハ

ウ
エ

ル

W
.G
. 

H
ow

ell

の

発
行
し
た
の

が
〝T

h
e 

Ja
p
a
n
 
M

a
il

〞

で

あ
る
。

一

八
六
八
（
明
治
十
一

）
年
一

月
に

は
『
タ
イ
ム

ズ

』
も
、

リ
ッ

カ
ビ
ー
に
よ
っ

て

復
刊
さ
れ
る
。

そ
し
て

七
月
に

は
『
メ

イ
ル

』
と
合

併
し
、

"T
he Japan T

im
es

〞

の

題
名
の

下
に

"and M
ail

〞

の

文
字
を
入
れ
て

発
行
を
つ

づ
け
た
。

こ

の

よ
う
な
外
字
新
聞
に

並
ん
で
、

邦
字
新
聞
も
し
だ
い

に

発
行
さ
れ
る
に

至
る
。

初
め
は
幕
府
の

手
に

よ
っ

て
、

文
久
二

年
（
一

八
六
二

）
一

月
か
ら
『
官
板
バ

タ
ビ
ヤ

新
聞
』
が
発
刊
さ
れ
、

三
月
か
ら
は
『
官
板
海
外
新
聞
』
と
改
題
さ
れ
た
。

こ

れ
は
オ
ラ
ン

ダ
の

新
聞
と
蕃
書
調
所
に

お

い

て

翻
訳
、

編
集
し
た
も
の

で

あ
る
。

半
紙
二
つ

折
り
を
五
、

六
枚
に

ま
と
め
て
、

冊
子
体
に

し
て

発
行
さ
れ
た
。

今
日
の

感
覚
か

ら
み
れ
ば
、

新

聞
と
い

う
よ
り
は
雑
誌
の

体
裁
に

近
い
。

文
久
三
年
（
一

八
六
三

）
に

な
る
と
、

横
浜
の

英
字
紙
を
翻
訳
し
た
邦
字
紙
が
発
刊
さ
れ
た
。

さ
き
の

"T
he C

om
m

ercial N
ew

s

〞

を
翻
訳
し

た
も
の

が
『
横
浜
新
聞
』
で

あ
り
、

つ

い

で
『
横
浜
新
聞
紙
』『
日
本
貿
易
新
聞
』『
日
本
交
易
新
聞
』
な
ど
と
題
名
を
改
め

な
が

ら
、

慶
応
元
年

（
一

八
六
五

）
ま
で
つ

づ
い

た
。

ま
た

"T
he 

D
aily 

Japan 
H

erald
〞

を
訳
し
た
『
日
本
毎
日
新
聞
紙
』
も
文
久
三
年
九
月
に

発
刊
さ
れ
て
い

る

が
、

数
号
で

廃
刊
と
な
っ

て
い

る
。

こ

え
て

慶
応
元
年
八
月
に
は
、

"T
he Japan T

im
es

〞

を
訳
し
た
『
日
本
新
聞
』
が
発
刊
さ
れ
翌
年
八
月
ま

で

五
十
五
号
を
数
え
た
。
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「
新
聞

の

父
」

ジ
ョ

セ
フ
・

ヒ
コ

こ

の

よ
う
に

横
浜
の

英
字
新
聞
に
つ

づ
い

て
、

数
種
の

邦
字
新
聞
も
発
行
さ
れ
る
に
至
っ

た
。

し
か
し
『
官
板
海
外
新
聞
』

に

し
て

も
、

『
日
本
貿
易
新
聞
』
や
『
日
本
新
聞
』
に

し

て

も
、

外
字
新
聞
の

翻
訳
で

あ
っ

て
、

日
本
の

新
聞
と
し
て

編
集

さ
れ
た
も
の

で

は
な
い
。

か
つ

新
聞
と
称
し
た
も
の

の
、

体
裁
は
雑
誌
に

近
く
、

発
行
も
不
定
期
で

あ
っ

た
。

本
当
の

意
味
に

お

け
る
日
本
の

新
聞

は
、

ジ
ョ

セ

フ

・

ヒ

コ

の

発
行
に
よ
る
『
海
外
新
聞
』
の

出
現
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

ジ
ョ

セ

フ
・

ヒ

コ

は
天
保
八
年
（
一

八
三
七

）、
播
磨
国
加
古
都
古
宮
村
、

い

ま
の

兵
庫
県
播
磨
町
に

生
ま
れ
、

幼
名
を
彦
太
郎
と
い

っ

た
。

嘉
永

三
年
（
一

八
五
〇

）、
十
三
歳
の

と
き
、

海
路
に
よ
っ

て

江
戸
見
物
に
お

も
む
い

た
が
、

そ
の

帰
途
、

暴
風
雨
に

あ
っ

て
、

太
平
洋
上
を
漂
流
す
る
こ

と
五
十
二

日
間
に

及
ぶ
。

よ
う
や
く
ア
メ

リ
カ
船
に

救
助
さ
れ
、

翌
年
（
一

八
五
一

）
二

月
、

サ
ン

フ

ラ
ン

シ

ス

コ

に

入
港
し

た
。

こ

れ
よ
り
、

ヒ

コ

の

ア
メ

リ
カ
生
活
が
始
ま
る
。

ア
メ

リ
カ
に

お

け
る
ヒ

コ

は
、

は
じ
め
サ
ン

フ

ラ
ン

シ

ス

コ
、

の

ち
は
ボ
ル

チ
モ

ア

で

暮
ら
し
た
。

そ
の

間
に

は
ニ

ュ

ー
ヨ

ー
ク

や
ワ

シ

ン

ト
ン

へ

も
お

も
む
き
、

一

八
五
三
年
八
月
に
は
ピ
ア
ー
ス

大
統
領
、

五
七
年
十
一

月
に

は
ブ
キ
ャ

ナ
ン

大
統
領
と
会
見
し
て
い

る
。

ま
た
一

八
五
四
年
に

は
カ
ト
リ
ッ

ク
の

学
校
に

入
学
し
、

十
月
三
十
日
に
は
洗
礼
を
受
け
た
。

そ
の

と
き
ジ
ョ

セ

フ

と
い

う
教
名
を
授
け
ら
れ
、

以
後
は
ジ
ョ

セ

フ

・

ヒ

コ

と
名
の

る
よ
う
に

な
っ

た
わ
け
で

あ
る
。

日
米
通
商
条
約
が
結
ば
れ
た
の

は
、

一

八
五
八
年
七
月
二
十
九
日
（
安
政
五
年
六
月
十
九
日

）
の

こ

と
で

あ
っ

た
。

こ

の

年
の

六
月
三
十
日
、

ヒ

コ

は
ボ
ル

チ
モ

ア

に
お
い

て

ア
メ

リ
カ
の

市
民
権
を
得
る
。

す
な
わ
ち
日
系
米
人
の

第
一

号
と
な
っ

た
。

折
り
か
ら
日
本
近
海
ま
で

お
も
む
く
測
量
艦

に

便
乗
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
、

十
一

月
に
は
ハ

ワ

イ
に

達
す
る
。

ハ

ワ

イ
か

ら
は
、

香
港
ゆ
き
の

商
船
に

乗
っ

た
。

こ

の

と
き
同
乗
し
た
の

が
、

旧

知
の

ヴ
ァ

ン

・

リ
ー
ド

V
a
n
 
R

e
e
d

で

あ
っ

た
。

の

ち
に

リ
ー
ド
は
横
浜
で

新
聞
『
も
し
ほ
草
』
を
発
刊
す
る
（
後
述

）。

香
港
か

ら
は
合
衆
国
の

軍
艦
ポ
ー
ハ

タ
ン

号
に

乗
る
こ

と
を
許
さ
れ
、

上
海
に

着
い

た
。

と
き
に

五
九
年
五
月
の

末
で

あ
る
。

こ

こ

で

初
代
の

駐
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日
公
使
と
し
て

赴
任
す
る
ハ

リ
ス

に

会
っ

た
。

そ
し
て
ハ

リ
ス

か
ら
、

新
し
く
開
か
れ
る
神
奈
川
領
事
館
の

通
訳
に

任
命
さ
れ
た
。

い

ま
や
ヒ

コ

は

米
国
籍
の

通
訳
と
し
て
、

ハ

リ
ス

ら
と
も
に
軍
艦
ミ

シ

シ

ッ

ピ

ー

号
に

乗
り
、

長
崎
・

下
田
を
へ

て
、

一

八
五
九
年
六
月
三
十
日
（
安
政
六
年
六
月
一

日

）、

神
奈
川
に
入
港
し
た
の

で

あ
っ

た
。

神
奈
川
（
横
浜

）
の

開
港
は
七
月
四
日
（
六
月
五
日

）
で

あ
っ

た
。

そ
の

日
、

本
覚
寺
に

ア
メ

リ
カ
の

神
奈
川
領
事
館
も
開
か
れ
た
。

ヒ

コ

は
翌
六

〇
年
二

月
に

辞
任
す
る
ま
で
、

領
事
館
通
訳
を
つ

と
め

た
、

三
月
か

ら
は
、

横
浜
で

貿
易
商
社
を
営
む
。

六
一

年
末
に

は
、

商
用
を
兼
ね
て

再
び
ア

メ

リ
カ
に

渡
っ

た
。

滞
米
中
の

六
二

年
三
月
に
は
、

リ
ン

カ
ー
ン

大
統
領
と
会
見
し
て
い

る
。

こ

う
し
て

十
月
に
は
横
浜
に

も
ど
り
、

ふ
た
た
び
領

事
館
の

通
訳
を
つ

と
め
た
。

領
事
館
に

在
任
中
、

六
二

年
十
一

月
に
は
、

月
刊
の

『
商
事
月
報
』
を
発
刊
し
た
。

商
事
と
名
づ
け
て
い

る
が
、

江
戸
や
横
浜
の

動
静
、

す
な
わ

ち
時
事
ニ

ュ

ー
ス

な
ど
も
報
道
し
て
い

る
。

領
事
館
は
六
三
年
九
月
三
十
日
に

辞
任
し
た
。

そ
し
て

横
浜
で
、

ふ
た
た
び
貿
易
商
社
を
開
業
し
た
。

横
浜
の

居
宅
、

居
留
地
百
四
十
一

番
に

お
い

て
、

い

わ
ゆ
る
『
海
外
新
聞
』
を
発
刊
し
た
の

は
、

一

八
六
四
年
（
元
治
元
年
）
六
月
の

こ

と
で

あ

る
。

長
い

ア
メ

リ
カ
生
活
に
お
い

て
、

ヒ

コ

は
新
聞
と
い

う
も
の

の

効
用
を
、

十
分
に
心
得
て
い

た
。

当
時
の

日
本
人
の

誰
も
が
知
り
た
が
っ

て
い

る
ニ

ュ

ー
ス

を
、

新
聞
に
よ
っ

て

伝
え
よ
う
、

と
考
え
た
の

で

あ
っ

た
。

単
な
る
外
国
新
聞
の

翻
訳
で
は
な
い
。

独
自
の

編
集
に
よ
っ

て

記
事
を
選

択
し
、

読
み
も
の

そ
の

他
を
加
え
、

日
本
語
の

新
聞
と
し
て
、

初
め
て

新
聞
ら
し
い

形
態
を
と
と
の

え
た
も
の

で

あ
っ

た
。

の

ち
に
ヒ

コ

は
”

新
聞

の

父
”

と
呼
ば
れ
る
に
至
る
。

ヒ

コ

の

『
海
外
新
聞
』
は
約
二

年
間
つ

づ
い

た
が
、

新
聞
の

売
行
き
は
思
わ
し
く
な
く
、

ま
た
貿
易
商
社
の

経
営
も
行
き
づ
ま
っ

て
一

八
六
六
年

（
慶
応
二

）
十
二

月
に
は
横
浜
を
去
る
。

そ
れ
か
ら
後
の
ヒ

コ

は
、

長
崎
や
兵
庫
に
お
い

て

商
業
に

従
事
し
、

晩
年
は
東
京
に

移
っ

た
。

そ
の

死
去
は

一

八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
十
二
月
の

こ

と
で

あ
る
。
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故
国
に

帰
っ

た
ヒ

コ

は
、

み
ず
か

ら
彦
蔵
と
名
の
っ

た
。

ア
メ

リ
カ
の

市
民
権
を

得
て

い

た
か

ら
、

国
籍
は
ア
メ

リ
カ
に

あ
り
、

世
間
か
ら
は

「
ア
メ

リ
カ
彦
蔵
」
と
呼
ば
れ
た
。

し
か

も
生
れ
故
郷
か
ら
夫
人
を
む
か
え
、

そ
の

旧
姓
で

あ
る
浜
田
を
も
っ

て
、

晩
年
は
浜
田
彦
蔵
と
称
し
て
い

た
。『

新
聞
誌
』
と

『
海
外
新
聞
』

ヒ

コ

の

自
伝

"T
h
e 

N
arra

tiv
e 

of 
a 

Ja
p
a
n
ese

〞

に
よ
れ
ば
、

一

八
六
四
年
（
元
治
元
年
）
六
月
二

十
八
日
の

記
事
の

な
か

で
、

新
聞
の

発
刊
に
つ

い

て

次
の

よ
う
に

述
べ

て
い

る
。

今
月
中
に

私
は
『
海
外
新
聞
』
を
創
刊
し
た
。

木
版
刷
り
の

日
本
語
新
聞
で
、

外
国
の
ニ

ュ

ー
ス

を
要
約
し
て

載
せ
て
い

る
。

こ

れ
は
日
本
語

で

印
刷
さ
れ
て

刊
行
さ
れ
た
最
初
の

新
聞
で

あ
っ

た
。

こ

の

新
聞
は
、

今
日
か
ら
私
が

長
崎
へ

去
る
ま
で

―
約
二

年
間
つ

づ
い

て

刊
行
さ
れ

た
。

こ

こ

で
は
『
海
外
新
聞
』
を
発
刊
し
た
、

と

記
さ
れ
て

い

る
け
れ
ど

も
、

ヒ

コ

が
元
治
元
年
に

発
刊
し
た
と
き
の

題
名
は
『
新
聞
誌
』
で

あ
っ

た
。

ま
た
木
版
印
刷
で

は
な
く
、

い

ち
い

ち
手
書
き
し
た
も
の

で

あ
っ

た
。

し
か
し
『
新
聞
誌
』
時
代
の

も
の

は
、

現
物
も
、

こ

れ
を
筆
写
し
た

も
の

も
、

い

っ

さ
い

残
っ

て
い

な
い
。

し
た
が
っ

て

記
事
の

内
容
も
発
行

の

期
日
や
号
数
も
、

明
ら
か
に

す
る
こ

と
が
で

き
な
い

の

で

あ
る
。

最
初
の

『
新
聞
誌
』
発
刊
か
ら
九
か
月
た
っ

た
慶
応
元
年
（
一

八
六
五

）

五
月
、

題
名
を
『
海
外
新
聞
』
と
改
め
、

そ
の

第
一

号
が
発
行
さ
れ
た
。

こ

の

た
び
は
木
版
印
刷
と
な
っ

て
い

る
。

体
裁
は
半
紙
を
二
つ

折
り
に

し

海外新聞の表紙　県立金沢文庫蔵
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て
五
―
六
枚
つ

づ

り
合
わ
せ
、

こ

よ
り
で
と
じ
て
、

表
紙
を
つ

け
た
も
の

で

あ
っ

た
。

表
紙
に

は
、

横
浜
の

港
を
描
い

て
、

富
士
の

遠
景
を
配
し
た

図
柄
を
用
い

た
。

各
号
の

巻
頭
に

は
、

何
月
何
日
に

「
イ
ギ
リ
ス

飛
脚
船
、

此
港
（
＝
横
浜

）
ニ

入
り
し
を
以
て

左
の

新
聞
（
＝
ニ

ュ

ー
ス

）
を
得
た
り
」
と
記
し
、

国
別
に

海
外
の

時
事
ニ

ュ

ー
ス

を
採
録
し
て
い

る
。

こ

う
し
た
記
事
は
外
国
紙
の

記
事
を
ヒ

コ

が
訳
述
し
、

本
間
潜
蔵
と
岸
田
吟
香
と
が
、

や
さ
し

い

日
本
文
と
し
て

書
き
お

ろ
し
た
も
の

で

あ
っ

た
。

海
外
ニ

ュ

ー
ス

の

ほ
か
に

は
、

横
浜
に
お

け
る
相
場
変
動
や
経
済
情
報
も
伝
え
て
い

る
。

た
と
え
ば
「
茶
、

此
品
ハ

不
景
気
に

し
て
下
値
に

な
れ

り
。

」（
第
三
号
）、

「
糸
、

前
橋
の

極
上
は
競
気
少
し
く
宜
し
」（
第
六
号
）
と
い

う
よ
う
な
調
子
で

あ
っ

た
。

さ
ら
に

第
一

号
か
ら
、

末
尾
に
は
次
の

よ
う
な
口

上
を
の

せ
た
。

右
の

こ

と
く
各
国
の

新
聞
紙
を
日
本
の

こ

と
葉
に

な
ほ
し
出
す
趣
意
ハ

各
国
の

珍
ら
敷

噺
を
も
知
り
、

且
物
の

価
の

相
場
高
下
を
も
弁
へ

知
れ
ハ

貿
易
の

為
に

弁
利
多
き
を
思
ひ
て

な
り
。

英
国
の

飛
脚
船
ハ

一

月
に

二
度
つ

ゝ

ハ

此
港
に

来
る
も
の

な
れ
ハ

便
リ
有
る
度
毎
に

速
に

出

版
し
、

又
先
に

横
浜
在
留
の

異
人
よ
り
出
す
引
札
を
も
訳
し
て

添
可
申
候
。

已
上
。

こ

こ

に

述
べ

た
通
り
、

引
札
す
な
わ
ち
広
告
も
の

せ
た
。

そ
の

こ

ろ
、

広
告
の

効
用
を
知
っ

て
い

た
者
は
、

外
国
人
ば
か
り
で

あ
り
、

当
時
の

日

本
人
に
と
っ

て
は
、

す
こ

ぶ
る
珍
し
く
感
じ
た
こ

と
で

あ
ろ
う
。

病
の

治
療
を
受
む
と
望
む
人
々

ハ

、

爾
後
九
ツ

半
時
よ
り
七
時
迄
（
＝
午
後
一

時
―
四
時
）
に

第
百
八
番
を
と
ひ
給
へ

。

　
バ

ダ
ー
ル

啓

（
第
十
八
号
）

入
歯
を
成
ん
と
欲
す
る
御
方
ハ

御
尋
被
下
。

所
持
の

細
工

歯
御
覧
の

上
に
て

御
用
被
仰
付
川
候
之
は
尋
常
の

骨
或
ハ

象
牙
蠟
石
に
て

造
り
し
に

非
す
。

せ
と
も
の

に

類
せ
し
金
に
て

造
り
し
故
、

持
甚
宜
敷
つ

や
な
ど
天
然
の

歯
に

異
な
ら
ず

　
三
十
一

番
　
レ

ス

ノ

ー
謹
啓
（
第
十
九
号
）
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