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鎖
国
政
策
が
行
わ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
長
崎
は
海

外
に
開
か
れ
た
窓
口
の
一つ
で
あ
り
、
中
国
や
西
洋
の
さ
ま
ざ
ま

な
文
物
が
行
き
交
う
国
際
都
市
で
し
た
。
最
先
端
の
情
報
や
知

識
、
未
知
な
る
世
界
に
ふ
れ
よ
う
と
、
国
内
各
地
か
ら
長
崎
を

目
指
し
た
人
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

　

江
稼
圃
（
生
没
年
不
詳
）
は
浙せ
っ

江こ
う

省
し
ょ
う

臨り
ん

安あ
ん

（
杭こ
う

州し
ゅ
う）
の
人
で

名
を
大
来
と
い
い
、
文
化
元
年
（
１
８
０
４
）
以
降
数
度
に
わ
た
っ

て
来
日
し
た
人
物
で
す
。
絵
画
に
長
じ
、長
崎
の
画
家
を
は
じ
め
、

当
地
を
訪
れ
た
諸
家
と
交
流
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

齋
藤
秋
圃
の
も
と
の
名
で
あ
る
「
葵

あ
お
い

衛ま
も
り」
の
署
名
が
な
さ
れ

た
本
作
品
は
、
秋
圃
が
長
崎
に
赴
き
江
稼
圃
の
知
己
を
得
た
こ

と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
つ
と
に
知
ら
れ
た
逸
品
で
す
。

　

賛
文
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
て
、
右
は
像
主
の
江
稼
圃
自
身
が

書
い
た
も
の
、
左
は
稼
圃
の
弟
江こ

う

芸う
ん

閣か
く

に
よ
る
も
の
で
す
。
江
稼

圃
の
賛
に
は
、
長
崎
で
秋
圃
と
出
会
っ
て
す
ぐ
に
旧
友
の
よ
う
な

気
持
ち
と
な
っ
た
と
い
い
、
先
生
（
秋
圃
）
の
絵
に
は
思
想
す
る

心
が
添
え
ら
れ
て
い
る
と
称
え
て
い
ま
す
。
齋
藤
家
資
料
に
は
帰

国
を
前
に
し
た
江
稼
圃
が
別
れ
を
惜
し
ん
で
秋
圃
に
宛
て
た
書

簡
や
、
弟
江
芸
閣
か
ら
の
書
簡
が
複
数
の
こ
さ
れ
て
い
て
、
本
作

が
三
者
の
親
し
い
関
係
性
か
ら
作
ら
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
す
。

　

さ
て
、
秋
圃
作
品
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
幾
度
か
、
軽
妙
で
ユ
ー

モ
ラ
ス
な
人
物
表
現
に
魅
力
が
あ
る
と
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、

こ
の
江
稼
圃
像
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
な
り
異
な
る
印
象
が
あ

り
ま
す
。
顔
や
ズ
ボ
ン
の
輪
郭
線
に
は
赤
味
の
あ
る
線
を
添
わ
せ

て
立
体
感
を
表
現
し
た
り
、
写
真
で
は
黒
一
色
に
見
え
る
上
着

部
分
も
、
衣え

文も
ん

線
を
塗
り
残
す
彫ほ
り

塗ぬ
り

の
技
法
を
用
い
て
い
た
り

と
、
と
て
も
丁
寧
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
洒し

ゃ

脱だ
つ

な
人
物

を
描
く
一
方
で
、
秋
圃
は
本
作
の
よ
う
に
細
部
ま
で
し
っ
か
り
と

描
き
こ
ん
だ
肖
像
画
を
多
く
手
が
け
て
い
た
こ
と
が
、
齋
藤
家

資
料
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。（
井
形
栄
子
）　絹本著色　掛幅装　111.0 × 35.9㎝　江稼圃、江芸閣賛　

江戸時代後期（文政 13 年〔1830〕江芸閣着賛）
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第 26号

寄
贈
資
料
紹
介

　

箱
崎
清
水
家
の
絵
師
・
文
人
資
料

　
　
始
ま
り
は
一
本
の
電
話
か
ら

　

令
和
５
年
の
と
あ
る
日
、
吉よ
し

嗣つ
ぐ

拝は
い

山ざ
ん

の
作

品
を
お
持
ち
だ
と
い
う
箱
崎
に
お
住
ま
い
の

方
か
ら
一
本
の
電
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

詳
し
く
お
聞
き
す
る
と
、
明
治
・
大
正
時
代

に
太
宰
府
町
長
や
町
議
員
を
務
め
た
中
村
久

吉
と
い
う
人
物
の
子
孫
に
あ
た
る
方
で
、
家

に
あ
る
吉
嗣
家
や
萱か

や

島し
ま

家
の
作
品
を
寄
贈
し

た
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

早
速
お
宅
に
訪
問
し
作
品
を
拝
見
さ
せ
て

い
た
だ
く
と
、
吉
嗣
家
三
代
（
梅ば
い

仙せ
ん

・
拝
山･

鼓こ

山ざ
ん

）
だ
け
で
な
く
萱
島
秀
し
ゅ
う

山ざ
ん

・
秀
し
ゅ
う

峰ほ
う

、
拝

山
の
門
人
で
あ
る
藤ふ

じ

瀬せ

冠か
ん

村そ
ん

が
書
い
た
掛
軸
、

扁
額
、
屏
風
、
衝
立
な
ど
、
太
宰
府
の
絵
師

･

文
人
に
関
連
す
る
作
品
が
17
点
確
認
で
き
、

市
で
寄
贈
受
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
中
村
家
と
清
水
家

　

な
ぜ
箱
崎
に
お
住
ま
い
の
家
と
太
宰
府
の

絵
師
が
関
係
し
て
い
る
の
か
。
お
宅
と
吉
嗣

家
と
の
関
係
を
伺
う
と
、
所
有
者
の
祖
母
ク

ニ
は
中
村
久
吉
の
娘
に
あ
た
り
、
箱
崎
の
清

水
家
に
嫁
入
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

中
村
家
は
現
在
の
太
宰
府
天
満
宮
幼
稚
園

あ
た
り
に
家
を
構
え
て
お
り
、
吉
嗣
家
の
住

居
兼
ア
ト
リ
エ
で
あ
る
「
古
香
書
屋
」
も
す

ぐ
近
く
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
吉
嗣
家
の
お

庭
で
遊
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
く
ら
い
親
交
が
あ

っ
た
よ
う
で
す
。

ク
ニ
は
大
正
２
年(
１
９
１
３)

に
箱
崎
で

染
織
工
場
を
営
む
清し

水み
ず

敬け
い

一い
ち

郎ろ
う

の
も
と
に
嫁

ぎ
ま
す
。
清
水
家
は
箱
崎
で
染
織
業
を
営
ん

で
お
り
、
足
踏
機
械
を
導
入
し
た
本
格
的
な

木も

綿め
ん

縞じ
ま

を
生
産
し
て
い
ま
し
た
。
箱
崎
で
生

産
さ
れ
る
木
綿
縞
は
箱は

こ

崎ざ
き

縞し
ま

と
呼
ば
れ
て
い

た
そ
う
で
す
が
、
現
在
は
現
物
が
ほ
と
ん
ど

残
っ
て
い
な
い
幻
の
織
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

久
吉
は
ク
ニ
の
嫁
入
り
後
、
度
々
清
水
家

を
訪
れ
て
い
た
よ
う
で
、
家
に
伝
わ
る
作
品

は
そ
う
し
た
折
に
久
吉
か
ら
清
水
家
に
贈
ら

れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
　
中
村
璣き

渕え
ん

の
正
体

　

資
料
の
中
に
は
昭
和
２
年(

１
９
２
７)

に

住
居
を
新
築
し
た
敬
一
郎
へ
の
お
祝
い
に
二

つ
の
扁
額
が
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
一

つ
に
は
裏
面
に
「
昭
和
二
丁
卯
初
春
清
水
敬

一
郎
氏
／
新
築
成
為
祝
贈
会
所
宛
拝
山
／
□

伯
横
岳
之
作
為
念
書
之
／
璣
渕
老
人
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
璣
渕
と
名
乗
る
老
人
が
吉
嗣

拝
山
の
作
品
を
贈
っ
て
い
ま
す
。

璣
渕
と
い
う
人
物
は
『
吉
嗣
家
資
料
【
書

画
編
】』
所
収
の
《
諸し

ょ

画が

貼は
り

交ま
ぜ

屏
び
ょ
う

風ぶ

》（
合
作

№
55
）
で
書
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
明
治
23
年

や
ま
と
つ
き
が
せ

（
１
８
９
０
）
に
拝
山
が
大
和
月
瀬
（
奈
良
市

月
ヶ
瀬
）
へ
観
梅
の
旅
に
出
る
際
に
は
中
村

璣
渕
が
送
別
詩
を
贈
っ
た
と
い
う
新
聞
記
事

も
あ
り
、
璣
渕
が
中
村
姓
だ
と
分
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
中
村
久
吉
の
家
に
伝
わ
る
『
中
村

家
文
書
』（
太
宰
府
市
公
文
書
館
目
録
）
に
は
璣

渕
に
よ
る
詩
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
村
璣
渕

は
中
村
家
の
人
物
の
可
能
性
が
高
く
、
も
し

か
す
る
と
久
吉
本
人
の
雅
号
と
い
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
の
よ
う
に
家
同
士
の
繋
が
り
を
知
る

こ
と
で
地
域
の
歴
史
が
ま
た
一
つ
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。
清
水
家
で
大
切
に
伝
わ
っ
て

き
た
作
品
は
太
宰
府
に
里
帰
り
し
、
今
後
は

展
示
や
研
究
に
活
用
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
（
木
村
純
也
）

吉嗣拝山《山水図》　絹本墨画墨書　扁額　32.5 × 90.8cm　明治 16 年（1883）
清水敬一郎所蔵資料

吉嗣鼓山《墨竹図》
紙本墨画 掛福  149.5 × 47.3
cm　清水敬一郎所蔵資料
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本
作
品
の
男
性
は
、
髪
を
結
っ
て
頭
巾
で

く
る
み
、
上
衣
と
ズ
ボ
ン
を
は
く
中
国
の
服

制
で
す
。
本
作
品
に
は
、
頭
部
が
大
き
い
在

来
種
風
の
馬
と
、
身
近
な
植
物
で
あ
る
柳
が

描
か
れ
て
い
る
た

め
、
日
本
の
日
常
生

活
の
一
コ
マ
を
切
り

取
っ
た
か
の
よ
う
な

感
じ
が
し
ま
す
が
、

清
流
で
馬
を
洗
う
と

い
う
中
国
伝
統
の
画

題
「
洗
馬
図
」
の
伝

統
を
汲
む
も
の
で
し

ょ
う
。

馬う
ま

曳ひ
き

図ず

（
柳り

ゅ
う

陰い
ん

洗せ
ん

馬ば

図ず

）

　

柳
の
木
の
生
え
る
土
手
の
傍
で
、
川
の
浅

瀬
に
足
首
ま
で
つ
か
り
、
両
手
で
馬
の
銜
を

取
っ
て
立
つ
男
性
が
側
面
観
で
描
か
れ
て
い

ま
す
。
男
性
の
身
体
や
衣
服
の
輪
郭
や
柳
の

枝
葉
、
川
の
水
波

を
淡
墨
線
で
描

き
、
馬
は
体
躯
を

濃
淡
の
あ
る
墨
面

で
、
顎
か
ら
前
足

に
か
け
て
の
輪
郭

や
尻
尾
を
乾
筆
の

墨
線
で
描
い
て
い

ま
す
。
男
性
の
頭

巾
と
水
波
に
の
み

青
色
を
淡
く
塗
っ

て
い
ま
す
。

　

馬
は
家
畜
の
中

で
最
も
重
要
で
、

芸
術
の
題
材
と
し

て
長
い
歴
史
を
も

っ
て
い
ま
す
。
日
本
絵
画
史
で
は
、
宇
多
法

皇
の
御
所
に
平
安
前
期
を
代
表
す
る
画
家
・

巨こ
せ
の
か
な
お
か

勢
金
岡
の
描
い
た
馬
が
、
夜
な
夜
な
絵
か

ら
抜
け
出
し
て
近
辺
の
田
を
食
べ
て
困
っ
た

た
め
絵
の
馬
の
目
を
ほ
り
く
じ
い
た
と
い
う

伝
説
が
『
古こ

今こ
ん

著ち
ょ

聞も
ん

集じ
ゅ
う』
に
あ
り
ま
す
。

　
　
◇
江
戸
時
代
以
降
、

多
く
の
画
家
が「（
柳

陰
）
洗
馬
図
」
を
描

い
て
い
ま
す
が
、
線

描
や
色
彩
の
軽
妙
さ

に
加
え
、
馬
と
人
が

目
を
合
わ
せ
る
構
図
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

る
和
や
か
な
情
感
は
、
本
作
品
の
際
立
っ
た

魅
力
と
い
え
ま
す
。　
　
　
　
（
小
林
知
美
）

【
参
考
文
献
】

金
井
紫
雲
編
『
復
刻
東
洋
画
題
総
覧
』
平
成
９
年
、

国
書
刊
行
会

　

本
紙
第
7
号
（
２
０
２
１
年
７
月
）
の
こ
の
コ
ー

ナ
ー
「
衣
掛
天
満
宮
の
扁
額
」
の
記
事
を
皆
さ

ん
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
。
水
城
跡

近
く
に
鎮
座
す
る
衣
掛
天
満
宮
の
由
緒
と
と
も

に
、
拝
殿
内
の
扁
額
が
昭
和
28
年
（
１
９
５
３
）

に
枯
れ
た
裏
山
の
御
神
木
を
用
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
紹
介
す
る
記
事
で
し
た
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る
扁
額
は
、
そ
の
衣
掛
天
満

宮
か
ら
至
近
距
離
に
あ
っ
た
旧
家
に
伝
わ
っ
た

も
の
で
、
同
じ
御
神
木
の
松
か
ら
作
ら
れ
た
と

い
う
由
緒
を
も
つ
も
の
で
す
。
表
面
に
は
吉
嗣

鼓
山
に
よ
る
堂
々
と
し
た
松
の
図
と
漢
詩
が
あ

り
、 

裏
面
に
は
「
空
高
く 

聳そ
び

え
し 

宮
の 

千
歳

松 

虫
に
斃た
お

れ
て 

さ
び
し 

か
り
け
り
」
と
い
う

歌
と
と
も
に
長
文
の
由
緒
書
き
が
あ
り
ま
す
。

　

文
章
の
前
半
は
御
神
木
の
歴
史
に
関
わ
る

も
の
な
の
で
す
が
、
後
半
部
に
は
こ
の
扁
額
な

ら
で
は
の
由
緒
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

続
・
衣き

ぬ

掛か
け

天て
ん

満ま
ん

宮ぐ
う

の
扁へ

ん

額が
く

上：鼓山の松図賛　下：松島元の由緒書き
よ
る
と
、
こ
の
扁
額
は
松
島
元
と

い
う
人
物
が
、
倒
れ
た
後
に
払

い
下
げ
ら
れ
た
御
神
木
の
一
部
を

譲
り
受
け
た
も
の
と
い
い
、
鼓
山

先
生
に
作
画
を
依
頼
し
た
と
い
う

の
で
す
。
昭
和
28
年
10
月
29
日
、

松
島
氏
の
住
宅
上
棟
式
１
周
年
と

な
る
記
念
日
に
こ
の
由
緒
を
記
し

た
と
い
い
、
こ
の
扁
額
が
新
居
を

飾
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　

時
を
経
て
令
和
に
至
り
、
こ
の

住
宅
も
既
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
御

神
木
と
松
島
家
の
波
乱
万
丈
の
記

憶
を
留
め
る
扁
額
は
、
い
ま
絵
師

調
査
室
の
一
角
に
安
住
の
地
を
得

て
い
ま
す
。　
　
　
（
井
形
栄
子
）

紙本墨画淡彩　39.0 × 52.4cm
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既
存
の
情
報
と
、
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
。

こ
れ
ら
を
結
び
つ
け
て
新
た
な
事
実
や
可
能
性
を
検

討
す
る
の
が
調
査
の
醍
醐
味
で
す
。（
木
）

　

大
坂
の
遊
里
で
幇
間
を
し
て
い
た
秋
圃
。
舞
台
は

違
え
ど
大
河
ド
ラ
マ
で
吉
原
の
幇
間
や
絵
師
が
登
場

す
る
と
妙
に
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
。（
井
）

編
集
後
記
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手
紙
や
メ
ー
ル
で
何
度
も
使
っ
て
し
ま
う

「
～
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
表
現
。
昔
の
人
も

良
く
使
っ
て
い
た
よ
う
で
、
く
ず
し
字
の
頻

出
語
句
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
「
奉
存
候
」
は
「
存ぞ

ん 

じ 

奉
た
て
ま
つ 

り 

候
そ
う
ろ
う」

と

読
み
、「
存
じ
候
」
で
「
思
い
ま
す
」
と
い
う

意
味
に
な
り
、
そ
こ
に
謙
譲
語
で
あ
る
「
奉
」

が
つ
く
こ
と
で
、
相
手
に
対
し
て
地
位
が
下

位
の
も
の
が
上
位
の
者
に
送
る
書
状
な
ど
で

見
か
け
る
表
現
と
な
り
ま
す
。

　

文
字
を
見
る
と
「
奉
」
は
横
棒
が
省
略
さ

れ
、「
存
」
は
ほ
ぼ
原
形
を
留
め
ま
す
が
、「
候
」

は
漢
字
の「
人
」の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
文
書
は
黒く

ろ

田だ

犬い
ぬ

万ま
ん

が
甲か
い
の
か
み

斐
守
に
宛
て

た
も
の
。「
犬
万
」
は
秋
月
藩
主
（
初
代
長な

が

興お
き

・
9
代
長な
が

韶つ
ぐ

）
の
幼
名
で
、
甲
斐
守
は
藩

主
が
名
乗
っ
た
官
名
で
す
。
こ
れ
ら
の
情
報

と
、
齋
藤
秋
圃
が
仕
え
た
時
代
を
勘
案
す
る

と
、
黒
田
犬
万
は
9
代
藩
主
の
黒く

ろ

田だ

長な
が

韶つ
ぐ

、

甲
斐
守
は
８
代
藩
主
で
齋
藤
秋
圃
を
秋
月
藩

に
ス
カ
ウ
ト
し
た
黒
田
長な

が

舒の
ぶ

で
し
ょ
う
か
。

子
か
ら
父
へ
、
近
況
を
記
し
た
手
紙
に
な
り

ま
す
が
、
何
故
齋
藤
家
に
伝
わ
っ
て
い
る
の

か
、
伝
来
の
経
緯
は
不
明
で
す
。

　

こ
れ
は
折お

り

紙が
み

と
い
う
古
文
書
様
式
の
一
つ

で
、
一
枚
の
紙
を
半
分
に
折
っ
て
、
折
り
目

に
向
か
っ
て
文
字
を
書
く
た
め
開
く
と
文
字

が
対
称
に
な
り
ま
す
。
犬
万
の
力
強
い
花
押

が
見
ら
れ
る
、
齋
藤
家
資
料
と
し
て
は
珍
し

い
武
家
文
書
に
な
り
ま
す
。　
（
木
村
純
也
）

この資料

【
奉
存
候
】

海か
い

江え

田だ

信の
ぶ

義よ
し

関
係
者

名

鑑

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

　

幕
末
の
薩
摩
藩
士
。
尊
攘
派
。
西さ

い

郷ご
う

隆た
か

盛も
り

、

大お
お

久く

保ぼ

利と
し

通み
ち

ら
と
精せ
い

忠
ち
ゅ
う

組ぐ
み

を
結
成
。
寺
田
屋

騒
動
、
生
麦
事
件(

英
人
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
止

め
を
刺
し
た
と
言
う)

に
も
関
わ
る
。
薩
英
戦

争
従
軍
。
戊
辰
戦
争
で
東
海
道
先
鋒
総
督
参

謀
。
明
治
期
に
は
奈
良
県
知
事
、元
老
院
議
官
、

貴
族
院
議
員
、枢
密
顧
問
官
な
ど
。
享
年
75
歳
。　

Vol.6

合
キ
セ
ル
を
戯
た
わ
む
れ
て
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
同
時
に
和
歌
技
巧
と
し
て
「
ひ
ふ
き
た

け
／
た
け
き
」
と
続
け
、「
猛
き
」
を
導
く
序

詞
と
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
経
歴
を
見
る
と

「
猛
き
こ
の
身
」
と
詠
む
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。

　

火
鉢
に
か
じ
り
つ
い
て
ぬ
く
ぬ
く
と
寝
覚

め
の
一
服
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

若
く
元
気
だ
っ
た
頃
を
思
い
出
し
つ
つ
、「
昔

は
こ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
に
」
と
我
が

身
の
老
い
を
苦
笑
い
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
赤
塚
睦
男
）

生
没
年　
天
保
３
～
明
治
39
（
１
８
３
２
～
１
９
０
６
）

関
係
者　
吉
嗣
家

　
「
冬
さ
む
ミ
／
ね
さ
め
の
と
こ
に
／
火
吹
竹

／
猛
き
こ
の
身
は
／
む
か
し
な
り
／
け
り
」

　

初
め
に
お
詫
び
と
訂
正
。『
吉
嗣
家
資
料【
書

画
編
】』
№

119(

89
ペ
ー
ジ)

で
は
第
2
句
「
ね

さ
め
と
こ
に
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、「
の
」

が
抜
け
て
い
ま
し
た
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
冬
さ
む
ミ
」
は
「
冬
寒
い
の
で
」。「
火
吹

竹
」
は
絵
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
場
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