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四
民

　
士
農
工
商
と
い
う
語
を
日
本
で
用
い
初
め
た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
天
保
八
年
に
で
き
た

『 

燕  

居 

え
ん
き
ょ

雑
話
』
と
い
う
書
物
に
は
、
「
世
俗
よ
く
士
農
工
商
と
い
う
こ
と
を
い
え
ど
も
何
に
出
で
た
る

こ
と
を
知
ら
ず
云
々
」
の
話
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
支
那
で
は
ご
く
古
く
『
淮
南
子

え
な
ん
じ

』
の

斉
俗
訓
に
も
『
漢
書
』
の 
食 
貨 

志 
し
ょ
っ
か
し

に
も
、
い
わ
ゆ
る
四
民
の
別
が
説
い
て
あ
っ
て
、
そ
の
範
囲
が
ほ
ぼ

吾
々
の
士
農
工
商
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
を
わ
が
国
に
移
し
た
の
は
お
そ
ら
く
は
近
世
の
漢
学

者
の
所
業
で
、
日
本
の
社
会
組
織
に
つ
い
て
、
深
い
研
究
を
尽
し
た
上
の
分
類
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
る
に
こ
の
名
目
は
新
時
代
に
な
っ
て
も
、
少
な
く
も
吾
々
の
少
年
の
頃
ま
で
は
、
い
た
っ
て
盛
ん

に
公
私
の
間
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
明
治
の
初
年
の
布
告
に
は
「
四
民
平
等
」
な
ど
と

い
う
語
も
あ
っ
た
か
と
記
憶
す
る
。
あ
た
か
も
本
来
四
民
が
平
等
で
な
か
っ
た
か
の
ご
と
く
看み
做な
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
西
洋
人
の
日
本
記
事
の
中
な
ど
に
も
、
こ
れ
を
興
味
あ
る
こ
と
と
し
て
語
り
伝
え
て
い
る

た
め
に
、
あ
る
い
は
日
本
に
は
古
く
か
ら 

天  

竺 

て
ん
じ
く

な
ど
の
よ
う
に
、
四
種
の
階
級
が 

截  

然 

せ
つ
ぜ
ん

と
し
て
お
っ

た
か
の
ご
と
く
、
吾
も
人
も
信
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
間
違
い
で
あ
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る
。
今
日
で
も
大
ザ
ッ
パ
な
人
の
頭
で
は
、
士
農
工
商
の
内
の
昔
の
武
士
に
差
し
代
え
る
に
今
日
の
文
武

官
を
も
っ
て
し
て
、
や
は
り
か
く
の
ご
と
き
目
安
を
も
っ
て
社
会
が
四
つ
に
分
類
し
得
る
か
の
ご
と
く
考

え
て
い
る
人
が
な
い
と
も
い
わ
れ
ぬ
。
昨
年
の
大
修
繕
に
ペ
ン
キ
を
塗
り
か
え
る
ま
で
は
、
衆
議
院
の
仮

議
事
堂
の
傍
聴
席
の
手
摺
て
す
り
に
、
士
農
工
商
を
現
わ
し
た
四
組
の
模
様
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
人
の
よ
く
記
憶

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
類
の
誤
り
は
、
延ひ
い
て
は
国
民
の
社
会
的
国
家
説
に
も
悪
結
果
を
生
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、

軽
々
に
看
過
み
す
ご
し
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。
多
く
の
場
合
無
益
の 

詮  

索 

せ
ん
さ
く

の
ご
と
く
考
え
ら
れ
て
い
る
歴
史
の

学
問
は
、
か
く
の
ご
と
き
場
合
に
吾
々
を
正
し
き
に
導
く
た
だ
一
つ
の
頼
み
の
綱
で
あ
る
。
吾
々
の
観
る

と
こ
ろ
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
個
人
個
人
の
生
活
を
得
る
職
業
と
し
て
は
な
る
ほ
ど
種
々
の
差
が
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
国
民
を
大
別
す
る
こ
と
を
得
る
た
め
に
は
、
永
い
間
の
世
襲
と
職
業
転
換
の
困
難

な  

障    

碍  

し
ょ
う
が
い

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
立
証
す
る
こ
と
は
事
実
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
工

　
士
農
工
商
の
中
で
も
工
に
は
あ
る
程
度
ま
で
の
特
別
な
沿
革
が
あ
る
。
こ
と
に
高
尚
な
技
術
、
古
い
言
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葉
で
諸
道
と
唱
え
て
い
た
医
業
や
音
楽
の
類
を
、
工
の
中
に
包
含
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
方
面
に
お
い
て

は
他
の
職
業
と
の
混
同
融
通
は
比
較
的
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
技
術
に
は
し
ば
し
ば

秘
密
が
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
一
子
相
伝
で
純
然
た
る
仲
間
の
も
の
の
み
に
伝
え
伝
え
て
数
百
年
を
経
過
し

た
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
か
く
の
ご
と
き
技
術
的
の
職
業
に
お
い
て
も
、
世
の
中
が
進
む
と
と
も
に
こ

れ
に
従
事
す
る
も
の
の
数
が
殖
え
て
、
そ
の
補
充
を
求
む
る
場
合
に
は
常
に
ま
た
士
農
工
商
の
子
弟
を
連

れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
普
通
の
職
人
と
称
す
る
類
に
至
っ
て
は
、
い
ず
れ
の
時
代
に
お
い
て
も

外
部
か
ら
弟
子
を
採
っ
て
育
て
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
商

　
商
に
至
っ
て
は
こ
の
事
実
が
い
よ
い
よ
著
し
い
。
江
戸
時
代
に
町
人
と
称
し
て
自
ら
陋
い
や
しう
し
て
お
っ
た

城
下
の
店
持
ち
で
も
、
ほ
と
ん
と
一
戸
と
し
て
昔
か
ら
の
商
人
で
あ
っ
た
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
よ
ろ
し

い
。
諸
国
の
城
下
に
常
設
の
肆みせ
の
で
き
た
の
は
は
な
は
だ
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
以
前
は
い
わ
ゆ
る

有
無
相
通
ず
で
、
生
産
者
が
自
ら
自
家
用
の
余
り
を
、
月
三
度
ま
た
は
六
度
の
市
に
立
っ
て
交
易
し
た
の

で
あ
る
。
た
ま
た
ま
商
品
が
特
別
の
技
能
を
用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
売
る
と
こ
ろ
の
工
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人
が
、
や
や
後
世
の
商
人
に
近
い
よ
う
な
地
位
を
持
ち
始
め
た
の
で
あ
る
。
京
鎌
倉
の
ご
と
き
昔
か
ら
の

大
都
会
に
開
か
れ
た
常
市
で
も
お
そ
ら
く
は
こ
の
通
り
で
、
商
売
が
独
立
の
職
業
と
な
っ
た
の
は
、
全
国

を
通
じ
て
三
四
百
年
来
の
発
達
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
な
い
。

　
こ
の
事
実
は
、
今
日
の
大
都
会
の
旧
家
の
歴
史
を
尋
ぬ
れ
ば
、
容
易
た
や
す
く
証
明
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。
京

で
も
大
阪
で
も
堺
さ
か
いで
も
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
名
を
な
し
た
大
商
人
は
、
い
ず
れ
も
浪
人
の
転
業
で
あ
っ

た
。
士
族
の
商
法
で
あ
っ
た
。
た
し
か
貝
原
益
軒
翁
の
全
集
中
に
、
福
岡
の
大
町
人
の
由
緒
の
集
め
た
も

の
が
あ
っ
た
。
近
頃
で
き
た
『
名
古
屋
市
史
』
に
は
、
あ
の
町
の
旧
家
の
若
干
が
列
記
し
て
あ
っ
た
が
、

い
ず
れ
も
と
も
に
領
主
か
ら
の
特
別
の
保
護
を
受
け
、
与
え
ら
れ
た
る
特
権
に
よ
っ
て
経
済
上
の
地
位
を

作
り
上
げ
た
者
が
多
く
、
も
ち
ろ
ん
本
人
の 

技  

倆 

ぎ
り
ょ
う

才
覚
が
根
本
の
条
件
に
は
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

要
す
る
に
方
面
こ
そ
違
え
、
皆
諸
侯
の
従
属
と
し
て
新
た
に
か
く
の
ご
と
き
有
利
な
る
地
位
を
賦
与
せ
ら

れ
た
点
は
、
武
士
と
異
る
と
こ
ろ
な
く
、
し
か
も
彼
等
は
い
ず
れ
も
由
緒
あ
る
旧
家
、
す
な
わ
ち
中
世
の

武
家
の
流
れ
を
汲
ん
で
お
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
先
祖
代
々
の
商
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
全
国
交
通
の
由
来
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江
戸
時
代
初
期
の
商
業
人
口
増
加
率
は
、
お
そ
ら
く
は
明
治
初
代
の
そ
れ
に
超
過
す
る
も
の
が
あ
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
そ
の
品
質
に
お
い
て
は
確
か
に
昔
の
方
が
立
派
な
も
の
が
多
か
っ
た
。
他
の
同

胞
よ
り
智
力
に
お
い
て
も
、
は
た
ま
た
世
界
観
に
お
い
て
も
、
数
段
傑
出
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、

地
方
割
拠
の
経
済
組
織
を
突
き
破
っ
て
、
全
国
交
通
の
大
系
統
を
打
ち
立
て
る
こ
と
は
難
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
の
方
面
に
お
い
て
も
、
一
種
の
戦
死
者
す
な
わ
ち
失
敗
者
は
非
常
に
多
か
っ
た
。
そ
の

内
若
干
の
生
き
残
っ
た
も
の
が
、
今
で
も
折
々
大
都
市
に
残
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
旧
家
門
閥
で
あ
る
。
彼

等
は
在
所
に
お
け
る
屋
形
、
被
官
の
関
係
も
し
く
は
預
り
職
代
官
の
旧
制
度
を
、
必
要
な
る
若
干
の
変
更

を
し
て
商
業
社
会
へ
移
植
し
た
。
年
期
奉
公
を
務
め
上
げ
た
者
が
暖
簾
の
れ
ん
を
分
け
て
も
ら
う
と
い
い
、
出
入

り
と
称
し
て
親
代
々
保
護
の
関
係
を
結
ぶ
が
ご
と
き
は
、
今
の
社
会
に
お
い
て
も
な
お
吾
々
が
見
出
し
得

る
と
こ
ろ
の
一
種
の
組
織
、
一
種
の
被
保
護
の
慣
習
で
あ
る
。
人
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
も
っ
て
日
本
の
社

会
の
一
特
色
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
観
る
と
こ
ろ
で
は
か
く
の
ご
と
く
し
て
三
百
年
前
に
初
め

て
現
わ
れ
出
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
類
の
商
人
は
世
が
進
む
に
従
っ
て
、
お
い
お
い
と
多
数
の
摸
倣
者
を
誘
起
し
た
が
、
そ
の
摸
倣
者

の
多
く
の
者
は
、
武
人
か
ら
の
直
接
の
転
業
者
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
後
に
は
ま
た
い
っ
た
ん
農
を
営
ん
で

お
っ
た
も
の
が
出
て
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
風
習
も
近
年
ま
で
残
っ
て
お
っ
た
が
、
大
阪
の
ご
と
き
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大
都
市
で
も
、
商
家
で
丁
稚
で
っ
ち
・
手
代
て
だ
い
を
採
用
す
る
に
、
比
較
的
生
活
の
相
似
た
る
市
民
の
子
弟
を
採
ら
ず

し
て
、
な
る
べ
く
粗
樸
そ
ぼ
く
の
田
舎
者
に
目
を
付
け
た
。
江
戸
初
期
に
は
田
舎
で
も
人
の
手
は
決
し
て
豊
富
で

は
な
く
、
次
男
三
男
の
家
に
用
の
な
い
も
の
は
、
ど
こ
へ
で
も
出
て
新
田
を
開
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
上

に
、
領
主
の
方
で
も
で
き
る
だ
け
領
民
を
外
へ
出
さ
ぬ
よ
う
に
努
め
て
お
っ
た
か
ら
、
後
世
と
異
な
っ
て

  

傭    

主  

や
と
い
ぬ
し

た
る
商
人
の
方
か
ら
、
よ
ほ
ど
進
ん
で
求
め
ぬ
と
そ
う
い
う
少
年
が
得
に
く
か
っ
た
に
相
違
な

い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
か
く
の
ご
と
く
し
て
田
舎
者
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
面
白
い
の
は

江
戸
で
も
大
阪
で
も
商
家
に
養
子
の
制
度
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
事
で
、
こ
の
風
延ひ
い
て
は
今
日
に
ま
で
伝

わ
り
、
田
舎
者
の
事
務
に
熟
練
し
て
腹
の
し
っ
か
り
し
た
者
は
、
年
々
引
き
上
げ
ら
れ
て
大
家
の
相
続
人

に
な
っ
た
。
つ
ま
り
以
前
の
商
業
が
特
別
の
伎
倆
、
尋
常
以
上
の
人
格
を
要
求
し
た
の
で
、
自
然
と
男
子

を
捨
て
て 

女  

婿 

じ
ょ
せ
い

に
相
続
を
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
久
し
か
ら
ず
し
て
田
舎
の
人
口
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
溢あふ
れ
る
時
代
が
来
た
。
も
は
や
附
近

に
は
開
く
べ
き
新
田
も
な
く
、
天
下
泰
平
に
し
て
子
孫
繁
殖
し
、
弟
や
次
男
三
男
の
家
に
用
の
な
い
も
の

が
、
求
め
て
今
の
ご
と
く
商
家
の
奉
公
を
希
望
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
今
度
は
外
部
か
ら
ま
さ
に
沈
滞
せ

ん
と
す
る
商
業
界
を
刺
戟
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
か
く
の
ご
と
き
丁
稚
生
活
か
ら
た
た
き
上
げ

る
地
位
が
満
員
に
な
っ
て
か
ら
後
、
さ
ら
に
中
年
者
の
都
会
出
稼
ぎ
と
い
う
こ
と
が
旺さか
ん
に
な
っ
た
。
ち
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ょ
う
ど
大
岡
裁
判
の
越
後
伝
吉
の
話
な
ど
が
そ
の
一
例
で
、
お
そ
ら
く
は
あ
の
頃
か
ら
北
陸
地
方
の
、
冬

分
田
畑
に
雪
が
あ
っ
て
農
作
に
従
事
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
地
方
か
ら
何
か
仕
事
が
あ
る
だ
ろ
う
と
、
都
会

へ
や
っ
て
来
て
極
度
の
忍
耐
勤
勉
を
も
っ
て
家
を
興
す
風
習
が
、
初
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
も
数
に
お
い
て
は
非
常
な
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
失
敗
者
も
多
く
あ
る
い
は
ま
た
短
期
の
出
稼
ぎ
を

終
っ
て
、
依
然
た
る
百
姓
に
立
ち
戻
っ
た
者
も
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
到

る
処
の
都
会
に
、
越
後
屋
・
上
州
屋
・
伊
勢
屋
・
近
江
屋
と
い
う
よ
う
な
暖
簾
を
掛
け
た
商
人
が
非
常
に

多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
関
東
の
都
会
の
ご
と
き
は
、
い
っ
た
ん
江
戸
に
出
た
も
の
が
帰
り
の
途
中
で
、

好
い
場
所
を
見
つ
け
て
落
ち
着
い
た
と
い
う
よ
う
な
、
一
種
変
っ
た
来
歴
の
移
住
民
を
非
常
に
多
く
包
含

し
て
い
る
。
中
で
も
近
江
屋
と
伊
勢
屋
は
、
今
日
な
お
特
別
の
商
店
経
営
を
持
続
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

当
初
出
稼
ぎ
の
折
か
ら
、
す
で
に
他
の
国
々
と
違
っ
た
態
度
も
し
く
は
工
夫
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。
全

国
の
移
住
商
人
の
中
で
数
に
お
い
て
も
最
も
多
く
、
地
域
に
お
い
て
も
最
も
広
く
分
布
し
て
い
る
の
は
近

江
と
伊
勢
の
商
人
で
あ
る
。
伊
勢
は
こ
と
に
よ
る
と
神
宮
の
下
級
神
人
の
全
国
巡
廻
と
、
因
縁
を
持
っ
て

い
る
の
で
な
い
か
と
思
う
が
、
近
江
の
ご
と
き
は
ど
う
し
て
そ
の
大
移
動
が
始
ま
っ
た
か
い
ま
だ
解わか
ら
ぬ
。

南
部
・
津
軽
の
田
舎
を
歩
い
て
み
る
と
、 

上  

方 

か
み
が
た

か
ら
来
た
と
称
す
る
半
商
半
農
の
資
産
家
が
今
で
も
多

い
が
、
こ
れ
が
半
ば
は
近
江
の
者
で
あ
る
こ
と
は
、
今
な
お
自
分
の
説
明
に
苦
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
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る
。

　
　
　
　
　
　
　
兵
農
一
致

　
士
農
工
商
の
内
、
工
の
半
分
以
上
商
の
九
分
通
り
ま
で
が
、
も
と
は
農
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
農

工
商
を
そ
れ
ぞ
れ
別
異
な
る
階
級
の
ご
と
く
見
る
の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
前
に
申
す
通
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
進
ん
で
士
と
い
う
階
級
も
ま
た
、
農
か
ら
別
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
少
し
く
話
し
て
み
た
い
。

　
江
戸
期
の
学
者
が
、
古
い
に
し
えは
兵
農
一
致
と
論
じ
た
の
は
有
名
な
こ
と
で
あ
る
が
、
人
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を

平
時
に
武
士
が
下
人
を
指
揮
し
て
、
農
業
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
だ
け
に
解
し
て
、
武
家
も
農
家
も
古
く

は
同
一
の
団
体
の
一
分
子
で
あ
っ
た
と
い
う
ま
で
に
は
思
っ
て
お
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か

し
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
、
中
途
半
端
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
徹
底
的
に
武
家
す
な
わ
ち
農
家
で
あ
っ
た

こ
と
は
疑
い
な
き
事
実
で
、
こ
れ
が
ま
た
日
本
の
社
会
の
す
こ
ぶ
る
誇
る
べ
き
特
色
で
、
あ
る
い
は
世
の

中
が
末
に
な
っ
た
ご
と
く
憤
る
人
も
あ
る
時
勢
に
際
し
て
、
吾
々
が
将
来
の
発
展
に
対
し
て
、
な
お
す
く

な
か
ら
ざ
る
希
望
を
持
つ
根
拠
で
あ
る
。

　
こ
の
顕
著
な
る
事
実
は
、
ど
の
方
面
か
ら
で
も
説
明
す
る
事
が
困
難
で
な
い
が
、
最
も
容
易
に
普
通
人
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を
し
て
納
得
せ
し
め
得
る
方
法
は
、
箇
々
の
家
に
つ
い
て
そ
の
起
原
を
辿たど
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
昔
諸

国
の
大
藩
に
お
い
て
、
家
老
な
り  

物    

頭  

も
の
が
し
ら

な
り
の
重
職
を
務
め
、
百
姓
町
人
を
ゲ
ス
の
ご
と
く
に
呼
び

す
て
に
し
た
家
で
は
、
あ
る
い
は
心
得
違
い
と
し
て
、
神
武
天
皇
以
来
素
性
が
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ

て
い
た
か
知
ら
ぬ
が
、
一
般
彼
等
が
家
号
す
な
わ
ち
苗
字
を
調
べ
て
み
る
と
、
た
だ
ち
に
そ
の
推
測
の
誤

り
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
苗
字
の
中
で
も
伊
藤
・
小
林
・
渡
辺
・
中
村
と
い
う
よ
う
な
あ
ま
り
に
普
通
的

な
る
少
数
の
も
の
を
除
い
て
、
そ
の
他
の
大
多
数
は
い
ず
れ
も
地
名
で
あ
る
。
官
府
の
文
書
に
は
維
新
の

際
ま
で
、
こ
れ
を  

在    
名  

ざ
い
み
ょ
う

と
称
え
て
い
た
。
在
名
と
は
所
在
の
地
名
と
い
う
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
中
世

以
前
人
が
普
通
居
住
地
の
地
名
を
も
っ
て
、
家
号
と
し
て
お
っ
た
習
慣
が
、 

痕  

跡 

こ
ん
せ
き

と
な
っ
て
伝
わ
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
今
日
の
吾
々
の
苗
字
は
、
百
中
の
九
十
九
ま
で
、
実
際
の
在
名
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
居
住

地
の
地
名
と
は
違
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
京
都
の
華
族
の
ご
と
き
は
、
狭
い
地
域
の
内
で
家
を
移
し
て

い
た
か
ら
、
一
条
・
二
条
・
三
条
等
の
市
街
に
住
ま
ず
と
も
、
元
の
居
住
地
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

旧
鹿
児
島
藩
の
ご
と
き
も
、
郷
に
住
む
武
士
を
政
策
上
互
い
に
置
き
換
え
て
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
と
て

も
薩
隅
日
の
三
国
の
外
に
出
で
ぬ
か
ら
、
島
津
家
の
旧
臣
の
苗
字
は
、
島
津
家
の
旧
領
の
地
名
で
あ
る
こ

と
が
よ
く
分
る
。
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と
こ
ろ
が
そ
の
以
前
の
武
家
に
な
る
と
、
移
転
に
よ
っ
て
本
居
の
不
明
に
な
っ
た
も
の
が
段
々
あ
る
。

前
田
家
の
旧
臣
の
姓
に
注
意
し
て
み
る
と
、
加
賀
に
住
ん
だ
後
、
領
内
の
そ
こ
こ
こ
か
ら
抱
え
た
か
と
思

わ
る
る
多
く
の
苗
字
に
混
っ
て
、
越
前
の
北
の
庄
時
代
に
取
り
立
て
ら
れ
た
越
前
の
地
名
を
持
つ
家
が
あ

り
、
さ
ら
に
ご
く
少
数
の
尾
州
荒
子
時
代
の
由
緒
あ
る
旧
家
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
国
持
大
名
の 

転  

封 

て
ん
ぽ
う

の

な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
が
、
中
以
下
の
諸
侯
の
江
戸
三
百
年
間
に
、
何
回
と
な
く
引
き
越
し
を
し
た
家
に

お
い
て
は
、
藩
士
自
ら
が
す
で
に
家
の
根
元
を
忘
却
し
た
も
の
も
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
注

意
し
て
転
封
の
経
過
を
調
べ
て
み
た
ら
ば
、
以
前
ど
こ
か
の
旧
領
内
の
地
名
で
あ
る
こ
と
を
、
発
見
す
る

も
の
が
必
ず
多
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
近
世
の
歴
史
家
は
、
兵
農
一
致
の
思
想
の
壊
れ
た
原
因
を
、
主
と
し
て
武
士
の
給
与
方
法
の
変
更
に
置

こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
な
る
ほ
ど 

知  

行 

ち
ぎ
ょ
う

の
制
度
が
扶ふ
持ち
の
制
度
に
改

ま
り
、
あ
る
い
は
名
は
知
行
と
称
し
な
が
ら
そ
の
実
管
理
権
を
政
府
に
取
っ
て 

廩  

米 

り
ん
ま
い

を
も
っ
て
相
当
額

を
給
す
る
よ
う
に
な
っ
て
は
、
武
士
と
土
地
と
の
因
縁
は
一
段
と
疎
遠
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
よ
り
も

以
前
に
、
事
実
上
の
名
字
の
地
に
お
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
は
、
自
身
農
業
を
営
み
得
る
道
理
が
な
い
。
だ

か
ら
む
し
ろ
武
士
の
家
と
旧
所
領
地
と
の
分
離
を
も
っ
て
、
兵
農
一
致
の
終
り
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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兵
農
分
離
の
由
来

　
そ
う
し
て
こ
の
分
離
が
ま
た
徳
川
幕
府
の
大
方
針
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
祖
代
々
養
い
来
た
っ
た
分

家
の
百
姓
及
び
下
作
人
は
、
事
あ
れ
ば
主
人
の
馬
前
に
立
ち
塞
ふ
さ
がっ
て
身
命
を
擲
な
げ
うっ
て
戦
い
、
平
時
に
は
主

人
保
護
の
下
に
わ
ず
か
の
田
畑
を
作
っ
て
、 

五  

穀  

成  

就 

ご
こ
く
じ
ょ
う
じ
ゅ

を
楽
し
ん
で
、
徹
頭
徹
尾
利
害
を
共
同
に
し

て
い
た
か
ら
、
た
と
い
微
々
た
る
小
名
で
あ
っ
て
も
、
成
り
上
り
の
新
領
主
に
と
り
て
は
ま
こ
と
に
厄
介

な
人
民
で
あ
る
。
多
く
の
地
方
に
お
い
て
は
、
右
の
兵
農
一
致
の
旧
習
慣
を
打
破
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

領
主
の
安
全
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
士
族
が
別
階
級
の
ご
と
く
な
り
初
め
た
の
は
、

ま
っ
た
く
こ
れ
が
原
因
と
見
て
差
支
え
な
い
。

　
名
字
が
事
実
上
の
在
名
と
合
致
し
な
く
な
り
初
め
た
の
は
ず
い
ぶ
ん
と
古
い
こ
と
で
あ
る
。
自
分
等
は

そ
の
起
原
を
平
家
の
滅
亡
、
承
久
の
乱
等
に
伴
な
う
多
く
の
大
名
の
没
落
が
、
鎌
倉
方
の
武
家
に
多
分
の

新
恩
を
加
給
し
た
時
代
に
初
ま
っ
て
い
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
九
州
で
は
宇
都
宮
、
千
葉
、
伊
東
な
ど
の

東
国
の
名
門
が
入
部
す
る
に
当
っ
て
、
家
の
名
声
を
輝
か
す
が
た
め
に
、
特
に
昔
か
ら
の
家
号
を
襲
用
し

て
、
新
在
所
の
地
名
を
用
い
な
か
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
奥
羽
で
は
葛
西
か
さ
い
や
小
野
寺
、
南
部
、
千
葉
な

ど
は
こ
の
例
で
あ
る
。
地
方
的
に
も
こ
の
種
類
の
小
移
動
が
あ
っ
た
た
め
に
、
旧
来
の
領
主
と
て
も
、
必

13



ず
し
も
そ
の
所
在
地
の
苗
字
を
保
持
し
て
い
る
と
は
限
ら
ぬ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
四
百
年
五
百
年
の
間
一

定
の
土
地
に
住
み
、
未
開
の
原
野
が
あ
れ
ば
部
下
を
送
っ
て
こ
れ
を
拓ひら
き
こ
れ
を
耕
し
、
一
通
り
な
ら
ぬ

深
い
因
縁
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
元
の
ま
ま
の
農
家
兼
武
家
の
型
で
遺
し
て
お
く
こ
と

は
、
常
に
他
所
か
ら
入
り
込
ん
だ
領
主
に
と
っ
て
は
、
危
険
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
こ
れ
に
は
ま
た
戦
術
の
変
化
と
い
う
こ
と
も
、
従
た
る
一
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
の
戦
争
に
較
べ

る
と
話
に
は
な
ら
ぬ
が
、
飛
び
道
具
の
突
然
の
輸
入
か
ら
、
戦
争
の
危
険
の
急
に
増
加
し
た
時
代
が
あ
る
。

中
世
以
前
の
武
家
は
、
防
禦
工
作
物
と
住
宅
と
は
別
で
あ
っ
て
、
寄
手
よ
せ
て
を
野
外
で
追
い
返
す
こ
と
の
で
き

ぬ
場
合
に
は
、
き
ま
っ
て
わ
が
屋
敷
に
火
を
か
け
て
、
後
の
山
に
駈
け
上
っ
て
防
戦
を
し
た
の
に
、
だ
ん

だ
ん
と
財
貨
が
城
下
に
集
り
経
済
組
織
が
緻
密
ち
み
つ
に
な
る
に
つ
れ
て
、
平
日
の
生
活
を
重
ん
じ
た
結
果
、
城

下
の
民
を
合
せ
て
防
衛
す
る
必
要
が
起
っ
た
。
そ
こ
で
な
る
べ
く
多
数
の
武
士
を 

膝  

元 

ひ
ざ
も
と

に
呼
び
寄
せ
て

お
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
大
小
二
つ
の
理
由
か
ら
、
ど
う
し
て
も
武
家
は
農
家
か
ら
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
変
化
は
こ
れ
ま
で
の
学
者
が
さ
ほ
ど
注
意
を
払
っ
て
お
ら
ぬ
が
、
日
本
の
社
会
に
と
っ
て
は
、

後
に
も
先
に
も
比
類
を
見
な
い
ほ
ど
の
悲
惨
な
る
大
革
命
で
あ
っ
た
。
昔
の
古
い
書
物
に
は
、
村
に
住
ん

で
い
た
武
家
を
郷
士
ご
う
し
も
し
く
は  

郷    

侍  

ご
う
ざ
む
ら
い
と
い
っ
た
。
近
世
の
い
わ
ゆ
る
郷
士
と
は
大
分
性
質
の
違
っ
た
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も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
こ
れ
を
国
侍
と
も
地
侍
と
も
い
っ
た
。
地
侍
は
い
わ
ゆ
る
地
卵
や
地
酒
の

「
地
」
で
あ
っ
て
、
大
名
が
他
国
か
ら
入
り
込
ん
で
後
の
名
前
で
あ
る
。
織
田
・
豊
臣
の
時
代
か
ら
、
江

戸
の
初
期
へ
か
け
て
、
右
の
地
侍
の
大
規
模
の 

殺  

戮 

さ
つ
り
く

と
い
う
も
の
が
、
各
地
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
そ

の
紛
乱
の
動
機
が
あ
る
点
に
お
い
て
、
明
治
初
年
の
断
髪
廃
刀
令
の
施
行
の
際
に
似
て
い
る
の
は
面
白
い

こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
郷
侍
の
殺
戮

　
戦
国
時
代
の
軍
記
類
を
読
む
と
、
い
わ
ゆ
る
郷
士
な
る
も
の
は
た
び
た
び
二
三
勢
力
あ
る
大
名
の
間
に

 

向  

背 

こ
う
は
い

し
て
、
い
か
に
も 

内  

股  

膏  
薬 

う
ち
ま
た
ご
う
や
く

の 

定  

節 
て
い
せ
つ

が
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
も
だ
い
た
い

か
ら
い
う
と
彼
等
を
拘
束
し
て
お
っ
た
法
則
は
、
義
理
と
恩
顧
の
観
念
で
あ
っ
た
。
今
ま
で
名
を
聞
い
た

こ
と
も
な
い
新
し
い
家
が
、
力
ず
く
で
来
て
支
配
を
す
る
と
な
れ
ば
、
動
揺
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
上
祖
先
の
地
を
去
っ
て
城
下
へ
出
て
奉
公
せ
よ
と
命
ぜ
ら
れ
、
も
し
郷
里
に
止とど
ま
ら
ん
と

す
る
な
ら
ば
、
普
通
の
百
姓
と
同
率
の
賦
課
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
あ
っ
て
は
、
彼
等
の
間
に
最
も
貴
重

と
し
て
い
る
土
地
と
家
と
の
因
縁
を
無
視
せ
ら
れ
、
し
か
も
領
主
こ
そ
代
っ
た
れ
、
近
郡
の
小
領
主
間
に
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は
血
族
交
友
の
親
し
い
関
係
が
あ
る
上
に
、
保
守
の
思
想
に
お
い
て
も
ま
た
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
彼
等
が
共
謀
し
て
新
制
度
に
反
抗
し
よ
う
と
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
以
前
か
ら
領
主
等
が
用
い
た
策
は
、
常
に
騙だま
し
討うち
で
あ
っ
た
。
東
部 

下  

し
も
つ

野 け
は
自
分
の
家
に
関
係
が
あ
る
か
ら
し
ば
し
ば
そ
の
旧
記
に
目
を
触
れ
て
い
る
が
、
那
須
郡
の
七
騎
し
ち
き
と

か
、
某
郡
の
十
何
名
な
ど
と
い
う
総
括
し
た
名
称
を
持
っ
て
い
る
旧
家
は
、
ど
こ
の
国
で
も
こ
と
に
目
を

付
け
ら
れ
て
、
多
く
は
根
こ
そ
げ
に
絶
滅
さ
せ
ら
れ
た
、
中
に
は
お
そ
ら
く
は
無
実
な
刑
罰
も
い
く
ら
も

あ
っ
た
こ
と
と
思
う
。
山
内
侯
爵
家
の
祖
先
が
、
土
佐
で
実
行
せ
ら
れ
た
と
い
う
対
地
侍
策
の
ご
と
き
は
、

な
か
ん
ず
く
こ
の
経
過
を
委くわ
し
く
語
っ
て
い
る
。
最
初
に
は
最
も
強
硬
な
少
数
を
お
び
き
出
し
て
来
て
殺

し
た
。
そ
の
次
に
は
彼
等
が
引
き
籠こも
っ
て
命めい
を
奉
じ
な
い
の
を
、
攻
め
寄
せ
て
討
ち
と
っ
た
。
そ
れ
で
も

い
か
ぬ
の
で
そ
の
次
に
は
懐
柔
策
を
採
っ
た
。
た
と
え
に
引
く
の
は
不
倫
で
あ
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
今
日

台
湾
の
総
督
府
が
東
部
の 

蕃  

人 

ば
ん
じ
ん

に
対
し
て
採
っ
て
い
る
策
も
、
ほ
ぼ
こ
の
範
囲
を
出
な
い
の
で
あ
る
。

　
土
佐
の
郷
士
は
そ
の
勇
猛
に
し
て
偏
屈
な
る
気
質
を
、
今
な
お
保
存
し
て
い
る
が
、
昔
こ
の
山
国
の
小

天
地
に
、
比
較
的
自
由
な
生
活
を
続
け
て
い
た
も
の
が
、
一
朝
に
し
て
新
領
主
の
新
制
度
に
拘
束
せ
ら
れ

ん
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
反
抗
の
激
し
か
っ
た
こ
と
も
想
い
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に

彼
等
は
い
ま
だ
充
分
に
長
曾
我
部

ち
ょ
う
そ
か
べ
家
の
恩
顧
を
受
け
き
ら
ぬ
内
に
、
そ
の
家
と
別
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
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今
一
つ
前
に
遡
さ
か
の
ぼる
と
、
国
中
の
諸
領
主
は
大
小
勢
力
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
要
す
る
に
対
等
の
交
際
で
、

地
形
上
完
全
な
る
統
一
と
い
う
も
の
を
得
て
い
な
か
っ
た
。
香
長
二
家
の
曾
我
部
氏
と
い
え
ど
も
、
い
わ

ば
覇
王
の
ご
と
き
も
の
で
、
一
条
家
が
国
主
と
し
て
君
臨
し
た
と
い
う
の
も
、
実
は
名
ば
か
り
で
、
こ
れ

ら
の
地
侍
か
ら 

奉  

戴 
ほ
う
た
い

せ
ら
れ
た
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
こ
う
い
う
特
色
あ
る
辺
鄙
へ
ん
ぴ
に
入
国
し
て
、
と
に
か

く
五
百
年
来
の
島
津
家
な
ど
と
、
ほ
ぼ
相
似
た
る
社
会
組
織
を
作
り
上
げ
る
ま
で
の
、
骨
折
り
と
い
う
も

の
は
一
通
り
で
な
か
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
兵
農
分
離
の
結
果

　
し
か
し
要
す
る
に
時
の
力
と
い
う
も
の
は
争
わ
れ
な
い
も
の
で
、
こ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
破
壊
的
の
革
命

も
、
二
代
三
代
と
立
つ
内
に
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
平
和
な
時
代
の
武
士
と
い
う

者
は
、
実
際
退
屈
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ひ
と
り
重
要
な
の
は
家
の
存
続
で
あ
り
、
祖
先
を
し
て
永
く  

血  

け
っ
し

  

食  

ょ
く

せ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。
初
め
て
自
分
は
も
は
や
武
士
で
な
い
と
宣
言
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
地
侍

の
主
人
の
心
持
は
、
い
か
に
も 

寂  

寞 

せ
き
ば
く 

無  

聊 

ぶ
り
ょ
う

を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
結
局
は
こ
れ
が
万
全

の
策
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
地
方
に
お
い
て
多
く
書
を
読
み
、
名
望
を
も
っ
て
一
郷
一
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郡
を
統
御
し
て
い
る
人
々
は
、
多
く
は
こ
の
類
の
槍やり
と
馬
と
を
断
念
し
た
旧
家
の
末
で
あ
る
。

　
し
か
し
彼
等
と
て
も
、
そ
う
無
造
作
に
は
断
念
は
し
な
か
っ
た
。
大
和
十
津
川

と
つ
か
わ

は
維
新
の
際
ま
で
皇
室

の
御
料
地
で
、
南
朝
以
来
の
由
緒
あ
る
に
よ
っ
て
、
今
で
も
全
村
の
農
民
こ
と
ご
と
く
士
族
で
あ
る
。
分

家
を
す
れ
ば
平
民
と
な
る
の
が
辛
さ
に
、
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
絶
家
ぜ
っ
け
を
続つ
ぐ
風
習
が
は
な
は
だ
旺さか
ん
で
あ

る
。
明
治
二
十
二
年
の
大
洪
水
に
屋
敷
耕
地
の
過
半
が
な
く
な
っ
て
、
ど
う
し
て
も
住
み
続
け
る
事
が
で

き
な
く
な
っ
た
、
そ
こ
で
北
海
道
の
新
十
津
川
村
を
拓
い
た
の
で
あ
る
。
新
十
津
川
村
は
一
望
無
限
の
平

野
で
、
い
か
な
る
小
民
で
も
五
町
歩
の
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
な
ら
ば
我
も
彼
も
こ
の

新
し
い
境
涯
に
赴
く
か
と
思
い
の
ほ
か
、
や
は
り
一
軒
の
家
か
ら
兄
は
行
き
弟
は
止
ま
り
、
父
と
子
と
別

れ
て
、
結
局
大
和
の
本
村
も
、
大
な
る
戸
数
の
減
少
は
見
な
か
っ
た
。
地
侍
が
事
実
上
の
帰
農
を
し
た
時

分
に
も
、
同
じ
現
象
が
行
わ
れ
た
。
多
く
あ
る
兄
弟
の
中
な
ら
ば
、
必
ず
一
人
や
二
人
は
家
を
出
て
、
城

下
の
武
士
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
男
三
男
の
処
分
方
法
と
し
て
も
、
い
た
っ
て
便
宜
な
こ
と
で
、
昔

な
ら
ば 

叡  

山 

え
い
ざ
ん

か
高
野
こ
う
や
へ
で
も
送
る
か
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
永
年
武
者
修
業
で
も
し
た
挙
句
あ
げ
く
に
、
ど
こ
か
で

槍
先
の
功
名
を
現
わ
す
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
新
領
主
の
方
か
ら
、
在
所
に
お
り
た
く
ば
純
然
た
る

農
に
な
れ
、
刀
を
挿
し
た
く
ば
出
で
て
仕
え
よ
と
い
う
命
令
を
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
一
門
相

談
の
上
、
温
厚
な
る
総
領
は
家
に
残
り
、
活
気
の
あ
る
二
三
男
は
奉
公
を
し
て
、
禄ろく
を
稼
い
だ
と
い
う
こ
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と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
わ
ゆ
る
三
百
諸
侯
の
大
多
数
が
、
あ
の
よ
う
に
頻
繁
に
国
換
え
断
絶
、

削
封
を
受
け
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
一
門
の
間
に
兵
農
一
致
の
事
実
は
、
分
業
的
に
永
く
存
し
て
い
て
、
今

一
段
と
愉
快
な
る
社
会
組
織
、
す
な
わ
ち
士
農
工
商
な
ど
と
い
う
階
級
が
ま
し
い
差
別
を
作
っ
て
、
一
方

が
威
張
り
一
方
が
卑
屈
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
昔
の
人
は
今
よ
り
も
は
る
か
に
物
堅
か
っ
た
か
ら
、
家
の
歴
史
に
は
非
常
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
数

回
の
国
換
え
が
あ
っ
て
か
ら
後
で
も
、
元
の
在
所
の
本
家
と
、
音
信
を
絶
た
ぬ
も
の
が
多
か
っ
た
。
交
通

の  

障    

碍  

し
ょ
う
が
い

等
の
た
め
に
、
一
時
疎
遠
に
な
っ
て
い
て
も
、
久
し
く
し
て
尋
ね
て
来
て
、
名
乗
り
あ
っ
た

と
い
う
話
は
い
く
ら
も
あ
る
。
た
だ
い
か
ん
せ
ん
、
本
家
の
方
で
は
浮
世
の
栄
枯
盛
衰
が
多
か
っ
た
上
に
、

縁
故
の
少
な
い
新
領
主
及
び
そ
の
藩
士
た
ち
か
ら
、
冷
淡
な
る
待
遇
を
受
け
る
た
め
に
、
身
も
心
も
い
わ

ゆ
る
土
民
に
な
り
切
っ
て
、
た
ま
た
ま
代
換
り
の
老
人
の
絶
え
た
家
な
ど
で
は
、
そ
う
い
う
武
家
の
親
類

が
、
遠
く
に
あ
る
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
今
日
の
い

わ
ゆ
る
士
族
な
る
者
の
内
に
、
分
家
も
本
家
も
な
く
て
、
源
平
時
代
か
ら
武
士
で
あ
っ
た
家
と
い
う
も
の

が
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
少
し
く
そ
の
頃
の
領
主
と
の
関
係
を
辿たど
っ
て
考
え
て
み
た

ら
、
た
と
い
本
家
の
所
在
が
不
明
で
も
、
わ
が
家
も
元
は
百
姓
で
あ
っ
た
事
が
容
易
た
や
す
く
想
像
し
得
ら
る
る

の
で
、
も
し
彼
等
が
士
族
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
負
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
二
百
年
か
三
百
年
の
履

19



歴
に
よ
っ
て
威
張
る
だ
け
で
あ
る
。
維
新
の
少
し
前
、
洋
式
調
練
が
各
藩
に
入
っ
た
時
、
従
来
の
徒か
士ち
足

軽
で
は
、
人
数
が
足
ら
ぬ
の
で
、
農
兵
と
称
し
て
新
た
に
村
落
の
内
か
ら
下
級
の
卒
を
抱
え
た
処
が
あ
っ

た
。
そ
の
時
の
彼
等
の
悦
び
は
非
常
に
大
き
い
も
の
で
、
あ
る
藩
に
お
い
て
は
、
家
を
出
て
行
く
際
に
女

房
に
向
っ
て
「
吾
々
侍
で
も
悲
し
い
か
ら
お
前
の
泣
く
の
は
も
っ
と
も
だ
」
と
い
っ
た
と
い
う
一
つ
の
笑

話
す
ら
遺
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
つ
い
四
五
年
前
ま
で
こ
の
連
中
は
、
士
族
の
称
号
を
得
る
た
め
に
旺
ん

な
運
動
を
し
て
い
た
。
今
日
の
い
わ
ゆ
る
士
族
が
、
そ
の
偶
然
の
境
遇
の
た
め
に
自
負
を
す
る
な
ら
ば
、

要
す
る
に
こ
れ
ら
の
農
兵
ど
も
と
五
十
歩
百
歩
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
偽
系
図

　
最
近
百
年
ほ
ど
の
間
、
偽
系
図
を
作
っ
て
生
活
し
て
い
た
学
者
ら
し
か
ら
ぬ
学
者
が
、
指
を
折
っ
て
数

え
る
ほ
ど
諸
国
に
あ
っ
た
。
金
が
で
き
る
と
家
の
格
式
を
作
り
た
が
る
の
は
普
通
の
人
情
で
、
二
代
三
代

と
主
人
が
代
っ
て
、
か
つ
て
は
し﹅
が﹅
な﹅
い﹅ 

水  

呑 

み
ず
の
み

百
姓
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
近
郷
の
者
の
忘
れ
た
頃
に
、

そ
ろ
そ
ろ
と
自
分
の
家
が
源
平
時
代
か
ら
で
も
、
そ
の
土
地
に
住
ん
で
お
っ
た
と
い
う
よ
う
な
顔
を
す
る

の
は
、
普
通
の
社
会
状
態
で
あ
っ
た
が
、
も
と
も
と
系
図
の
有
無
に
よ
っ
て
家
の
古
さ
新
し
さ
、
す
な
わ

20家の話



ち
い
わ
ゆ
る
門
閥
の
大
小
を
決
せ
ん
と
し
た
の
が
、
近
世
に
始
ま
っ
た
誤
謬
で
あ
る
。

　
史
料
編
纂
官
の
報
告
を
見
て
も
分
る
ご
と
く
、
本
来
厳
格
な
る
意
味
に
お
け
る
系
図
と
い
う
も
の
は
少

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
の
各
家
に
貴
重
せ
ら
れ
て
お
っ
た
系
図
に
至
っ
て
は
、
要
す
る
に
、
そ
の
家

の
領
地
が
慣
習
法
上
、
適
当
に
相
続
せ
ら
れ
て
お
っ
た
事
を
証
明
す
る
、
一
種
い
わ
ゆ
る
手
継
文
書
の
附

属
書
類
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
家
の
領
地
が
な
く
な
れ
ば
、
す
な
わ
ち
地
租
が
た
だ
の
農
民
よ
り
特
に

軽
い
と
い
う
状
態
が
な
く
な
れ
ば
、
も
は
や
不
用
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら
、
盛
ん
に
行
わ
れ
た
由
緒
書
と
い
う
も
の
も
、
も
と
は
こ
れ
と
目
的
を
同
じ
ゅ

う
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
大
小
の
藩
に
お
い
て
、
何
ゆ
え
に
甲
乙
少
数
の
領
民
に
の
み
、
あ
る

特
典
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う
説
明
を
、
時
々
そ
の
本
人
か
ら
表
明
さ
せ
た
の
が
こ
の
由
緒
書
で
あ
る
。

士
分
の
者
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
よ
く
似
た
先
祖
書
と
い
う
も
の
を
、
代
替
り
ご
と
に
差
し
出
さ
し
む
る

例
規
で
あ
っ
た
。
自
他
と
も
に
昔
の
こ
と
を
忘
れ
し
め
ぬ
美
風
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
要
す
る
に
そ
の
動

機
は
、
た
だ
経
済
上
の
優
遇
の
一
条
件
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
お
い
お
い
と
世
の
中
が 

逼  

迫 

ひ
っ
ぱ
く

し
て
、
貴
族
は
財
政
に
弱
っ
て
税
を
免
じ
て
や
る
こ
と
が
で

き
ず
、
実
を
去
っ
て
虚
名
の
み
を
付
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
世
の
一
変
遷
で
、
い
わ
ば
泰
平
の

兆
候
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
。
民
間
の
由
緒
書
、
な
い
し
は
こ
れ
を
修
飾
し
て
新
た
に
作
っ
た
系
図
の
数
は
、

21



つ
い
に
領
主
以
外
の
世
間
の
人
々
に
向
っ
て
、
家
の
名
門
を
語
る
べ
き
、
一
種
の
飾
り
も
の
の
ご
と
く
変

化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
御
用
金
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
は
自
力
を
も
っ
て
公
共
の
た
め
に
道
路
を
拓
き
橋
を
架

け
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
次
第
に
名
誉
の
称
号
を
も
っ
て
報
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
方
に
よ
っ
て

は
普
通
の
農
民
に
、 

瓦  

葺 
か
わ
ら
ぶ

き
や
破は
風ふ
作
り
等
の
家
を
許
さ
ず
、
た
ま
た
ま
領
主
に
対
し
て
功
労
の
あ
っ

た
も
の
に
の
み
、
特
典
と
し
て
こ
れ
を
認
め
た
。
あ
る
い
は
手
傘
を
用
い
る
あ
る
い
は
杖
を
つ
か
せ
る
と

い
う
類
の
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
も
、
同
じ
目
的
に
利
用
せ
ら
れ
た
。
こ
と
に
最
も
広
く
行
わ
れ
た
の
は
い
わ
ゆ

る
苗
字
帯
刀
御
免
の
制
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
苗
字
帯
刀
御
免

　
中
世
の
社
会
組
織
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
在
名
の
使
用
は
、
あ
る
領
地
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
徴
し
る
しで

あ
っ
た
。
従
っ
て
単
純
な
る
土
民
は
、
苗
字
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
地
侍
を
た
だ
の
百

姓
に
し
た
結
果
は
す
な
わ
ち
在
名
の
禁
止
で
あ
っ
た
。
在
名
の
禁
止
は
原
則
と
し
て
は
明
治
の
初
年
ま
で

続
い
て
お
っ
た
。
明
白
に
土
地 

草  

分 

く
さ
わ
け

の
旧
家
で
あ
っ
て
も
、
特
許
な
し
に
は
こ
れ
を
傘
・  

提    

灯  

ち
ょ
う
ち
ん

に
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も
書
き
込
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
使
用
を
許
さ
る
る
と
な
れ
ば
、
多
く
の
富
豪
は
、
甘
ん
じ
て

巨
額
の
御
用
金
に
応
じ
た
の
で
あ
る
。
帯
刀
も
ま
た
同
じ
こ
と
で
、
も
は
や
抜
い
て
犬
を
切
る
こ
と
も
で

き
ぬ
よ
う
な
農
家
の
主
人
が
、
や
は
り
公
然
と
刀
を
帯
ぶ
る
こ
と
を
、
こ
の
上
も
な
き
面
目
と
考
え
た
の

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
人
気
の
悪
い
地
方
で
は
、
何
の
素
性
も
知
れ
ぬ
馬
の
骨
が
、  

吝    

嗇  

り
ん
し
ょ
く

・
貪
慾
な
い
し
は
幸
運

に
よ
っ
て
、
一
門
の
旧
家
で
あ
る
が
ご
と
く
反
り
か
え
っ
て
歩
く
と
、
後
ろ
指
を
さ
す
者
な
ど
も
あ
っ
た

か
知
ら
ぬ
が
、
実
は
今
日
の
ご
と
く
経
済
上
の
異
動
の
激
烈
で
な
い
時
代
に
お
い
て
は
、
や
は
り
従
来
苗

字
を
用
い
大
小
を
帯
び
る
身
分
で
あ
っ
た
も
の
の
子
孫
が
、
多
数
こ
の
特
権
に
あ
り
つ
い
て
新
た
に
大
い

に
喜
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
昔
の
地
侍
に
近
い
生
活
に
戻
る
と

い
う
こ
と
を
、
最
も
熱
心
に
希
望
し
た
も
の
は
、
か
つ
て
こ
れ
を
失
っ
て
悲
し
ん
だ
者
の
曾
孫
玄
孫
で
、

彼
等
の
血
の
中
に
は
、
依
然
中
世
の
武
家
の
熱
情
が
、
久
し
く
眠
っ
て
い
て
つ
い
に
覚
め
た
の
で
あ
る
。

　
稀まれ
に
は
さ
よ
う
で
な
い
成
り
上
り
も
の
の
例
も
あ
る
に
し
て
も
、
少
な
く
も
近
世
農
民
の
社
会
に
お
け

る
一
般
の
好
尚
の
、
家
名
す
な
わ
ち
地
侍
に
近
い
生
活
を
保
つ
こ
と
に
、
そ
の
中
心
を
置
い
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
今
も
っ
て
地
方
を
歩
け
ば
、
旦
那
大
家
と
い
う
も
の
の
地
位
が
、
諸
人
の 

羨  

望 

せ
ん
ぼ
う

の
的
で
あ

っ
て
、
一
代
に  

身    

上  

し
ん
し
ょ
う

を
作
っ
た
も
の
の
器
量
と
才
覚
で
は
、
と
う
て
い
こ
れ
と
競
争
も
で
き
ず
、
本
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人
た
ち
も
ま
た
た
と
い
隆
々
た
る
家
運
を
誇
る
こ
と
は
で
き
ぬ
ま
で
も
、
依
然
と
し
て
わ
が
格
式
に
相
応

し
た
一
段
と
高
尚
な
る
道
徳
律
を
守
っ
て
、
常
に
郷
党
の
精
神
的
生
活
を
代
表
せ
ん
と
す
る
概
お
も
む
きの
あ
る
の

は
、
な
る
ほ
ど
前
代
の
遺
風
と
い
え
ば
遺
風
で
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
日
本
の
他
の
諸
国
の
摸
倣
を
許
さ
ざ

る
、
一
つ
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
苦
労
を
し
て
偽
系
図
を
注
文
し
、
な
い
し
は
あ
る
時
代
の
洪
水
・
大
火
に
紛
失

し
た
な
ど
と
い
う
言
い
分
け
を
す
る
の
は
、
無
用
千
万
な
話
で
あ
る
。
時
勢
が
進
め
ば
次
男
三
男
の
分
家

の
殖
え
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
本
家
で
な
け
れ
ば
昔
か
ら
の
系
図
は
あ
り
よ
う
が
な
い
。
か
り
に
昔
は

あ
っ
て
も
、
幼
小
な
る
戸
主
ま
た
は
学
問
の
嫌
い
な
人
が
一
代
出
れ
ば
、
昔
の
固
有
名
詞
な
ど
は
忘
れ
て

し
ま
う
の
が
当
然
で
、
先
祖
の
固
有
名
詞
の
有
無
に
よ
っ
て
、
家
の
年
齢
を
証
明
せ
ん
と
し
た
の
が
、
最

初
か
ら
誤
り
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
と
に
八
幡
太
郎
と
か
頼
政
と
か
い
う
よ
う
な
、
最
も
熟
知
せ
ら
れ
た

る
前
代
人
と
系
図
で
繋つな
ご
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
動
機
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
常
に
子
供
ら
し
い
空
想
で

あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
、
吾
々
が
深
く
考
え
て
み
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
吾
々
の
中
に
は
、
一
戸
と
し

て
先
祖
な
し
に
初
ま
っ
た
家
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
祖
の
中
に
は
不
幸
に
し
て
記
録
に
書
き
残

さ
れ
ず
、
ま
た
は
幸
い
に
し
て
戦
場
に
お
い
て
華
々
し
い
最
後
を
遂
げ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
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間
と
し
て
最
も
正
し
く
、
日
本
人
と
し
て
最
も
立
派
な
武
家
兼
農
家
の
主
が
、
古
今
千
年
の
間
に
何
千
人

何
万
人
あ
っ
た
か
分
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
国
人
等
が
し
ば
し
ば
日
本
の
人
は
農
民
ま
で
が
勇
敢

で
あ
る
、
忠
誠
で
あ
る
と
批
評
す
る
の
は
、
吾
々
の
目
か
ら
観
れ
ば 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

千
万
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ

と
り
殺
伐
な
る
戦
闘
事
業
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
ま
た
平
和
の
技
術
に
お
い
て
、
学
問
に
お
い

て
、
容
易
た
や
す
く
志
を
立
て
、
教
え
れ
ば
必
ず
あ
る
発
達
を
観
る
の
は
、
た
と
い
系
図
の
証
明
が
な
く
と
も
、

ま
た
一
人
の
昔
知
ら
れ
た
る
先
祖
が
存
在
せ
ず
と
も
、
必
ず
由
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
は
、
田

舎
の
歴
史
を
観
る
も
の
の
確
信
せ
ず
に
は
お
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、
吾
々
が
い
た
ず
ら
に
国
の
古
い
の

を
誇
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
中
い
ず
れ
の
部
分
の
人
間
に
も
、
真ま
似ね
る
事
の
で
き
ぬ
隠
れ
た
る
遺
伝
の

あ
る
こ
と
を
信
ず
る
が
た
め
に
、
初
め
て
こ
の
国
の
永
続
と
い
う
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
事
な
問
題
と
な

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
奉
公
」
大
正
七
年
一
月
　
四
月
）
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