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は
じ
め
に

　
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
幕
府
は
、
寛
永
一
二
（
一
六
三
五
）
年

以
来
禁
止
し
て
い
た
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
解
禁
し
た
。
本
稿
は
、

こ
の
政
策
転
換
が
意
味
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
と
、
明
治
維
新

期
に
お
け
る
海
外
渡
航
用
の
旅
券
の
発
給
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
る
。

　
日
本
人
の
海
外
渡
航
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
実
際
に
渡
航
し

た
曲
芸
一
座
や
か
ら
ゆ
き
さ
ん
、
留
学
生
、
労
働
移
民
に
注
目
す
る

も
の
が
多
く
あ
る
（
１
）

。
こ
れ
ら
の
研
究
は
大
変
興
味
深
い
も
の
で
は
あ

る
が
、
二
つ
問
題
点
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
第
一
は
、
幕

府
に
よ
る
海
外
渡
航
の
解
禁
を
、
開
国
政
策
へ
の
転
換
と
い
う
前
提

で
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
か
つ
て
私
は
、
近
世
に
お
い
て
異
国
船

が
日
本
近
海
に
出
現
し
た
場
合
、
沿
岸
の
漁
民
ら
と
接
触
す
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
垣
船
・
虎も
が
り落
・
打
払
い
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は

す
べ
て
海
禁
を
維
持
す
る
た
め
の
外
国
人
隔
離
策
で
あ
っ
た
こ
と
、

日
米
修
好
通
商
条
約
調
印
後
も
外
国
人
隔
離
策
は
、
開
港
場
・
居
留

地
・
遊
歩
区
域
と
い
う
か
た
ち
で
続
い
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
開
国

と
い
う
概
念
を
不
用
意
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
開
港
と
い
う

概
念
を
提
唱
し
た
（
２
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
慶
応
二
年
か
ら
始
ま
る
日
本
人
の

海
外
渡
航
も
、
開
国
政
策
へ
の
転
換
と
い
う
視
点
で
見
る
の
で
は
な

く
、
管
理
や
制
限
を
維
持
し
つ
つ
外
国
と
の
外
交
・
貿
易
の
た
め
港
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を
開
く
と
い
う
開
港
策
の
継
承
と
い
う
視
点
で
見
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
第
二
は
、
幕
府
が
海
外
渡
航
の
解
禁
を
決
断
し
た
背

景
が
十
分
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

一
般
に
は
、
外
国
公
使
か
ら
の
貿
易
障
壁
の
緩
和
・
撤
廃
を
も
と
め

る
執
拗
な
要
求
、
と
く
に
下
関
戦
争
の
償
金
支
払
延
期
の
代
償
と
し

て
日
本
人
の
渡
航
が
解
禁
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
（
３
）
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
幕
府
の
主
体
性
が
無
視
さ
れ
て
き
た
。
外
国

人
隔
離
策
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
幕
府
が
、
な
ぜ
日
本
人
の
海
外
渡

航
を
解
禁
し
た
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
本
稿
で

は
、
こ
の
二
つ
の
疑
問
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
、
海
外
渡
航
者
に

発
給
さ
れ
る
海
外
渡
航
印
章
と
か
、
単
に
印
章
と
呼
ば
れ
て
い
た
旅

券
に
注
目
す
る
（
４
）

。

　
旅
券
、
す
な
わ
ち
パ
ス
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
ト
ー
ピ

ー
が
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
（
５
）
。
パ
ス
ポ
ー
ト
と
は
、
国
家
が

国
民
の
国
籍
を
保
障
し
、
国
民
を
個
人
と
し
て
管
理
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
出
現
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
あ
る
。
革
命
以
前
の
旅
券
は
、

貴
族
や
教
会
な
ど
封
建
領
主
が
発
給
す
る
所
持
者
の
保
護
を
依
頼
す

る
文
書
で
あ
っ
た
。
一
七
八
九
年
の
革
命
当
初
は
廃
止
さ
れ
た
が
、

一
七
九
一
年
ル
イ
一
六
世
が
貴
族
の
従
者
の
旅
券
で
フ
ラ
ン
ス
脱
出

を
試
み
た
ヴ
ァ
レ
ン
ヌ
事
件
や
、
国
境
付
近
に
反
革
命
亡
命
者
が
集

結
す
る
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
国
家
が
国
民
と
非
国
民
を
峻
別
す

る
道
具
と
し
て
旅
券
が
再
登
場
し
た
。
一
九
世
紀
に
は
工
場
と
プ
ラ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
地
球
規
模
で
の
拡
大
を
背
景
に
、
労
働
力
確
保
の

た
め
移
民
の
自
由
化
を
求
め
る
資
本
家
た
ち
の
要
求
に
応
じ
て
旅
券

制
度
が
緩
和
さ
れ
た
。
二
〇
世
紀
に
は
国
家
が
徴
兵
・
納
税
者
を
確

保
す
る
た
め
出
入
国
管
理
を
厳
格
化
し
、
そ
の
た
め
の
道
具
と
し
て

旅
券
制
度
が
復
活
し
た
と
い
う
。

　
ト
ー
ピ
ー
に
よ
れ
ば
、
幕
府
が
海
外
渡
航
を
解
禁
し
た
一
九
世
紀

は
、
労
働
者
の
移
動
が
自
由
化
さ
れ
る
こ
ろ
で
あ
り
、
各
国
で
は
旅

券
の
効
力
が
薄
ら
い
で
い
く
時
期
に
あ
た
る
（
６
）

。と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、

海
外
渡
航
者
に
旅
券
を
発
給
し
、
帰
国
と
旅
券
の
返
納
を
義
務
付
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
幕
府
お
よ
び
日
本
の
主
体
性
を
解
く
カ

ギ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
二
つ
の
問
題
意
識
に
し
た
が

っ
て
、
海
外
渡
航
解
禁
へ
の
政
策
決
定
の
過
程
と
旅
券
の
発
給
状
況

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
で
示
し
た
旅
券
の
発
給
表
で
あ
る
が
、
不
完
全
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

理
由
は
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
の
箱
館
と
慶
応
三
年
か
ら
明
治

五
（
一
八
七
二
）
年
ま
で
の
長
崎
で
発
給
し
た
旅
券
の
台
帳
は
現
存

し
て
い
る
が
、
幕
府
の
外
国
奉
行
と
神
奈
川
奉
行
が
、
ま
た
新
政
府

の
外
務
省
と
神
奈
川
、
函
館
で
発
給
し
た
旅
券
の
台
帳
が
残
っ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
内
戦
期
、
比
較
的
順
調
に
政
権
交
代
が
行
わ
れ

た
長
崎
と
、
混
乱
が
発
生
し
た
江
戸
・
神
奈
川
・
箱
館
の
違
い
で
あ

る
。
こ
の
た
め
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
ご
ろ
政
府
は
、
過
去
に
さ
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か
の
ぼ
っ
て
旅
券
の
発
給
状
況
を
調
査
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
調

査
の
成
果
の
う
ち
、
各
開
港
場
が
発
給
し
た
旅
券
を
渡
航
先
の
国
ご

と
に
整
理
し
た
の
が
「
海
外
行
免
状
発
行
一
件
」（
外
務
省
記
録
三
．

八
．
五
．
七
）
で
あ
り
、
外
務
省
が
発
給
し
た
旅
券
を
整
理
し
た
の

が
「
航
海
人
明
細
録
」（
外
務
省
記
録
三
．
八
．
五
．
二
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
帳
簿
を
も
と
に
表
２
と
表
３
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
旅
券

の
発
給
を
受
け
ず
に
渡
航
し
た
者
も
多
く
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

が
、
こ
の
問
題
は
後
日
の
課
題
と
し
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
。

第
一
章
　
海
外
渡
航
の
解
禁
と
旅
券
制
度
の
創
設

　
慶
応
二
年
四
月
七
日
幕
府
は
、
海
外
渡
航
の
解
禁
を
発
令

し
、
一
三
日
に
は
各
国
公
使
館
へ
通
告
し
た
。
し
か
し
、
文
久
二

（
一
八
六
二
）
年
二
月
に
イ
ギ
リ
ス
公
使
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
従
者
を

香
港
に
同
行
し
た
よ
う
に
、
解
禁
以
前
で
も
外
交
官
の
従
者
で
あ
れ

ば
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
認
め
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
般
の

貿
易
商
人
の
場
合
は
従
者
の
渡
航
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
具
体
例

を
挙
げ
れ
ば
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
横
浜
在
留
の
フ
ラ
ン
ス
商

人
サ
ル
ヘ
ル
が
上
海
に
お
も
む
く
さ
い
に
、
日
本
人
乳
母
を
連
れ
て

行
く
こ
と
の
許
可
を
神
奈
川
奉
行
に
も
と
め
た
が
、
幕
府
は
国
法
を

ま
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
理
由
で
拒
否
し
て
い
る
。
ま
た
、
元

治
元
（
一
八
六
四
）
年
に
は
、
箱
館
在
留
イ
ギ
リ
ス
商
人
ホ
ル
ト
ン

が
上
海
に
お
も
む
く
さ
い
に
従
者
の
同
行
を
願
い
出
た
が
、
こ
れ
も

幕
府
は
許
可
し
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
貿
易
商
人
で
あ
り
な
が
ら
日
本
人
従
者
を
海
外
に
連

れ
出
し
た
事
例
が
二
例
知
ら
れ
て
い
る
。
文
久
二
年
箱
館
在
留
ア
メ

リ
カ
商
人
フ
レ
ツ
ル
が
上
海
へ
幸
次
郎
を
連
れ
出
し
た
件
と
、
慶
応

元
年
（
一
八
六
五
）
横
浜
在
留
ア
メ
リ
カ
商
人
ヴ
ァ
ン
・
リ
ー
ド
が

喜
三
郎
を
ア
メ
リ
カ
本
国
に
連
れ
出
し
た
件
で
あ
る
。
こ
の
二
例
に

お
け
る
幕
府
の
対
応
か
ら
、
幕
府
が
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
解
禁
す

る
理
由
を
考
え
て
み
た
い
（
７
）
。

　
フ
レ
フ
ツ
の
事
件
の
経
過
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
文
久
二
年
五

月
二
六
日
フ
レ
フ
ツ
は
、幸
次
郎
を
連
れ
て
上
海
に
お
も
む
く
た
め
、

箱
館
奉
行
に
対
し
て
幸
次
郎
の
旅
券
を
発
給
す
る
よ
う
に
も
と
め
た

が
、
奉
行
に
拒
否
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
フ
レ
フ
ツ
は
、
箱

館
在
留
の
ア
メ
リ
カ
外
交
官
ヒ
フ
ノ
に
掛
け
合
い
、
幸
次
郎
の
旅
券

を
発
給
し
て
も
ら
い
五
月
晦
日
に
上
海
に
向
け
て
出
発
し
た
。
こ
の

こ
と
が
箱
館
奉
行
村
垣
範
正
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
外
交
問
題
に

発
展
、
幕
府
は
江
戸
の
ア
メ
リ
カ
公
使
館
に
厳
重
な
抗
議
を
入
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
幸
次
郎
は
、
長
崎
に
立
ち
寄
っ
た
の
ち
箱

館
に
帰
港
し
た
と
こ
ろ
で
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
。

　
こ
の
事
件
に
お
い
て
江
戸
の
ア
メ
リ
カ
公
使
館
は
、
幸
次
郎
に
旅

券
を
発
給
し
た
こ
と
に
つ
い
て
謝
罪
し
た
が
、
幸
次
郎
を
海
外
に
連

れ
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
謝
罪
し
て
い
な
い
。そ
の
理
由
と
し
て
、
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日
米
修
好
通
商
条
約
第
三
条
に
「
在
留
の
亜
米
利
加
人
日
本
の
賎
民

を
雇
ひ
且
諸
用
事
に
充
る
事
を
許
す
へ
し
（
８
）
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
日

本
人
従
者
を
ど
の
国
に
連
れ
て
行
こ
う
が
、
何
に
使
お
う
が
勝
手
で

は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
外
交
官
の
主
張
に

対
し
て
箱
館
奉
行
村
垣
範
正
は
、「
一
旦
御
和
親
御
取
締
相
成
候
上

ハ
御
許
容
遅
速
迄
之
儀
に
て
、
永
久
御
断
切
と
申
御
場
合
に
も
至
間

敷
哉
奉
存
候
間
、
立
帰
り
と
し
て
召
連
度
段
申
立
候
も
の
ハ
、
彼
任

願
御
許
允
被
為
在
、
免
状
又
ハ
切
手
類
相
渡
、
右
之
証
状
無
之
も
の

ハ
決
て
外
国
へ
不
差
遣
段
被
仰
出
可
然
哉
」
と
、
条
約
を
結
ん
だ
か

ら
に
は
日
本
人
従
者
の
海
外
渡
航
は
許
さ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
で
必

ず
帰
国
す
る
こ
と
を
条
件
に
海
外
渡
航
を
許
可
し
、
そ
の
た
め
の
免

状
や
切
手
を
発
給
す
る
こ
と
を
幕
府
に
提
案
し
て
い
る
。

　
ヴ
ァ
ン
・
リ
ー
ド
の
事
件
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
慶
応
元
年
本

国
へ
帰
国
す
る
さ
い
喜
三
郎
を
連
れ
て
行
っ
た
ヴ
ァ
ン
・
リ
ー
ド
が
、

翌
年
再
来
日
す
る
に
あ
た
り
喜
三
郎
を
上
海
ま
で
と
も
な
っ
て
き
た

の
で
、
彼
を
帰
国
さ
せ
て
ほ
し
い
と
神
奈
川
奉
行
に
訴
え
出
た
。
ヴ

ァ
ン
・
リ
ー
ド
は
国
法
を
破
り
喜
三
郎
を
海
外
に
連
れ
出
し
た
こ
と

は
認
め
た
が
、
喜
三
郎
が
各
国
を
視
察
し
て
い
る
た
め
日
本
に
有
益

な
情
報
を
も
た
ら
す
は
ず
だ
と
し
て
、
彼
の
処
分
を
軽
減
す
る
よ
う

に
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
願
い
を
神
奈
川
奉
行
は
幕
府
内
の
評

議
に
か
け
る
が
、
結
論
は
、
す
で
に
海
外
渡
航
を
解
禁
し
た
こ
と
で

も
あ
る
し
の
で
、
神
奈
川
奉
行
の
提
案
を
採
用
し
て
喜
三
郎
を
帰
国

さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
評
議
で
神
奈
川
奉
行
が
喜
三
郎
を
帰

国
さ
せ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
理
由
と
は
、
も
し
彼
が
帰
国
を
あ
き

ら
め
ア
メ
リ
カ
に
残
留
し
た
な
ら
ば
、「
必
密
商
は
勿
論
通
信
等
意

外
之
御
不
都
合
」
が
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
説
明
に
つ
い
て
は
勘
定
奉
行
・
勘
定
吟
味
役
も
、
も
し

「
国
法
」
を
恐
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
と
ど
ま
っ
た
な
ら
ば
、「
彼
之
耳
目
」

と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
同
意
し
て
い
る
。

　
こ
の
二
つ
の
事
件
か
ら
幕
府
は
、
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
禁
止
し

て
い
て
も
日
米
修
好
通
商
条
約
に
不
備
が
あ
る
か
ぎ
り
海
外
渡
航
は

な
く
な
ら
な
い
こ
と
、
海
外
渡
航
の
禁
止
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

禁
令
を
破
っ
て
渡
航
し
た
も
の
が
帰
国
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
、
か

え
っ
て
国
の
不
利
益
が
発
生
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
た
め
、
海
外
渡
航
の
禁
令
を
維
持
し
て
日
本
人
を
管
理
す
る
の

で
は
な
く
、
解
禁
し
た
う
え
で
旅
券
を
使
っ
て
管
理
す
る
こ
と
に
し

た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
海
外
渡
航
の
解
禁
か
ら
旅
券
の
製
作
ま
で
の
経
過
を
見
て

い
き
た
い
。

　
前
述
の
と
お
り
、
幕
府
が
海
外
渡
航
の
解
禁
を
宣
言
し
た
の
は
、

慶
応
二
年
四
月
七
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
触
に
よ
る
と
、

海
外
渡
航
を
許
可
す
る
者
は
学
科
修
行
か
商
売
の
者
に
限
り
、
渡
航

者
に
は
印
章
を
与
え
る
の
で
、
名
前
、
渡
航
目
的
、
渡
航
先
を
、
陪

臣
の
場
合
は
そ
の
主
人
か
ら
、
百
姓
町
人
の
場
合
は
奉
行
代
官
領
主
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地
頭
か
ら
外
国
奉
行
や
開
港
場
の
奉
行
に
届
け
出
よ
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
（
９
）
。
さ
ら
に
、
五
月
一
三
日
に
各
国
公
使
と
の
間
で
結
ば
れ

た
改
税
約
書
の
第
一
〇
条
で
は
、「
其
筋
よ
り
政
府
の
印
章
を
得
れ

は
修
行
又
は
商
賈
す
る
為
め
各
外
国
に
赴
く
事
、
並
に
日
本
と
親
睦

な
る
各
外
国
の
船
中
に
於
て
諸
般
の
職
事
を
勤
む
る
こ
と
故
障
な

し
、
外
国
人
雇
置
く
日
本
人
海
外
へ
出
る
時
は
開
港
場
の
奉
行
へ
願

出
政
府
の
印
章
を
得
る
事
妨
け
な
し
」
と
、
学
科
修
行
と
商
売
の
者

だ
け
で
な
く
、
外
国
船
や
外
国
人
に
雇
わ
れ
た
者
に
も
、
印
章
を
与

え
た
う
え
で
海
外
渡
航
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た）
（1
（

。

　
こ
う
し
て
幕
府
は
、
海
外
渡
航
を
解
禁
す
る
と
と
も
に
海
外
渡
航

者
に
は
印
章
を
発
給
す
る
と
し
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
印
章
を
ど
の

よ
う
な
も
の
に
す
る
か
は
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
外
国
奉

行
は
、
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
経
験
が
あ
る
開
成
所
教
授
の
西
周
と
津
田

真
道
に
印
章
の
調
査
を
命
じ
た
が
断
ら
れ
て
し
ま
い
、
外
国
奉
行
内

部
の
書
簡
掛
を
中
心
に
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
当
初
印
章
は
、
ア
メ
リ
カ
の
旅
券
を
参
考
に
作
成
す
る
予
定
で
あ

っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
が
共
和
制
で
あ
る
こ
と
や
日
常
的
に
は
旅
券
を

使
用
し
な
い
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
旅
券
を
参
考
に
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
し
て
印
章
は
、
日
本
の
旅
券
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め

日
本
文
で
書
く
こ
と
、
個
人
を
特
定
す
る
た
め
に
人
相
書
を
付
け
る

こ
と
と
な
っ
た
。
発
給
は
当
初
老
中
が
行
う
案
が
あ
っ
た
が
、
発
給

を
迅
速
に
し
な
い
と
「
私
走
」、
す
な
わ
ち
密
出
国
を
企
て
る
も
の

が
あ
る
と
の
外
国
奉
行
の
主
張
か
ら
、
外
国
事
務
局
が
行
う
こ
と
と

な
り
、
外
国
事
務
局
か
ら
事
前
に
印
刷
し
て
二
〇
枚
ず
つ
各
開
港
場

の
奉
行
に
配
布
し
、
発
給
に
あ
た
っ
て
は
台
帳
を
作
成
し
割
印
を
捺

す
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
印
章
に
は
次
の
三
ヵ
条
の
掟
書
が
つ
い
て
い
た
。

一
願
済
之
国
々
之
外
猥
り
に
他
国
江
罷
越
し
滞
留
等
い
た
す
へ

か
ら
す
、
帰
朝
之
期
限
を
延
引
す
へ
か
ら
ざ
る
事
、

一
外
国
之
人
別
ニ
加
り
候
儀
は
勿
論
、
他
国
之
宗
門
に
入
へ
か

ら
さ
る
事
、

一
御
条
約
之
趣
を
守
り
、誠
実
を
以
外
国
人
と
相
交
る
へ
き
事
、

　
掟
書
の
骨
子
は
、
海
外
渡
航
者
は
許
可
を
受
け
た
国
の
他
は
立
ち

寄
ら
な
い
こ
と
、
必
ず
期
限
以
内
に
帰
国
す
る
こ
と
、
他
国
の
国
籍

を
取
得
し
な
い
こ
と
、
他
国
の
宗
門
に
帰
依
し
な
い
こ
と
の
四
点
で

あ
る
。
評
議
の
間
、
ロ
シ
ア
公
使
か
ら
七
月
一
七
日
の
書
翰
で
、「
日

本
之
政
府
は
民
に
可
成
又
大
に
不
拘
之
所
置
を
以
て
遣
し
候
を
善
と

被
存
」
と
、
一
般
日
本
人
の
海
外
渡
航
に
あ
ま
り
国
家
が
関
与
し
な

い
よ
う
に
と
い
う
助
言
が
あ
っ
た
が
、
結
局
旅
券
に
掟
書
を
添
付
す

る
こ
と
に
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
慶
応
二
年
九
月
に
は

印
章
に
捺
印
す
る
印
鑑
も
完
成
し
た
。

こ
こ
で
新
た
な
問
題
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
、
①
女
性
に
印
章

を
発
給
す
る
か
、
②
未
だ
条
約
を
調
印
し
て
い
な
い
中
国
へ
の
渡
航

を
認
め
る
か
、
③
印
章
の
発
給
手
数
料
を
幾
ら
と
す
る
か
、
の
三
点
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明
治
維
新
期
旅
券
制
度
の
基
礎
的
研
究
（
上
白
石
）

で
あ
る
。

①
は
、
一
〇
月
四
日
ア
メ
リ
カ
公
使
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
で
表

面
化
し
た
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
外
国
奉
行
は
次
の
よ
う

に
主
張
し
た
。
女
性
に
海
外
渡
航
を
認
め
る
こ
と
は
、
何
の
利
益
も

な
い
し
、
取
締
り
に
お
い
て
も
好
ま
し
く
な
い
。
し
か
し
、
外
国
人

が
乳
母
と
し
て
連
れ
て
行
こ
う
と
す
る
の
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
し
、
改
税
約
書
第
一
〇
条
に
も
「
外
国
人
雇
置
日
本
人
」
の
渡

航
を
認
め
る
と
あ
る
だ
け
で
男
女
の
別
は
記
載
し
て
い
な
い
。
す
で

に
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
商
人
か
ら
曲
芸
一
座
の
渡
航
願
い
が

出
さ
れ
て
い
る）
（（
（

。
曲
芸
一
座
の
女
性
に
印
章
を
発
給
す
る
こ
と
は
拒

否
し
た
い
が
、
条
約
の
文
面
を
根
拠
に
外
国
人
か
ら
迫
ら
れ
た
ら
拒

否
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り
女
性

の
渡
航
も
認
め
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
主
張
が
幕
府
に
入
れ
ら

れ
て
、
女
性
の
海
外
渡
航
も
許
可
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
②
の
中
国
へ
の
渡
航
に
関
し
て
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
渡

航
が
始
ま
っ
て
い
る
慶
応
三
年
四
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
日
本

人
の
渡
航
先
の
多
く
が
上
海
な
ど
中
国
の
開
港
場
で
あ
っ
た
が
、
条

約
を
結
ん
で
い
な
い
中
国
に
渡
航
す
る
こ
と
を
認
め
て
よ
い
の
か
と

い
う
疑
問
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
幕
府
内
部
の
評
議
で
、

中
国
に
あ
る
開
港
場
は
特
別
で
あ
る
と
し
て
渡
航
を
認
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　
③
の
手
数
料
に
つ
い
て
も
、
渡
航
が
始
ま
っ
て
か
ら
問
題
に
な
っ

た
点
で
あ
る
。
海
外
渡
航
の
解
禁
当
初
に
は
印
章
の
発
給
に
あ
た
っ

て
手
数
料
は
取
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
慶
応
三
年
二
月
ご
ろ
外
国
奉

行
か
ら
手
数
料
を
取
る
べ
き
だ
と
の
提
案
が
幕
府
に
出
さ
れ
た
模
様

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
年
五
月
外
国
奉
行
は
、
改
め
て
金
一
両
一
分

を
手
数
料
と
し
て
徴
収
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
一
二
月
に
な
っ
て
幕

府
に
了
承
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
慶
応
二
年
四
月
に
海
外
渡
航
の
解
禁
と
印
章
の

発
給
が
宣
言
さ
れ
た
も
の
の
、
実
際
に
印
章
が
完
成
し
た
の
は
同
年

九
月
、
旅
券
制
度
が
確
立
し
た
の
は
慶
応
三
年
一
二
月
で
あ
っ
た
。

宣
言
か
ら
二
〇
ヵ
月
も
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

外
交
史
料
館
に
は
慶
応
二
年
一
〇
月
一
七
日
に
神
奈
川
奉
行
が

発
給
し
た
神
奈
川
三
号
亀
吉
の
印
章
が
保
管
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。そ
れ
は
、

縦
二
二
・
六
㎝
×
横
三
一
・
一
㎝
の
厚
手
の
奉
書
紙
で
、表
は
横
置
き
・

縦
書
き
で
、
袖
の
天
の
部
分
に
割
印
が
あ
り
、
最
初
に
「
神
奈
川
　

第
三
号
　
限
二
年
　
生
国
武
蔵
　
横
浜
太
田
町
　
源
左
衛
門
寄
子
　

亀
吉
」
と
あ
り
、
次
に
三
字
×
三
行
の
角
印
朱
印
「
日
本
政
府
航
許

佗
邦
記
」
を
押
し
、朱
印
の
下
に
人
相
書
が
あ
る
。
さ
ら
に
次
に
「
書

面
之
者
英
吉
利
ク
ラ
ン
ト
小
使
ト
シ
テ
同
国
迄
罷
越
度
旨
願
に
因
り

こ
の
証
書
を
与
へ
候
間
途
中
何
レ
之
国
ニ
而
も
無
故
障
通
行
セ
し
め

危
急
之
節
は
相
当
之
保
護
有
之
候
様
其
国
官
吏
江
頼
入
候
」
と
の
文

章
が
あ
り
、
最
後
に
「
慶
応
二
寅
年
十
月
十
七
日
　
日
本
外
国
事
務

局
」
と
日
付
と
差
出
が
書
か
れ
、
差
出
の
下
に
三
字
×
二
行
の
丸
印
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黒
印
「
外
国
事
務
局
印
」
が
捺
さ
れ
た
。
裏
は
、
縦
置
き
・
横
書
き

で
、
英
文
で
表
書
と
同
じ
内
容
が
書
か
れ
て
い
た
。

第
二
章
　
旅
券
の
発
給
状
況

（
１
）
旧
幕
府
に
よ
る
旅
券
発
給
状
況
（
慶
応
二
年
四
月
～
慶
応
三

年
一
二
月
）

　
慶
応
二
年
四
月
か
ら
翌
三
年
一
二
月
ま
で
に
幕
府
が
発
給
し
た
旅

券
に
つ
い
て
は
、
①
外
交
史
料
館
所
蔵
「
海
外
行
人
名
表
（
旧
幕
府

ノ
節
免
状
申
受
者
姓
名
調
）」（
外
務
省
記
録
三
．
八
．
五
．
六
六
）、

②
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
長
崎
奉
行
文
書
「
慶
応
三
卯
年
正
月

ヨ
リ
　
日
本
人
外
国
行
御
印
章
願
綴
込
　
運
上
所
」（
一
四
　
九
〇

―
八
）、
③
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
箱
館
奉
行
文
書
「
慶
応
三
卯
年

　
外
国
人
御
印
章
一
件
御
用
件
　
函
館
府
」（
Ａ
一
―
三
．
五
九
）

の
三
点
の
帳
簿
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
帳
簿
か
ら
作
成
し
た
旅

券
リ
ス
ト
が
表
１
で
あ
る
。
こ
の
表
と
三
点
の
帳
簿
か
ら
、
各
開
港

場
に
お
け
る
旅
券
発
給
の
実
態
と
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　
①
の
帳
簿
は
、外
務
省
の
罫
線
の
あ
る
料
紙
に
書
か
れ
た
も
の
で
、

冒
頭
に
「
御
用
手
透
之
節
、
未
帰
之
者
取
調
ニ
而
可
然
候
得
共
、
多

分
労
シ
テ
功
な
か
る
べ
し
、
先
此
侭
致
し
置
、
後
来
何
か
之
参
考
ニ

可
供
、
決
し
て
逸
失
す
べ
か
ら
す
」
と
、
こ
れ
は
仕
事
の
暇
を
見
つ

け
て
未
帰
国
者
の
調
査
の
た
め
に
作
成
し
た
が
、
確
実
で
は
な
か
っ

た
こ
と
、
後
日
の
参
考
の
た
め
保
管
す
る
こ
と
と
い
う
書
き
込
み
が

あ
る
。
渡
航
先
ご
と
に
明
治
元
年
か
ら
明
治
六
年
ま
で
に
発
給
し
た

も
の
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
記
述
の
順
序
は
発
給
年
月

日
に
従
わ
ず
規
則
性
は
見
ら
れ
な
い
。
明
治
六
年
外
務
省
で
は
、
過

去
に
発
給
し
た
旅
券
の
調
査
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
外
国
奉
行
と
神
奈
川
奉
行
が
発
給
し
た
旅
券
、
つ
ま
り
横
浜
か
ら

の
出
国
者
の
顕
著
な
特
徴
と
し
て
は
、
曲
芸
一
座
、
パ
リ
万
国
博
覧

会
関
係
者
、
各
藩
の
留
学
生
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
曲
芸
一
座
に
つ

い
て
は
、
前
述
し
た
慶
応
二
年
の
浪
五
郎
一
座
一
八
名
と
源
水
一
座

九
名
が
外
国
奉
行
か
ら
旅
券
の
発
給
を
受
け
て
い
る
ほ
か
、
慶
応
三

年
に
は
神
奈
川
奉
行
か
ら
発
給
を
う
け
た
磯
吉
・
源
次
郎
ら
が
中
国

に
渡
っ
た
ほ
か
、
多
く
の
者
が
外
国
商
人
の
従
者
の
名
目
で
家
族
そ

ろ
っ
て
海
外
に
渡
航
し
て
い
る
。
当
時
横
浜
は
曲
芸
一
座
が
世
界
に

向
け
て
旅
立
つ
港
だ
っ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

　
パ
リ
万
国
博
覧
会
へ
出
席
し
た
幕
府
関
係
者
と
は
、
慶
応
二
年
外

国
奉
行
が
発
給
し
た
三
七
号
か
ら
五
〇
号
ま
で
の
旅
券
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
四
七
号
佐
登
、
四
八
号
寿
美
、
四
九

号
加
祢
の
三
名
の
女
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
女
ら
は
パ
リ
万
国
博

覧
会
の
日
本
館
で
評
判
に
な
っ
た
芸
者
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の

浪
五
郎
一
座
と
源
水
一
座
も
博
覧
会
会
場
に
現
わ
れ
芸
を
披
露
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
博
覧
会
に
は
幕
府
か
ら
は
将
軍
慶
喜
の
弟

で
清
水
徳
川
家
当
主
で
あ
る
徳
川
昭
武
が
、
薩
摩
藩
か
ら
は
家
老
岩



－  170  －－  171  －

明
治
維
新
期
旅
券
制
度
の
基
礎
的
研
究
（
上
白
石
）

下
方
平
が
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
と
も
旅
券
の
発

給
を
受
け
て
い
な
い
。
将
軍
の
弟
で
あ
る
徳
川
昭
武
に
は
国
家
元
首

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
旅
券
の
発
給
が
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
薩
摩
藩
の
家
老
に
発
給
が
な
い
理
由
は
理
解
で
き
な
い
。
幕
府

は
、
外
国
に
派
遣
す
る
使
節
団
に
は
旅
券
を
発
給
し
な
い
方
針
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い）
（1
（

。

　
各
藩
の
留
学
生
と
し
て
は
、
解
禁
直
後
の
慶
応
二
年
七
月
に
土
佐

藩
が
中
国
へ
の
留
学
を
願
い
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
条
約
を
結
ん
で

い
な
い
こ
と
を
理
由
に
断
ら
れ
て
い
る）
（1
（

。
ま
た
、
同
じ
七
月
に
薩
摩

藩
が
、
一
五
〇
名
も
の
家
臣
を
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、

ロ
シ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
の
五
ヵ
国
へ
派
遣
す
る
こ
と
を
幕
府
に
願
い
出

る
が）
（1
（

、
許
可
さ
れ
た
の
は
慶
応
三
年
七
七
号
か
ら
八
六
号
の
一
〇
名

だ
け
で
あ
っ
た
。

　
次
に
長
崎
に
お
け
る
発
給
状
況
を
見
て
い
き
た
い
。
長
崎
に
お
け

る
旅
券
の
発
給
台
帳
で
あ
る
②
は
運
上
所
の
作
成
に
な
る
も
の
で
あ

る
。
内
容
は
、
慶
応
三
年
正
月
に
、
長
崎
か
ら
上
海
に
渡
っ
た
ア
メ

リ
カ
商
人
の
従
者
で
あ
る
亀
七
郎
が
受
取
っ
た
長
崎
第
一
号
の
旅
券

か
ら
始
ま
り
、
旅
券
ご
と
に
出
願
書
類
と
発
給
関
連
の
書
類
を
掲
載

し
て
い
る
。
こ
の
帳
簿
の
中
に
は
、
慶
応
二
年
六
月
に
香
港
に
渡
っ

た
イ
ギ
リ
ス
商
人
の
従
者
重
太
郎
と
、
同
月
に
香
港
に
渡
っ
た
イ
ギ

リ
ス
商
人
に
抱
え
ら
れ
た
遊
女
初
糸
が
、
仮
免
状
の
発
給
を
受
け
た

と
い
う
記
録
が
あ
る
。
こ
の
二
名
の
記
事
は
、
慶
応
三
年
に
外
国
奉

行
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
印
章
二
〇
枚
を
使
い
切
り
、
八
名
に
仮
免
状

を
発
給
す
る
部
分
の
参
考
資
料
と
し
て
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
海

外
渡
航
が
解
禁
さ
れ
た
慶
応
二
年
四
月
か
ら
長
崎
に
印
章
が
届
い
た

慶
応
三
年
正
月
ま
で
に
出
国
す
る
場
合
に
は
仮
免
状
の
発
給
を
う
け

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
仮
免
状
の
発
給
を
う
け
た
の
が

こ
の
二
人
だ
け
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
二
名
の
名
前
は
外

務
省
の
記
録
で
あ
る
①
の
帳
簿
に
は
出
て
こ
な
い
。

長
崎
か
ら
出
国
し
た
者
の
特
徴
は
、
外
国
商
人
の
従
者
が
多
い

こ
と
、
従
者
の
な
か
に
は
遊
女
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
初
糸
、
も

と
、
こ
と
、
錦
路
、
花
園
、
東
路
の
六
名
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。

　
次
に
箱
館
に
お
け
る
発
給
状
況
を
見
て
い
き
た
い
。
箱
館
に
お
け

る
発
給
台
帳
で
あ
る
②
の
帳
簿
は
、
函
館
府
が
明
治
元
年
に
作
成
し

た
帳
面
で
あ
る）
（1
（

。
こ
の
帳
簿
に
よ
る
と
、
箱
館
奉
行
の
も
と
に
印
章

二
〇
枚
が
届
い
た
の
は
慶
応
二
年
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
り
、
印
章
が

届
く
前
に
仮
免
状
で
出
国
し
た
者
と
し
て
喜
助
と
木
村
隆
吉
の
二
名

の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
の
二
名
に
つ
い
て
も
、
①
の
帳
簿
に

は
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、
二
一
号
以
降
の
印
章
が
間
に
合
っ
た
た
め

か
、
慶
応
三
年
箱
館
で
は
仮
免
状
を
発
給
し
て
い
な
い
。
二
一
号
の

発
給
を
受
け
た
正
吉
は
、
長
崎
在
留
の
イ
ギ
リ
ス
商
人
の
従
者
と
し

て
長
崎
か
ら
箱
館
に
来
た
も
の
で
、
こ
こ
で
他
の
イ
ギ
リ
ス
商
人
に

雇
わ
れ
中
国
に
渡
る
こ
と
に
な
り
、
印
章
の
発
給
を
も
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
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箱
館
の
特
徴
は
、
箱
館
奉
行
所
の
足
軽
た
ち
で
、
航
海
や
捕
鯨

伝
習
の
た
め
海
外
に
渡
航
し
た
者
が
多
い
点
で
あ
る
。

（
２
）
内
戦
期
の
旅
券
発
給
状
況
（
明
治
元
年
一
月
～
一
二
月
）

　
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
一
月
九
日
新
政
府
は
外
国
事
務
局
を
設

置
し
、
外
国
事
務
総
裁
に
嘉
彰
親
王
が
就
任
す
る
。
そ
し
て
、
旅
券

に
つ
い
て
も
同
年
四
月
に
新
し
い
旅
券
の
使
用
を
各
国
へ
通
達
し

た
。
こ
の
旅
券
は
、
旧
幕
府
の
旅
券
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。「
日
本

政
府
航
許
佗
邦
記
」
の
印
が
角
印
か
ら
丸
印
に
か
わ
り
、
人
相
書
が

な
く
な
っ
た
が
、
三
ヵ
条
の
掟
書
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た）
（1
（

。

外
務
省
と
函
館
・
神
奈
川
に
お
け
る
旅
券
の
発
給
台
帳
は
見
つ

か
ら
な
い）
（1
（

。
長
崎
に
関
し
て
は
、
長
崎
奉
行
文
書
「
慶
応
四
辰
年
改

御
印
章
願
留
　
運
上
所
」
が
あ
り
、
旅
券
の
発
給
状
況
が
判
明
す

る）
11
（

。
ま
た
、
明
治
六
年
ご
ろ
に
外
務
省
に
伝
わ
る
旅
券
の
発
給
記
録

を
整
理
し
た
「
海
外
行
免
状
発
行
一
件
」
と
「
航
海
人
明
細
録
」
が

あ
る
。
こ
の
三
つ
の
帳
簿
か
ら
明
治
元
年
の
旅
券
発
給
状
況
を
整
理

し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
明
治
元
年
に
は
、
ア
メ
リ
カ
商

人
ヴ
ァ
ン
・
リ
ー
ド
が
関
与
す
る
日
本
人
労
働
者
の
移
民
が
二
件
行

わ
れ
た
。
一
つ
は
ハ
ワ
イ
へ
の
一
四
〇
人
余
の
移
民
で
あ
り
、
も
う

一
つ
が
グ
ア
ム
島
へ
の
四
〇
人
余
の
移
民
で
あ
る
が）
1（
（

、
幕
府
か
ら
移

民
た
ち
に
発
給
さ
れ
た
は
ず
の
旅
券
に
つ
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
帳

簿
に
は
出
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
外
務
省
の
記
録
は
不
十
分
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
元
年
に
発
給
さ
れ
た
旅
券
の
総

数
は
残
念
な
が
ら
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
長
崎
の
帳
簿
に
は
、
一
点
だ
け
長
崎
会
議
所
が
発
給
し
た
旅
券
の

記
録
が
あ
る
。
丸
山
町
遊
女
羽
山
が
イ
ギ
リ
ス
商
人
に
連
れ
ら
れ
上

海
に
渡
っ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
二
月
一
三
日
に
発
給
さ
れ
た
そ

の
旅
券
の
発
給
者
は
「
日
本
長
崎
会
議
所
」
と
な
っ
て
い
て
、
旅
券

本
文
に
は
、「
従
来
の
政
府
は
既
ニ
其
政
権
を
　
朝
廷
江
帰
せ
し
に

よ
り
、
所
置
確
定
の
期
迄
は
当
港
ニ
お
ゐ
て
は
仮
ニ
此
書
を
以
当
人

の
身
許
無
紛
を
証
明
す
る
も
の
也
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
幕
府
が
発
給

し
た
印
章
に
つ
い
て
い
た
も
の
と
同
じ
掟
書
が
あ
っ
た
。
二
月
一
六

日
に
発
給
さ
れ
た
井
関
斉
右
衛
門
宛
て
の
旅
券
か
ら
は
、発
給
は「
日

本
外
国
事
務
局
」
と
か
わ
り
、
本
文
は
幕
府
の
印
章
と
同
じ
も
の
と

な
っ
た
。

（
３
）
新
政
府
に
よ
る
旅
券
の
発
給
状
況
（
明
治
二
年
）

　
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
四
月
一
七
日
新
政
府
は
、
布
告
三
六
三

号
海
外
旅
行
規
則
を
発
し）
11
（

、
新
し
い
旅
券
を
各
港
に
三
〇
〇
枚
ず
つ

配
布
し
た
。こ
の
旅
券
は
、雛
型
に
よ
る
と）
11
（

、「
第
何
号
」と
書
い
た
後
、

二
字
×
三
行
の
黒
印
丸
印
「
日
本
政
府
之
章
」
が
捺
さ
れ
、
そ
の
下

に
「
何
之
誰
　
姓
名
　
何
歳
」
と
書
き
、
本
文
は
「
右
之
者
此
度
海

外
旅
行
之
義
願
出
候
間
差
許
申
候
、
就
而
は
通
行
無
差
支
様
御
免
許

被
下
、
且
差
掛
要
用
之
義
は
相
当
之
御
扶
助
被
下
候
様
其
筋
へ
依
頼
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い
た
し
候
」
で
、
次
に
日
付
を
「
年
号
干
支
月
日
」
と
書
き
、
差
出

は
「
日
本
外
国
官
知
事
何
之
誰
」
と
書
い
た
後
に
花
押
を
書
い
た
よ

う
で
あ
る
。
従
来
の
旅
券
か
ら
、
海
外
渡
航
の
目
的
、
渡
航
期
間
、

渡
航
先
の
記
述
が
な
く
な
り
簡
潔
な
書
式
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
旅
券
に
は
掟
書
の
代
わ
り
に
「
海
外
旅
行
者
ヘ
交
付
ス
ル

須
知
書
」
と
も
い
わ
れ
る
次
の
九
ヵ
条
の
規
則
書
が
添
え
ら
れ
て
い

た）
11
（

。
一
各
国
御
条
約
書
中
ニ
有
之
候
条
々
は
一
々
相
心
得
可
申
候

事
、

一
何
事
に
よ
ら
ず
　

皇
国
之
御
為
と
可
相
成
筋
見
聞
之
節
は
精
々
心
を
用
ひ
穿
鑿

を
遂
け
候
上
、
書
面
を
以
外
国
官
又
は
神
奈
川
・
大
阪
・
兵

庫
・
長
崎
・
新
潟
・
箱
館
之
内
外
国
掛
御
役
所
江
飛
脚
便
之

節
可
申
越
、
若
又
書
通
不
便
之
節
は
帰
国
之
上
可
申
出
事
、

一
銘
々
父
母
之
邦
を
は
な
れ
外
国
へ
罷
越
候
儀
ニ
付
各
覚
悟
可

有
之
義
ニ
候
得
共
、
一
身
之
慎
方
ハ
不
及
申
聊
之
事
な
り
共

御
国
之
御
外
聞
不
相
成
様
心
懸
ケ
可
申
、
且
引
当
無
之
外
国

人
ゟ
借
財
之
儀
決
而
不
相
成
、
万
一
旅
費
其
外
差
支
無
余
義

外
国
ニ
於
て
借
財
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
帰
国
之
節
迄
ニ
何
様
ニ

も
い
た
し
償
戻
、
決
て
不
義
理
之
事
仕
間
敷
、
若
又
引
負
等

い
た
し
其
侭
逃
れ
帰
り
追
而
相
顕
事
ニ
於
て
ハ
、
当
人
は
勿

論
主
家
一
類
迄
其
時
誼
ニ
よ
り
急
度
御
咎
之
上
償
戻
之
義
可

被
仰
渡
事
、

一
海
外
旅
行
中
御
国
人
ニ
出
会
候
ハ
ヽ
仮
令
不
相
知
も
の
ニ
候

と
も
互
ニ
相
親
ミ
、
其
も
の
不
心
得
之
事
有
之
候
ハ
ヽ
異
見

さ
し
加
へ
、
或
ハ
病
気
等
艱
苦
之
体
見
捨
兼
候
ハ
ヽ
可
成
丈

扶
助
い
た
し
遣
可
申
候
事
、

一
外
国
人
江
対
し
恨
を
含
候
事
有
之
候
と
も
可
成
ハ
堪
忍
い
た

し
、
不
得
止
節
は
其
土
地
之
役
所
へ
訴
立
、
静
か
に
筋
合
糺

し
も
ら
ひ
可
申
、
何
程
忿
怒
ニ
堪
へ
ざ
る
事
也
と
て
決
て
外

国
人
を
殺
害
い
た
し
、
又
は
為
疵
負
候
様
之
挙
動
致
間
敷
事
、

一
御
渡
之
御
印
章
は
大
切
ニ
取
扱
帰
国
之
上
可
奉
返
納
、
尤
当

御
役
所
ニ
不
限
前
書
何
レ
之
港
ニ
而
も
帰
着
之
都
合
次
第
相

納
候
而
不
苦
候
事
、

一
他
国
之
人
別
ニ
加
わ
り
候
事
幷
宗
門
相
改
候
義
堅
く
御
制
禁

之
事
、

一
年
限
之
義
ハ
別
段
御
定
無
之
候
得
ど
も
凡
十
ケ
年
ハ
御
許
容

可
被
下
候
事
、

一
年
限
相
立
無
滞
帰
国
之
上
ハ
旅
行
中
之
始
末
委
細
ニ
可
申
上

候
事
、

　
前
の
旅
券
に
つ
い
て
い
た
掟
書
と
変
わ
ら
な
い
点
は
、
掟
書
第
二

条
と
規
則
書
第
七
条
の
国
籍
と
宗
旨
の
変
更
禁
止
の
部
分
で
あ
り
、

変
更
さ
れ
た
点
は
、
掟
書
第
一
条
に
あ
っ
た
帰
国
期
限
が
、
規
則
書

第
八
条
に
あ
る
よ
う
に
有
効
期
限
と
な
っ
た
こ
と
、
掟
書
第
二
条
の
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「
誠
実
を
以
外
国
人
と
交
わ
る
へ
き
事
」
の
部
分
が
、
規
則
書
で
は

第
一
条
～
第
六
条
と
詳
細
に
書
か
れ
た
点
で
あ
る
。

　
で
は
、
実
際
の
旅
券
の
発
給
状
況
を
見
て
み
た
い
。
こ
こ
で
も
基

礎
と
な
る
史
料
は
「
海
外
行
免
状
発
行
一
件
」
と
「
航
海
人
明
細

録
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
長
崎
に
関
し
て
は
、「
明
治
二
巳
歳

五
月
　
海
外
行
御
印
章
願
　
外
務
課
・
外
国
管
事
役
所
」（
一
四
　

二
五
七
―
五
）
が
あ
る）
11
（

。

　
こ
れ
ら
の
帳
簿
を
も
と
に
旅
券
の
発
給
状
況
を
表
に
し
た
の
が
表

３
で
あ
る
。
各
港
か
ら
海
外
渡
航
す
る
者
の
傾
向
と
し
て
は
、
幕
末

期
と
同
じ
よ
う
に
、
神
奈
川
か
ら
は
曲
芸
一
座
が
、
長
崎
か
ら
は
外

国
商
人
の
従
者
や
各
藩
の
留
学
生
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
大
浦
け
い
の

よ
う
に
日
本
人
貿
易
商
が
中
国
の
開
港
場
へ
渡
航
す
る
こ
と
も
は
じ

ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
三
章
　
棄
民
の
は
じ
ま
り

　
第
一
章
で
、
幕
府
は
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
解
禁
し
た
が
、
そ
れ

は
自
由
化
と
い
う
よ
り
も
旅
券
を
利
用
し
た
管
理
強
化
だ
っ
た
こ
と

を
論
じ
た
。
こ
の
章
で
は
明
治
政
府
の
海
外
渡
航
に
対
す
る
方
針
お

よ
び
施
策
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　
明
治
二
年
一
月
二
二
日
政
府
は
、
各
府
藩
県
に
対
し
て
海
外
に
在

留
す
る
日
本
人
の
姓
名
・
年
齢
を
調
査
し
届
け
出
る
よ
う
に
と
い
う

布
告
を
出
し
た
。
そ
し
て
同
年
四
月
、
あ
ら
た
め
て
学
科
修
行
と
商

売
の
た
め
の
海
外
渡
航
を
許
可
す
る
と
い
う
布
告
を
出
し
た
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
布
告
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
外
国
官
は
、

結
局
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
幕
府
が
発
給
し
た
印
章
で
出
国
し

た
日
本
人
に
対
し
て
、
幕
府
の
印
章
を
提
出
さ
せ
改
め
て
明
治
政
府

が
発
給
す
る
旅
券
を
交
付
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た）
11
（

。

　
ま
た
、
明
治
二
年
二
月
岩
倉
具
視
は
、
外
交
・
会
計
・
蝦
夷
地
開

拓
の
意
見
書
を
提
出
す
る
が
、そ
の
な
か
で
新
政
府
の
外
交
方
針
を
、

「
皇
威
ヲ
墜
サ
ズ
国
権
ヲ
損
セ
ザ
ル
ヲ
大
眼
目
ト
ス
ベ
シ
」
と
述
べ

た
う
え
で
、
留
学
と
貿
易
の
た
め
に
海
外
に
渡
航
す
る
者
に
は
印
鑑

と
い
う
旅
券
を
与
え
て
管
理
を
厳
重
に
し
、
そ
れ
以
外
の
目
的
で
渡

航
す
る
者
に
つ
い
て
は
「
無
頼
ノ
徒
、
恣
ニ
渡
航
セ
バ
、
種
々
ノ
弊

害
ヲ
生
ジ
テ
、
遂
ニ
皇
国
ノ
恥
辱
ヲ
遺
サ
ン
」
と
、
外
交
方
針
に
そ

ぐ
わ
な
い
と
し
て
取
締
り
を
強
化
す
る
の
が
急
務
で
あ
る
と
主
張
し

た）
11
（

。
　
こ
の
二
つ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
人
の
海
外
渡
航
に
対
す
る
明
治
政

府
の
方
針
は
、
幕
府
と
同
様
に
自
由
化
と
い
う
よ
り
も
旅
券
に
よ
る

管
理
強
化
、
す
な
わ
ち
海
禁
体
制
の
再
構
築）
11
（

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
実
に
多
く
の
曲
芸
一
座
や
遊
女
た
ち
が
海
外
渡

航
し
て
い
る
こ
と
が
、
政
府
に
は
日
本
の
国
威
を
損
ね
る
だ
け
で
な

く
、
日
本
の
国
辱
に
も
な
る
と
見
え
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
明
治
二
年
四
月
の
旅
券
改
正
に
お
い
て
は
、
曲
芸
一
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座
や
遊
女
の
対
策
が
主
眼
と
な
っ
た
。
こ
の
旅
券
と
規
則
書
に
つ
い

て
も
第
二
章
で
す
で
に
述
べ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
旅
券
が
各
開
港

場
に
三
〇
〇
枚
ず
つ
配
布
さ
れ
た
さ
い
、
外
国
官
か
ら
発
給
事
務
に

関
し
て
五
ヵ
条
の
達
が
あ
っ
た
。
①
発
給
の
手
数
料
は
一
枚
五
〇
〇

疋
と
し
、
う
ち
三
〇
〇
疋
は
外
国
官
に
送
り
、
二
〇
〇
疋
は
開
港
場

に
置
く
。
②
渡
航
者
の
身
元
と
行
跡
を
慎
重
に
吟
味
す
る
。
③
身
元

引
受
人
か
ら
も
受
状
を
取
る
。
④
外
国
人
の
従
者
と
し
て
渡
航
す
る

場
合
は
雇
用
主
の
外
国
人
か
ら
も
受
状
を
取
る
。
⑤
発
給
の
さ
い
に

旅
券
の
番
号
・
名
前
・
期
限
を
確
認
す
る）
11
（

。
③
の
身
元
引
受
人
と
は
、

渡
航
先
の
引
受
人
で
は
な
く
、
渡
航
者
の
親
類
や
雇
用
主
、
居
住
地

の
村
役
人
ら
国
内
の
引
受
人
で
あ
り
、
渡
航
者
が
渡
航
中
に
で
き
た

借
財
の
返
済
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
手
数
料
は

破
産
し
た
渡
航
者
を
帰
国
さ
せ
る
た
め
の
経
費
と
し
て
積
み
立
て
ら

れ
た
。
さ
ら
に
、
同
年
一
〇
月
外
務
省
は
、
再
び
海
外
渡
航
者
へ
旅

券
を
発
給
す
る
さ
い
の
取
調
べ
内
容
に
関
す
る
六
カ
条
の
達
を
出
し

た
。
①
渡
航
先
で
世
話
に
な
る
外
国
人
の
名
前
と
世
話
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
経
緯
。
②
渡
航
先
の
場
所
と
年
限
。
③
渡
航
費
用
と
滞

在
費
の
見
積
も
り
と
そ
の
算
段
。
④
渡
航
中
に
借
財
を
し
た
場
合
の

返
済
方
法
。
⑤
渡
航
者
が
外
国
人
に
雇
わ
れ
た
場
合
は
、
給
料
、
賄

い
、
往
復
の
船
賃
の
手
配
。
⑥
借
財
返
済
の
た
め
に
引
受
人
を
決
め

て
お
く
こ
と）
11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
の
海
外
渡
航
に
対
す
る
明
治

政
府
の
方
針
も
、
旅
券
を
利
用
し
た
管
理
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
管
理
し
よ
う
と
し
た
明
治
政

府
で
あ
っ
た
が
、
表
３
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
曲
芸
一
座
の
海
外
渡
航

は
、
無
く
な
る
ど
こ
ろ
か
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
そ
し
て
明
治

五
年
（
一
八
七
二
）、
政
府
が
恐
れ
て
い
た
難
民
問
題
が
発
生
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
日
本
公
使
館
に
四
人
の
日
本
人
男
女
が
姿
を
現
し
た
。

明
治
二
年
神
奈
川
で
旅
券
の
発
給
を
受
け
た
芳
五
郎
他
三
人
で
、
雇

用
主
の
ア
メ
リ
カ
商
人
ト
ム
ス
キ
ン
が
逃
げ
出
し
た
た
め
、
救
助
を

求
め
て
公
使
館
に
駆
け
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
対
し
て
公

使
寺
島
宗
則
は
、
外
務
省
に
次
の
よ
う
に
提
案
す
る
。
公
使
館
に
は

準
備
金
も
な
く
、
後
の
弊
害
に
も
な
る
の
で
、
芳
五
郎
ら
の
求
め
は

拒
否
す
る
。旅
券
に
扶
助
を
依
頼
す
る
文
言
が
あ
る
の
が
良
く
な
い
。

そ
こ
で
旅
券
か
ら
扶
助
の
文
言
を
削
り
簡
易
な
文
体
に
改
め
、
そ
の

う
え
規
則
書
を
渡
す
こ
と
も
止
め
る
べ
き
で
あ
る）
1（
（

。

こ
の
寺
島
の
意
見
が
入
れ
ら
れ
、
翌
六
年
ふ
た
た
び
旅
券
と
旅

券
制
度
が
改
正
さ
れ
た
。
ま
ず
、
曲
芸
一
座
へ
の
旅
券
発
給
を
一
時

停
止
し
、
外
国
人
雇
用
者
か
ら
賃
金
や
旅
費
を
保
障
す
る
証
書
を
二

枚
取
り
、
一
枚
は
府
藩
県
、
一
枚
は
渡
航
者
が
所
持
す
る
こ
と
と
し

て
再
開
し
た
。
旅
券
に
は
、
人
相
書
が
復
活
し
、
本
文
が
「
右
ノ
者

故
障
ナ
ク
通
行
差
許
サ
レ
已
ヲ
得
ザ
ル
時
ハ
相
当
ノ
保
護
有
之
度
候

也
」
と
「
扶
助
」
の
文
言
が
「
保
護
」
に
変
更
さ
れ）
11
（

、
規
則
書
の
交

付
が
廃
止
さ
れ
た
。

さ
ら
に
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
寺
島
は
、
海
外
で
困
窮
し
た
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日
本
人
の
救
済
方
法
に
つ
い
て
政
府
に
提
案
す
る
が
、
こ
こ
で
寺
島

は
、
官
僚
や
官
費
留
学
生
と
一
般
渡
航
者）
11
（

と
で
救
助
方
法
に
差
を
設

け
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
官
僚
と
官
費
留
学
生
に
つ
い
て
は
「
将
来

共
要
用
之
人
員
」で
あ
る
と
し
て
帰
国
の
た
め
の
扶
助
金
を
出
す
が
、

一
般
渡
航
者
の
場
合
は
帰
国
に
必
要
な
下
等
船
室
の
旅
費
を
貸
し
つ

け
、
帰
国
後
二
〇
日
以
内
に
本
人
ま
た
は
引
受
人
か
ら
返
納
さ
せ
、

返
納
が
不
可
能
な
場
合
は
本
人
を
公
使
が
労
役
と
し
て
使
用
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
提
案
も
入
れ
ら
れ
、
こ
こ
に
日
本
人
難

民
の
帰
国
方
法
が
確
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
救
助
を
拒

否
さ
れ
る
日
本
人
難
民
も
い
た
。救
助
さ
れ
る
日
本
人
難
民
と
は「
名

誉
上
毫
モ
恥
ル
所
ナ
ク
シ
テ
真
実
不
慮
ノ
禍
難
ニ
遇
フ
テ
自
活
ノ
道

ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
」
で
あ
っ
て
、
救
助
を
拒
否
さ
れ
る
の
は
、
軍
隊
を

逃
亡
し
た
者
、
軍
艦
や
商
船
を
脱
走
し
た
者
、
徴
兵
義
務
か
ら
の
が

れ
る
た
め
外
国
に
渡
航
し
た
者
、「
不
品
行
」
の
病
気
に
か
か
り
「
破

廉
恥
」
な
行
い
の
あ
る
者
だ
っ
た）
11
（

。

こ
の
旅
券
と
旅
券
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
、
明
治
政
府
の
管
理

策
に
棄
民
が
加
わ
っ
た
。
海
外
渡
航
者
を
管
理
す
る
た
め
に
旅
券
を

利
用
し
て
い
た
政
府
が
、
旅
券
の
存
在
が
か
え
っ
て
曲
芸
一
座
を
救

わ
な
く
て
は
い
け
な
い
事
態
を
生
み
だ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ

き
、
旅
券
か
ら
扶
助
の
文
言
を
削
除
し
た
。
こ
う
し
て
政
府
は
、
管

理
し
き
れ
な
い
人
々
を
棄
民
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
慶
応
二
年
か
ら
明
治
二
年
ま
で
の
旅
券
制
度
の
変
遷

と
旅
券
の
発
給
状
況
を
検
討
し
て
き
た
。
検
討
の
内
容
を
ま
と
め
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
幕
府
は
、
欧
米
諸
国
の
要
求
に
屈
し
て
日

本
人
の
海
外
渡
航
を
許
可
し
た
の
で
は
な
く
、
幕
府
内
部
に
も
海
外

渡
航
を
認
め
る
意
見
が
存
在
し
、
幕
府
の
判
断
で
許
可
し
た
の
で
あ

る
。
幕
府
が
海
外
渡
航
を
許
可
し
た
と
い
っ
て
も
、
渡
航
を
自
由
化

し
た
の
で
は
な
く
、
海
外
渡
航
者
の
管
理
強
化
を
め
ざ
し
た
も
の
で

あ
り
、
管
理
の
手
段
と
し
て
旅
券
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
方
針
は
明

治
政
府
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
海
外
渡
航
す
る
者
と
し
て
学
科
修
行

と
商
売
の
者
だ
け
を
想
定
し
て
い
た
が
、
実
際
に
旅
券
を
取
得
し
て

渡
航
し
た
の
は
曲
芸
一
座
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
明
治
五
年
興
行

主
に
逃
げ
ら
れ
た
り
興
行
に
失
敗
し
た
た
め
渡
航
者
が
難
民
と
な
る

問
題
が
表
面
化
し
た
。
そ
こ
で
明
治
六
年
政
府
は
旅
券
を
改
正
し
、

過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
旅
券
の
発
給
状
況
を
調
査
し
、
難
民
の
日
本

へ
の
送
還
方
法
の
検
討
を
始
め
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
難
民
を
救

助
す
る
の
で
は
な
く
、
国
益
に
反
し
た
り
国
辱
と
な
る
生
業
を
し
て

い
た
難
民
に
対
し
て
は
棄
民
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
最
後
に
、
ジ
ョ
ン
・
ト
ー
ピ
ー
の
提
言
に
つ
い
て
考
え
る
と
と
も

に
、
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
近
代
国
家
の
旅
券
と
は
、
国
家
が
国
民
の
国
籍
を
保
障
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す
る
道
具
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
明
治
維
新
期
の
旅
券
は
過
渡

期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
幕
府
の
旅
券
は
外
国
事
務
局
、
明
治
政

府
の
旅
券
は
外
国
官
が
発
給
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
国
家
が
発
給
し

た
こ
と
に
な
る
。
慶
応
二
年
に
旅
券
の
発
給
を
決
断
し
そ
の
発
給
を

独
占
し
よ
う
と
し
た
段
階
で
、
幕
府
は
近
代
国
家
の
体
裁
を
整
え
つ

つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
国
民
・
国
籍
に
つ
い
て
は
、
ま

だ
そ
の
概
念
が
ま
だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
問
題
に
さ
れ
た

形
跡
が
な
い
。
和
文
で
あ
れ
ば
日
本
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず

だ
と
い
う
理
由
で
、
旅
券
に
は
明
記
し
て
い
な
い
。
明
治
政
府
に
、

い
つ
国
民
・
国
籍
と
い
う
概
念
が
定
着
し
、
そ
れ
が
旅
券
の
記
載
内

容
に
ど
う
影
響
す
る
の
か
、
次
の
課
題
と
し
た
い）
11
（

。

ト
ー
ピ
ー
は
、
日
本
が
開
港
し
た
一
九
世
紀
に
つ
い
て
、
労
働

者
の
国
際
的
移
動
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
旅
券
の
制
度
が
緩
和
さ

れ
た
時
期
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
は
逆
に
旅

券
を
利
用
し
た
海
外
渡
航
の
管
理
強
化
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
本

稿
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
明
治
元
年
ヴ
ァ
ン
・
リ
ー
ド
に
よ

っ
て
不
法
に
行
わ
れ
た
ハ
ワ
イ
へ
の
移
民
に
つ
い
て
、
政
府
は
断
固

抗
議
し
、
希
望
者
の
帰
国
を
実
現
さ
せ
た
が
、
こ
れ
も
政
府
に
よ
る

自
国
民
の
保
護
と
い
う
面
と
同
時
に
、
海
外
渡
航
の
管
理
強
化
の
面

も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
管
理
強
化
と
い
う
傾
向
は
日
本
だ
け
に
見

ら
れ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
他
国
に
も
類
例
が
あ
る
の
か
、
他
国
と

の
比
較
、
特
に
非
西
欧
諸
国
に
お
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ト

ー
ピ
ー
は
欧
米
諸
国
だ
け
を
検
討
し
た
の
で
あ
り
、
真
の
国
際
比
較

を
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
で
あ
る
。

明
治
六
年
の
難
民
事
件
以
来
、
海
外
渡
航
者
の
管
理
と
と
も
に

棄
民
も
始
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
と
世
界
的
な
労
働
者
の

移
動
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
、
ハ
ワ
イ
移
民
や
南
米
移
民
な
ど

実
際
の
例
を
含
め
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
旅
券

の
研
究
は
、
明
治
維
新
史
研
究
に
と
り
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。
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註（
１
）
宮
岡
謙
二
『
旅
芸
人
始
末
書
』（
私
家
本
、
の
ち
修
道
社
、

一
九
七
一
年
）、
宮
永
孝
『
海
を
渡
っ
た
幕
末
の
曲
芸
団
』（
中
公
新

書
一
四
六
三
、一
九
九
九
年
）、岡
部
牧
夫
『
海
を
渡
っ
た
日
本
人
』（
山

川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
矢
野
暢
『
南
進
の
系
譜
・
日
本
の
南
洋

史
観
』（
千
倉
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）、
森
田
朋
子
「
移
民
と
『
か
ら

ゆ
き
さ
ん
』」（
荒
野
泰
典
他
編
『
日
本
の
対
外
関
係
７
　
近
代
化
す

る
日
本
』〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
〕）
な
ど
。

（
２
） 『
幕
末
の
海
防
戦
略
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）、『
幕
末
期

対
外
関
係
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）、「
鎖
国
と
開
国
」

（『
日
本
の
対
外
関
係
７
　
近
代
化
す
る
日
本
』）。

（
３
）
石
井
孝
『
増
訂
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
六
年
）。

（
４
）
明
治
維
新
期
の
旅
券
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
春
田
哲
吉
『
パ

ス
ポ
ー
ト
と
ビ
ザ
の
知
識
』（
有
斐
閣
、一
九
八
七
年
）、柳
下
宙
子
「
戦

前
期
の
旅
券
の
変
遷
」（『
外
交
史
料
館
報
』
一
二
号
、
一
九
九
八
年

六
月
）
の
ほ
か
、
旅
券
法
研
究
会
編
『
逐
条
解
説
旅
券
法
』（
大
蔵
省

印
刷
局
、
一
九
九
九
年
）
が
参
考
に
な
る
。

（
５
）John Torpey,  The Invention of the passport : Cam

bridge 
U

niversity Press, 2000.

藤
川
隆
男
監
訳
『
パ
ス
ポ
ー
ト
の
発
明
』

（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
６
）
開
港
直
後
の
横
浜
が
登
場
す
る
こ
と
で
有
名
な
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ

ル
ヌ
が
一
八
七
二
年
に
発
表
し
た
小
説
『
八
十
日
間
世
界
一
周
』
で

は
、
主
人
公
と
従
者
が
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
で
パ
ス
ポ
ー
ト
の
査
証

を
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
必
要
が
な
い
こ
と
を
伝
え
ら
れ
る

場
面
が
あ
る
。

（
７
）
こ
こ
に
あ
げ
た
事
例
は
す
べ
て
『
続
通
信
全
覧
』
類
輯
之
部
三
〇
、

船
艦
門
海
外
行
「
仏
国
商
人
上
海
行
乳
母
随
従
停
止
一
件
外
三
件
」。

（
８
）
外
務
省
『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』（
原
書
房
、一
九
六
五
年
）。

（
９
）『
続
通
信
全
覧
』
類
輯
之
部
三
〇
、
船
艦
門
海
外
行
「
海
外
航
免
許

一
件
」。

（
10
）『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』。

（
11
）
慶
応
二
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
手
品
師
隅
田
川
浪
五
郎
一
座
と
、

イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
た
香
具
師
松
井
源
水
一
座
で
あ
り
、
一
座
の
な
か

に
は
女
性
も
含
ま
れ
て
い
た
（『
続
通
信
全
覧
』
類
輯
之
部
三
〇
、
船

艦
門
海
外
航
「
雑
伎
人
米
国
行
免
許
一
件
」）。

（
12
）
外
交
史
料
館
所
蔵
「
幕
府
以
来
発
給
海
外
行
免
状
及
海
外
行
旅
券

集
」（
外
務
省
記
録
三
．
八
．
五
．
一
）、
柳
原
宙
子
前
掲
論
文
。

（
13
）
宮
永
孝
前
掲
書
。
曲
芸
一
座
や
旅
芸
人
の
海
外
渡
航
に
つ
い
て
は
、

倉
田
喜
弘
「
解
説
」（
日
本
近
代
思
想
大
系
一
八
『
芸
能
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
八
年
）
を
参
照
。
な
お
、
浪
五
郎
一
座
に
世
話
役
と
し
て
同

行
し
旅
日
記
を
残
し
た
香
具
師
高
野
広
八
と
は
、
外
国
奉
行
一
四
号

の
旅
券
の
発
給
を
受
け
た
岩
吉
だ
と
推
測
さ
れ
る
。（
飯
野
町
史
談
会

『
広
八
日
記
―
幕
末
の
曲
芸
団
海
外
巡
業
記
録
』
一
九
七
七
年
）。

（
14
）
明
治
元
年
日
本
人
労
働
者
救
出
の
た
め
ハ
ワ
イ
に
派
遣
さ
れ
た
上

野
敬
助
と
三
輪
甫
一
に
旅
券
が
発
給
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
一
方
明

治
四
年
の
岩
倉
使
節
団
に
は
旅
券
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）『
続
通
信
全
覧
』
類
輯
之
部
三
〇
、
船
艦
門
海
外
行
「
高
知
藩
士
支

那
行
免
許
一
件
」。

（
16
）
右
同
書
「
鹿
児
島
藩
士
海
外
行
免
許
一
件
」。

（
17
）
箱
館
に
お
け
る
政
権
交
代
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
明
治
元
年

四
月
一
三
日
新
政
府
が
箱
館
裁
判
所
を
設
置
、
五
月
一
日
箱
館
奉
行

か
ら
事
務
を
引
き
継
ぐ
、
七
月
ご
ろ
箱
館
裁
判
所
を
函
館
府
と
改
称
、

一
〇
月
榎
本
軍
の
侵
入
に
よ
り
函
館
か
ら
撤
退
、
函
館
戦
争
終
結
後
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明
治
維
新
期
旅
券
制
度
の
基
礎
的
研
究
（
上
白
石
）

の
明
治
二
年
七
月
に
開
拓
使
を
設
置
。
本
稿
で
は
、
明
治
元
年
七
月

以
前
を
箱
館
、
以
後
を
函
館
と
表
記
し
た
。

（
18
）
柳
下
宙
子
前
掲
論
文
。

（
19
）
箱
館
に
つ
い
て
は
、
明
治
元
年
か
ら
明
治
五
年
ま
で
の
ま
と
ま
っ

た
記
録
は
管
見
の
か
ぎ
り
な
い
。
明
治
六
年
か
ら
の
記
録
と
し
て
は

札
幌
学
院
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
「
海
外
行
印
紙
願
書
留
」
が
あ
る
。

（
20
）
長
崎
に
お
け
る
政
権
交
代
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
明
治
元
年

一
月
一
四
日
長
崎
奉
行
河
津
祐
邦
が
脱
走
し
、
各
藩
の
代
表
者
が
あ

つ
ま
り
長
崎
会
議
所
を
設
置
。
二
月
二
日
長
崎
裁
判
所
、
五
月
四
日

長
崎
府
と
改
称
し
、
明
治
二
年
六
月
二
〇
日
長
崎
県
と
な
っ
た
。

（
21
）
下
村
冨
士
男
『
明
治
維
新
の
外
交
』（
大
八
洲
史
書
、一
九
四
八
年
）。

（
22
）『
法
令
全
書
』。

（
23
）
外
交
史
料
館
所
蔵
「
海
外
免
状
並
沿
革
手
数
料
」（
外
務
省
記
録
三
．

八
．
五
．
四
）。

（
24
）外
交
史
料
館
所
蔵「
海
外
行
免
状
書
類
」（
外
務
省
記
録
三
．
八
．
五
．

三
）。

（
25
）長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
。
同
館
に
は
ほ
か
に
明
治
三
年
、四
年
、

五
年
、
八
年
の
「
海
外
行
御
印
章
願
」
が
あ
る
。

（
26
）『
太
政
類
典
』
第
一
編
六
一
巻
。

（
27
）『
日
本
近
代
思
想
大
系
一
二
　
対
外
観
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八

年
）。

（
28
）
荒
野
泰
典
「
近
代
化
す
る
日
本
」（『
日
本
の
対
外
関
係
７
　
近
代

化
す
る
日
本
』）。

（
29
）
長
崎
県
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
「
海
外
渡
航
者
ニ
関
ス
ル
件
」（
一
四

　
二
七
―
四
四
）。

（
30
）「
海
外
行
免
状
並
沿
革
手
数
料
」（
外
務
省
記
録
三
．
八
．
五
．
四
）。

（
31
）「
海
外
行
免
状
書
類
」（
外
務
省
記
録
三
．
八
．
五
．
三
）。

（
32
）
柳
原
宙
子
前
掲
論
文
。
旅
券
裏
面
の
英
文
で
は
「
扶
助
」
は

「assistance

」、「
保
護
」
は
「protection

」
に
な
っ
て
い
る
。「
扶

助
」
と
「
保
護
」
は
と
も
に
助
け
る
と
い
う
意
味
だ
が
、「
扶
助
」
は

金
銭
的
な
援
助
を
「
保
護
」
は
身
体
的
援
助
と
い
う
意
味
が
強
い
よ

う
に
お
も
わ
れ
る
。

（
33
）
明
治
政
府
は
官
員
と
官
費
留
学
生
以
外
の
渡
航
者
を
「
賎
民
」
と

呼
ん
で
い
た
。

（
34
）
外
交
史
料
館
所
蔵
「
在
外
国
公
使
及
領
事
館
ニ
於
テ
日
本
困
難
民

救
助
取
扱
方
」（
外
務
省
記
録
三
．
八
．
八
．
一
）。
こ
の
帳
簿
に
は
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
府
に
保
護
さ
れ
た
ヲ
シ
カ
と
い
う
女
性
の
引
き
取

り
を
外
務
省
が
拒
否
し
た
記
録
が
あ
る
。

（
35
）
柳
原
宙
子
前
掲
論
文
に
よ
る
と
、
明
治
八
年
「
此
者
ハ
日
本
皇
帝

陛
下
ノ
臣
民
ナ
リ
」
の
文
言
が
あ
る
旅
券
案
が
出
さ
れ
た
が
、
採
用

さ
れ
な
か
っ
た
。
実
際
に
使
用
さ
れ
た
旅
券
で
国
籍
証
明
の
文
言
が

入
る
の
は
昭
和
一
三
年
の
旅
券
で
、「
右
者
帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
」
と

な
っ
て
い
た
。

（
本
学
兼
任
講
師
）
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表１　慶応２、３年旅券リスト
発行地 行先 姓名 住所 事由 期限 出典

慶応２年 外国奉行 アメリカ １号 浪五郎 神田相生町源助店 商用 ２年
外国奉行 アメリカ ２号 登和女 浪五郎妻 商用 ２年
外国奉行 アメリカ ３号 松五郎 浪五郎倅 商用 ２年
外国奉行 アメリカ ４号 登宇女 浪五郎妹 商用 ２年
外国奉行 アメリカ ５号 梅吉 浪五郎同居 商用 ２年

外国奉行 アメリカ ６号 菊次郎 浅草龍宝寺門前
茂兵衛店 商用 ２年

外国奉行 アメリカ ７号 津称女 菊次郎妹 商用 ２年
外国奉行 アメリカ ８号 松五郎 菊次郎同居 商用 ２年
外国奉行 アメリカ ９号 梅吉 菊次郎同居 商用 ２年
外国奉行 アメリカ １０号 藤吉 菊次郎同居 商用 ２年
外国奉行 アメリカ １１号 定吉 吉原京町吉兵衛店 商用 ２年
外国奉行 アメリカ １２号 長吉 定吉養子 商用 ２年
外国奉行 アメリカ １３号 梅吉 定吉同居 商用 ２年
外国奉行 アメリカ １４号 岩吉 江戸小石川白壁町 商用 ２年
外国奉行 アメリカ １５号 伝吉 岩吉倅 商用 ２年
外国奉行 アメリカ １６号 兼吉 南伝馬町１丁目 商用 ２年
外国奉行 アメリカ １７号 林蔵 小石川留坂町 商用 ２年
外国奉行 アメリカ １８号 繁松 江戸嬬恋町 商用 ２年
外国奉行 イギリス １９号 源水 浅草田原町３丁目 商用 ２年
外国奉行 イギリス ２０号 春女 源水妻 商用 ２年
外国奉行 イギリス ２１号 美津女 源水娘 商用 ２年
外国奉行 イギリス ２２号 佐喜女 源水娘 商用 ２年
外国奉行 イギリス ２３号 国太郎 源水倅 商用 ２年
外国奉行 イギリス ２４号 浅之助 北本町荒井町 商用 ２年
外国奉行 イギリス ２５号 菊女 浅之助妻 商用 ２年
外国奉行 イギリス ２６号 辰之助 浅之助倅 商用 ２年
外国奉行 イギリス ２７号 信女 浅之助娘 商用 ２年
外国奉行 清 ２８号 章助 勘定所用達 商用 ３月
外国奉行 清 ２９号 貞次郎 勘定所用達 商用 ３月
外国奉行 清 ３０号 治兵衛 勘定所用達 商用 ３月
外国奉行 イギリス 岡田秀之助 松平伊賀守家来 留学 ３年
外国奉行 清 ３２号 高橋作之介 堀田摂津守家来 留学 ６月
外国奉行 清 ３４号 串戸五左衛門 堀田摂津守家来 留学 ６月
外国奉行 清 ３５号 鏑木立本 堀田摂津守家来 留学 ６月
外国奉行 清 ３６号 渡辺荘平 堀田摂津守家来 留学 ６月
外国奉行 フランス ３７号 塩島浅吉 外国奉行支配 公用
外国奉行 フランス ３８号 中山七太郎 小人目付 公用
外国奉行 フランス ３９号 北村元四郎 通詞 公用
外国奉行 フランス ４０号 田中芳男 物産方 公用
外国奉行 フランス ４１号 佐兵衛 小仕夫 公用
外国奉行 フランス ４２号 二郎 小仕夫 公用
外国奉行 フランス ４３号 六三郎 小仕夫 公用
外国奉行 フランス ４４号 兼吉 小仕夫 公用
外国奉行 フランス ４５号 熊吉 江戸 公用
外国奉行 フランス ４６号 善八 江戸 公用
外国奉行 フランス ４７号 佐登女 江戸 公用
外国奉行 フランス ４８号 寿美女 江戸 公用
外国奉行 フランス ４９号 加称女 江戸 公用
外国奉行 フランス ５０号 卯三郎 江戸 公用
外国奉行 清 ５１号 名倉予何人 井上河内守家来 留学 ６月
外国奉行 清 ５２号 大林虎次 井上河内守家来 留学 ６月
外国奉行 清 ５３号 八木財次 井上河内守家来 留学 ６月
外国奉行 清 ５４号 伊東甚四郎 名倉小者 留学 ６月
外国奉行 清 ５５号 阿部保太郎 大林従者 留学 ６月
外国奉行 ロシア ５６号 山東義兵衛 間部美作守家来 留学 ５年
外国奉行 ロシア ５７号 十時三郎 間部美作守家来 留学 ５年
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慶応３年 外国奉行 フランス ５８号 横山主税 松平肥後守家来 留学 ３年
外国奉行 フランス ５９号 海老名郡治 松平肥後守家来 留学 ３年
外国奉行 フランス ６０号 尾崎俊蔵 小笠原壱岐守家来 留学 １年
外国奉行 清 ６１号 高橋荘兵衛 松平伊賀守家来 留学 １年
外国奉行 イギリス ６２号 浅津冨之助 松平伊賀守家来 留学 ３年
外国奉行 アメリカ ６３号 勝小鹿 勝安房守長男 留学 ５年
外国奉行 アメリカ ６４号 富田銭之介 勝小鹿従者 ５年
外国奉行 アメリカ ６５号 高木三郎 勝小鹿従者 ５年
外国奉行 イギリス ６６号 武谷巨介 松平安房守家来 留学 ３年
外国奉行 イギリス ６７号 内藤類次郎 松平安房守家来 留学 ３年
外国奉行 イギリス ６８号 久保田徳次郎 松平安房守家来 留学 ３年
外国奉行 アメリカ ６９号 佐々木権六 松平越中守家来 留学 １年
外国奉行 アメリカ ７０号 柳本直太郎 松平越中守家来 留学 １年
外国奉行 アメリカ ７１号 平賀磯三郎 松平美濃守家来 留学 ３年
外国奉行 アメリカ ７２号 船越慶次 松平美濃守家来 留学 ３年
外国奉行 アメリカ ７３号 本間英一郎 松平美濃守家来 留学 ３年
外国奉行 アメリカ ７４号 井上六三郎 松平美濃守家来 留学 ３年
外国奉行 フランス ７５号 松下嘉一郎 松平美濃守家来 留学 ３年
外国奉行 アメリカ ７６号 青木善平 松平美濃守家来 留学 ３年
外国奉行 フランス ７７号 玉井鉄矢 松平修理太夫家来 留学 ５年
外国奉行 フランス ７８号 田村半乎 松平修理太夫家来 留学 ５年
外国奉行 フランス ７９号 加納次郎助 松平修理太夫家来 留学 ５年
外国奉行 フランス ８０号 鎌田団蔵 松平修理太夫家来 留学 ５年
外国奉行 フランス ８１号 山口仙右衛門 松平修理太夫家来 留学 ５年
外国奉行 フランス ８２号 岩元休右衛門 松平修理太夫家来 留学 ５年
外国奉行 フランス ８３号 西田軍助 松平修理太夫家来 留学 ５年
外国奉行 フランス ８４号 吉井兵蔵 松平修理太夫家来 留学 ５年
外国奉行 フランス ８５号 中村太郎八 松平修理太夫家来 留学 ５年
外国奉行 フランス ８６号 野中秋吉 松平修理太夫家来 留学 ５年
外国奉行 清 ８７号 南部弥八郎 松平修理太夫家来 藩用
外国奉行 フランス ８８号 寺沢鎗三郎 左近将監従者 ５年

慶応２年 神奈川奉行 清 １号 房吉 横浜太田町 英トーマス小遣 １月

神奈川奉行 イギリス ２号 小三吉 横浜太田町源左
衛門寄子 英グラント小遣 ２年

神奈川奉行 イギリス ３号 亀吉 横浜太田町源左
衛門寄子 英グラント小遣 ２年

神奈川奉行 イギリス ４号 伊之助 横浜太田町源左
衛門寄子 英グラント小遣 ２年

神奈川奉行 イギリス ５号 嘉吉 横浜太田町源左
衛門寄子 英グラント小遣 ２年

神奈川奉行 イギリス ６号 寅吉 横浜太田町源左
衛門寄子 英グラント小遣 ２年

神奈川奉行 清 ７号 善助 横浜太田町 瑞ハヒイル小遣 ２月
神奈川奉行 清 ８号 久次郎 横浜太田町徒造

厄介
英リーシエルレ
ン小遣

６月

神奈川奉行 清 ９号 八次郎 横浜太田町徒造
厄介

英リーシエルレ
ン小遣 ６月

神奈川奉行 ドイツ １０号 仙蔵 横浜本町２丁目
勘助厄介 英シーホルト小遣 ２年

神奈川奉行 清 １１号 勇蔵 横浜太田町亀次
郎厄介 英テウイス小遣 ２月

神奈川奉行 イギリス １２号 徳三郎 横浜弁天通り５
丁目 商用 ２年

神奈川奉行 清 １３号 専助 横浜 商用 ３月
神奈川奉行 清 １４号 栄吉 横浜造酒蔵寄子 英人ニ雇文 ２月

慶応３年 神奈川奉行 イギリス １５号 政吉 横浜冨太郎寄子 小仕夫 １年

神奈川奉行 清 １６号 圭蔵 横浜在留仏国岡
士方召仕 通弁

神奈川奉行 アメリカ １７号 金蔵 横浜鉄五郎寄子 小仕夫 ６月
神奈川奉行 アメリカ １８号 善太郎 箱館与右衛門長男 小仕夫 １年
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神奈川奉行 アメリカ １９号 徳次郎 横浜源左衛門寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 ２０号 林蔵 横浜熊次郎厄介 小仕夫 １月
神奈川奉行 清 ２１号 磯吉 横浜庄五郎寄子 小仕夫 １月
神奈川奉行 清 ２２号 巳太郎 横浜庄五郎寄子 小仕夫 １月
神奈川奉行 清 ２３号 勝次郎 横浜庄五郎寄子 小仕夫 １月
神奈川奉行 清 ２４号 千代吉 横浜庄五郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 ２５号 登茂女 磯吉娘 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 ２６号 文次郎 磯吉娘 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 ２７号 蝶之介 磯吉娘 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 ２８号 源次郎 磯吉娘 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 ２９号 波津女 源次郎妻 小仕 １年
神奈川奉行 清 ３０号 清次郎 源次郎妻 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 ３１号 七五郎 源次郎妻 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 ３２号 弥輔 源次郎妻 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 ３３号 角蔵 横浜長兵衛寄子 小仕夫 ２月
神奈川奉行 アメリカ ３４号 久造 横浜健蔵寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ ３５号 民蔵 横浜健蔵寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 ３６号 啓次郎 横浜喜兵衛寄子 小仕夫 ２月
神奈川奉行 アメリカ ６９号 芳次郎 横浜万右衛門養子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ ７０号 留女 芳次郎妻 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ ７１号 寅之助 芳次郎内 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ ７２号 芳女 寅之助妻 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ７３号 熊吉 寅之助内 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ７４号 津留女 芳次郎娘 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ７５号 常吉 万右衛門寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ７６号 忠次郎 万右衛門寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ７７号 卯之助 万右衛門寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ７８号 金女 卯之助妻 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ７９号 徳次郎 万右衛門寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ８０号 竹蔵 万右衛門寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ８１号 寅吉 万右衛門寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ８２号 次郎吉 万右衛門寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ８３号 与市 万右衛門寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ８５号 兵五郎 万右衛門寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ８６号 源弥 万右衛門寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ８７号 甚作 幸八寄子 小仕 １年
神奈川奉行 清 ８８号 金八 健蔵寄子 小仕夫 ６月
神奈川奉行 アメリカ ８９号 長次郎 新次郎寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ９０号 金次郎 新次郎寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ９１号 五太夫 新次郎寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ９２号 幸三郎 新次郎寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ９３号 倉吉 新次郎寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ ９４号 寅吉 新次郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ ９５号 筆吉 新次郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ ９６号 新太郎 新次郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ ９７号 春吉 新次郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ ９８号 兼吉 新次郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ ９９号 万吉 金三郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 101 号 兼松 万吉倅 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 101 号 虎吉 万吉次男 小仕夫 １年
神奈川奉行 清 102 号 貞次郎 健蔵寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 103 号 茂登女 冨五郎寄子 小仕夫 ６月
神奈川奉行 アメリカ 104 号 恵女 新兵衛寄子 小仕夫 ６月
神奈川奉行 アメリカ 105 号 健蔵 銀次郎寄子 小仕夫 ３年
神奈川奉行 アメリカ 106 号 庄次 銀次郎寄子 小仕夫 ３年
神奈川奉行 アメリカ 108 号 龍蔵 銀次郎寄子 小仕夫 ３年
神奈川奉行 アメリカ 109 号 雄吉 安兵衛寄子 小仕夫 ３年
神奈川奉行 アメリカ 110 号 定吉 安兵衛寄子 小仕夫 ３年
神奈川奉行 アメリカ 111 号 四郎次郎 安兵衛寄子 小仕夫 ３年
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神奈川奉行 アメリカ 112 号 和吉 源五郎寄子 小仕夫 ３年
神奈川奉行 アメリカ 113 号 六蔵 源五郎寄子 小仕夫 ３年
神奈川奉行 アメリカ 114 号 若女 新助妻 小仕夫 ２年
神奈川奉行 アメリカ 115 号 虎吉 綱吉寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 116 号 歌女 虎吉妻 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 117 号 亀吉 粂太倅 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 118 号 由太郎 粂太倅 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 119 号 稲十郎 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 120 号 源次郎 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 121 号 高女 稲十郎妻 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 122 号 藤次郎 稲十郎男 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 123 号 弥吉 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 124 号 美喜女 弥吉妻 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 125 号 島蔵 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 126 号 為次郎 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 127 号 重女 綱吉妻 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 128 号 市兵衛 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 129 号 清吉 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 130 号 常次郎 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 131 号 五吉 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 132 号 市松 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 133 号 吉松 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 134 号 金兵衛 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 135 号 松女 仙之助妻 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 136 号 吉女 仙之助娘 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 137 号 八重女 仙之助娘 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 138 号 久女 仙之助母 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 139 号 政五郎 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 140 号 政吉 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 141 号 市五郎 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 142 号 留蔵 綱吉寄子 小仕 １年
神奈川奉行 アメリカ 143 号 粂蔵 横浜 商用 １年
神奈川奉行 アメリカ 144 号 庄五郎 横浜 商用 １年
神奈川奉行 アメリカ 145 号 万吉 平十郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 146 号 力松 平十郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 147 号 市之助 力松倅 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 148 号 鶴吉 力松倅 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 149 号 梅吉 平十郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 150 号 里女 平十郎妻 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 152 号 万右衛門 平十郎寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 153 号 貞次郎 平兵衛寄子 小仕夫 １年
神奈川奉行 アメリカ 154 号 勝吉 由蔵 小仕夫 ３年
神奈川奉行 アメリカ 155 号 百太郎 横浜 商用 ５年
神奈川奉行 清 156 号 勘助 孫七寄子 小仕夫 ３年
神奈川奉行 清 157 号 運平 孫七寄子 小仕夫 ３年
神奈川奉行 清 158 号 健蔵 久兵衛寄子 小仕夫 ３年

慶応２年 長崎奉行 清 仮免状 重太郎 加賀今浜 英商ネルソン召使 ②
長崎奉行 清 仮免状 初糸 遊女 英商ネルソン召使 ②

慶応３年 長崎奉行 清 １号 亀七郎 天草延右衛門倅 小仕夫 ２月
長崎奉行 清 ２号 多吉 大村百姓 小仕夫 １月
長崎奉行 イギリス ３号 兵市 伊予宇和島 小仕夫 ４年
長崎奉行 アメリカ ４号 日下部七郎 松平越前守内 留学 ３年

長崎奉行 清 ５号 森龍玄 備中松山医師千
訳男 通弁 １月

長崎奉行 清 ６号 亀重 長崎 小仕夫 15日
長崎奉行 清 ７号 与平 長崎大材町 商用 ３月
長崎奉行 清 ８号 利兵衛 天草次右衛門倅 小仕夫 ６月
長崎奉行 清 ９号 惣太郎 肥前野母村光蔵倅 小仕夫 ６月

長崎奉行 清 １０号 弥太郎 肥前野母村太兵
衛倅 小仕夫 ６月

長崎奉行 清 １１号 貞市 豊後府内善次郎倅 小仕夫 ６月
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長崎奉行 清 １２号 庄之助 筑後久留米庄三
郎倅 小仕夫 ６月

長崎奉行 清 １３号 作太郎 長崎大井手町 小仕夫 ６月
長崎奉行 イギリス １４号 峯八 長崎農 小仕夫 １年
長崎奉行 イギリス １５号 万吉 長崎農 小仕夫 １年
長崎奉行 イギリス １６号 虎八 細川越中守内 水夫留学 ２年
長崎奉行 イギリス １７号 敬之助 細川越中守家来 留学 ２年
長崎奉行 フランス １８号 佐野寿右衛門 松平肥前守内 留学 １年
長崎奉行 フランス １９号 藤山文一 佐野寿右衛門従者 １年
長崎奉行 フランス ２０号 小出千之助 松平肥前守内 留学 １年
長崎奉行 清 仮免状 亀太郎 肥前天草 亜商召使 ６月 ②
長崎奉行 清 仮免状 玉菊（もと） 肥前長崎 亜商召使 ６月 ②
長崎奉行 清 仮免状 鹿之助 肥前浦上 葡岡士召使 ②
長崎奉行 清 仮免状 こと 肥前長崎 葡岡士召使 ②
長崎奉行 清 仮免状 佐吉 肥前長崎 孛商召使 ②
長崎奉行 清 仮免状 孝太郎 肥前長崎 孛商召使 ②
長崎奉行 清 仮免状 友八 肥前長崎 孛商召使 ②
長崎奉行 清 仮免状 錦路 肥前長崎遊女 英商人召使 ６月 ②
長崎奉行 清 ２１号 滝蔵 伊豆中村 亜岡士召使 10日 ②
長崎奉行 清 ２２号 伊勢治 伊勢神社村 亜商召使 10日 ②
長崎奉行 清 ２３号 徳次郎 肥前島原 亜商ウヲルス召使 ２月 ②
長崎奉行 清 ２４号 清次郎 肥前浦上 仏商召使 90日 ②
長崎奉行 アメリカ ２５号 江口英次郎 細川越中守家来 洋学修行 ５年 ②
長崎奉行 清 ２６号 花園 肥前長崎遊女 白岡士召使 ６月 ②
長崎奉行 清 ２７号 きく 肥前長崎遊女付添 白岡士召使 ６月 ②
長崎奉行 清 ２８号 東路 肥前天草遊女 白岡士召使 ６月 ②
長崎奉行 清 ２９号 末松 肥前長崎 英商人召使 ５年 ②
長崎奉行 清 ３０号 亀十 肥前浦上 英商人召使 ２月 ②

慶応２年 箱館奉行 清 仮免状 喜助 町人 英商小遣い ①
箱館奉行 清 仮免状 木村隆吉 箱館方御雇 商船運用測量修行 ①

慶応３年 箱館奉行 清 １号 岩吉 箱館大町 小仕夫 ５月
箱館奉行 アメリカ ２号 八倉善右衛門 箱館奉行水主足軽 鯨猟船乗組伝習 １年 ①
箱館奉行 アメリカ ３号 伯田万吉 箱館奉行水主足軽 鯨猟船乗組伝習 １年
箱館奉行 アメリカ ４号 石川吉太郎 箱館奉行水主足軽 鯨猟船乗組伝習 １年
箱館奉行 アメリカ ５号 力蔵 石川吉太郎厄介 鯨猟船乗組伝習 １年
箱館奉行 アメリカ ６号 佐藤時次郎 箱館奉行水主足軽 鯨猟船乗組伝習 １年
箱館奉行 ドイツ ７号 中村昌吉 箱館奉行足軽 鯨猟船乗組伝習 １年

箱館奉行 ドイツ ８号 浜田作蔵 箱館奉行雇水主
足軽 鯨猟船乗組伝習 １年

箱館奉行 ドイツ ９号 本間龍之助 箱館奉行雇水主
足軽 鯨猟船乗組伝習 １年

箱館奉行 ドイツ １０号 浦田伊助 箱館奉行雇水主
足軽 鯨猟船乗組伝習 １年

箱館奉行 清 １１号 平吉 箱館農 小仕夫 ３月
箱館奉行 イギリス １２号 田村治兵衛 風帆ヘ乗組伝習 １年
箱館奉行 イギリス １３号 前田吉五郎 風帆ヘ乗組伝習 １年
箱館奉行 イギリス １４号 林善助 風帆ヘ乗組伝習 １年
箱館奉行 清 １５号 木村隆吉 箱館奉行御雇 公用 １年
箱館奉行 清 １６号 中村真三 箱館奉行同心 公用 １年
箱館奉行 清 １７号 七兵衛 木村隆吉従者 公用 １年

箱館奉行 清 １８号 清助 南部都新町百姓
安兵衛倅 小仕夫 １年

箱館奉行 アメリカ １９号 子之吉 箱館大町百姓 小仕夫 ６月
箱館奉行 清 ２０号 正吉 長崎農 小仕夫 ３月
箱館奉行 イギリス ２１号 大前清四郎 箱館奉行水主足軽 帆前伝習 １年 ①
箱館奉行 イギリス ２２号 伊藤東次郎 箱館奉行水主足軽 帆前伝習 １年 ①
箱館奉行 イギリス ２３号 野沢福三郎 箱館奉行水主足或 帆前伝習 １年 ①

無印：「旧政府之節免状申受之者姓名調」(外務省記録）
①：箱館奉行文書「外国人御印章一件御用件」（北海道文書館）
②：長崎奉行文書「御印章願綴込」（長崎県歴史文化博物館）
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表２　明治元年旅券リスト
発行地 行き先 人名 住居 事由 発行日 出典
江戸 アメリカ 山田正之助 三潴県 留学海軍学 明治１年12月 ①
江戸 イギリス 津川良蔵 山口県 留学 明治元年冬 ①
江戸 イギリス 毛利元功 華族 留学 明治元年３月 ①
江戸 イギリス 中御門寛麿 華族 留学 明治元年10月 ①
江戸 イギリス 矢嶋佐九郎 毛利元助従者 留学 明治元年10月 ①
江戸 イギリス 不破与四郎 石川県 留学 明治元年12月 ①
江戸 イギリス 前田弘庵 鹿児島県 留学 明治１年 ①
江戸 イギリス 黒川誠一郎 石川県 留学 明治１年12月 ①
江戸 イギリス 駒留良蔵 木更津県 留学 明治１年８月 ①
江戸 イギリス 森寺広三郎 三条公泰家従 留学 明治元年３月 ①
江戸 イギリス 戸田三郎 三条公泰家従 留学 明治元年３月 ①
江戸 ドイツ 青木周蔵 山口県 留学 明治１年８月 ①
神奈川 アメリカ 留吉 横浜太田町 米商ウエンリートにヤトワレ 明治１年３月
神奈川 アメリカ 鶴吉 横浜末広町 米商ウエンリートにヤトワレ 明治１年３月
神奈川 アメリカ 政七 米商ウエンリートにヤトワレ 明治１年３月
神奈川 アメリカ 栄助 米商ウエンリートにヤトワレ 明治１年３月
神奈川 アメリカ 岩蔵 横浜太田町 米商ウエンリートにヤトワレ 明治１年３月
神奈川 アメリカ 貫一 横浜元町 米人バラサン小仕 明治１年３月22日
神奈川 アメリカ 久次郎 横浜南仲通 米人ロスマン小仕 明治１年４月15日
神奈川 アメリカ 長吉 横浜本町 米人ヘボン小仕 明治１年１２月
神奈川 アメリカ 三吉 〃 米人ヘボン小仕 明治１年１２月
神奈川 アメリカ 清次 横浜吉原町 米人ゴーブル小仕 明治元年５月19日
神奈川 アメリカ 吾市 横浜海岸通 米人ゴーブル小仕 明治元年５月19日
神奈川 アメリカ 権蔵 横浜太田町 米人シエーメン小仕 明治元年10月27日
神奈川 アメリカ ふじ 〃金蔵妹 米人シエーメン小仕 明治元年10月27日

神奈川 アメリカ るい 武州久良岐郡本
牧村 米人シエーメン小仕 明治元年10月27日

神奈川 アメリカ 滝次郎 横浜本町 英士官フェール小仕 明治１年４月13日
神奈川 フランス 井阪泉太郎 水戸中納言家来 塩川民部大輔迎之タメ 明治１年６月５日
神奈川 フランス 服部潤次郎 水戸中納言家来 塩川民部大輔迎之タメ 明治１年６月５日
神奈川 フランス 良蔵 横浜本町 仏商ヲランシ小遣い 明治１年８月28日

神奈川 プロシア 熊吉 横浜末広町 孛人ロツオウイルメン農
業手伝 明治１年４月９日

神奈川 プロシア 清吉 横浜末広町 孛人ロツオウイルメン農
業手伝 明治１年４月９日

神奈川 プロシア 久蔵 横浜末広町 孛人ロツオウイルメン農
業手伝 明治１年４月９日

神奈川 プロシア 亀吉 横浜末広町 孛人ロツオウイルメン農
業手伝 明治１年４月９日

神奈川 清 金二郎 横浜入船町 英ホヲステン小遣い 明治１年11月29日
長崎 英国 吉井礼蔵 新橋町 英学修行 明治１年10月26日 ②
長崎 英国 稲葉助五郎 加州藩 用事 明治１年10月26日 ②
長崎 英国 神戸清右衛門 加州藩 用事 明治１年10月26日 ②
長崎 英国 黒川誠一郎 加州藩 用事 明治１年10月26日 ②
長崎 英国 馬場建吉 加州藩 用事 明治１年10月26日 ②
長崎 英国 不破与四郎 用事 明治１年10月26日 ②
長崎 オランダ 熊太郎 天草富山５丁目 外国人召連 明治１年２月17日 ②
長崎 オランダ 百次郎 天草大江村 外国人召連 明治１年２月17日 ②
長崎 欧羅巴 吉村又次 土州藩 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 牧洋之助 土州藩 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 仙頭浜蔵 土州藩 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 大嶋房吉 讃州 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 為七 長崎 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 卯平 長崎 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 幸助 長崎 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 卯吉 長崎 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 吉松 讃州 航海修行 明治１年４月15日 ②
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長崎 欧羅巴 兵吉 讃州 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 清蔵 豊後 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 文蔵 豊後 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 森蔵 備前 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 重作 予州 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 改次 越後 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 欧羅巴 亀吉 阿州 航海修行 明治１年４月15日 ②
長崎 外国 河野源八 宇和島藩 航海修行 明治１年閏4月13日 ②
長崎 外国 辰太郎 宇和島 航海修行 明治１年閏4月13日 ②
長崎 外国 作兵衛 宇和島 航海修行 明治１年閏4月13日 ②
長崎 外国 長右衛門 宇和島 航海修行 明治１年閏4月13日 ②
長崎 外国 惣兵衛 宇和島 航海修行 明治１年閏4月13日 ②
長崎 外国 音吉 宇和島 航海修行 明治１年閏4月13日 ②
長崎 外国 寅之助 宇和島 航海修行 明治１年閏4月13日 ②
長崎 外国 宇之助 宇和島 航海修行 明治１年閏4月13日 ②
長崎 外国 番左衛門 宇和島 航海修行 明治１年閏4月13日 ②
長崎 海外 恒次郎 長崎本石灰町 外国人召連 明治１年８月２日 ②
長崎 海外 長太郎 長崎小島郷 外国人召連 明治１年８月２日 ②
長崎 海外 徳五郎 長崎小島郷 外国人召連 明治１年８月２日 ②
長崎 海外 青木周蔵 長州藩 修学 明治１年８月20日 ②
長崎 海外 真島蓑一郎 肥後藩 英軍艦乗組 明治１年８月21日 ②
長崎 海外 荻野三生 修学 明治１年８月25日 ②
長崎 上海 羽山 丸山町遊女 外国人召連 明治１年２月13日 ②
長崎 上海 井関富右衛門 宇和島藩 主用 明治１年２月16日 ②
長崎 上海 米田忠兵衛 宇和島藩 主用 明治１年２月16日 ②
長崎 支那 中村嘉右衛門 本篭町 外国人召連 明治１年３月18日 ②
長崎 支那 慎助 恵比須町 外国人召連 明治１年３月18日 ②
長崎 上海 司 丸山町遊女 外国人召連 明治１年４月５日 ②
長崎 支那 吉野清七郎 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 源助 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 金次郎 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 治右衛門 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 喜太郎 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 吉助 豊後 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 国太郎 豊後 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 芳兵衛 豊後 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 由蔵 芸州 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 喜之助 讃州 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 京太郎 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 権太郎 五島 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 佐市 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 万吉 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 安吉 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 弥吉 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 庄作 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 次兵衛 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 支那 勘次 長崎 明治１年４月14日 ②
長崎 上海 松野半助 佐賀藩 主用（従者２人とも） 明治１年８月24日 ②
長崎 唐国 司 丸山町遊女 外国人召連 明治１年８月29日 ②
長崎 唐国 津川良蔵 長州藩 明治１年10月26日 ②
長崎 香港 二の町 寄合町遊女 外国人召連 明治１年８月13日 ②
長崎 上海 吉一洞 越中藩 主用 明治１年10月 ②
長崎 上海 高桑厳吉 越中藩 主用 明治１年10月 ②
長崎 上海 合田長蔵 越中藩 主用 明治１年10月 ②
箱館 清 善兵衛 讃州粟島 英商人ハウル小遣 慶応４年２月29日 ③
無印：「海外行免状発行一件」（外務省記録）
①：「航海人明細鑑」（外務省記録）
②：「御印章願留」（長崎歴史文化博物館）
③：『通信全覧』続輯
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表３　明治２年旅券リスト
発行地 行き先 人名 住居 事由 発行日 出典
外務省 アメリカ 松村淳蔵 鹿児島県 留学海軍学 明治２年５月 ①
外務省 アメリカ 大原令之助 鹿児島県 留学海軍学 明治２年５月 ①
外務省 アメリカ 長沢鼎 鹿児島県 留学海軍学 明治２年５月 ①
外務省 アメリカ 伊勢佐太郎 白川県 留学海軍学 明治２年５月 ①
外務省 アメリカ 野村一介 鹿児島県 留学海軍学 明治２年５月 ①
外務省 アメリカ 勝小鹿 静岡県 留学海軍学 明治２年６月 ①
外務省 アメリカ 高木三郎 前同人僕 留学海軍学 明治２年６月 ①
外務省 アメリカ 冨田鉄之助 前同人僕 留学海軍学 明治２年６月 ①
外務省 アメリカ 深蔵 長崎県管下町人 航海修行米船乗組 明治２年６月 ①
外務省 アメリカ 島津又之進 美々津県 留学海軍学 明治２年９月 ①
外務省 アメリカ 丸岡武郎 美々津県 留学海軍学 明治２年９月 ①
外務省 アメリカ 平山太郎 美々津県 留学海軍学 明治２年９月 ①
外務省 アメリカ 八百吉 東京町人虎吉倅 明治２年９月 ①
外務省 アメリカ 安次郎 虎吉次男 明治２年９月 ①
外務省 アメリカ 市松 虎吉三男 明治２年９月 ①
外務省 アメリカ とよ 虎吉娘 明治２年９月 ①
外務省 アメリカ 由松 東京町人豊吉倅 明治２年９月 ①
外務省 アメリカ 勝之助 東京町人豊吉倅 明治２年９月 ①
外務省 イギリス 清水金之助 石川県 留学 明治２年４月 ①
外務省 イギリス 岡田丈太郎 石川県 留学 明治２年４月 ①
外務省 各国 佐藤進 印旛県 留学 明治２年６月 ①
外務省 清 畔合太三郎 山口県 英学修行 明治２年８月 ①
神奈川 アメリカ 佐吉 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 金太郎 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 新次郎 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 喜太郎 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 松五郎 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 松之助 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 亀二郎 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 大次郎 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 新吉 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 長三 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ なみ 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ とき 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 常吉 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ くに 市之助妻 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ ゑち 新二郎妻 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ せん 大二郎妻 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ みつ 喜太郎妻 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 正吉 大二郎倅 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ とめ 亀二郎妻 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ はん 横浜駒形町 茡人ケルムル被雇 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 富田陽之助 横浜太田町 西班牙商人モラレス小仕 明治２年３月 13 日
神奈川 アメリカ 寿平 横浜本町 米人ウエンリート小遣い 明治２年
神奈川 アメリカ ふさ 寿平妻 喜平同伴 明治２年
神奈川 アメリカ さだ 寿平娘 喜平同伴 明治２年
神奈川 イギリス 冨蔵 横浜本町 英国士官サトウ被雇 明治２年１月 12 日
神奈川 イギリス 定吉 横浜新浜町 英人ゲヒシン小遣い 明治２年１月 23 日
神奈川 イギリス 遠藤真江 毛利淡路神家来 留学 明治２年２月 19 日
神奈川 イギリス 兼吉 北仲町 孛人ハアーレス小遣 明治２年
神奈川 プロシア 直二郎 横浜若松町 孛コロツセル小遣 明治２年１月 12 日
神奈川 清 新之助 横浜元町 英グリカ小遣い 明治２年１月 13 日
神奈川 清 音吉 新之助児 英グリカ小遣い 明治２年１月 13 日
神奈川 清 てつ 新之助妻 英グリカ小遣い 明治２年１月 13 日
神奈川 清 のふ 東京谷中山崎町 英グリカ小遣い 明治２年１月 13 日
神奈川 清 みつ 横浜吉田町 米マークス小遣い 明治２年６月 20 日
神奈川 清 いし 横浜本町 米マークス小遣い 明治２年９月 24 日
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神奈川 清 浪之助 横浜住吉町 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 みつ 浪之助妻 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 元治 浪之助倅 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 兼吉 浪之助次男 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 富士吉 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 ふさ 富士吉妻 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 熊吉 富士吉倅 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 浅次郎 富士吉二男 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 芳五郎 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 もと 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 さわ もと娘 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 金十郎 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 寅吉 米トムスキン用弁 明治２年９月晦日
神奈川 清 安兵衛 横浜吉田町 米医イストルラック小遣 明治２年 11月 28日
長崎 イギリス 津川良蔵 遊学 明治２年１月 14 日 ②
長崎 イギリス 岡嶋喜太郎 加賀藩 用事 明治２年３月 29 日 ②
長崎 イギリス 小球就一郎 加賀藩 用事 明治２年３月 29 日 ②
長崎 イギリス 山中来太郎 加賀藩 用事 明治２年３月 29 日 ②
長崎 イギリス 佐野響 加賀藩 用事 明治２年３月 29 日 ②
長崎 イギリス 吉井三吉 加賀藩 用事 明治２年３月 29 日 ②
長崎 イギリス 矢島作九郎 毛利淡路守 修学 明治２年５月 16 日 ②
長崎 イギリス 西郷信吾 薩州藩 明治２年６月 ②
長崎 イギリス 中村宗見 薩州藩 明治２年６月 ②
長崎 イギリス 福原和勝 長州藩 修学 明治２年６月 ②
長崎 イギリス 津田亀太郎 細川越中守家来 英学幷航海術 明治２年７月 ②
長崎 イギリス 林玄助 細川越中守家来 英学幷航海術 明治２年７月 ②
長崎 フランス 御堀幸助 長府藩 遊歴 明治２年６月 ②
長崎 各国 松本主 肥後藩 航海稽古 明治２年２月 25 日 ②
長崎 外国 丈作 伊予松山 外国船乗組水夫 明治２年３月 28 日 ②
長崎 外国 作太郎 筑前 外国船乗組水夫 明治２年３月 28 日 ②
長崎 外国 久次郎 天草 外国船乗組水夫 明治２年３月 28 日 ②
長崎 外国 善太郎 肥後 外国船乗組水夫 明治２年３月 28 日 ②
長崎 外国 吉太郎 伊予松山 外国船乗組水夫 明治２年３月 28 日 ②
長崎 外国 卯平 肥後 外国船乗組水夫 明治２年３月 28 日 ②
長崎 外国 大吉 芸州 外国船乗組水夫 明治２年３月 28 日 ②
長崎 外国 富吉 島原 外国船乗組水夫 明治２年３月 28 日 ②
長崎 外国 平作 芸州 外国船乗組水夫 明治２年３月 28 日 ②
長崎 海外 橋口元平 大村藩 通弁修行 明治２年４月１日 ②
長崎 唐国 越中屋平兵衛 長崎県今町 商用 明治２年１月 14 日 ②
長崎 上海 市郎 肥前有田 商用 明治２年１月 15 日 ②
長崎 上海 祐右衛門 肥前有田 商用 明治２年２月 12 日 ②
長崎 唐国 治助 加賀 用事 明治２年３月 24 日 ②
長崎 上海 大浦けい 油町 商用 明治２年４月１日 ②
長崎 上海 貞七 油町けい侍女 商用 明治２年４月１日 ②
長崎 上海 渋谷専吉 肥前藩 用事 明治２年４月 17 日 ②
長崎 上海 荒野屋善兵衛 西浜町 用事 明治２年４月 18 日 ②
長崎 支那 司 丸山町遊女 外国人召連 明治２年４月 18 日 ②
長崎 上海 全貞 春徳寺弟子 法用 明治２年４月 27 日 ②
長崎 上海 杉浦屋勘兵衛 今紺屋町 商用 明治２年４月 27 日 ②
長崎 上海 平市 杉浦屋手代 商用 明治２年４月 27 日 ②
長崎 上海 小崎忽舟 越後新潟 画道修行 明治２年５月５日 ②
長崎 清 松尾弥四郎 鍋島備中守内 洋学修行 明治２年７月
長崎 清 田中藤太夫 松尾弥四郎召使 明治２年７月
長崎 清 牟田乕之助 鍋島備中守内 洋学修行 明治２年７月
長崎 清 山口豊吉 牟田乕之助召使 明治２年７月
長崎 清 吉田恒次郎 長崎本石炭町 米コスタリカ船被雇 明治２年７月
長崎 清 遠藤藤二郎 加州藩 修行 明治２年７月
長崎 清 小池豊作 遠藤藤二郎家来 明治２年７月
長崎 清 井手仁助 遠藤藤二郎家来 明治２年７月
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長崎 清 吉兵衛 長崎小川町商 商業 明治２年７月
長崎 清 治平 肥前国有田皿山商 商業 明治２年８月
長崎 清 舞鶴 長崎丸山町遊女 英ヲウト被召連 明治２年 10 月
長崎 清 磯吉 長崎十善寺郷 英ホールト被召連 明治２年 10 月
長崎 清 嘉津助 長崎浦上村 商業 明治２年 10 月
長崎 清 松野半助 佐賀藩 修学 明治２年 10 月
長崎 清 弐人 松野半助従僕 明治２年 10 月
長崎 清 辰之助 商業 明治２年 11 月
長崎 清 峯三郎 英シミツ被召連 明治２年 11 月
兵庫 アメリカ 泰孝一郎 仁和寺宮内橋本

民部家来
米軍艦乗組アドミラル従
僕

明治２年 10 月

無印：「海外行免状発行一件」（外務省記録）
①：「航海人明細録」（外務省記録）
②：「長崎勘合帳」（外務省記録）


