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一
㌧
は
じ
め
に(-)

久
留
米
藩
の

｢浪
人
｣
は
郷
士

の
範
晴
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
､
藩
か
ら
経
済
的
給
付

を
一
切
受
け
ず
に

｢軍
役
｣
を
果
た
す
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
郷
士
が
従
前
よ
り
経
営
す

(2)

る
所
有
地
高
を
給
知
高
と
し
て
換
算
し
て
藩
主
に
よ
る
土
地
の
給
付
と
い
う
建
前
を
名
目
的
に
確
保

し
よ
う
と
す
る
土
佐
藩
の
よ
う
な
糊
塗
策
も
存
在
し
な
い
｡
こ
の
た
め
､
久
留
米
藩

｢浪
人
｣
と
久
留

米
藩
主
と
の
間
に
土
地
の
授
受
を
媒
介
と
す
る
封
建
的
主
従
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
O
で
は
p

両
者
の
間
に
は
如
何
な
る
支
配
原
理
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
O
か
論
で
は
､
こ
の
間
題
を
解

決
す
る
た
め
に
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
､
手
初
め
と
し
て
､
｢浪
人
｣
制
度
の
成
立
過
程

を
追
い
つ
つ
､
そ
の
支
配
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
｡

二
､
｢浪
人
｣
制
度
E･bl
成

立

過

程

と

そ

の
【m
坤
㍉

(3)

久
留
米
藩
の
軍
人
制
度
の
成
立
段
階
は
大
き
く
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
.

そ
の

第
一段
階
は
藩
制
成
立
か
ら
遅
く
と
も
承
応
三
年
ま
で
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
先
手
物
頭

支
配
に
よ
る
｢牢
入
支
配
｣
成

立
ま
で
あ
る
O
第

二
段
階
は

｢牢
Å
支
配
｣
の
時
期
､
第
三
段
階
は
遅

く
と
も
寛
文
六
年
ま

で
に
設
置
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
浪
人
奉
行
設
置
後

か
ら
明
治

二
年

の
郷
士
制
度

成

立
ま

で
p
第

四
段
階

は
郷
士
制
度
成
立

か
ら
藩

制
消
滅
ま

で
で
あ

る
o
な
お
p

か
論

に
お
け
る
問

題

設
定

の
関
係

で
第

一
段
階

か
ら
第

三
段
階

を
考

察

の
対
象
と
L
p
第

四
段
階

に

つ
い
て
は
触

れ
な

い
o

ま
ず

p
第

一
段
階

の
牢

Å
支
配

の
特
質

か
ら
考

え
て
行
く
こ
と
と
す

る
o
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第

一
段
階
に
は
以
下
の
特
色
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
O

①

｢家
中
召
置
｣､
｢在
郷
召
置
｣
を
基
本
的
在
り
方
と
し
た
牢
入

一
般
に
対
す
る
｢公
的
支
配
｣
で
あ

り
､
そ
の
た
め
の
特
別
の
役
職
も
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
｡

②

｢家
中
与
力
｣､
藩

へ
の
障
借
り
と
い
う
か
た
ち
で
藩
軍
事
力
の
正
面
兵
力
の

一
部
を
構
成
し
て

い
た
こ
と
｡

③

久
留
米
有
馬
家

へ
の
臣
事
を
謝
絶
し
た
有
功
の
牢
人
に
対
し
引
地
高
な
ど
の
特
権
を
与
え
て
領

内
に
プ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
O

ま
ず
p
①
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
o

牢
Å
支
配
に
関
す
る
久
留
米
藩
の
法
令
で
管
見
の
限
り
で
最
も
古
い
も
の
は
寛
永
二
年

(編
註
に
よ

れ
ば
､
寛
永
二
十
年
の
可
能
性
も
あ
り
-
引
周
者
､
以
下
同
)
二
月
二
十
四
日

｢条
々
｣
の

一
部
に
兄

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡

l

牢
Å
之
儀
p
公
儀
弟
他
所
之
構
無
之
､
憧
成
牢
Å

(受
入
の
誤
り
か
)
あ
ら
は
p
委
細
こ
承
届
へ

輿
頭
え
相
断
可
召
置
候
O

附
り
p
在
妬
こ
召
置
牢
人
は
'
百
姓
手
前
よ
り
郡
奉
行
え
相
断
p
郡
代
え
申
達
p
請
人
取
可
召

(4)

置
事

こ
の

｢条
々
｣
は
､
幕
府
や
他
家
の
支
障
が
な
い
こ
と
､
確
か
な
請
人
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
件
と

し
っ
つ
家
臣
が
組
頭
に
届
け
た
上
で
牢
A
を
家
内
に
p
｢百
姓
｣
が
郡
奉
行
p
郡
代

へ
の
届
け
出
た
上

で
郷
中
に
そ
れ
ぞ
れ

｢召
置
｣
く
こ
と
を
久
留
米
藩
が
命
じ
た
も
の
で
あ
る
O

注
目
す
べ
き
は
p
請
人
の
設
定
や
藩

へ
の
届
け
出

(家
臣
に
よ
る
組
頭
へ
の
届
け
出
や
村
方
に
よ
る

郡

方
役
所
へ
の
届
け
出
)
と
い
う
藩
に
よ
る
牢
Å
掌
握
の
た
め
の
初
歩
的
と
も
い
う
べ
き
基
本
的
枠
組

が
令
さ
れ

て

い
る
こ
と
､
ま
た
p
代
替
わ
り
な
ど
に
出
さ
れ
る
農
政
か
ら
藩
士
の
心
得
な
ど
藩
政
全
般
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に
わ
た
る
包
括
的
令
達
の

l
部
で
あ
る
こ
と
p
牢
太
の
居
住
に
関
す
る
幕
令
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
p
牢
Å
召
置
に
関
す
る
同
様
の
令
達
が
こ
れ
以
前
の
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
O

が
p
何
れ
に
し
て
も
p
久
留
米
藩
が
藩
政
成
立
間
も
な
く
p
牢
太
の

｢家
中
召
置
｣
､
｢在
郷
召
置
｣

の
両
方
に
お
い
て
身
元
確
認

｡
請
Å
設
定
を
条
件
と
し
た
藩
へ
の
許
可
申
請
を
必
須
と
す
る
管
理
シ
ス

テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
p
そ
の
意
味
合
い
は
次
の
四
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
O

ま
ず
p
第

一
点
は
p
従
前
p
漫
然
と
薄
肉
に
居
住
を
許
し
て
い
た
牢
人
に
つ
い
て
幕
府
や
他
家
の
支

障
が
な
い
こ
と
p
確
か
な
請
人
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
身
分
的
選
別
を
行
っ
て
い
る
点
で
あ

る
Oこ

の
要
件
を
満
た
せ
る
も
の
だ
け
が
家
臣
に
よ
り
組
頭
へ
届
け
出
ら
れ
た
り
村
方
に
よ
り
郡
方
役
所

へ
届
け
出
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り

｢家
中
召
置
｣
｢在
郷
召
置
｣
と
い
う
か
た
ち
で

｢牢
入
｣
身
分
-
読

士
身
分
!
を
維
持
で
き
た
の
で
あ
り
p
そ
の
余
の
牢
人
は
武
士
身
分
を
失
っ
て
百
姓
身
分
な
ど
に
堕
ち

る
か
勉
嶺
に
出
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
0

第
二
点
は
p
｢家
中
召
置
｣
で
は
組
頭
p
｢在
郷
召
置
｣
で
は
郡
奉
行

･
郡
縄
に
届
け
出
て
許
可
を
取

る
こ
と
を
必
須
に
し
て
い
る
こ
と
は
p
藩
が
決
定
権
を
握
り
つ
つ
も
直
接
把
握
管
理
す
る
た
め
の
特
別

の
役
職
を
置
か
ず

｢牢
Å
｣
を
召
し
置
い
て
い
る

｢家
中
｣
-
藩
士
-
や
村
方
-

｢百
姓
手
前
｣
を
軸

と
し
た
間
接
支
配
を
行
う
こ
と
に
よ
り

｢軍
人
｣
支
配
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
O

第
三
点
は
､
第

一
点
や
第
二
点
に
見
ら
れ
る
請
A
の
設
定
や
藩
へ
の
届
け
出

｡
許
可
の
獲
得
な
ど
の

手
続
き
が
そ
れ
ま
で
の
寧
人
の
存
在
形
態

(家
中
の
厄
介
や
夜
寒
)
を
前
提
と
し
た
選
別

｡
管
理
強
化

で
あ
っ
た
点
で
あ
る
o
こ
の
こ
と
は
p
こ
の
藩
令
に
よ
る
支
配
強
化

(第
二
点
)
が
久
留
米
薄
肉
の
軍

人
の
存
在
形
態
や
億
置
付
け
を
基
本
的
に
変
更
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
｡

第
四
点
は
p
｢在
審
召
置
牢
Å
之
儀
p
百
姓
手
前
よ
り
郡
奉
行
へ
噸
断
p
郡
代

へ
申
開
､
受
入
を
取

可
召
置
事
｣
と
い
う
文
面
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
洛
中
に
居
住
す
る

｢牢
Å
｣
を
召
し
置
く
主
体
が

｢百

姓
手
前
｣
-
村
方
-
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
O
こ
の
こ
と
は
p
｢牢
Å
｣
身
分
が
武
士
身
分
の
な
か
に
あ

っ
て
大
し
た
格
付
け
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
.

第
五
点
は
p
履
歴
由
緒
の
審
査
や
請
人
の
設
定
な
ど
に
よ
り
軍
人
を
絞
り
込
ん
で
い
る
も
の
の
後
の

｢浪
Å
｣
制
度
の
よ
う
に
藩
が
特
定
の
帝
人
に
特
権
を
奪
え
て
遇
す
る
と
い
う
よ
う
な
支
配
で
は
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
｡

以
上
の
諸
点
を
ま
と
め
る
と
p
こ
の
段
階
の
久
留
米
藩
の
軍
人
支
配
は
p
先
主
と
の
関
わ
り
､
由
緒
p

請
人
の
設
定
な
ど
に
よ
る
身
分
的
選
択
を
前
提
と
し

｢家
中
召
置
｣p
｢在
郷
召
置
｣
を
直
接
的
管
理
者

と
す
る
牢
Å

一
般
に
対
す
る

｢間
接
的
公
約
支
配
｣
と
い
え
よ
う
.

次
に
②
に
つ
い
て
で
あ
る
O
久
留
米
藩
が

｢牢
Å
｣
を
正
面
兵
力
の
一
部
と
し
て
使
周
し
た
具
体
例

は
島
原
の
乱
に
お
い
て
見
ら
れ
る
が
p
『楽
府
紀
事
』
巻
之
四
に
家
老
有
馬
内
記

｢召
連
れ
人
数
｣
一

九
〇
名
の
う
ち
の

｢浪
人
衆
｣
と
し
て

｢榊
次
太
夫

上
下
三
人
｣
｢か
西
丸
兵
衛

上
下
三
人
｣
｢簡

井
安
太
夫

上
下
三
人
｣
｢岡
本
安
着
衛
門
｣
な
ど
が
見
え
た
り
す
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
家
中

の
尊
カ
と
し
て
参
障
し
て
い
る
O
そ
の
比
重
は
'
内
記
入
数
一
八
〇
名
の
う
ち
一
丸
名
を
責
め
て
お
り

一
割
強
程
度
で
あ
る
o
そ
の
際
p
後
述
す
る
よ
う
な
平
常
厄
介
に
な
っ
て
い
る
先
の
家
中
の
与
力
と
し

て
出
陣
す
る

『家
勤
記
得
集
金
』
元
和
十
四
年
二
月
朔
日
条
に
は

｢於
当
家
頼
来
牢
入
｣
の
な
か
に
改

(5
)

易
大
名
脇
坂
主
水
の
子
息
脇
坂
甚
三
郎
の
名
前
が
見
え
､
彼
の
よ
う
な
場
合
は
有
馬
家
に
直
接
､
障

倍
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
O

こ
れ
ら
の
こ
と
は
､
同
藩
が

｢牢
Å
｣
を
正
面
兵
力
の

一
部
と
し
て
使
周
し
て
い
た
が
p
そ
の
際
は
p

｢牢
Å
｣
を
そ
の
下
に
集
中
し
指
揮
す
る
特
定
の
役
職
を
設
定
し
た
り
家
臣
を
指
定
し
た
り
せ
ず

｢家

中
与
力
｣
と
し
て
藩
正
面
兵
力
へ
の

｢牢
Å
｣
の
動
員
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
ろ
う
｡

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
p
『家
勤
記
得
集
全
』
岡
田
条
に
島
原
の
乱
に
従
軍
し
た

｢牢
入
｣
の
な
か

か
ら
榊
次
太
夫
二
五
〇
石
p
筋
井
安
太
夫
二
五
〇
着
p
陸
田
式
部
七
〇
〇
着
な
ど
八
名
が
有
馬
家
よ
り

召
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
o
こ
の
こ
と
は
'
島
原
の
乱
に
お
い
て
実
績
を

作
っ
た
も
の
､
父
が
戦
死
す
る
こ
と
に
よ
り
有
馬
家
に
対
し
て

｢軍
忠
｣
を
果
た
し
た
と
認
め
ら
れ
る

も
の
を
召
し
出
す
こ
と
に
よ
り
久
留
米
藩
が
家
臣
団
の
充
実
を
図
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
o

以
上
p
①
と
②
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
ご
と
く
な
ろ
う
o

す
な
わ
ち
p
第

一
段
階
に
お
い
て
p
久
留
米
藩
が
家
中
の
厄
介
に
な
っ
た
り
村
方
に
居
住
し
て
い
る

｢牢
Å
｣
に
対
し
統

一
的
支
配
を
行
わ
ず
間
接
支
配
を
行
っ
て
お
り

(①
)､
そ
れ
を
反
映
す
る
か
た
ち

で
正
面
兵
力
へ
の
軍
事
的
動
員
も

｢家
中
与
力
｣
や
藩
へ
の
直
接
的
障
借
り
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て

い
た
と
い
え
よ
う

(②
)o
換
言
す
れ
ば
'
①
p
久
留
米
薄
が

｢牢
入
｣
に
対
し
て
間
接
的
公
的
支
配

の
枠
組
み
し
か
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
､
②
は
う
こ
の
よ
う
な
緩
い
公
的
支
配
の
枠
組
み
に
対

応
し
て
自
嶺
に
居
住
す
る

｢牢
Å
｣
を
自
軍
に
確
実
に
動
員
す
る
た
め
に
久
留
米
藩
が
有
す
る
基
盤
は
'

後
述
す
る
③
の
場
合
を
除
い
て
家
臣

二
牢
人
｣
間
に
日
常
的
に
存
在
し
て
い
る
当
主
-
厄
介
関
係
の

み
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
｡

そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な

｢牢
入

一
般
に
対
す
る
緩
い
間
接
的
公
的
支
配
｣
は
島
原
の
乱
後
も
継
続
し

て
い
る
の
で
あ
る
.
そ
れ
は
p
正
保
三
年
八
月
二
十
三
日

｢忠
頼
公

御
代
御
綻
条
々
｣
に
含
め
れ
て

い
る
以
下
の
よ
う
な
条
文
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
.

一

牢
入
之
儀
p
公
儀
井
他
所
構
無
之
p
憧
成
受
入
あ
ら
は
様
子
承
届
､
組
頭
え
相
断
p
可
召
置
事
O

柑
り
p
在
郷
召
置
牢
Å
之
儀
､
百
姓
手
前
よ
り
郡
奉
行
へ
相
断
p
郡
代
へ
申
開
､
受
入
を
取
可
召

(6)

置
事
o
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次
に
③
に
つ
い
て
述
べ
る
O

久
留
米
有
馬
家
への
臣
事
を
謝
絶
し
た
た
め
引
地
高
な
ど
の

特
権
を
奪
え
て
嶺
内
に
止
め
お
か
れ
た

有
功
の

｢牢
Å
｣
の

例
と
し
て
道
家
伝
左
衛
門
･水
痘
新
兵
衛
の

両
名
が
挙
げ
ら
れ
p
そ
れ
に
近
い
も

の

と
し
て
福
島
与
右
衛
門
が
存
在
し
て
い
よ
う
O

す
な
わ
ち
､
旧
田
中
家
家
臣
で
鉄
砲
頭
p
赤
司
村
域
夜
番
を
勤
め
て
い
た
道
家
伝
左
衛
門
は
有
馬
家

よ
り
召
し
出
し
に
応
ぜ
ず
､
久
留
米
藩
よ
り
｢他
所
え
は
御
出
し
不
渡
成
､
御
額
内
之
内
住
居
仕
候
様

被
押
出
候
二
相
p
先
知
行
所
御
井
郡
下
川
網
居
住
仕
度
旨
p
中
上
候
処
､
願
之
道
被
僻
村
､
夫
役
こ
て

屋
敷
御
取

建
p
作
事
迄
被
碑
紺
p
其
後
破
損
繕
も
被
僻
村
p
為
御
救
持
抱
地
方
弐
百
石
引
高
被
種
村
候
｣

(7)

と
い
う
待
遇
を
受
け
て

い
る
O

ま
た
､
立
花
立
斎
に
仕
え
寛
永
四

年
に
牢
A
L
下
妻
郡
久
恵
網
に
居
住
し
て
い
た
木
庭
新
兵
衛
は
p

廻
郡
中
の
有
馬
壱
岐
か
ら
呼
び
出
さ
れ

｢江
上
表

l戦
之
刻
相
働
侯
投
｣
の

話
を
し
た
と
こ
ろ
p
壱
岐

か
ら

有
馬
家

へ
の
仕
官
を
誘
わ
れ
豊
後
に
行
く
つ
も
り
と
謝

絶
し
て
い
る
.
そ
の

際
p
壱
岐
か
ら
久
留

米
藩

に
止

ま
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
p
そ
の
代
わ
り
と
し
て

｢上
妻
郡
雷
田

村
百
性
差
土
地
高
二
百
石
有

(8
)

之
候
間
､
向
後

無
役
こ
て
手
搾
仕
候
様
被
抑
紺
｣
と
の
処
遇
を
得
て
い
る
O

以
上

の
二
例
は
島

原
の
乱
前
の
例
で
あ
る
の
に
対
し
福
島
与
右
衛
門
は
乱
後
の
話
で
あ
る
o

す

な
わ
ち
p

｢福
島
与

一着
衛
門

上
下
五
入
｣
と
し
て
有
馬
内
記
の
与
力
と
し
て
従
軍
し
た

｢牢

入
｣
福
島
与
右
衛
門
は
､
婦
陣

後
に

｢牢
Å
｣
の
身
分
の
ま
ま

｢館
野
郡
浮
地
相
之
内
､
散
田
西
武
拾

(9
)

八
着
余
拝
顔
仕
p
役
高
御
引
被
下
置

御
冒
見
往
来
候
｣
と
の
厚
遇
を
受
け
い
る
｡

以
上

の
三
例

は
､
久
留
米
藩

が
p
久
留

米
有
馬
家
と
封
建
的
主
従
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
拒
ん
だ
有
功

の

｢牢
Å
｣

に
対
し

て

｢客
分
｣
的
処
遇

を
奪

え
彼
ら
を
嶺
内
に
プ
-
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
と

い
え
る
が
､
留
意
す

べ
き

二
点

が
あ

る
｡

そ

の

一
は
p
引
地
高

を
与

え

て
居
網

に
お
け

る
地
主
手

隙
経
営
の
基
盤
を
与
え
た
わ
け
で
あ
る
が
p

そ
の
石
高

が
単
な

る

｢宛

て
が

い
扶
持
｣

で
は
な
く
少
な
く
と
も

馬
腰
紐
程
度
の

｢軍
役
｣
負
担
能
力

と

一
定

の
格
式

を
保
証
す

る
に
足
る
も

の
で
あ

っ
た
点

で
あ

る
O

そ
し

て
p
後
述
す

る
よ
う
に
完
成

を
見
た
時
点

に
お

い
て
久
留
米
藩

の

｢浪

Å

｣
制
度
が
軍
役
負
担

能
力

を
重

要
な
基
準

と
し

て
主
従

関
係

に
な

い
武
士

に
特
権
的
士
格

を
奪

え

る
も

の
で

あ
っ
た
以
上
p

か
か
る
確
立
期

の
特
権
的
な
牢
人

の
処
遇

は
p
久
留
米
藩

｢浪
人
｣
制
度

の
先
駆
形
態

と
考

え

ら
れ
る
.

も
う

一
つ
は
p
有
馬
家

と
彼
ら
と

の
間
に
土
地

の
給
付

と
軍
役
奉
仕

と

い
う
関
係

が
存
在

は
す

る
も

の
の
封
建
的
主
従
関
係
が
成
立

し

て
い
な
か

っ
た
意

で
あ

る
o

そ
れ
は
p
道
家
伝
左
衛
門

｡
木
庭
新
兵

衛
が
久
留
米
有
馬
家

に
臣
事
す

る

こ
と
を
拒

み
同
家

が
そ
れ
を
認
め
た
う
え

で
か
か
る
処
遇

を
し

て
い

た

こ
と
p
主
家

を
持

た
な

い
武
士
を
意
味
す

る
牢

Å

(浪

Å
)
と

い
う
呼
称

で
道
家

｡
木
庭

｡
福
島
各

家

が
呼
ば

れ
続
け
た

こ
と

で
明
ら
か
で
あ
り
､

そ

こ
に
は
主
従
制
原

理
と
は
異
な

る
支
配
原

理
を
想
定

久
留
米
藩
｢浪
人
｣
制
度
と
｢国
恩
｣
の
論
理
(上
)
(吉
田

昌
彦
)

し
得
よ
う
O
そ
れ
は

一見
｢客
分
｣
的
処
遇
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
も
少
な
く
と
も
道
家
伝
左

衛
門

｡
茶
庭
新
兵
衛
に
つ
い
て
は
､
そ
の
実
態
は
藩
命
に
よ
る
引
地
高
を
反
対
給
付
と
し
た
在
国
強
制

｡
軍
役
強
制
で
あ
り
､
封
建
的
主
従
関
係
と
無
線
な

｢藩
=

『か
公
儀
』
と
し
て
の
公
的
支
配
｣
の
結

果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

も
ち
ろ
ん
､
こ
の
よ
う
な
支
配
は
､
①
の

｢牢
入

一般
に
対
す
る
緩
い
公
的
支
配
｣
に
対
し
､
藩
に

と
っ
て
有
益
な

｢牢
Å
｣
に
対
象
を
絞
り
込
ん
で
特
権
を
与
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
濃
厚
な
公
的
支

配
と
い
え
､
後
の

｢浪
人
｣
制
度
の
支
配
原
理
の
前
段
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡

以
上
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
る
と
p
第

一段
階
に
お
い
て
は

｢家
中
召
置
｣
｢在
郷
召
置
｣
と
い
う

基
礎
と
す
る

｢寧
Å

一般
に
対
す
る
緩
い
公
的
支
配
｣
と
､
道
家
伝
左
衛
門

･
木
庭
新
兵
衛
ら
特
定
の

｢牢
Å
｣
を
対
象
と
す
る
公
約
支
配

(藩
に
と
っ
て
有
益
な

｢牢
Å
｣
に
対
象
を
絞
り
込
ん
で
特
権
を

与
え
る
と
い
う
特
色
を
持
つ
公
的
支
配
)
と
い
う
相
異
な
る

｢牢
人
｣
支
配
が
を
久
留
米
藩
に
お
い
て

(10)

存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
O

三
､
先
手
初
頭
支
配
設
階

次
に
第
二
段
階
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
｡

第
二
段
階

は
遅
く
と
も
承
応
三
年
ま
で
に
成
立
し

た
と
考
え
ら
れ
る
先
手
物
頭
に
よ
る
｢牢
人
支
配

｣

(‖)

の
段
階
で
､
遅
く
と
も
案
文
六
年
ま
で
に
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
浪
人
奉
行
職
設
置
に
よ
り
終
結

す
る
｡

で
は
､
｢牢
Å
支
配
｣
と
い
う
役
職
が
設
置
さ
れ
て
久
留
米
藩
の
牢
人
に
対
す
る
政
策
が
ど
の
よ
う

に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
o

ま
ず
p
｢家
中
召
置
｣
p
｢在
郷
召
置
｣
が

｢牢
Å
支
配
｣
設
置
に
よ
り
影
響
を
受

け
た
か
も
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
p
こ
の
時
期
の
牢
丸
の

｢召
置
｣
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
史
料
と
し
て
は
万

治
四
年
二
月
の
条
考
の
冒
頭
で
キ
リ
シ
タ
ン
取
り
締
ま
り
の
関
連
し

た

｢紺
｣
が
あ
る
.

そ
の
内
容

は

(r～E)

｢嶺
分
こ
召
置
候
牢
A
p
前
身
よ
り
之
通
p
念
を
Å
可
相
届
事
｣
と
い
う
も
の
で
p
従

前
の

｢召

置

｣

方
法
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
O

で
は
p
従
前
の

｢召
置
｣
方
法
と
は
知
将
な
る
も
の
で
あ
る
か
､
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
p

こ
の
条
々
前
に
出
さ
れ
た
牢
Å
召
置
関
係
法
令
で
最
も
新
し

い
も
の
は
p
管
見

の
限
り
で
は
先
に
引
周

し
た
正
保
三
年
T八
月
二
十
三
田

｢忠
藤
公

御
代
御
綻
条
々
｣
の
該
当
条

項
で
あ
る
.
し
か
し
p
此
の

法
令

が

｢竿
先
支
配
｣
が
設
置
さ
れ
る
前
の
第

l
段
階
の
も
の
で
あ
り
p

同
職
設
置
と
時
を
同
じ
く
し

て
牢

Å
支
配

に

関
す
る
法
令
が
出
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
は
考
え
併
せ
る
と
p
直
ち
に

｢恩
顧

公
御
代
御
綻
条

を
｣

の

召
置
方
法
が
万
治
四
年
二
月
の
条
々
に
お
け
る

｢前
々
よ
り
之
通
｣
は
い
え
な

i/:?'



久
留
米
藩
｢浪
人
｣制
度
と
｢国
恩
｣
の
論
理
(忠
)
(吉
田

昌
彦
)

い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡

た
だ
p
承
応
四
年
三
月
朔
日

｢牢
Å
支
配
｣
雷
鳥
五
郎
太
夫
宛
の
令
達

｢分
商
え
来
ル
牢
Å
裁
判

(13
)

之
事
｣
の
内
容
を
考
慮
す
る
と
､
藩
庁
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
過
程
や

｢牢
Å
｣
支
配
の
総
轄
に
お
い
て

｢牢
入
支
配
｣
が
関
与
､
あ
る
い
は
担
当
す
る
な
ど
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
の

｢家

中
召
置
｣
､
｢在
郷
召
置
｣
と
い
う

｢牢
Å
｣
の
基
本
的
在
り
方
は

｢牢
入
支
配
｣
設
置
後
も
基
本
的
に

継
続
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
｡

何
故
な
ら
ば
p
同
令
達
に
p
｢軍
人
｣
の
軍
役
に
つ
い
て

｢人
数
出
候
節
浪
人
衆
心
次
第
可
罷
出
候
｣

と
述
べ
出
陣
は
任
意
と
し
､
久
留
米
藩
主
と
君
臣
関
係
に
な
い

｢牢
Å
｣
の
自
由
裁
量
を
認
め
て
お
り
､

こ
の
支
配
が

｢牢
人

一
般
に
対
す
る
緩
い
公
的
支
配
｣
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
か
ら

で
あ
る
｡

ま
た
､
後
の
元
禄
六
年
二
月
の
浪
人
奉
行
へ
の
令
達

(｢御
切
紙
｣
)
で

｢浪
人
｣
に
出
陣
を
義
務
づ

け
彼
ら
を
同
奉
行
の
障
所
に
置
く
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
p
本
令
達
が
p
｢牢
人
｣
が

出
陣
し
た
場
合
､
何
れ
の
支
配
に
属
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
p

｢家
中
召
置
｣
か

｢在
郷
召
置
｣
と
い
う

｢牢
入
｣
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
形
態
を
対
応
し
た
出
陣
形
態
の

選
択
す
る
こ
と

(
｢家
中
召
置
｣
の
場
合
p
厄
介
に
な
っ
て
い
る
家
臣
の
与
力
と
し
て
従
軍
'
｢在
郷
召

置
｣
の
場
合
､
藩
に
直
接
障
借
り
し

｢牢
人
支
配
｣
の
指
揮
下
に
入
る
の
が
基
本
か
)
を
自
明
視
し
て

い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
O

こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と
は
､
｢牢
Å
支
配
｣
と
い
う
役
職
が
藩
に
よ
る

｢直
接
的

二
元
的
公
支
配
｣

へ

の
ベ
ク
ト
ル
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
'
基
本
的
に
は
個
々
の

｢牢
入
｣
を
直
接

的
に
掌
握
す
る
と
い
っ
た
強
力
な
管
理
支
配
を
行
う
役
職
で
は
な
く
従
前
の

｢牢
入

一
般
に
対
す
る
緩

い
間
接
的
公
的
支
配
｣
の
枠
内
に
あ

っ
て
そ
れ
を
強
化
す
る
た
め
の
役
職
と
解
せ
る
の
で
あ
り
､
｢軍

人
｣

一
般
の

｢家
中
召
置
｣
p
｢在
郷
召
置
｣
と
い
っ
た
存
在
形
態
も
不
変
だ

っ
た
と
い
え
よ
う
O

こ
の
た
め
p
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
､
｢牢
入
｣
は
身
分
的
に
は
家
臣
の

｢厄
介
｣
｢家
倍
｣
な
ど
だ

っ
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
｡

そ
し
て
'
閣
令
達
に
お
い
て
､
従
軍
す
る

｢牢
入
｣
に
対
し

｢腰
差
長
サ
五
尺
｣
と
い
う
軽
卒
並
の

身
分
規
制
を
課
す
と
と
も
に
旗
差
物
は
任
意
で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
p
｢軍
人
｣
と
家
中
中
土
以
上
と

の
差
別
化
を
図

っ
た
も
の
と
い
え
､
｢牢
入
支
配
｣
を
兼
帯
す
る
先
手
物
頭
が
足
軽
支
配
を
主
と
す
る

役
職
で
あ

っ
た
こ
と
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
､
｢牢
人
｣
を
損
耗
率
が
激
し
い
御
先
手
と

い
う
突
撃
部
隊
に
配
置
し
た
こ
と
は
p
島
原
の
乱
で
見
せ
た

｢牢
入
｣
の
上
昇
志
向
を
利
周
し
よ
う
と

す
る
藩
の
思
惑
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
O

以
上
の
よ
う
に
､
こ
の
段
階
の

｢牢
Å
｣

一
般
に
対
す
る
支
配
が
､
知
行
の
引
き
換
え
と
し
て
軍
役

を
義
務
強
制
と
し
て
い
る
封
建
的
主
従
関
係
に
よ
り
葎
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
p
第

一
段
階
に
お

け
る

｢牢
Å

一
般
に
対
す
る
緩
い
公
的
支
配
｣
を
厳
し
く
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
p

港
内
に
居
住
す
る
牢
人
に
対
す
る
藩
権
力
の
公
的
支
配
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
り

｢家
中
召
置
｣
｢在

郷
召
置
｣
と
い
っ
た
間
接
的
支
配
を
基
本
と
し

｢牢
人
｣
に
と
っ
て
比
較
的
自
由
度
の
高
い
支
配

(前

段
階
に
比
べ
支
配
を
強
化
さ
れ
て
は
い
る
が
)
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
支
配
強
化
の

一
方
､
道
家
伝
左
衛
門

･
木
庭
新
兵
衛
ら
特
定
の

｢牢
人
｣
を

対
象
と
す
る
公
的
支
配

(藩
に
と
っ
て
有
益
な

｢牢
入
｣
に
対
象
を
絞
り
込
ん
で
特
権
を
与
え
る
と
い

う
特
色
を
持
つ
公
的
支
配
)
は
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

24

四
､
浪
人
奉
行
支
配
段
階

次
に
第
三
段
階
で
あ
る
浪
人
奉
行
支
配
の
時
代
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
O

因
に
先
手
物
頭
兼
帯
の

｢牢
Å
支
配
｣
か
ら
浪
人
奉
行
へ
の
移
行
は
､
遅
く
と
も
岡
田
八
郎
兵
衛
が

(_4)

浪
人
奉
行
に
就
任
し
て
い
た
寛
文
六
年
に
は
完
了
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
.

浪
人
奉
行
の
成
立
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
案
文
年
間
を
中
心
と
し
て

｢浪
人
｣
家
十
七
家
が

｢御

冒
見
浪
人
｣
と

｢平
浪
人
｣
と
い
う
重
層
的
な
構
造
を
と
り
な
が
ら
成
立
し
て
い
る
.
こ
れ
ら

｢久
敷

衆
｣
は
立
花
家
旧
臣
二
家

(木
庭

｡
太
津
山
)
'
田
中
家
旧
臣
五
家

(道
家

･
福
島

｡
宮
川

･
万
年

･

保
田
)
p
他
国
大
名
旧
臣
二
家

(山
脇

｡
権
藤
)
p
家
中

一
族
三
家

(西
尾

｡
鵜
川

｡
尾
閑
)
'
病
身
に

よ
り
致
任
し
た
元
家
中
三
家

(中
村

こ
別
野

･
伴
)p
領
内
寺
院
出
願
二
家

(木
村

･
原
田
)
と
い
う

も
の
で
p
筑
後
系

｢浪
人
｣
(立
花
家

｡
田
中
家
旧
臣
)
七
家
と
家
中
系

｢浪
人
｣
(家
中

一
族

二
元
家

中
)
六
家
を
二
つ
の
柱
に
他
国
大
名
旧
臣
系

｢浪
人
｣
二
家
'
寺
院
系

｢浪
人
｣
二
家
を
加
え
た
も
の

(15)

で
あ
る
｡

こ
れ
ら
十
七
家
は
'
薄
肉
に
い
た
牢
人
の
う
ち
の
僅
か
の
部
分
で
あ
り
'
｢浪
人
｣
と
い
う
身
分
を

久
留
米
藩
が
選
択
的
に
与
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
な

｢浪
人
｣
の
塞
多
な
系
譜
は
'

同
藩
が
特
定
の
出
自
に
よ
り

｢浪
人
｣
身
分
を
付
与
し
て
い
た
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

で
は
､
如
何
な
る
意
図
で
久
留
米
藩
は

｢牢
人
支
配
｣
か
ら
浪
人
奉
行
に
よ
る
支
配
に
移
行
し

｢多

く
｣
の

｢浪
人
家
｣
を
創
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

浪
人
奉
行
設
置
後
に
出
さ
れ
た
牢
Å
支
配
関
係
の
藩
令
で
知
り
得
る
最
も
古
い
も
の
は
､
管
見
の
限(16

)

り
で
は
元
禄
六
年
二
月
之
有
馬
頼
元
名
の
浪
人
奉
行
岡
村
七
郎
右
衛
門

｡
囲
岡
四
郎
太
夫
宛

｢御
切

紙
｣
で
あ
る
O

一

緒
芳
江
そ
人
数
指
出
候
節
は
差
図
次
第
浪
人
中
可
罷
出
候
､
尤
其
方
可
令
裁
判
事

一

於
障
所
は
浪
人
中
其
方
陣
場
こ
可
召
置
事

一

浪
人
中
p
差
物
腰
指
長
義
民
迄
定
紋
は
可
為
心
次
第
候
事



一

領

分

こ
有

之

浪

人

p

何

方

へ

そ

参

度

と

申

候

銅

賞

最

前

当

所

へ
召

置

度

曲

率

侯

も

の

方

嘉

手

形

を

取

､

そ

の

上

二

商

家

老

中

江

相

達

指

図

次

第

可

遼

寧

一

領

分

こ

有

之

度

与

申

浪

人

先

主

之

稀

有

之

歎

p

又

ハ

不

首

尾

成

様

子

於

有

之

は

召

置

間

敷

候

p

召

置

度

与

願

候

者

事

前

遂

吟

味

紛

敷

義

於

無

之

は

､

家

老

中

江

相

達

､

是

叉

指

図

次

第

可

召

置

事

第

一
条

は

p

先

事

物

頭

支

配

段

階

の

承

応

四

年

三

月

の

達

し

が

｢
牢

Å

｣

の

参

陣

を

任

意

と

し

て

い

た

の

を

義

務

強

制

に

変

更

し

､

第

二

条

は

｢
浪

人

｣

障

所

に

浪

人

奉

行

の

陣

を

指

定

し

て

お

り

'

久

留

米
藩

が

浪

人

奉

行

の

下

p

一
元

的

に

p

か

つ
直

接

的

に

｢
浪

人

｣

を

戦

力

と

し

て

動

員

や
運

周

し

よ

う

と
し
て
い
た

こ

と

が

わ

か

る

｡

そ
し
て
p
興
味

深

い

の

は

｢
諸

事

之

覚

｣
に

記

載

さ

れ

て

い

る

浪

人

奉

行

の

申

し

継

ぎ

の

な

か

に

｢
一

誰

二
面
も
浪
人
帳
こ

相

中

候

節

p

家

族

斗

二

面

家

来

無

之

面

々

ハ

取

次

不

申

候

由

p

是

又

赤

松

氏

単

(17
)

伝
候
｣
と
い
う
条
項
が
あ
る
点

で

あ

る

｡

こ
の
こ
と
は
､
久
留
米
藩
が
､
そ

の

強

制

動

員

し

よ

う

と

し

て

い

た

｢
浪

人

｣

を

単

な

る

｢
雑

兵

｣

と
し
て
で
は
な
く
自
身

の
家
来
を
持

つ
中
土
並
の
軍
役
負
担
能
力
を
持
つ
武
士
と
し
て
期
待
し
､
ま
た
､

そ
れ
に
相
応
し
い
セ
レ
ク
ト
を
行

っ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
第

l
段
階
以
来
p
相
応

の
軍
役
負
担
能
力
を
保
証
す
る
に
足
る
引
地
高

を
与
え
る
と
と
も
に

一
定
の
格
式
を
与
え
て
い
た
道
家

伝
左
衛
門

･
木
庭
新
兵
衛
ら
特
定

の

｢牢
Å
｣
も

｢浪
人
｣
の
な
か
に
編
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
裏

付
け
ら
れ
よ
う
｡

す
な
わ
ち
､
浪
人
奉
行
設
置
に
よ
る

｢牢
Å
｣
支
配
の
変

更
に
よ
り
､
同
支
配
は
､
そ
の
内
容
を
特

定

の
牢
人
を
対
象
と
す
る
公
的
支
配

(藩
に
と

っ
て
有
益

な
牢

人

に
対
象
を
絞
り
込
ん
で
特
権
を
与
え

る
と
い
う
特
色
を
持

つ
公
的
支
配
)

へ
傾
斜

｡
拡
大
さ
れ

た
も

の
と

い
え

よ
う
o

そ
し
て
､

こ
の
動
向
は
維
持
さ
れ
p

｢
軍
役
｣
を
負
担

し
得

な

い
者

に

つ
い

て
は

｢浪
人
｣
身
分
を

剥
奪
す

る
よ
う
な
動
き
が
で
出
て
い
る
O

④

享
保
十

二
未
年
年
頭
於
御
殿
姉
川
清
太
夫
冶
奉
行
中

江
左
之

通
御

意

之
趣

申

開
候

事

権
現
様
御
代
冶
諸
家
英

二
浪
人
之
義
号
被
御
入
念
御
事
p

公
儀

御

軍
役

之

恩

召

二
両
御

家
中
昇

従
他
所
罷
越
相
願
候
浪
人
重

考
被
遂
御
吟
味
候
七

二
両
御

領
内

こ
被

召
置
､
奉

行
中

支

配
仕

右

御
周
之
節
号
裁
判
可
仕
旨
被
抑
付
置
候
o
御
家
中

役
紛

Å
浪

人
帳

面
相

願
候
類
p
浪

人

ぶ
り

を

い
た
し
我
優
可
働
内
存

二
両
帳
面
相
望
候
之
族
も
可
有

之
望

之
由
､
惣

而
浪

Å
中

之
内

妨

こ
罷

成
類
も
有
之
候
様
粗
被
為
及
聞
召
候
.
御
軍
役
之
覚
悟

無

之
浪

人
之
失
威
儀

武
術

無

励
惰

弱

ふ

焼
成
者
等
i
帳
面
可
差
放
候
.
相
応
之
御
軍
役
可
被
勤
覚
悟

之
趣
p

猶

叉
承
届
p
武

具
馬
具
罪

人
高
等
書
付
を
以
見
届
之
七

二
両
其
品
可
書
出
候
0

着
p
於
御
殿
御
意
之
趣
p
北
川
清
太
夫
渚
奉
行
中

江
申

開
候
o

⑧

享
保
十

二
未
年
九
月
六
日
p
左
之
願
書
於
寄
合
所
差

出
候
O
追

而
可
被

静

間
旨
p
内
蔵
助

殿
御

久
留
米
藩
｢浪
人
｣制
度
と
｢国
恩
｣
の
論
理
(上
)
(吉
田

昌
彦
)

申

開

侯

事

O

私

義

p

近

年

至

極

不

浄

幸

二

罷

成

浪

人

之

風

儀

二

両

渡

陛

難

成

難

儀

至

極

仕

合

こ
奉

存

候

.

俵

之

無

是

非

申

上

事

こ
御

坐

候

得

共

浪

人

帳

面

被

差

除

被

下

候

様

奉

願

候

｡

右

候

は

ヾ

自

身

耕

作

且

商

買

等

成

共

佳

句

取

続

申

度

奉

存

候

｡

奉

願

候

通

被

仰

付

被

下

候

ハ

ヾ

華

有

仕

合

可

奉

存

候

｡

比

等

之

趣

宜

敷

様

奉

願

候

'

己

上

｡

上

.:;
]
六

日

本

庄

丸

市

郎

赤

松

十

郎

左

衛

門

殿

速

水

佐

兵

衛

本
庄
丸
市
郎
儀
不
勝
手
二
相
浪
人
之
格
二
両
渡
軽
費
仕

候

二
相

帳

面

被

差

除

被

下

候

は

ヾ

耕

作

商
貫
等
仕
渡
陛
仕
度
由
願
之
候
｡
願
之
通
り
被
種
付
旨

'

此

段

可

被

申

渡

候

､

以

上

｡

九
月
十

一
日

有

馬

内

蔵

助

赤
松
十
郎
左
衛
門
殿

着
切
紙
を
以
中
村
叉
兵
衛
江
申
渡
候

以
上
の
④
と
⑧
の
史
料
は
p
後
述
す
る
万
延
元
年
十

一
月
に
浪
人
奉

行

か

ら

の

令

達

の

際

に

｢
旧

例

｣

(18)

と
し
て
参
考
の
た
め
に
付
け
ら
れ
た
享
保
十
二
年
に
出
さ
れ
た
令
達
と

願

書

で

あ

る

｡

④
は
､
享
保
十
二
年
年
頭
に
浪
人
奉
行
中
に
宛
て
た
令
達
で
あ
る
が

､

こ

の
令

達

か

ら

は

｢
公

儀

御

軍
役
之
思
召
｣
に
従
っ
て

｢御
家
中
昇
従
他
所
罷
越
相
願
候
浪
人
｣
の
う

ち

か

ら

厳

重

な

審

査

を

加

え

て

｢浪
人
｣
身
分
を
紺
卑
し
た
こ
と
､
｢浪
人
｣
の

｢相
応
之
御
軍
役
可

被

勤

覚

悟

之

趣

｣

や

｢
武

具

馬
具
罪
人
高
等
｣
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
浪
人
奉
行
が
命
じ
ら
れ
て
い

る

こ

と

が

看

取

さ

れ

る

｡

こ

の

こ
と
は
､
久
留
米
藩
の

｢浪
人
｣
制
度
創
設
の
目
的
が
､
｢武
具
馬
具
罪

人

高

等

｣

を

有

し

｢
相

応

之
御

軍

役
｣
を
務
め
得
る
良
質
の
負
担
者
を
､
知
行
の
給
付
負
担
を
必
要
と

す

る

家

臣

団

の

拡

大

で

は

な
く
p
何

ら

新
規
の
経
済
負
担
を
と
も
な
わ
な
い

｢浪
人
｣
と
し
て
藩
が
直

接

確

保

す

る

こ

と

に

あ

っ

た

こ
と

を
明

示
し

て
い
る
の
で
あ
る
o

⑥

は
p
享

保
十

二
年

九
月
六
目
に
提
出
さ
れ
た

｢浪
人
｣
本
庄
丸
市
郎
に
よ

り

藩

庁

に

提

出

さ

れ

た

｢浪

Å
帳

面
差

放

願

｣

と
藩

庁
に
よ
る
紺
札
で
あ
る
o
そ
の
内
容
は
p
貧
窮
し
た

｢
浪

人

｣

本

庄

丸

市

25



久
留
米
藩
｢浪
人
｣制
度
と
｢国
恩
｣
の
論
理
(忠
)
(吉
田

昌
彦
)

都

の
自
分
自
身

が
農
耕

や
商
売

を
営

ん
で
種

田
を
潤
す

た
め

の

｢浪
Å
帳
面
差
放
｣
願

で
あ

四
g
藩
側

も

そ
れ

を
許

可

し

て

い
る
｡

こ
れ
は
､
④

の
令
達

を
直
接

の
契
機

と
し

て
い
る
か
は
不
明

で
あ

る
が
､

軍
役
を
負
担
し
得
ず

｢浪
人
之
威
儀
｣
を
も
維
持

で
き
な

い

｢浪
人
｣

か
ら

｢浪

人
格
｣
を
奪

う

こ
と

に
つ
い
て
藩
側

も
鋳
緒

し

て
い
な

い
こ
と
を
示
し

て
い
る
O

以
上
の
こ
と
は
p
享
保
年
間
に
お

い
て
も
p
藩

に
と

っ
て
有
益
な
牢

太
に
対
象

を
絞

り
込
ん
で
特
権

を
与
え
る
と
い
う
特
色
を
持

つ
公
的
支
配
が
維
持

さ
れ
p

｢
軍
役
｣

を
負
担

し
得
な

い
者

に

つ
い
て
は

｢浪
人
｣
身
分
を
剥
奪
す
る
よ
う
な
動
き
が
出

て
い
た
も

の
と

い
え
よ
う
O

こ
の
よ
う
に

｢浪
人
｣
制
度
の
根
幹

が
練
持
さ
れ
た

の
に
反
し

て
､
従
前
存
在

し
た
､
も
う

一
つ
の

｢牢
入
｣
支
配

(
｢家
中
召
置
｣
｢在
郷
召
置
｣
と

い

っ
た
間
接
的
支

配

を
基
本

と
し

｢牢

Å
｣

に
と

っ

て
比
較
的
自
由
度
の
高
い
支
配
)

は
浪
人
奉
行
の
支
配

の
対
象

で
は
な

か

っ
た

の
で
あ

る
o

因
に
､
前
述
の

｢御
切
紙
｣
の
第
四
条
は

｢浪
人
｣
の
召
置
許
可
手

続
き
に
関
す
る
も
の
で

あ

る

が

､

｢柑
｣
の

｢在
郷
召
置
｣
に
つ
い
て
の
規
定
が
無
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
本
文
の
文
面
は
p

こ

れ

ま

で

引
周
し
て
き
た
規
定
と

一
見
､
殆
ど
変
化
は
な
い
.
し
か
し
p
『浪
人
中
由
緒
附
』
｢諸
事

之

覚

｣

に

収

録
さ
れ
て
い
る
浪
人
奉
行
の
申
し
継
ぎ
の
次
の
よ
う
な
条
項
を
見
る
と
､
少
な
く
と
も
第

一

段

階

の
そ

れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

(第
二
段
階
の
召
置
許
可
手
続
き
に
お
け
る

｢
牢

入

支

配

｣

の
役
割
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
比
較
の
対
象
と
は
し
得
な
い
).

一

浪
入
帳
二
相
申
度
望
之
衆
有
之
節
取
次
之
事
p
其
浪
人
身
寄
之
仁
冶
此
方
江

内

談

之

上

遂

吟

味
p
裁
判
之
内
こ
相
加

へ
可
然
仁
二
両
有
之
候
ハ
ヽ
p
身
寄
之
仁
鼻
薬
支
配
頭
江

書

付

を

以

浪
人

之
出
所
由
緒
等
祥

(詳
)
二
書
記
p
浪
人
帳
面
こ
被
相
加
度
旨
願
書
紺
二
支
配
頭

奥

判

加

之

被
指

越
､
右
願
書
柑
此
方
冶
御
家
老
中
江
指
出
p
御
家
老
中
御
開
届
之
上
p
真
書
柑

二

御

裏

書

被
成
､

(19)

浪
人
帳
二
相
裁
判
可
仕
旨
被
仰
渡
候
事
O

こ
の
規
定
に
お
け
る
手
続
き
の
流
れ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

⑦

｢浪
人
帳
二
相
申
度
望
之
衆
｣
に
つ
い
て

｢浪
人
身
寄
之
仁
｣
よ
り
の
浪
人
奉

行

へ

の
内
談
を

受
け
て
同
奉
行
が
予
備
審
査
を
実
施
｡

◎

予
備
審
査
で
可
と
し
た
者

(
｢裁
判
之
内
こ
相
加
へ
可
然
仁
｣
)
に
つ
い
て
｢
浪

人

身

寄
之
仁
｣

が
支
配
頭
の
了
承
を
取
っ
た
上
で
正
式
の
出
願
を
同
奉
行
に
提
出
o

⑬

同
奉
行
は
願
書
を
家
老
に
提
出
｡

㊤

家
老
の
承
認
を
得
た
後
､
最
終
的
に
同
奉
行
が
申
請
者
に

｢浪
人
帳
二
相

(同
奉
行
の
)
裁
判

可
仕
旨
被
仰
渡
｣
を
行
う
｡

⑦

｡
◎

｡
⑳
に
お
け
る

｢浪
人
帳
二
相
醇
度
望
之
衆
｣
｢裁
判
之
内
こ
相
加
へ
可
然
仁
｣
｢浪
Å
帳
二

相

(岡
奉
行
の
)
裁
判
可
仕
旨
被
抑
渡
｣
と
い
う
文
言
に
示
さ
れ
る
よ
う
に

｢浪
人
帳
面
｣
や
浪
人
奉

行
に
よ
る

｢裁
判
｣
と
い
っ
た

｢浪
Å
｣
支
配
管
理
の
た
め
の
特
別
の
枠
組
み
が
設
定
さ
れ
て
お
り
⑦

か
ら
㊤

ま

で
に

い

た
る
す
べ
て
の
局
面
で
浪
Å
奉
行
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
O
そ
こ
で
は
'

｢浪

人
｣

は
､
今

ま
で

｢所
属
｣
し
て
い
た

｢家
中
｣
や

｢在
郷
｣
を
離
れ
浪
人
奉
行
の
も
と
藩
に
よ

り
浪

Å
帳
面

に

記
載
さ
れ

二
元
的
に
直
接
管
理
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
.

そ
し
て
､

そ
の
直
接
管
理
も
藩
機
構
の
末
端
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
浪
人
奉

行

を
媒
介

と

し
て
藩
主
と
の

一
定
の

｢直
属
性
｣
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
o

す

な
わ

ち
､
｢牢
Å
支
配
｣
は
先
手
物
頭
足
軽
支
配
兼
帯
の
役
職
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対

糸小

し
p
浪
人

奉
行
は
p
奏
者
番
p
御
周
A
p
太
か
娃
頭
と
い
っ
た
藩
主
側
近
の
職
を
歴
任
し
た
御
手
廻
の

家
臣
が
就

任
し
て
い
る
O基
本
的
に
は
前
者
が
先
手
備
大
将
支
配
下
の
番
方
の
役
職
だ
っ
た
の
に
対
し
'

(20)

後
者

は

藩
主
と
の
直
属
性
を
有
す
る
役
職
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

か
か
る
両
者
の
間
の
差
異
は
､
久
留
米
藩
の

｢牢
入
｣
二
浪
入
｣
に
対
す
る
位
置
付
け
の
違
い
を
反

映
し
た
も
の
で
は
な
い
か
p
と
考
え
ら
れ
る
.

つ
ま
り
'
前
者
の
場
合
は
､
岡
藩
が

｢牢
Å
｣
を
'
｢牢
入
支
配
｣
が
先
事
物
頭
足
軽
支
配
と
し
て

指
揮
し
て
い
る
足
軽
と
同
様
の
存
在
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
に
対
し
､
後

者
の
場
合
は
､
藩
主
側
近
を
歴
任
し
た
家
臣
が
統
括
す
る
に
相
応
し
い
格
式
や
藩
主
へ
の

一
定
の

｢直

属
性
｣
を
有
す
る
存
在
と
し
て

｢浪
人
｣
を
遇
そ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

た
だ
､
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
二
点
存
在
す
る
｡

ま
ず
､
第

一
点
は
､
藩
主
へ
の

｢直
属
性
｣
が
確
保
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
､
後
述
す
る
よ
う
に
､
少

数
の

｢御
冒
鬼
浪
人
｣
を
除
い
て

｢浪
人
｣
は
藩
主
と
の
御
冒
見
得
を
許
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
.

こ
れ
は
､
藩
主
と
の
距
離
に
関
し
て
､
封
建
的
主
従
関
係
に
あ
る
家
臣
団
と
公
的
な
支
配

･
被
支
配

関
係
に
あ
る

｢浪
人
｣
と
の
間
に
懸
隔
を
久
留
米
藩
が
設
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
p
藩

主

へ

の

｢直
属
性
｣
と
い
っ
て
も
､
飽
く
ま
で
も
浪
人
奉
行
を
媒
介
と
し
て
限
定
的
な
直
属
性
で

あ

っ

た

の

で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
藩
主
へ
の

｢直
属
性
｣
や
薄
に
よ
る
直
接
支
配
は
､
後
述
す
る
よ

う

に

馬

廻

並

の

軍
役
を
負
担
し
得
る
有
力
な

｢牢
入
｣
を
'
藩
が

｢家
中
召
置
｣
や

｢在
郷
召
置
｣
に

お

い

て

｢
牢

入

｣

を
直
接
支
配
し
て
い
た
家
中
や
村
方
か
ら

｢奪
い
｣
直
接
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と

い

う

点

に

お

い

て
意
義
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

第
二
点
は
､
こ
の
よ
う
な
直
接
支
配
が
成
立
し
た
か
ら
と
い
っ
て
従
前
の

｢
牢

人

｣

支

配

(
｢
家

中

召
置
｣
｢在
郷
召
置
｣
と
い
っ
た
間
接
的
支
配
を
基
本
と
し

｢牢
入
｣
に
と

っ
て
比
較
的
自
由
度
の
高

い
支
配
)
が
直
ち
に
な
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
o

と
い
う
の
も
p
｢浪
Å
｣
と
な
る
た
め
に
は
由
身
の
家
来
を
持

つ
中
士
並
の
軍
役
負
担
能
力
を
持

っ

て
い
る
こ
と
な
ど
と
い
っ
た
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
p
こ
の
よ
う
な
基
準
を
､
現
に

｢家
中
召
置
｣

｢在
郷
召
置
｣
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
全
て
の

｢牢
入
｣
が
ク
リ
ア
-
で
き
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ

る
O
こ
の
た
め
p
｢浪
人
｣
に
な
る
資
格
の
な
い

｢牢
人
｣
に
つ
い
て
は
､
従
前
通
り
､
｢厄
介
｣
や

｢家

26



倍
｣
と
し
て

｢家
中
召
置
｣
｢在
郷
召
置
｣
支
配
組
頭
あ
る
い
は
村
方
を
通
じ
た
家
老

中
郡
方

へ
の

｢召

置
｣
許
可
申
請
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
o

事
実
p
浪
人
奉
行
設
置
後
の
明
和
六
年
に

｢浪
人
｣
に
取
り
立
て
ら
れ
た
垂
井
次
右
衛
門
は

｢家
中

西
原
六
郎
役
介
｣
(明
和
六
年
)p
重
富
伴
之
進
は

｢家
中
杉
原
金
左
衛
門
投
介
｣
(天
明
五
年
)
p
後
藤

宗
右
衛
門
は

｢伊
藤
武
兵
衛
役
介
｣
(天
明
六
年
)
で
あ
っ
た
の
で
あ
り

｢家
中
召
置
｣
の
実
例
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
.
こ
の
ほ
か
p
寛
政
元
年
に
浪
Å
帳
面
に
加
え
ら
れ
た
太
田
三
郎
兵
衛
は

｢浪
Å
｣

山
脇
節
山
家
倍
で
あ
り
p
｢浪
人
｣
制
度
成
立
と
と
も
に

｢牢
Å
｣
の

｢浪
Å
召
置
｣
が
成
立
し
た
も

(FT])

の
と
考
え
ら
れ
る
O

以
上
の
よ
う
に
､
浪
人
奉
行
設
置
に
よ
り
､
従
前
の

｢牢
Å
｣
は
､
藩
に
よ
り
直
接
管
理
さ
れ
る

｢浪

人
｣
と
p
従
前
の

｢家
中
召
置
｣
や
新
た
な

｢浪
Å
召
置
｣
に
よ
り
間
接
支
配
さ
れ
る

｢牢
人
｣
と
に

二
分
化
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
o

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
考
え
得
る
久
留
米
薄
の

｢浪
人
｣
創
出
の
意
図
と
し
て
次
の
四
点
が
あ
げ
ら

れ
よ
う
｡

闇

藩
士
や
寺
院
の
願
い
出
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と

(後
述
)
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
､
藩
士
や
寺

院
が

｢厄
介
｣
な
ど
と
し
て
抱
え
る
牢
人
に
対
し

｢浪
Å
｣
と
い
う
格
式
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ

り
独
立
し
た
家
と
し
て
身
分
的
安
定
を
確
立
す
る
と
と
も
に
勉
の
牢
A
に
対
し
て
優
越
的
に
差
別

化
し
た
い
と
の
欲
求
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
意
図
o

爆

音
自
体
も
二

元
家
中
な
ど
自
藩
と
特
定
の
関
係
を
持
つ
牢
A
を
優
越
的
に
差
別
化
し
た
い
と
い

う
基
本
的
志
向
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
.

㈲

藩
の
意
向
に
よ
り
領
内
に
止
め
ら
れ
土
着
の
た
め
の
経
済
的
基
盤
と
格
式
を
与
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
土
着
し
て
い
る
筑
後
系

や
他
国
大
名
系
牢
A
を
選
択
的
に
身
分
格
式

を
与
え
て
藩
と
特
定
の
関
係
を
設
定
し
p
他
の
牢
人
と
差
別
化
し
よ
う
と
す
る
企
図
O

繊

藩
主
へ
の
｢御
冒
見
得
｣
の
有
無
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
藩
主
へ
の
距
離
の
差
を
軸
と
し
て
｢浪

Å
｣
集
団
を
重
層
的
に
区
別
し
p
藩
主
の

｢御
手
廻
｣
の
浪
人
奉
行
を
そ
れ
ら
を
支
配
す
る
こ
と

に
よ
り
藩
主
と
の

｢直
結
性
｣
を
創
出
し
た
も
の
O

で
は
'
｢浪
人
｣
と
藩
主
と
の
関
係
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
o
節
を

改
め
て
検
討
し
て
い
こ
う
o

五
､
｢浪

人
...I
と

｢rg1
恩
｣
の
論
理

で
は
p
浪
人
奉
行
支
配
の
下
､
藩
主
に
対
す

る

｢直
属
性
｣
を
確
保
し
た

｢浪

Å
｣
は
泉
留
米
藩
に

お
い
て
如
何
な
る
位
置
柑
げ
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
O
ま
ず
p
本
来
p
藩

の
公
的

な
国
家
支
配

久
留
米
藩
｢浪
Å
｣制
度

と
｢囲
恩
｣
の
論
理
(上
)
(吉
田

昌
彦
)

(公
儀
と
し
て
の
支
配
)
と
し
て
の
下
に
あ
っ
た

｢浪
Å
｣
と
有
馬
家
と
の
関
係
を
見
て
い
こ
う
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
は
p
元
禄
九
年

｡
正
徳
五
年

｡
天
明
四
年
の
能
見
物
の
座
席
や
天
明
九
年
藩
主
出

運
の
規
定
か
ら
既
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
そ
の
要
旨
を
記
し
た
う
え
で
若
干
の
補
足
訂
正
を

(22)

行
い
た
い
と
思
う
｡

す
な
わ
ち
p
『苗
代
日
記
書
抜
』
に
よ
れ
ば
元
禄
九
年
の
能
に
お
け
る
見
物
席
に
お
い
て
は
､
家
老

を
初
め
と
す
る
家
臣
団
の
ほ
か
p
列
席
し
て
い
る
の
は
太
庄
屋

｡
町
別
当
が
落
接
と
い
う
も
の
で

｢浪

人
｣
は
不
在
で
あ
る
o

と
こ
ろ
が
p
『楽
府
紀
事
略
』
ほ
の
正
徳
五
年
の
能
の
記
事
に
よ
れ
ば
､
見
物
の
席
と
し
て
有
馬
家

菩
提
寺
の
梅
林
寺

(三
汁
八
菜
後
段
)
が
曲
水
之
間
を
'
他
の

｢出
家
衆
｣
(三
汁
八
菜
後
段
)
が
千

鶴
之
間
を
､
｢社
家

｡
浪
人
｣
(
二
汁
五
菜
)
が
千
鶴
次
之
間
を
指
定
さ
れ
て
お
り
､
｢浪
人
｣
を

｢家

中
｣
と
し
て
で
は
な
く

｢出
家
衆
p
社
家
｣
と
同
じ
次
元
の
範
癖
で
捉
え
藩
の
公
儀
支
配
の
体
系
に
編

入
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
o

そ
し
て
p
文
政
三
年
九
月
の

｢浪
人
｣
の
系
譜
調
査
に
関
す
る
令
達
に

｢御
家
中
之
面

々
江
浪
人
中

(23)

連
続
有
之
輩
O
続
之
次
第
紛
教
義
有
之
､
改
方
差
支
候
二
相
p
右
之
輩
明
細
書
可
被
指

出
候
｣
と
あ

り
p
久
留
米
藩
に
よ
り

｢御
家
中
之
面
々
｣
と

｢浪
人
中
｣
と
が
別
個
の
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
O

ま
た
p
久
留
米
藩
が
Å
別
銀
を
領
内
に
賦
課
す
る
際
に
も

｢御
家
中
家
来
大
別
｣

｢浪
人

家
来
男
女

大
別
｣
｢御
郡
中
｣
｢久
留
米
町
中
｣
｢寺
社
家
来
男
女
大
別
｣
と
い
う
単
位
で
p
そ
れ
ぞ
れ

の
負
担
額

を
達
し
て
お
り
p
久
留
米
藩
が
､
陪
臣

｡
庶
民
を
基
本
的
に
五
区
分
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

と
同
時
に

(24)

｢御
家
中
｣
と

｢浪
人
｣
と
を
別
個
に
捉
え
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
O

以
上
の
こ
と
は
p
十
八
世
紀
初
頭
か
ら
十
九
陛
紀
前
葉
に
か
け
て

一
貫
と
し

て
久
留
米
薄
が

｢浪
人
｣

を
p
有
馬
家
当
主
を
頂
点
と
す
る
主
従
制
原
理
を
軸
と
し
た
有
馬
家
中
の
な
か
に
で
は
な
く
藩

の
公
的

な
国
家
支
配

(公
儀
と
し
て
の
支
配
)
下
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
.

し
か
し
p
こ
の
よ
う
な
位
置
付
け
が
あ
る

一
方
p
｢浪
人
｣
を
家
中
の
中
に
包
含
し
て
い
る

と
取
れ

る
よ
う
な
史
料
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
『藩
法
集
』
二
二
九
五
所
載
の
天
明
四
年
の
能
の
詰
席
で
は
正
徳
五
年
の
能
に

お
け
る

席
次
は

一
変
し
て
お
り
､
｢御
幸
廻
嫡
子
､
外
様
嫡
子
'
そ
の
他
､
浪
人
｣
は

｢千
鶴

二
之
間
｣

に
座

す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
o
ま
た
､
『藩
法
集
』
二
五
四
七
の

｢明
十
五
日
御
着
城

二
村
'

御
家

中
之
面
考
登
城
刻
限
四
ツ
時
揃
｣
と
い
う
天
明
九
年
藩
主
出
違
の
規
定
に
お
い
て

｢浪
人
｣
の
城

内
に

お
け
る
出
迎
え
場
所
と
し
て

｢-
-
御
馬
廻
組

閣
並

浪
人

御
手
廻
嫡
子
-
-
｣

と
い
う
順

が
指

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o

L
か
L
p
こ
れ
ら
の
席
次
を
も
っ
て

｢浪
人
｣
が

｢家
中
｣
で
あ
る
と
は
即
断
で
き
な
い
O

27



久
留
米
藩
｢浪
人
｣制
度
と
｢国
恩
｣
の
論
理
(忠
)
(吉
田

昌
彦
)

な
ぜ
な
ら
ば
p
天
明
四
年
の
能
の
詰
席
に
お
い
て
は

｢千

鶴
二
之
閤
｣
と
同
時
に

｢芝
居
詰
乏
者
｣

の

｢御
船
大
工
棟
梁
p
鍛
冶
屋
､
太
庄
屋
､
宿
駅
別
当
p
鋳
物

師
司
p
細
物
屋
､
庄
屋
､
百
姓
｣
な
ど
p

｢千
鶴
二
之
間
東
軒
下
雨
障
子
附
出
シ
p
雨
落
よ
り
縁
取
敷
｣
の

足
達
幸
助
以
下
数
十
名
が
見
物
を
許

(25)

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
o
す
な
わ
ち
p
太
庄
屋

｡
宿
駅
別
当

｡
百

姓
な
ど
が
家
中
で
は
な
く
公
儀

支
配
の
体
系
の
な
か
に
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
､
｢浪
人
｣
も

p
そ
の
流
れ
の
な
か
で
見
物

を
許
さ
れ
p
士
分
と
そ
れ
以
外
と
い
う
差
別
の
観
点
か
ら
家
中
の

｢御
手
廻
嫡
子
､
外
様
嫡
子
｣
と
同

席
さ
せ
ら
れ
た
可
能
性
を
否
め
な
い
か
ら
で
あ
る
o

ま
た
p
天
明
九
年
藩
主
出
迎
の
規
定
に
お
い
て
は
p
文
面
か
ら
は

｢浪
人
｣
が

｢御
馬
廻
組
｣
に
次

ぐ
家
格
で

｢家
中
｣
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
O
た
だ
p
文
化
文

政
年
間
に
お
い
て

｢家
中
｣
と

｢浪
Å
｣
と
を
並
列
の
概
念
と
し
て
明
確
に
捉
え
て
い
る

こ
と
を
考
え

併
せ
る
と
p
そ
れ
は
p
｢明
十
五
日
御
着
城

二
相
p
御
家
中
之
南
東
登
城
刻
限
四
ツ
時
揃
｣
と
い
う

｢頭

書
｣
の
表
記
の
問
題
で
あ
り
p
本
来
p
｢明
十
五
日
御
着
城

二
相
p
御
家
中
之
南
東
浪
Å
中
登

城
刻
限

四
ツ
時
揃
｣
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
体
裁
上
p
｢浪
人
中
｣
と
い
う
言
葉
を
省
略
し
た
可
能
性
も

皆
無

と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
o

以
上
の
こ
と
か
ら

｢浪
人
｣
を

｢家
中
｣
の
な
か
に
い
れ
な
い
理
解
と

｢家
中
｣
の
な
か
に
い
れ
る

理
解
と
い
う
相
異
な
る
立
場
を
久
留
米
藩
が
併
せ
持

っ
て
い
た
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
の
是
非
に
関
し

て
は

一
定
の
留
保
条
件
を
付
さ
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
o

L
か
L
p
重
要
な
の
は
p
｢浪
Å
｣
が
p
正
徳
年
間
に
お
い
て
は

｢出
家
衆
｣
p
｢社
家
｣
と
同
列
に

扱
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
p
天
明
年
間
に
至

っ
て
は
家
中
の

｢-
-
御
馬
廻
組

閣
並
｣
｢御
手
廻
嫡

チ
-
-
｣
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
扱
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
.
こ
の
こ
と
は
､
本
来
p
藩
の
公
的
国
家
支
配

(公
儀
と
し
て
の
支
配
)
の
対
象
と
し
て
公
的
性
格
の
み
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た

｢浪
人
｣
が
p
閣

性
格
を
保
ち
つ
つ
も
藩
権
力
が
本
質
的
に
持

つ
有
馬
家
と
い
う
私
的
部
分
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡

そ
れ
は
p
本
来
p
公
儀
権
力
と
し
て
の
徳
川
権
力
の
公
的
支
配
下
に
入
っ
た
外
様
大
名
が
個
別
分
散

的
に
封
建
的
主
従
関
係

(私
的
関
係
)
を
結
ん
で
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
近
陛
国
家
の
権
力
形
成
原

理

(最
強
最
大
の
私
的
権
力
が
公
的
権
力
と
し
て
の
機
能
を
帯
し
公
儀
化
し
中
央
統

一
権
力
を
掌
握
行

使
す
る
)
と
軌
を

l
に
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
が
p
外
様
大
名
と
異
な
り
p
基
本
的
に
知
行
の
給

付
を
受
け
て
い
な
い

｢浪
人
｣
は
封
建
的
主
従
関
係
を
久
留
米
有
馬
家
の
当
主
と
結
ん
で
い
か
な
か
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

事
実
､
文
化
九
年
六
月
二
十
武
田
に
浪
人
奉
行
よ
り

｢浪
人
｣
に
伝
達
さ
れ
た
心
得
書
に
は
次
の
よ

う
な
部
分
が
あ
り
p
久
留
米
藩
に
よ
り

｢浪
人
｣
に
対
し
主
従
制
的
原
理
は
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
｡

全
体
浪
Å
中
之
義
p
権
現
様
御
代
被
為
Å
御
念
侯
御
義
､
真
数
当
国
二
罷
在
候
商
も
p
平
士
同
前

こ
被
僻
村
万
端
内
方
取
納
方
且
身
分
治
方
も
平
士
之
通
二
相
弁
可
申
侯
p
尤
無
禄
之
面
々
故
p
渡

(26)

陛
方
ハ
夫
考
先
祖
斉
家
二
転
ル
業
p
随
分
自
分
二
相
勤
可
申
候

こ
の
内
容
は
p
幕
府
の
意
向
を
受
け
て

｢浪
人
｣
に
対
し
久
留
米
藩
が

｢平
士
｣
=
中
土
並
み
の
待

遇
と
い
う
恩
恵
を
与
え
て
い
る

の
で

｢万
端
内
方
取
納
方
且
身
分
治
方
｣
を
そ
れ
に
相
応
し
い
よ
う
に

す
べ
き
こ
と
を
命
じ
る

と
と
も
に

｢無
禄
之
面
々
｣
で
あ
る

た
め
先
祖
伝
来
の
家
業
に

｢随
分
自
分
二

相
勤
｣
る

こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る

o
そ
こ
に
は
､
｢平
士
｣
同
様
の
処
遇
に
見
合
っ
た
生
活
や
心

得
p
さ
ら
に
は
家
業
に
勤
し
む
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る

の
み
で
藩
主
へ
の

｢奉
公
｣
や
家
臣
と
し
て

の
心
得
-
主
従
制
原
理
-
は
兄
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
O
そ
の
基
調
は
p
百
姓
に
対
し
p
仁
政
に
対

応
し
た
身
分
相
応
に
勤
倹
と
農
耕
に
励
む
こ
と
を
説
い
た
心
得
書
と
同
類
で
あ
り
p
公
儀
権
力
が
'
公

約
支
配
を
行
う
上
で
各
身
分
に
与
え
た

｢恩
恵
｣
と
､
そ
れ
に
対
す
る

各
身
分
の

｢報
恩
｣
の
論
理
で

あ
る

と
い
え
よ
う
o
す
な
わ
ち
p
公
儀
権
力
の
国
家
支
配
に
お
い
て
封
建
的
主
従
関
係
に
と
も
な
う
私

的
要
素
を
持
つ
部
分
で
は
包
含
で
き
な
い
被
支
配
者
に
対
し
て
p
｢国
恩
｣
と

｢報
恩
｣
と
い
う
公
的

支
配
に
基
づ
く
亙
酬
関
係
を
設
定
す
る

こ
と
に
よ
り
身
分
に
応
じ
た

｢役
｣
を
公
儀
-
有
馬
家
-
に
自

発
的
に
奉
仕
す
る

論
拠
を
降
り
出
し
て
い
た
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
O

こ
の
よ
う
な
図
式
に
お
い
て
は
p
藩
の
公
的
支
配
の
｢恩
滞
｣
に
対
す
る

各
身
分
に
応
じ
た
｢報
恩
｣

が
要
請
さ
れ
て
い
る

o

事

実
p
久
留
米
藩
は

｢囲
恩
｣
に
即
し
た
論
理
を

｢浪
人
｣
に
対
し
主
張
し
て
い
る

.

既

浪
人
中
兼
て
文
武
習
練
之
申
合
等
も
有
之
､
尤
こ
相
聞
候
事
二
俣
処
､
此
節
之
取
計
は
其
旨
趣

太

こ
令
達
却
候
p
御
当
家
之
儀
は
p
別
て
武
道
之
閑
こ
相
成
候
臆
病
卑
怯
之
筋
御
吟
味
強
p
諸
士

之
内

こ
て
も
右
之
筋
こ
て
御
脊
被
僻
村
候
輩
数
多
有
之
候
条
､
能
々
可
被
致
勘
弁
候
､
授
又
浪
人

中
は
御
国

恩
を
以
格
式
等
被
立
置
､
令
安
居
罷
在
候
儀
二
相
p
常
夜
御
恩
洋
を
不
忘
却
p
農
商
こ

至
り
別
て
慈

仁
を
可
加
之
処
､
其
常
致
心
得
違
罷
在
候
趣
こ
相
聞
､
此
段
能
々
令
納
得
､
以
来
和

(27)

頗
之
心
掛
肝
要

こ
て
候

こ
の
史
料
は
p
寛
政
二
年
p
｢浪
人
｣
牛
島
徳
太
郎
が
一
族
の
本
村
太
庄
屋
牛
島
次
六
を
無
礼
討
ち

に
し
た
際
p
浪
人
奉
行
が

｢浪
人
中
｣
に
出
し
た
諭
書
の
l
部
で
あ
る

が
p
｢浪
人
中
は
御
国
恩
を
以

格
式
等
被
立
置
､
令
安
居
罷
在

候
儀
二
相
p
常
夜
御
恩
浮
を
不
忘
却
｣
と
あ
る

よ
う
に
藩
に
よ
る

｢国

恩
｣
に
対
す
る

｢不
忘
却
｣
､
そ
れ

に
基
づ
く

｢心
掛
｣
を
求
め
て
い
る

の
で
あ
る

｡

封
建
的
主
従
関
係
が
土
地
の
授
受

を
媒
介
と
し
た
御
恩
と
奉
公
と
い
う
双
務
的
関
係
を
設
定
し
て
い

た
の
に
対
し
､
こ
の

｢国
恩
｣
に
も
と
づ

く
論
理
は
､
藩
の
公
的
統
治
の
一
環
と
し
て
与
え
た

｢格
式
｣

I

F国
恩
｣
と
被
治
者
に
よ
る
由
発
的

｢報

恩
｣
と
の
双
務
的
関
係
で
あ
る

と
い
え
よ
う
O

そ
し
て
p
封
建
的
主
従
関
係
が

｢家
｣
と

｢家
｣
と
の
間
に
お
け
る

土
地
の
授
受
と
い
う
私
的
関
係

28



を
封
建
国
家
の
基
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
公
約
性
格
を
帯
び
さ
せ
た
の
に
対
し
p
｢浪
Å
｣
の
事
例

に
即
し
て
い
え
ば
､
｢国
恩
｣
に
基
づ
く
関
係
は
､
若
干
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
基
本
的
に
は
藩
主
と

｢浪
人
｣
と
の
間
に
お
い
て

｢浪
人
｣
を
規
制
す
る
に
足
る
経
済
的
根
拠
が
欠
落
し
私
的
関
係
を
成
立

せ
し
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
公
的
関
係
で
あ
り
､
藩
の
公
儀
支
配
に
全
く
依
拠
し
た
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
例
外
と
て
も
p
久
留
米
有
馬
家
と
の
主
従
関
係
を
拒
ん
だ
木
庭
家
な
ど
へ
の
在
国
強
制
に
と
も

(28
)

な
う
引
地
高
の
宛
て
行
い
や
献
金
な
ど
を
賞
し
た
扶
持
米
の

｢浪
人
｣

へ
の
下
賜
で
あ
り
p
被
治
者

か
ら
の
藩

へ
の
奉
仕
に
対
す
る
藩
の
反
対
給
付
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
公
的
支
配
に
お
け
る
双
務
関
係
を
基
本
と
す
る

｢国
恩
｣
の
根
本
的
性
格
は
次
の
よ
う

な
文
政
七
年

｢御
領
内

一
向
宗

一
派
中
｣
に
よ
る
久
留
米
藩
に
対
す
る
冥
加
金
献
納
の
事
例
で
も
看
取

さ
れ
る
｡

文
政
七
申
年

御
領
内

一
向
宗

一
派
申

右
は
御
国
恩
を
蒙
り
罷
在
候
二
相
p
為
冥
加
金
子
百
両
銀
子
武
拾
綬
令
献
納
度
旨
願
出
候
p
承
届

致
献
納
候
様
被
申
渡
候

(29)

正
月
十
六
日
内
蔵
助
殿
被
申
渡
候

本
事
例
で
は
p
｢御
嶺
内

一
向
宗

一
派
中
｣
に
対
す
る
久
留
米
藩

の

｢国
恩
｣
と
p
そ
の

｢国
恩
｣

に
酬

い
る
べ
く
行
わ
れ
た
久

留
米
藩
へ
の

｢御
領
内

一
向
宗

一
派
中
｣
に
よ
る
冥
加
金
献
納
と
が
兄
い

だ
さ
れ
る
｡

こ
こ
に
お
け
る

｢
国
恩
｣
と
は
､
寺
社
嶺
の
苑
て
行
い
な
ど

｢役
｣
を
負

っ
た
も
の
に
対

す
る
公
儀
権
力
と
し
て
の
宛

て
行
い
に
類
す
る
藩
の
宗
教
集
団
に
対
す
る

｢恩
恵
｣
に
類
す
る
も
の
で

あ
り
p
藩

の
公
儀
支
配

の

一
環
と

見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
o
当
然
p
そ
こ
に
は
土
地
の
授
受
を
媒
介

と
し
て
成
立
す

る
封
建
的
主
従
関

係
と
い
う
要
素
は
な
く
p
む
し
ろ
p
｢国
恩
｣
を
媒
介
と
す
る
公
的

支
配
に
お
け
る
双
務
関
係
が
看
取

さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の

｢国
恩
｣
を
基
本
と
す

る
亙

酬
関
係
は
p
封
建
的
主
従
関
係
に
も
と
づ
く

｢家
中
｣
の
論
理
が

成
立
し
な

い
被
治
者
が
幅
広
く
存
在

し
て
い
る
幕
藩
制
国
家
の
国
家
統
治
に
お
い
て
p
そ
れ
ら
の
被
治

者
が
支
配
に
自
ら
服
し
て
い
こ
う
と
す

る
恭
順

(ア
ペ
テ
-
ド
)
感
情
を
喚
起
す
る
機
能
を
も
つ
公

的

支
配
に
お
け
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
-
装
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
O
そ
し
て
p
か
か
る

｢国
恩
｣
の
論

理

は
p

私
的
論
理
が
公
的
論
理
を
も
併
せ
持

つ

｢家
中
｣
の
論
理
よ
り
は
p
幕
藩
制
国
家
に
お
い
て
は
幅

広

い

通
庸
対
象
と
妥
当
性
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
.

ま
た
p

｢私
｣
と

｢公
｣
と
を
併

せ
持
た
ず

｢公
｣
の
み
し
か
主
張
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お

い

久
留
米
藩
｢浪
人
｣制
度
と
｢国
恩
｣
の
論
理
(上
)
(吉
田

昌
彦
)

て
は

｢家
中
｣
の
論
理
よ
り
は

｢国
恩
｣

の
論
理
は
p
よ
り
近
代
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
O

そ
も
そ
も
p
こ
の

｢国
恩
｣
の
論
理
は
p
管
見

の
限
り
で
は
久
留
米
藩
に
お
い
て
は
近
世
確
立
期
当

初
か
ら
存
在
し
て
お
ら
ず
十
八
陛
紀
複
葉
あ
た
り
で
常
識
的
な
論
理
と
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か

と
推
察
さ
れ
る
｡

事
実
p
久
留
米
藩
関
係
の
史
料
で

｢国
恩
｣
の
論
理
が
見
ら
れ
る
最
も
古
い
史
料
は
'
筆
者
が
気
づ

い
た
範
囲
で
は
牛
島
徳
太
郎
の
事
件
を
め
ぐ
る
寛
政
二
年
の
も
の

(前
引
)

で
あ
る
｡
ま
た
､
問
藩
が

｢浪
人
｣
に
対
し

｢軍
役
｣
に
精
励
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
享
保
十
二
年
の
達

(④
)
で
は
､
単
に

｢浪

人
｣
制
度
制
定
の
趣
旨
と
そ
れ
に
沿
っ
た

｢相
応
之
御
軍
役
可
被
勤
覚
悟
｣
と
軍
役
を
可
能
に
す
る

｢武

具
馬
具
罪
人
高
｣
の
確
保
を
厳
格
に
命
じ
た
の
み
で
､
万
延
元
年
の
同
趣
旨
の
達

(後
述
)
で
見
ら
れ

る
よ
う
な

｢国
恩
｣
を
強
調
す
る
論
理

(
｢浪
人
｣
の
格
式
を
付
与
す
る
こ
と
の
バ
ー
タ
ー
と
し
て
武

の
鍛
練
や
軍
役
を
求
め
る
と
い
う
図
式
)
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

か
か
る
知
見
は
p
十
八
陛
紀
前
葉
に
お
い
て
は

｢国
恩
｣
の
論
理
が
少
な
く
と
も
諭
書
に
使
わ
れ
る

よ
う
な

一
般
的
論
理
と
し
て
は
通
周
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
p
多
分
に
藩
を

｢国
家
｣

と
す
る
考
え
方
の
普
及
と
相
関
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
十
八
世
紀
複
葉
に

一
般
性
を
持
ち
だ
し
､
か
つ

｢家
中
｣
の
論
理
よ
り
は
､
よ
り

近
代
に
近
い
と
い
っ
て
も
､
｢国
恩
｣
の
論
理
は
基
本
的
に
は
前
近
代
の
所
産
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
o

な
ぜ
な
ら
ば
､
｢浪
人
｣
､
｢御
領
内

一
向
宗

一
派
中
｣
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

｢国
恩
｣
を
媒

介
と
す
る
統
治
者
と
被
治
者
と
の
間
の
双
務
的
関
係
は
､
｢天
下
は
天
下
の
天
下
な
り
｣
と
い
う
言
葉

や

｢公
儀
｣
と
い
う
概
念
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
､
飽
く
ま
で
も
統
治
権
を
支
配
者
固
有
の
も
の
と
し

つ
つ
も
そ
の
窓
意
的
統
治
を
排
除
し

｢徳
治
｣
を
行
う
べ
き
と
す
る
前
近
代
に
お
け
る
被
治
者
と
統
治

者
と
の
在
り
方
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
､
近
代
民
主
主
義
に
お
け
る
主
権
在
民
を
基

礎
と
し
た
市
民
と
政
府
と
の
関
係
の
在
り
方
と
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
か
ら
で

る
｡し

か
し
､
天
皇
主
権
を
認
め
た
近
代
天
皇
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え
る
と
､
飽
く
ま
で
も
統
治
権
を

支
配
者
固
有
の
も
の
と
し
つ
つ
も
そ
の
悪
意
的
統
治
を
排
除
し

｢徳
治
｣
を
行
う
べ
き
と
す
る
論
理
は
､

田
本
の
近
代
国
家
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
.

捕

確

立

期

の
牢

Å

支

配
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
､
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

｢在
郷
召
置
｣

に
お

い

て
p

こ

の

｢
召

置

｣

の
下
に
い
る
牢
人
が

｢牢
Å
｣
-
武
士
身
分
-
な
の
か
'
｢百
姓
｣
-
農

民
身

分
-

な

の
か
p

と

い

う
基

本

的

問
題
が
不
分
明
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
.

29



久
留
米
藩
｢浪
人
｣制
度
と
｢国
恩
｣
の
論
理
(忠
)
(吉
田

昌
彦
)

以
下
､
こ
の
点
に
つ
い
て
触
れ

て

み

た

い

と
患
う
0

第

一
段
階
の
支
配
に
お
い
て
p
｢家

中

召

置

｣

の

場
合
は
p
｢牢
Å
｣
は
p
｢厄
介
帳
面
｣
や

｢家
倍

帳
面
｣
に
登
録
さ
れ
武
士
身
分
を
経

持

し

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る
が
p
も
う

一
方
の

｢在
郷
召
置
｣
の

場
合
p
当
該
牢
A
は
武
士
身
分
を
練
持

し

得

た

の

か

p

判

然

と

し

な

い

o

す
な
わ
ち
p
｢在
妹
召
置
｣
に
お
い

て

｢

百

姓

手

前

よ

り

郡

奉

行

へ

相

断

p

郡

代

へ
申
開
受
入
を
敬

司
召
置
｣
と
い
う
手
続
き
を
取
る
際
p

百

姓

身

分

の

者

が

武

士

身

分

の

者

に

つ

い

て

｢

召

置
｣
の
主
体

や
請
人
に
な
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
p
こ

の

た

め

p

該

当

牢

人

が

｢

百

姓

帳

面

｣

や

p

そ

の

｢

家

借
帳

面
｣
に
登
録
さ
れ
て
農
民
身
分
に
編
入
さ

れ

て

い

く

と

考

え

た

方

が

自

然

と

も

考

え

ら

れ

る

.

し
か
し
p
後
述
す
る
木
庭
家
な
ど
p
武

士

と

し

て

の

実

体

を

も

っ

て

独

自

に

在

郷

し

て

い

る

牢

人

の

例
も
あ
る
こ
と
p
さ
ら
に
は
p
こ
の

｢在
姉

召

置

｣

規

定

が

立

花

氏

'

田

中

氏

の

改

易

な

ど

に

よ

り

食

禄
を
離
れ
た
旧
家
臣
が
旧
知
行
地
の
相
身
を

頼

っ

て

土

着

し

て

い

る

状

況

に

対

応

し

て

｢

紺

｣

と

し

て

令
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
p
と
い
う
こ
と

な

ど

を

思

い

合

わ

せ

る

と

､

｢

在

郷

召

置

｣

に

お

い

て

も

武
士
身
分
を
維
持
し
え
た
の
で
は
な
い
か
p
と

も

考

え

ら

れ

る

O

そ
こ
で
p
い
ず
れ
が
適
当
か
を
判
断
す
る
た

め

に

｢

浪

人

召

置

｣

規

定

の

変

遷

を

分

析

し

て

み

よ

う

o

管
見
の
か
ぎ
り
で
は
p
｢浪
Å
召
置
｣
規
定
は

p

先

に

引

周

し

た

寛

永

二

年

(

二

十

年

)

の

ほ

か

､

(30
)

正
保
三
年
､
元
禄
六
年
､
宝
永
五
年
の
も
の
が
あ

る

が

､

｢

家

中

召

置

｣

規

定

は

何

れ

も

存

在

す

る

も

の
の
､
｢在
郷
召
置
｣
規
定
が
あ
る
の
は
寛
永
二
年

(

二

十

年

)

p

正

保

三

年

の

み

で

p

そ

れ

以

後

の

元

禄
六
年
､
豊
永
五
年
の
も
の
に
は
な
い
｡

こ
の
こ
と
は
､
寛
文
年
間
と
考
え
ら
れ
る
浪
人
奉

行

設

置

を

境

と

し

て

､

｢

牢

Å

召

置

｣

が

｢

家

中

召
置
｣
と

｢在
郷
召
置
｣
と
い
う
二
本
立
て
か
ら
浪
人

奉

行

支

配

下

の

｢

浪

人

｣

と

｢

家

中

召

置

｣

｢

浪

人
召
置
｣
(
｢浪
Å
｣
家
の

｢厄
介
｣
や

｢家
借
｣
や

｢

家

来

｣

に

な

る
こ

と

)

と

の

変

化

し

て

い

っ

た

も
の
と
考
え
ら
れ
る

(な
お
､
規
定
に
は
出
て
こ
な
い

が

p

寺

社

の

｢

厄

介

｣

に

な

る
｢

寺

社

召

置

｣

も
存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
)
O
そ
れ
と
と
も
に

｢

夜

寒

召

置

｣

は

解

体

L

p

上

述

の

三

つ

の

存
在
形
態
に
属
せ
な
か
っ
た
牢
太
は
p
百
姓
身
分
に
降
下

せ

ざ

る
を

得

な

く

な

っ

た

も

の

と

判

断

さ

れ

る
｡事

実
､
対
馬
薄
田
柁
代
官
嶺
に
い
た
花
田
武
左
海
関
は
p

久

留

米

藩

嶺

に

移

住

し

て

｢浪
人
｣
伴
新

左
衛
門
家
来
帳
面
に
紺
け
ち
れ
三
沢
網
に
居
住
､
耕
作
に
従

っ

て

い

た

が

p

そ

の
息
子
の
す
次
郎
は
同

村
百
姓
帳
面
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
O
花
田
家
は
p
田
代
代
官

嶺

で

砲

術

家
の
家
柄
で
あ
っ
た
た
め
十
次

郎
も

｢飽
術
心
掛
地
雷
東
仕
掛
十
簡
等
之
義
伝
授
仕
居
p
武
左
海
関
死
後
こ
至
り
膜
面
も
打
捨
不
申
心

掛
｣
て
い
た
た
め

｢浪
Å
梓
兎
漁
家
倍
帳
面
｣
に
載
せ
る
こ
と
を
文
化
十
三
年
に
､
さ
ら
に
文
政
三
年

(3
)

｢浪
人
帳
面
｣
に
載
せ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
O

こ
の
事
例
は
p
藩
士

二
浪
Å
｣
｡
寺
院
な
ど
の

｢厄
介
｣
｢家
来
｣
｢家
倍
｣
な
ど
の
帳
面
に
載
る

こ

と
に
よ
り
牢
Å
が
武
士
と
し
て
の
身
分
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
p
換
言
す
れ
ば
'
か
か
る
身
分

を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば

｢百
姓
｣
身
分
に
墜
ち
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

が
p
同
時
に
花
田
十
次
郎
が

｢百
姓
帳
面
｣
に
あ
り
な
が
ら
も
武
士
的
得
分
で
あ
る

｢飽
術
｣
等
の
習

練
を
重
ね
て
藩
に
寅
さ
れ
る
か
た
ち
で
武
士
身
分
に
復
帰
し
て
い
る
こ
と
は
､
牢
人
の

｢百
姓
｣
身
分

の
降
下
が
必
ず
し
も
全
面
的
な

｢百
姓
｣
化
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く

｢武
士
｣
的
実
体
が
部
分
的
で

あ
れ
留
保
で
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
す
な
わ
ち
'
身
分
の
括
り
と
い
っ
た
制
度
的
面

で
は
画

一
的
な
運
周
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
実
態
と
し
て
は
暖
味
な
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
､
こ
の
よ
う

な
中
間
身
分
に
お
い
て
色
濃
く
存
在
し
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
よ
う
0

本

題

に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
p
示
唆
的
な
の
は
p
花
田
十
次
郎
が

｢百
姓
帳
面
｣
に
付
け
ら
れ
て

い

る

点

で

あ

る

｡

こ

の

時

点

で

は

､
｢在
郷
召
置
｣
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
'
も
し
､
｢在
郷
召
置
｣
が

｢牢
人
が
百
姓

身

分

な

ど

の

降

下

せ

ざ
る
を
得
な
い
支
配
の
在
り
方
｣
と
す
る
の
な
ら
ば
'
花
田
十
次
郎
が

｢百
姓
帳

面

｣

に

付

け

ら

れ

て

い

る
こ
と
自
体
が
ほ
ぼ

｢在
郷
習
置
｣
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
.
つ
ま

り

p

廃

止

さ

れ

た
は

ず

の

｢在
郷
召
置
｣
が
実
質
存
続
し
て
い
た
こ
と
と
な
り
観
齢
を
き
た
す
こ
と
と

,+r
J
)
る

(.I

他

方

､

｢
夜

妹

召

置

｣

が

｢

牢
A
に
武
士
身
分
を
保
証
し
た
も
の
で
あ
る
｣
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
､

閣

召

置

が

廃

止

さ

れ

た
後

に

p

在
郷
す
る
牢
A
が
武
士
身
分
を
確
保
す
る
に
は
p
自
身
が

｢浪
人
｣
に

な

る

か

p

あ

る

い

は

村

方

に

居

住

し
っ
つ

｢家
中
召
置
｣
や

｢浪
人
召
置
｣p
さ
ら
に
は

｢寺
社
召
置
｣

に

頼

る

か

p

で

あ

り

p

そ

れ

ら

に

頼

れ
な
い
場
合
は
百
姓
身
分
な
ど
の
下
る
し
か
な
い
こ
と
と
な
る
o

こ

れ

ら

の

選

択

肢

は

､

花

田

親
子
の
事
例
と
も
整
合
的
で
あ
る
O

以

上

の

検

討

か

ら

p
｢在
郷
召
置
｣
が

｢牢
太
に
武
士
身
分
を
保
証
し
た
も
の
で
あ
る
｣
と
い
っ
て

も

過

言

で

は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
o

30

(-
)

か
論
で
は
p
武
士
と
し
て
仕
え
て
い
た
主
家
を
失
っ
て
浪
々
の
身

の
上
に
な
っ
た
者
を
牢
人
と
記
す
こ
と
と

す
る
｡
そ
し
て
p
久
留
米
藩
に
お
い
て
､
浪
人
奉
行
成
立
前
に
藩
に
よ
り
武
士
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
牢
人

を

｢牢
Å
｣
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
｡
ま
た
､
浪
人
奉
行
成
立
後
､
浪
人
奉
行
管
轄
下
に
入
っ
た
牢
人
に
つ

い
て
は

｢浪
人
｣
の
周
語
を
周
い
p
な
お
p
｢家
中
召
置
｣
な
ど
武
士
と
し
て
藩
の
間
接
支
配
の
下
に
あ
っ
た

牢
A
を

｢牢
入
｣
と
記
す
こ
と
と
す
る
o

(2
)

学
説
史
上
p
郷
士
は
､
①
旧
族
郷
士

(ex
.
土
佐
藩
の
長
宗
我
部
細
士
)
②
献
金
や
開
発
の
功
績
に
よ
る
取

立
藩
士

③
在
郷
家
臣

(対
馬
藩
p
米
沢
藩
な
ど
)
の
三
つ
の
パ
タ
-
ン
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
p
久
留
米
藩

の

｢浪
人
｣
に
関
す
る
史
料
を
瞥
見
し
た
と
こ
ろ
､
②
の
要
素
は
あ
る
も
の
の
､
こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
で
は
律

し
得
な
い
部
分
が
p
そ
の
基
本
を
形
作
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
O



す
な
わ
ち
p
久
留
米
藩
は
ゝ
馬
廻

(率
土
)
相
当
の
軍
役
量
を
負
担
し
得
る
資
質

串
技
量
､
お
よ
び
人
的
や

財
的
カ
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
基
準
と
し
て
領
内
の
牢
人
や
富
裕
層
を
選
抜
し

｢浪
人
絡
｣
と
い
う
家
格
を

与
え
た
の
で
あ
る
O
こ
の
た
め
p
｢浪
人
格
｣
と
い
う
格
は
中
土
相
当
の
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
o
(拙
稿

｢久
留
米
藩

『浪
人
』
制
度
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
｣
九
州
大
学

『九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』

第
四
二
｡
四
三
合
併
号

九
三
-
一
一
六
頁
､

l
九
九
九
年
三
月
)o

な
お
p
｢浪
人
｣
に
つ
い
て
p
従
来
p
｢御
目
見
浪
人
｣､
｢
(翠
)
浪
人
｣
､
｢浪
人
格
｣
-

｢浪
人
並
｣
と
い

う
三
ラ
ン
ク
に
分
か
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
を
再
検
討
し
p
｢浪
人
格
｣
と
い
う
の
は

｢浪
人
之
格
｣

(
｢
｢浪
人
｣
と
い
う
家
格
)
を
意
味
し
p
｢浪
人
格
｣
を
与
え
ら
れ
た

｢浪
人
｣
の
う
ち
で
御
冒
見
得
を
許
さ
れ

た
者
に
み
を

｢御
冒
見
浪
人
｣
､
そ
の
余
の

｢浪
人
｣
を

｢御
En
見
浪
人
｣
と
区
別
す
る
と
き
に

｢平
浪
人
｣

と
か

｢常
之
浪
人
｣
と
呼
称
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
.
ま
た
､
｢浪
人
並
｣
は
原
則
と
し
て

一
代
限
り
個

人
に
与
え
ら
れ
る
格
で
あ
り
'
家
を
対
象
と
し
健
薬
を
前
提
と
す
る
格
で
あ
る

｢浪
人
格
｣
と
異
な
る
こ
と
を

指
摘
し
た

(拙
稿

｢久
留
米
藩

『浪
人
』
制
度
に
関
す
る
再
検
討
｣
九
州
大
学

『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』

第
四
四
号

三
六
-
五
六
頁
p
二
〇
〇
〇
年
三
月
).

(3
)

以
前
'
久
留
米
藩

｢浪
人
｣
制
度
成
立
過
程
に
つ
い
て
制
度
史
的
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が

(前
掲
拙
稿

｢久
留
米
藩

『浪
人
』
制
度
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
｣
)
p
か
論
で
は
p
そ
れ
ら
を
要
約

･
補
正
を
し
つ
つ
支
配

原
理
と
い
う
新
た
な
観
点
か
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
｡

(4
)

『藩
法
集
』

一
一

久
留
米
藩

重
責
｡

(5
)

『久
留
米
市
史

第
九
巻

資
料
編

近
健
正
』
三
〇
五
-
七
頁

(6
)

『藩
法
集
H

久
留
米
藩

(以
下
p
藩
法
集
と
略
す
)
』
三
八

(7
)

久
留
米
郷
土
史
研
究
会
編
集
部

｢明
治
二
巳
年
五
月

(久
留
米
藩
)
簿
士
由
緒
書
｣
(『久
留
米
藩

凍
土
史

研
究
会
誌
』

ほ
号
)
五
七
頁
.

(8
)
同
前
書

五
九
頁

(9
)

尾
開
家
所
蔵

｢浪
人
中
由
緒
附
｣
(『
朴
郡
市
史
』
第
五
巻

近
樫
資
料
編
)
七
〇
一
頁
o

(描
)

藩
主
に
臣
従
し
て
い
な
い
点
に
お
い
て
封
建
的
主
従
関
係
よ
り
も
遥
か
に

｢私
｣
的
要
素
の
色
彩
の
薄
い
公

約
関
係
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

(封
建
的
主
従
関
係
は
､
本
来
､
そ
れ
の
み
で
は
私
的
関
係
で
あ
る
が
､

そ
の
主
君
が
公
儀
の
一
端
に
連
な
る
こ
と
に
よ
り
私
的
関
係
が
公
約
性
格
を
も
帯
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
)0

(H
)

｢牢
Å
支
配
｣
は
少
な
く
と
も
承
応
三
年
の
時
点
ま
で
に
足
軽
支
配
を
役
目
と
す
る
先
手
物
頭
の
兼
帯
の
役

職
と
し
て
成
立
し
て
お
り
p
確
認
で
き
る
最
も
早
い

｢牢
Å
支
配
｣
は
承
応
三
年
の
雷
鳴
五
郎
太
夫
､
次
い
で

承
応
四
年

(明
暦
元
年
)
の
曽
比
藤
兵
衛
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る

(拙
稿

｢久
留
米
藩

『浪
人
』
制
度
に
関

( ( ノー■■ヽ､
272625
＼J ＼ヽ_../)

『
か
郡
市
史
』

第
五
巻

六
二
六
-
七
貢
.

『藩
法
集
』

一
四

二

l
･
四
八

一
九

(四
九
五

･
一
六
八
六
-
七
頁
)o

『
か
郡
市
史
』
第
五
巻

六

一
四
-
五
頁
O
文
化
十
年
五
月
十
二
日
o

『藩
法
集
』
二
二
九
六

七
九
八
頁
｡

荒
巻
家
所
蔵

｢諸
触
書
廼
状
等
書
留
｣
(『
水
部
市
史
』
第
五
巻

五
七
七
頁
)o

『藩
法
集
』
三
九
八
四

l
三
二
〇
-
l
頁
.

な
お
'
『久
留
米
市
史
』
第
二
巻
に
お
い
て
'
｢国
恩
｣
に
閑
し
､
道
永
洋
子
氏
は
､
幕
末
の
軍
役
出
夫
に
関

連
し
て

｢大
庄
屋
は

(中
略
)
壊
夷
と
国
恩
を
推
し
立
て
p
藩
の
た
め
に
は

一
命
を
な
げ
う
っ
て
で
も
は
た
ら

く
こ
と
が
当
然
で
あ
る
と
し
て
い
る
｣
と
指
摘
し
て
い
る

(同
書

六
四
四
貢
'

一
九
八
二
年
)o

(28
)

例
え
ば
､
天
保
十
二
年
､
後
藤
平
左
衛
門
に
対
し
､
久
留
米
藩
憶
'
金
子
献
上
を
奇
特
と
し
て
十
人
沸
扶
持

を
給
し
て
い
る

(尾
閑
家
所
蔵

｢浪
人
終
板
｣
『
か
郡
市
史
』
第
五
巻

六
九
三
-
四
頁
).

(
2

)

『藩
法
集
』
三
九
三
六

l
三

一
〇
頁
o

(鍾
)

正
保
三
年
p
宝
永
五
年
の
も
の

『藩
法
集
』
三
八
㌧

一
六
八

(
二
五
p
六
九
～
七
〇
頁
)へ
元
禄
六
年
の
も

の
は
尾
関
家
所
蔵

｢浪
人
中
由
緒
附
｣
(『
林
部
市
史
』
第
五
巻

七
〇
五
-

六

貢
)O

(封
)

尾
関
家
所
蔵

｢浪
人
終
板
｣
(『
朴
郡
市
史
』
第
五
巻

六
九
六
-
七
貢
)o

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
222且20 且9 18 17 i6 且5且41312＼J) ) ) ) ＼一･/＼J ) ､-/＼-ノ､ヽ-ノ

す
る
基
礎
的
考
察
｣
九
四
-
丸
頁
)o

『藩
法
集
』
六

七
頁
O

同
前
書
二
〇

一
五
頁
｡

前
掲
拙
稿

九
八
-
丸
頁
.

前
掲
拙
稿

一
〇
八
-
九
頁

『
浪
人
中
由
緒
附
』
｢諸
事
之
覚
｣
(『
項
部
市
史
』
第
五
巻

近
樫
史
料
編

七
〇
五
-
六
頁
)o

同
前
書

七
〇
八
頁
｡

帝
都
市
史
編
纂
室
所
蔵
美
山
文
庫
O

『
か

郡
市
史
』
第
五
巻

近
陛
資
料
編

七
〇
六
頁
.

前

掲
拙
稿

九
八
-
九
頁
o

尾
開
家
文
書

｢浪
人
終
板
｣
(『
水
部
市
史
』
第
五
巻

近
匪
資
料
編

六
八
七

二
ハ
九
二
二
ハ
九
五
頁
)O

前
掲
拙
稿

一
一
〇
-
一
衷
o

久
留
米
藩
｢浪
人
｣制
度
と
｢国
恩
｣
の
論
理
(忠
)
(吉
田

昌
彦
)
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