
風
信

一　

唐
人
番
史
料
に
み
る
出
島
の
警
備

　

唐
人
番
は
、
文
字
ど
お
り
唐
人
屋
敷
の
警
備
を
担
当
す
る
長
崎
地
役
人
で
す
。
他
に
、

番
方
と
い
わ
れ
る
治
安
担
当
地
役
人
に
、
船ふ
な
ば
ん番
、
遠と
お
み見
番
、
町ち
ょ
う
じ使
、
散さ

じ使
等
が
あ
っ
て
、

船
番
・
遠
見
番
は
主
と
し
て
海
上
警
備
、
町
使
・
散
使
は
陸（
お
か
）の
警
備
を
担
当
し
ま
す
。

ま
た
探さ
ぐ
り
ば
ん番
な
る
身
体
検
査
を
す
る
お
も
し
ろ
い
地
役
人
が
唐
人
番
の
配
下
に
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
後
段
に
登
場
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
出
島
番
と
い
う
地
役
人
は
普
通「
長
崎
諸
役
人
帳
」等
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

出
島
の
警
備
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。「
唐
人
屋
敷
勤
方
書
留
」（
文
化
年
間
）と
い
う

唐
人
番
の
勤
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
記
し
た
史
料
を
み
る
と
、
出
島
表
門
の
番
所
に
詰
め
る
当
番
と

し
て
、
唐
人
番
一
人
、
船
番
一
人
、
町
年
寄
家
来
一
人
、
筆ひ
っ
し
ゃ者
一
人
、
探
番
二
人
、
火
の
用
心

番
一
人
が
昼
夜
交
代
で
勤
務
し
て
い
ま
す
。
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
初
め

こ
ろ
は
、
唐
人
番
を
は
じ
め
と
す
る
番
方
が
出
島
番
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
が
、
こ
こ
に
唐
人
屋
敷
に
は
な
い
、
町
年
寄
家
来
が
入
っ
て
い
る
の
は
何
故
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
、
出
島
と
唐
人
屋
敷
の
創
設
経
緯
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
推
測
し
て
い

ま
す
。
周
知
の
と
お
り
出
島
は
、
二
五
人
の
出
島
町
人
と
よ
ば
れ
る
有
力
町
人
の
出
資
で
、

寛
永
一
三
年（
一
六
三
六
）に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
収
容
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
築
地
で
す
。
つ
ま

り
、
長
崎
の
民
間
資
本
に
よ
っ
て
造
成
・
建
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
長
崎
町
人
の
筆
頭
で
あ

る
町
年
寄
が
出
島
の
警
備（
管
理
）に
関
与
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

実
際
、
出
島
町
人
の
高
木
、
後
藤
、
高
嶋
、
久
松
は
、
後
に
長
崎
代
官
、
町
年
寄
に
な
っ

て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
ご
先
祖
が
町
年
寄
薬
師
寺
の
手
代
で
あ
っ
た
真
野
さ
ん（
本
協
会
協

力
委
員
）は
、
自
分
の
先
祖
は
出
島
番
を
し
て
い
た
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
内
閣
文
庫
の「
長

崎
地
役
人
分ぶ
ん
げ
ん限
」（
寛
政
三
年
）に
は
、
代
官
・
町
年
寄
の
項
に「
真
野
甚
助
」ほ
か
５
名
が「
出

島
番
」と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
６
名
は
町
年
寄
手
代
の
兼
務
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
一
方
、
元
禄
二
年（
一
六
八
九
）に
完
成
し
た
唐
人
屋
敷
は
、
民
間
が
一
部
出
資
し
た
も
の
の

長
崎
奉
行
所
主
導
の
造
営
で
し
た
。ち
ょ
っ
と
回
り
道
し
ま
し
た
が
、出
島
と
番
方（
唐
人
番
）

に
は
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
の
で
す
。
長
崎
貿
易
は
、
大
き
く「
唐と
う
か
た方
」（
中
国
）と「
紅こ
う
も
う
か
た

毛
方
」

（
オ
ラ
ン
ダ
）の
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
ど
ち
ら
に
も
番
方
が
、
貿
易
業
務
の
監
督
、
密
貿
易
監

視
に
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、「
唐
人
番
日
記
」安
永
四
年（
一
七
七
五
）に
、
唐
方
・
紅
毛
方
業
務
が
近
年「
何
と

な
く
相
弛ゆ
る
」ん
で
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
仕
来
り
に
と
ら
わ
れ
ず
厳
重
に
改
め
よ
、
と
い
う
奉
行

所
か
ら
の
通
達
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
興
味
深
い
事
柄
が
目
に
付
き
ま
し
た
の
で
、
ご

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

二　
「
異い
て
い躰
之
衣
類
」を
着
た
オ
ラ
ン
ダ
船
の
船
頭

　

奉
行
所
通
達
の
標
記
関
係
部
分
を
現
代
文
に
な
お
す
と
、
概
略
次
の
よ
う
な
内
容
で
す
。

　

オ
ラ
ン
ダ
船
の
荷
揚
げ
の
節（
一
船
に
つ
き
八
日
間
）、
カ
ピ
タ
ン（
商
館
長
）と
船
頭

（
船
長
）の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
自
由
に
本
船
と
出
島
を
往
復
し
、
不
法
な
物
品
を
隠

し
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
身
体
検
査
も
し
て
こ
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
船
頭
に
つ
い
て

は
異
様
な
服
を
着
用
し
て
い
て
も
、
そ
の
服
の
中
を
探
し
改
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、

こ
れ
か
ら
は
そ
う
し
た「
異
躰
之
衣
類
」の
着
用
は
禁
止
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

ま
た
、
カ
ピ
タ
ン
・
船
頭
が
度
々
出
島
と
本
船
と
の
間
を
往
復
し
て
い
た
の
を
止
め

さ
せ
、
も
し
ど
う
し
て
も
と
い
う
用
事
が
あ
っ
て
、
前
日
に
理
由
を
申
し
立
て
願
う
な

ら
ば
、
一・二
度
は
乗
船
を
許
可
し
て
も
よ
い
。
そ
う
し
た
乗
船
・
上
陸
の
際
は
、（
出

島
水
門
脇
の
）検け
ん
し
ば
使
場
に
お
い
て
身
体
を
探
り
改
め
る
こ
と
は
勿
論
、
も
し
不
法
に
も

「
別
段
之
上
着
」な
ど
着
用
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
脱
が
せ
て
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
件
は
新
規
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
探
番
ど
も
は
特
に
注
意
を
払
い
、
お
ろ
そ
か
に

し
て
は
い
け
な
い
。
す
べ
て
唐
方
の
業
務
と
同
様
に
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
、「
異
躰
之
衣
類
」を
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
何
か
価
値
あ
る

物
品
を
隠
し
持
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
例
え
ば
大
き
な
内
ポ
ケ
ッ
ト
が
あ
ち
こ
ち
に
付

い
た
上
着
、二
重
構
造
の
異
様
に
ふ
く
ら
ん
だ
ズ
ボ
ン（
重
い
か
ら
ズ
ボ
ン
吊
り
が
付
い
て
い
る
）

な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
読
者
諸
氏
も
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
異
様
な
船
頭

の
姿
も
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
彼
ら
は
一
人
で
は
歩
け
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
「
別
段
之
上
着
」着
用
と
は
、
寒
く
も
な
い
の
に
何
枚
も
の
上
着
を
重
ね
て
着
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
、
自
分
用
の
日
用
品
と
し
て
元も
と
帳（
輸
入
品
帳
簿
）に
載
せ
ず
、
別
途

自
由
に
有
利
に
取
り
引
き
す
る
た
め
で
し
た
。

　

奉
行
所
の
通
達
に
は
、
す
べ
て
改
革
は
唐
方
同
様
に
致
す
べ
き
、
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
唐

商（
船
主
・
船
頭
）も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
て
、
取
締
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

も
う
一つ
気
に
な
る
の
は
、
け
し
か
ら
ん
、
全
部
禁
止
、
と
は
書
い
て
な
い
の
で
す
。
や
む
得

な
い
場
合
は
一・二
度
許
す
、
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
後「
何
と
な
く
相
弛
」ん
で
い
っ
た
こ

と
は
容
易
に
推
測
で
き
ま
す
。

　

長
崎
地
役
人
に
と
っ
て
、
唐
蘭
貿
易
の
継
続
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
、
長
崎
の
繁
栄
の
基

礎
に
な
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
彼
ら
が
唐
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
厳
し
く
当
た
る
は
ず
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
唐
人
・
オ
ラ
ン
ダ
人
と
親
し
い
と
い
う
点
で
、
唐
通
事
・
オ
ラ
ン
ダ

通
詞
は
別
格
の
存
在
で
し
た
。

三　

出
島
と
オ
ラ
ン
ダ
通
詞

　

唐
通
事
は
、
唐
人
が
日
本
に
帰
化
し
た
も
の
で
す
か
ら（
朝
鮮
姓
文
氏
の
三
浦
氏
も
い
る

が
）、
唐
商
と
の
関
係
は
極
め
て
親
密
、
と
き
に
は
癒
着
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
通

詞
の
場
合
も
、と
り
わ
け
オ
ラ
ン
ダ
語
が
他
の
役
人
に
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、

疑
い
の
対
象
と
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

奉
行
所
通
達
で
は
、
唐
・
紅
毛
通
事
に
番
方
立
合
で
懐
中
の
物
を
残
ら
ず
差
し
出
さ
せ
、

着
用
の
衣
類
も
検
査
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
出
島
・
館
内（
唐
人
屋
敷
）へ
入
る
と
き

だ
け
で
な
く
、
貿
易
業
務
が
行
わ
れ
る
場
所
へ
行
く
と
き
も
、
鼻
紙
な
ど
の
ほ
か
懐
中
に
入

れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
た
だ
し
、
厳
格
に
実
施
さ
れ
た
か
は
疑
問
で
す
。

　
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
に
関
す
る
史
料
を
具
体
的
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
出
島
の
直
接
の
管
理
者

で
あ
る
出
島
乙
名
の「
勤
方
書
」（
出
来
大
工
町
乙
名
か
ら
出
島
乙
名
に
転
じ
た
若
杉
喜き

と
く
ろ
う

得
郎

の
も
の
ら
し
い
）に
、
通
詞
が
商
館
長
・
船
頭
と
対
談
す
る
と
き
、
ま
た
通
詞
が
オ
ラ
ン
ダ
人

の
部
屋
へ
行
っ
て
対
談
す
る
と
き
は
出
島
乙
名
・
組
頭
の
一
人
が
立
合
う
こ
と
、
と
あ
り
ま
す
。

出
島
乙
名
・
組
頭
で
オ
ラ
ン
ダ
語
が
理
解
で
き
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
は
ず
で
す
し
、
物

品
の
や
り
取
り
を
監
視
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

三
七
五
号　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
日

江
戸
時
代
の
長
崎
、
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
話

　
　
～
　
出
島
と
そ
の
周
辺
　
～

　

ま
た
若
杉
喜
得
郎
は
、
本
役
に
な
る
前
の
出
島
乙
名
助じ
ょ
の
と
き
、
奉
行
所
に「
御
内
密
申

上
候
書
付
」（
文
政
八
年 

一
八
二
五
）を
提
出
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
と
通
詞
の
疑
わ
し
い
関
係
を

内
々
に
告
発
し
て
い
ま
す
。
出
島
勤
務
の
当
事
者
同
士
で
す
が
、
あ
ま
り
仲
は
よ
く
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。�
（
県 
長
崎
学
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

○
長
崎
観
光
と
し
て
大
い
に
期
待
し
て
い
た「
長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ
ス
ト
教
関
連
遺
産
」の
世
界

遺
産
登
録
申
請
の
結
果
に
つ
い
て
は
大
い
に
残
念
で
あ
っ
た
が
、
次
回
は
長
崎
の
新
国
際
観
光

地
と
し
て「
世
界
新
三
大
夜
景
」と
し
て
香
港
・
モ
ナ
コ
と
共
に
認
定
さ
れ
た
四
季
の
長
崎
夜
景

を
大
い
に
喧
伝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

○
そ
の
長
崎
の
夜
景
に
つ
い
て
私
は
次
の
三
景
を
考
え
て
み
た
。
第
一
は
勿
論
・
稲
佐
山
。
第
二
は

二
十
六
聖
人
に
因
ん
だ
聖
山
の
夜
景
。
第
三
は
龍
馬
が
眺な
が
め
た
長
崎
の
夜
景（
風
頭
・
亀
山
方

面
）と
し
た
。

○
今
年
の
中
秋
の
名
月（
九
月
十
九
日
夜
）は
実
に
素
晴
し
か
っ
た
。
特
に
長
崎
の
名
月
は
蜀
山
人

の
句
に
よ
っ
て
全
国
的
に
有
名
で
、
人
々
は
良
く
其
の
名
月
を
訪
ね
て
こ
ら
れ
る
し
諏
訪
神
社

境
内
に
は
其
の
句
碑
も
あ
る
。

○
其
の
中
秋
の
名
月
と
い
う
の
は
旧
暦
八
月
十
五
日
の
月
で
あ
り
、
旧
八
月
の
事
を
昔
の
人
は「
神

無
月
」と
い
っ
た
。
そ
の
訳
は
旧
八
月
に
は
全
国
の
神
々
が
出
雲
に
集
合
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と

言
う
。（
其
の
故
に
出
雲
で
は
旧
八
月
を
神
在
月
と
言
っ
た
）

○
其
の
出
雲
に
行
か
れ
た
神
々
は
、
旧
九
月
に
は
各
地
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
の
で
九
月
の
良
き
日

（
重
陽
の
日
─
九
日
）を
選
び
、
土
地
の
人
達
は
御
帰
り
を
お
迎
え
し
御
祝
い
申
し
上
げ
た
の
が

「
お
く
ん
ち
」の
始は
じ
め
で
あ
る
と
言
う
人
も
い
る
。

○
長
崎
の「
く
ん
ち
」も
明
治
前
ま
で
は
旧
暦
の
九
月
九
日
で
あ
っ
た
が
、明
治
以
降
は
新
暦
と
な
っ

た
の
で
十
月
九
日
を
中
心
に
七
日
を
前ま

え

び
夜
祭（
お
下
り
）と
な
っ
て
い
る
。

○
今
年
の「
お
く
ん
ち
」は
本
協
会
の
あ
る
桶
屋
町
が
七
年
に
一
度
ま
わ
っ
て
く
る
踊
奉
納
町
と

な
っ
た
の
で
、
町
内
役
員
の
方
々
よ
り
協
力
の
依
頼
が
あ
り
、
本
会
で
は
餅
田
健
理
事
・
事
務

局
の
人
達
を
中
心
に
会
員
十
数
名
協
力
さ
せ
て
戴
い
た
。
参
加
者
一
同
、「
大
い
に
感
激
も
致

し
ま
し
た
が
又
、
大
変
つ
か
れ
ま
し
た
。」と
の
報
告
で
し
た
。

○
十
月
十
四・
十
五
日
は
伊
良
林
若
宮
神
社
で
国
指
定
無
形
民
俗
文
化
財「
竹
ン
芸
」の
奉
納
あ
り

見
学
に
行
か
れ
る
と
よ
い
。

○
十
一
月
に
は
之
も
恒
例
と
な
っ
た
、
三
日（
文
化
の
日
）は
市
立
図
書

館
主
催「
長
崎
の
文
化
を
語
る
会
」（
無
料
）、
次
の
四
日
は
長
崎
コ
ン

ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
主
催
の「
長
崎
の
史
跡
を
訪
ね
て
」（
有
料
）の
講
師
と

し
て
私
に
依
頼
あ
り
。
参
加
希
望
者
は
お
申
し
込
み
下
さ
い
と
の
事
。

本
馬
　
貞
夫

「紅毛人遠見之図」
（長崎歴史文化博物館蔵）


