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河津出身の
ン大工時代考証に基づき、5分 の 1の縮尺で

正確に再現した威臨丸の模型
(ホテルジャパン=下田市吉佐美=提供)

）

時
は
幕
末
、

ベ
リ
ー
来
航
を
契

機
に
開
国
へ
向
か
う
日
本
。

四
方

を
海
に
囲
ま
れ
た
地
理
的
条
件
か

ら
、

近
代
的
な
海
軍
を
創
設
す
る

こ
と
が
急
務
と
な
り
、

西
洋
式
蒸

気
軍
艦
の
建
造
が
重
要
な
国
策
と

な

っ
て
い
き
ま
す
。

鈴
木
長
吉
は
、

船
大
工
と
し
て
ま
さ
に
こ
の
時
代

に
活
躍
し
ま
し
た
。

時
代
が
長
吉

を
必
要
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

し
か
し
近
代
造
船
の
先

駆
者
と
た
た
え
ら
れ
な
が
ら
も
、

そ
の
功
績
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。

日
本
の
近
代
造
船
技
術
の
発
展

に
貢
献
し
た
鈴
木
長
昔
と
は
、

ど

ん
な
人
物
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

船

大

工
と

し

て

の
道

の
り

鈴
木
長
吉
は
文
政
元

（
１
８
１

８
）
年
、

現
在
の
河
津
町
浜
で
生

ま
れ
ま
し
た
。

幼
少
期
に
つ
い
て

は
詳
し
い
資
料
が
な
く
不
明
で
す

が
、

長
吉
が
成
人
し
た
当
時
、

浜

地
区
は
浦
賀
奉
行
の
管
轄
で
し
た
。

長
吉
は
、

浦
賀
奉
行
に
派
遣
さ
れ
、

船
大
工
と
し
て
の
人
生
を
歩
み
始

め
ま
し
た
。

船
大
工
と
し
て
そ
の
腕
を
磨
き

始
め
た
長
吉
は
、

浦
賀
の
幕
府
造

船
所
で
洋
式
軍
艦

『鳳
凰
丸
』
、

戸

田
（現
在
の
沼
津
市
）
で
『戸
田
号
』

な
ど
の
建
造
に
携
わ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

そ
し
て
、

幕
府
が
設
立

し
た
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
１
期
生

に
選
抜
さ
れ
ま
し
た
。

長
崎
海
軍
伝
習
所

１
期
生

長
崎
海
軍
伝
習
所
は
、

安
政
２

（
１
８
５
５
）
年
、

近
代
海
軍
養

成
の
た
め
に
幕
府
が
設
立
し
た
教

育
機
関
で
す
。

各
落
か
ら
選
抜
さ
れ
た
青
年
た

ち
が
、

オ
ラ
ン
ダ
人
教
師
か
ら
西

洋
技
術

・
航
海
術

・
蘭
学
な
ど
を

学
び
ま
し
た
。

長
吉
は
こ
の
伝
習

所
の
１
期
生
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

ほ
か
に
は
、

勝
麟
太
郎
（勝
海
舟
）

）

や
鈴
藤
勇
次
郎
、

石
井
修
三
、

小
野

友
五
郎
、

戸
日
の
上
国
寅
吉
（虎
吉
）

ら
日
本
を
代
表
す
る
人
物
が
い
ま

し
た
。

伝
習
所
は
、

外
国
人
か
ら
組
織

的
に
西
洋
の
技
術
、

軍
事
調
練
を

学
ん
だ
歴
史
上
日
本
最
初
の
学
校

で
、

海
軍
だ
け
で
は
な
く
、

医
学

養
成
所
、

製
鉄
所
が
三
位

一
体
と

な
っ
た
日
本
の
近
代
化
の
曙
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
を
巣
立

っ
た
彼
ら
は
明
治

維
新
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
大
き

な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

よ
り
高

い
技
術

の
追
求

ヘ

安
政

４

（
１
８
５
７
）
年
４

月
１１
日
、

江
戸
築
地
の
講
武
所
（旗

本
た
ち
の
た
め
の
武
芸

・
砲
術
な

ど
の
軍
事
訓
練
機
関
）
内
に
幕
府
が

新
し
く
軍
艦
操
練
所
を
創
設
し
ま

し
た
。

伝
習
所
を
修
了
し
た
１
期

生
の
中
か
ら
さ
ら
に
厳
し
い
選
抜

を
経
て
、

長
吉
は
職
方

（役
職
名
）

と
し
て
こ
こ
に
就
任
。

操
練
所
は
、

長
崎
海
軍
伝
習
所

以
上
に
日
本
海
軍

・
船
舶
海
運
の

育
成
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
。こ

こ
で
の
仲
間
が
、

後
に
成
臨

丸
で
太
平
洋
横
断
の
偉
業
を
達
成

し
た
の
で
す
。

写真に残る鈴木長吉
河津の地で生まれ、船大
工の道を歩んだ鈴木長吉。
写真には、近代造船の先
駆者として名を馳せた長
吉の漠とした姿が写しだ
されています。
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当時の渡航の荒々しさがうかがえる一枚。この船に乗 り長吉はアメリカヘ渡った

かん り ん ま る

威臨丸で初の

大平ン横断

長
崎
海
軍
伝
習
所
修
了
後
、

同

じ
く
幕
府
が
江
戸
築
地
に
開
設
し

た
軍
艦
操
練
所
で
職
方
（役
職
名
）

と
し
て
仕
え
た
長
昔
。

そ
の
後
、

勝
海
舟
が
艦
長
で
知
ら
れ
る
威
臨

丸
で
太
平
洋
往
復
を
果
た
し
ま
し

た
。

長
吉
付
歳
の
時
で
し
た
。

勝
海
舟
ら
と
と
も
に
乗
船

成
臨
丸
は
安
政
７
（１
８
６
０
）

年
１
月
１９
日
、

浦
賀
を
出
航
し
ア

メ
リ
カ
に
向
か
い
ま
し
た
。

幕
府

の
船
と
し
て
初
め
て
太
平
洋
を
横

じ
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断
し
た
の
で
す
。

そ
の
船
に
は
、

艦
長
に
勝
麟
太

郎
（勝
海
舟
）
、

運
用
方
に
鈴
藤
勇

次
郎
、

測
量
方
に
小
野
友
五
郎
、

蒸
気
方
に
肥
田
浜
五
郎
、

通
弁
方

に
ジ
ョ
ン
万
次
郎
、

木
村
喜
毅
司

令
官
（軍
艦
奉
行
）
の
従
者
と
し
て

福
澤
諭
吉
な
ど
名
だ
た
る
人
た
ち

が
乗
船
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、

長
吉
は
大
工
役
と

し
て
乗
船
し
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
の
メ
ア
・ア
イ
ラ
ン
ド
海
軍
造

船
所
で
、

往
路
航
海
中
に
嵐
で
傷

ん
だ
成
臨
丸
の
ド
ッ
ク
修
理
に
あ

た
り
ま
し
た
。

威
臨
丸
で
の
足
跡

下
回
開
国
博
物
館
――
下
田
市
＝

に
は
、

長
吉
が
成
臨
丸
で
の
渡
米

か
ら
持
ち
帰

っ
た
と
さ
れ
る
海
外

土
産

の
、

ガ
ラ
ス
瓶
、

水
パ
イ
プ
、

ア
メ
リ
カ
製
皿
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。長

吉
の
写
真
版

（４
否
）
は
、

成

臨
丸
で
渡
米
し
た
時
に
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
で
撮
影
し
た
も
の
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
代
の
写

真
が
残

っ
て
い
る
こ
と
は
大
変
貴

重
な
こ
と
で
、

東
京
都
写
真
美
術

館
＝
東
京
都
目
黒
区
恵
比
寿
＝
に

展
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
そ

う
で
す
。

長吉を研究した
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河
津
の
地
で
生
ま
れ
、

船
大
エ

の
道
を
歩
ん
だ
鈴
木
長
吉
。

近
代

造
船
の
先
駆
者
と
し
て
名
を
馳
せ

偉
大
な
功
績
を
残
し
た
長
吉
の
面

影
は
、

今
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
残

っ

て
い
ま
す
。

数
々
の
ゆ
か
り
の
品

が
歴
史
を
物
語
り
、

子
孫
が
そ
の

志
を
語
り
継
い
で
い
ま
す
。

長
吉
ゆ
か
り
の
品
々

下
田
開
国
博
物
館
＝
下
田
市
＝

に
は
、

長
吉
の
写
真
版
や
成
臨
丸

で
の
渡
米
か
ら
持
ち
帰

っ
た
と
さ

れ
る
土
産

の
ほ
か
に
も
、

長
吉
ゆ

か
り
の
品
が
多
数
保
管
さ
れ
て
い

ま
す
。

「観
光
丸
見
取
之
図
」
は
、

長
吉

の
直
筆
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ

の
精
密
さ
か
ら
は
、

長
吉
の
高
い

ｒｔ

技
術
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。長

吉
が
工
部
省

（明
治
初
期

の

殖
産
興
業
を
支
え
た
中
央
宮
庁
）

で
仕
え
た
と
き
の
辞
令
に
は
、

「月

給
５０
両
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、

当
時
、

同
所
に
仕
え
た
浦
賀
奉
行

所
の
役
人
よ
り
高
給
と
い
う
破
格

の
待
遇
と
い
う
こ
と
で
す
。

長
吉

の
実
力
を
物
語
る
貴
重
な

一
枚
で

す
。第

２
回
伊
豆
文
学
賞

（１
９
９

９
年
）
優
秀
賞
受
賞
作
品

「成
臨

丸
の
船
匠
」

（安
土
肇

・
著
）
で

は
、

長
吉
を
モ
デ
ル
に
、

成
臨
丸

で
の
活
躍
や
、

好
奇
心
お
う
盛
で

常
に
向
上
心
を
忘
れ
な
い
男
の

一

生
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

鈴
木
長
吉
の
足
跡
は
こ
う
し
て

語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

時を越え
今も残る足跡
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忠

等

二
す

ル
枕

十

促

す

。

，
ネ
！カ
ヨ

手
拡
Ｔ
カ

農
苦
の
！足
跡
雄

鋒
く
！録
！人
ほ
！罐
ち

で
！瞳
し
！恐

れ

三
澤
晨
子
さ
ん
の
祖
母
て
う

（ち
ｉ■
！う
）
に
れ
は
，
鈴
木
長
者

の
孫
に
！あ

た
り
ま
す
一
　
　
！！
！

晨
子
さ
ん
は
、

て
う
（ち
よ
う
）

さ

！！！んが
一
浦
賀
か
ち
摂
に
移
築
ｔ

た
長
吉
の
家

（今
は
建
て
替
え
て

残

っ
て
い
ま
せ
ん
）
で
、

長
音
の

娘
の
と
よ
さ
ん
の
世
話
を
し
な
！が

ら
暮
！ら

し
て
い
た
と
と
を
覚
え
て

い
ま
す
。

移
築
さ
れ
た
家
は
中
２

階
で
、！

当
時
と
し
て
は
と
て
も
珍

し
か
っ
た
そ
う
で
す
。

と
よ
さ
！ん

は
、

繭
玉
を
紡
ぎ
、

機
織
り
を
し

て
い
た
そ
う
で
す
「
　
　
　
　
！！

と
ま
さ
ん
が
９８
！歳

で
亡
く
な
う

た
と
き
、

晨
子
さ
ん
は
小
学
５
年

生
で
し
た
。

今
思
え
ば
、

長
音
の

娘
に
直
接
会
っ
て
い
た
わ
け
で
■

そ
う
考
え
る
と
、
１
世
紀
以
上
前

に
船
大
工
と
し
て
活
躍
し
た
長
吉

を
、

よ
り
近
く
に
感
じ
ら
れ
る
そ

つ
て
！す
↓　
！！
！
！　
　
！！

！
！

Ｌ
今
年
は
万
延
元
年
遣
米
使
節
剛

周
年
に
あ
た
り
、

記
念
す
べ
き
年

ｋ
長
者
の
ｔ
ｔ
を
■
民

！！‐
の
者
≡
抗

に
知
う
て
い
た
だ
け
て
、

と
一で
も

う
れ
し
い
。

一
一
つ
姉

（抽
■
聴
子
さ
，
■
ニ

島
市
＝
）
も
―

長
吉
が
使

っ！
て
い

た
つ
づ
ら
を
今
で
も
管
理
し
て
い

ま
す
い
こ
れ
か
ら
も
、

下
田
！開
国

博
物
館
の
芳
野
才
利
さ
ん
や
相
原

修
先
生
、

『成
臨
丸
子
孫
の
会
』
の

皆
さ
ん
と
の
交
流
を
通
し
て
！研
究

を
続
け
て
、

長
吉
の
こ
と
を
語
り

継
い
で
い
き
た
い
。

長
吉
の
足
跡
を
よ
り
多
く
の
皆

さ
ん
に
知

っ
て
ほ
し
い
」
と
、

先

祖
で
あ
る
長
吉
に
思
い
を
馳
せ
て

い
ま
し
た
。　

　
■
　
　
　
　
！！
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この町で眠る長吉
鈴木長吉は、明治 5(1872)年

2月 28日、享年55歳 (数え年)

でその生涯を閉じました。

長吉は長福寺 =浜 =で 静か

に眠つています。長吉の戒

名は「大量院願船良應居士」。

長吉のお墓の隣には、娘 ・

とよの墓がありました

編

集

後

記

数
年
前
か
ら
話
題
に
上
っ
て
い

て
も
、

な
か
な
か
手
を
つ
け
ら
れ

な
か
っ
た
鈴
木
長
吉
に
つ
い
て
、

今
回
わ
ず
か
で
は
あ
り
ま
す
が
、

紐
解
く
こ
と
が
で
き
て
ホ
ツ
と
し

て
い
ま
す
。

民
間
広
報
協
力
員
で
も
、

長
吉

の
こ
と
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人

が
ほ
と
ん
ど
で
、

ま
さ
に
ゼ
ロ
か

ら
の
出
発
で
し
た
。

実
際
に
取
材

を
始
め
て
み
る
と
、

難
航
す
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
に
反
し

て
、

実
に
多
く
の
資
料
が
集
ま
り
、

逆
に
掲
載
す
る
内
容
を
絞
る
の
に

苦
労
し
た
ほ
ど
で
す
。

紙
面
の
都
合
も
あ
り
、

今
回
は
、

ほ
ん
の
少
し
し
か
ご
紹
介
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、

長
泉
町
の
相
原

修
先
生
や
谷
津
の
三
澤
晨
子
さ
ん

な
ど
か
ら
、

貴
重
な
お
話
を
何
う

こ
と
が
で
き
て
、

長
吉
の
功
績
を

知
る
と
と
も
に
、

長
吉
が
多
く
の

人
に
愛
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り

ま
し
た
。

こ
れ
ほ
ど
の
偉
業
を
遂
げ
な
が

ら
も
、

町
内
で
は
無
名
の
長
吉
に

つ
い
て
、

少
し
で
も
知
っ
て
い
た

だ
き
、

誇
り
に
感
じ
て
い
た
だ
き

た
い
。

ま
た
、

河
津
の
子
ど
も
た

ち
に
、

歴
史
上
の
偉
大
な
人
物
と

し
て
、

語
り
継
い
で
い
き
た
い
と

）

思
い
ま
し
た
。

長
吉
に
興
味
を
持
っ

た
ら
ぜ
ひ
、

図
書
館
で
相
原
修
先

生
の
著
書

『蘭
学
者

。
石
井
修
三

の
生
涯
』
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ

い
。

長
吉
と
そ
の
時
代
背
景
に
つ

い
て
、

さ
ら
に
理
解
が
深
ま
り
ま

す
。今

回
の
特
集
が
、

鈴
木
長
吉
の

研
究
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
い
く

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
、

取
材
陣

一

同
、

感
慨
無
量
で
す
。

最
後
に
な

り
ま
し
た
が
、

取
材
に
ご
協
力
い

た
だ
い
た
多
く
の
皆
さ
ま
に
、

心

か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が

と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

【民
間
広
報
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員
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安
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圭
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木
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美
】

鈴木長吉の墓 (右)




